
ス
イ
ン
グ
論
の
林
立
と
混
乱

　
今
回
は
ゴ
ル
フ
フ
ィ
ッ
テ
ィ
ン
グ
の

中
の「
ス
イ
ン
グ
フ
ィ
ッ
テ
ィ
ン
グ
」に

つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

　
ま
ず
、
世
に
提
唱
さ
れ
る
ゴ
ル
フ
理

論
と
言
わ
れ
る
も
の
は
、
著
者
が
実
践

す
る
方
法（
ス
イ
ン
グ
や
打
ち
方
）を
ま

切
り
口
で
情
報
化
し
て
生
徒
や
お
客
様

に
伝
え
る
か
が
、
今
後
と
て
も
大
切
に

な
っ
て
き
ま
す
。こ
れ
が
確
立
さ
れ
れ

ば
、
レ
ッ
ス
ン
ス
キ
ル
も
フ
ィ
ッ
テ
ィ

ン
グ
ス
キ
ル
も
混
乱
を
招
く
情
報
が
淘

汰
さ
れ
、
飛
躍
的
に
ア
ッ
プ
す
る
こ
と

は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

私
の
ス
イ
ン
グ
理
論 

３
Ｓ
理
論
」

　
私
の
ゴ
ル
フ
技
術
は
、
シ
ャ
フ
ト
の

真
ん
中
が
曲
が
っ
て
い
る
ク
ラ
ブ（
写

と
め
た
も
の
が
大
半
で
あ
り
、
そ
れ
ら

は
す
べ
て
正
し
い
の
で
す
。内
容
が
千

差
万
別
な
の
は
、
個
々
の
実
証
主
義
に

基
づ
く
た
め
当
た
り
前
の
こ
と
な
の
で

す
。そ
し
て
乱
暴
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、

ど
ん
な
本
を
読
ん
で
も
、
ど
ん
な
指
導

者
に
習
っ
て
も
、
た
く
さ
ん
練
習
す
れ

ば
そ
れ
な
り
に
上
達
し
ま
す
。

　
欧
米
の
ゴ
ル
フ
理
論
は「
ボ
ー
ル
の

弾
道
法
則
」（
入
射
角
、打
点
、軌
道
、フ

ェ
ー
ス
の
向
き
、
Ｈ
Ｓ
の
５
要
素
で
決

定
）
に
準
拠
し
て
記
述
さ
れ
る
も
の
が

多
い
の
で
、
例
え
ば
こ
の
本
は
ス
イ
ン

グ
プ
レ
ー
ン
に
つ
い
て
の
話
だ
な
と
テ

ー
マ
が
理
解
し
や
す
い
の
で
す
が
、
日

本
の
理
論
は
ま
だ「
打
ち
方
理
論
」の
域

を
脱
し
て
い
な
い
印
象
が
あ
り
ま
す
。

も
し
、
星
の
数
ほ
ど
あ
る
ゴ
ル
フ
理
論

と
称
さ
れ
る
も
の
の
中
か
ら
共
通
項
を

見
い
だ
せ
れ
ば「
ス
イ
ン
グ
法
則
」と
い

う
も
の
を
発
見
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、現
状
は
困
難
で
す
。

ア
ナ
ラ
イ
ザ
ー
の
役
割
と
情
報
化

　
近
年
、
様
々
な
種
類
の
ア
ナ
ラ
イ
ザ

ー
が
開
発
さ
れ
て
き
ま
し
た
。ボ
ー
ル

の
弾
道
を
レ
ー
ダ
ー
で
追
跡
す
る
も

の
、
イ
ン
パ
ク
ト
前
後
の
ク
ラ
ブ
の
動

き
を
測
定
す
る
も
の
、
身
体
に
ア
ン
カ

ー
を
取
り
付
け
て
、
そ
れ
を
複
数
の
カ

メ
ラ
で
測
定
す
る
動
作
解
析
的
な
も

の
、３
軸
加
速
度
セ
ン
サ
ー・３
軸
ジ
ャ

イ
ロ
セ
ン
サ
ー
を
ク
ラ
ブ
に
取
り
付
け

ス
イ
ン
グ
中
の
ク
ラ
ブ
の
動
き
を
測
定

す
る
も
の
。こ
れ
に
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
を

加
え
れ
ば
、
ゴ
ル
フ
を
す
る
上
で
ほ
ぼ

全
て
の
デ
ー
タ
が
手
に
入
り
ま
す
。

　
身
振
り
手
振
り
の
レ
ッ
ス
ン
よ
り
ビ

デ
オ
撮
影
を
使
っ
た
ほ
う
が
理
解
度
は

高
ま
る
で
し
ょ
う
し
、
さ
ら
に
そ
の
時

の
イ
ン
パ
ク
ト
デ
ー
タ
が
フ
ィ
ー
ド
バ

ッ
ク
さ
れ
れ
ば
、
受
け
手
に
納
得
性
を

も
た
ら
す
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。

　
し
か
し
、
ア
ナ
ラ
イ
ザ
ー
は
あ
く
ま

で
デ
ー
タ
計
測
器
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。こ

こ
で
計
測
さ
れ
た
デ
ー
タ
を
ど
う
い
う

真
①
）を
振
る
こ
と
で
得
ら
れ
ま
し
た
。

私
の
ゴ
ル
フ
の
師
で
あ
る
チ
ャ
ッ
ク
・

キ
ャ
ン
ベ
ル
プ
ロ
が「
こ
れ
を
振
っ
て

ご
ら
ん
」と
差
し
出
し
た
も
の
で
す
。こ

れ
を
振
る
こ
と
で「
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
を

振
る
と
こ
ん
な
力
が
働
く
ん
だ
」
と
私

に
伝
え
た
か
っ
た
の
で
す
。

　
何
回
も
振
っ
て
み
ま
し
た
。何
回
振

っ
て
も
グ
ラ
グ
ラ
し
ま
す
。あ
る
時
フ

ェ
ー
ス
を
開
く
よ
う
に
テ
ー
ク
バ
ッ
ク
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と
重
さ
を
感
じ
ま
す
が
、
う
ま
く
重
さ

を「
消
せ
る
位
置
」が
あ
り
、
こ
の
ポ
ジ

シ
ョ
ン
で
は
軽
く
感
じ
る
の
で
す
。フ

ォ
ロ
ー
ス
ル
ー
で
も
同
じ
で
す
。イ
ン

パ
ク
ト
後
、
ま
っ
す
ぐ
フ
ェ
ー
ス
を
保

っ
て
フ
ォ
ロ
ー
し
よ
う
と
す
れ
ば
重
く

感
じ
ま
す
が
、
重
さ
を
消
せ
る
位
置
が

あ
る
の
で
す
。そ
こ
で
、
重
さ
を
消
し

て
、
重
さ
が
消
え
る
位
置
へ
ス
イ
ン
グ

し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　
こ
れ
を
連
続
し
て
往
復
さ
せ
て
く
だ

さ
い
。ク
ラ
ブ
の
軌
道
の
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
が
よ
く
な
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
で

し
ょ
う
。ま
た
、重
さ
を
消
し
た
位
置
か

ら
フ
ォ
ロ
ー
ス
ル
ー
に
向
け
ち
ょ
っ
と

下
に
向
け
て
加
速
さ
せ
る
と
、
ク
ラ
ブ

の
モ
ー
メ
ン
ト
を
感
じ
取
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。

　
こ
こ
か
ら
私
は
ヘ
ッ
ド
ス
ピ
ー
ド
を

「
ト
ゥ
ス
ピ
ー
ド
」と「
ヒ
ー
ル
ス
ピ
ー

ド
」に
分
解
し
、各
々
の
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ

プ
の
さ
せ
方
を
研
究
し
ま
し
た
。単
純

に
ヘ
ッ
ド
ス
ピ
ー
ド
と
言
い
ま
す
が
、

実
際
に
は
シ
ャ
フ
ト
軸
線
か
ら
遠
い
と

こ
ろ
に
あ
る
ト
ゥ
部
分
は
ス
イ
ン
グ
中

に「
ヘ
ッ
ド
の
返
り
」が
あ
る
た
め
速
く

な
り
ま
す
。双
方
の
速
度
は
ヘ
ッ
ド
に

モ
ー
シ
ョ
ン
キ
ャ
プ
チ
ャ
ー
を
付
け
る

な
ど
で
計
測
で
き
ま
す
。

　
ヒ
ー
ル
ス
ピ
ー
ド
の
上
げ
方
か
ら
ト

ゥ
ス
ピ
ー
ド
を
上
げ
て
イ
ン
パ
ク
ト
す

る
と
い
う
練
習
で
は
、「
飛
ば
す
」技
術

を
習
得
す
る
過
程
で「
方
向
性
」も
獲
得

で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
す
。

　
つ
ま
り
曲
が
ら
な
い
飛
距
離
の
獲
得

が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。こ
の
よ
う
な

フ
ェ
ー
ス
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
は
、
今
に

な
っ
て
み
れ
ば
重
心
角
度
の
利
用
と
理

解
で
き
ま
す
。当
時
は
重
心
角
度
と
い

う
概
念
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
振

り
返
っ
て
み
る
と
私
は
最
初
か
ら
ク
ラ

ブ
の
持
つ
機
能
を
利
用
す
る
ス
イ
ン
グ

を
す
る
と
い
っ
た
考
え
で
、
ゴ
ル
フ
を

指
導
し
て
き
ま
し
た
。

　
も
う
一
つ
着
目
し
た
ク
ラ
ブ
の
機
能

は
シ
ャ
フ
ト
の
し
な
り
＆
し
な
り
戻
り

で
、
前
回
の
キ
ネ
テ
ィ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン

と
密
接
な
関
係
が
あ
り
ま
す
。そ
し
て

こ
の
２
つ
の
ク
ラ
ブ
の
機
能
を
生
か
す

ス
イ
ン
グ
に
は
、
３
つ
の
Ｓ
で
表
せ
る

要
素
が
あ
る
と
い
う
の
が「
３
Ｓ
ゴ
ル

フ
理
論
」で
す
。詳
細
は
次
号
で
。

す
る
と
、
グ
ラ
グ
ラ
感
が
少
な
く
な
り

ま
し
た
。グ
ラ
グ
ラ
感
が
な
く
な
る
と

ト
ッ
プ
の
位
置
が
ピ
タ
ッ
と
す
る
感
じ

が
し
て
き
ま
し
た
。そ
こ
か
ら
振
り
切

る
と
、全
体
の
加
速
の
中
で
、イ
ン
パ
ク

ト
の
直
前
直
後
に
タ
ー
ボ
エ
ン
ジ
ン
が

噴
射
し
た
よ
う
な
別
の
加
速
が
加
わ
る

感
じ
が
し
て
き
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
口
頭
の
レ
ッ
ス
ン
で
は
こ

の
フ
ェ
ー
ス
を
開
い
て
閉
じ
る
感
覚
が

う
ま
く
伝
わ
り
ま
せ
ん
。開
き
す
ぎ
た

り
、
開
く
動
き
と
イ
ン
サ
イ
ド
に
ク
ラ

ブ
を
上
げ
る
動
き
を
混
同
し
た
り
、
閉

じ
る
の
が
早
く
て
フ
ッ
ク
が
出
た
り
と

色
々
で
す
。さ
ら
に「
フ
ェ
ー
ス
ロ
ー
テ

ー
シ
ョ
ン
は
方
向
性
を
損
な
う
」
と
い

う
理
論
が
大
半
で
し
た
か
ら
余
計
う
ま

く
伝
わ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
私
は
、練
習
を
重
ね
る
過
程
で「
重
さ

を
消
す
」動
作
を
発
見
し
ま
し
た
。

　
ア
ド
レ
ス
し
た
状
態
か
ら
フ
ェ
ー
ス

面
を
変
え
な
い
で
テ
ー
ク
バ
ッ
ク
す
る

フィッティングの理論と測定機器は切り離せない関係にありま
す。測定機器で得られたデータを元にクラブと人とを結びつけて
いく作業を法則化したものが、理論として成立しています。
データに関しては道具側の機能（バランス、振動数など）を測定す
ることによって得られたものが主役でした。しかし、少し違った流
れが1980年前後に生まれました。ヘッドスピード測定器の出現
です。初めてゴルファー側からアウトプットされたデータでクラブ
を選んでいくという流れができました。
この頃、メタルヘッド、カーボンヘッドの出現、ヘッドスピードを上
げるために長いシャフトが着装されたクラブ（44インチ以上のク
ラブ)が現れ、シャフトも剛性を備えた軽量化が図られました。
フィッティングのテーマも「クラブの強さ」ということになってきま

した。ゴルファーにとって強すぎるクラブを使うと打たれたボール
は低く、右目へ飛んでいく傾向にあります。一方自分にとってちょ
っと弱めのクラブを使えば高めに、左目へ飛んでいく傾向にある
ことがわかってきました。
クラブの強さを決める要素は非常に多くあります。ヘッドについては
ライ角度、ロフト角度、フェースの厚み、シャフトについては長さ、重さ、
硬さ、またグリップの太さなどもクラブの強さを決める要因でした。
その一つ一つの強弱をうまくコンビネーションさせ、使う人にと
って最適な（ちょっと弱めの）クラブとして組み上げるというよう
なフィッティングが行われてきました。この過程でフェースに打点
マークがつくシールを貼ったり、ソールに感圧シールを貼ったり
とインパクト情報が注目されました。
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