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野
球
の
比
喩
は
こ
の
ご
ろ
伝
わ
ら
な
い
の
だ
、
と
い
う
ネ
ッ
ト
記

事
を
目
に
し
た
。
と
く
に
会
社
勤
め
の
オ
ジ
サ
ン
世
代
が
不
用
意
に

使
う
と
、
部
下
と
の
精
神
的
断
絶
を
広
げ
る
ら
し
い
。

　
「
き
の
う
の
プ
レ
ゼ
ン
は
ポ
テ
ン
ヒ
ッ
ト
だ
っ
た
な
」
と
か
、
「
き

み
は
顧
客
の
選
球
眼
が
い
い
ね
え
」
な
ん
て
言
っ
て
も
若
手
に
は
通

じ
な
い
よ
う
だ
。

　

と
は
い
え
、
近
作
で
も
、

母
の
言
う
「
じ
ゅ
う
ぶ
ん
生
き
た
、
死
に
た
い
」
は
デ
ッ
ド
ボ

ー
ル
で
打
ち
返
せ
な
い 

俵
万
智
『
ア
ボ
カ
ド
の
種
』

夏
空
の
ギ
ン
ガ
ム
チ
ェ
ッ
ク
九
回
裏
二
死
満
塁
か
ら
み
な
立
ち

上
が
る 

北
山
あ
さ
ひ
『
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
ラ
イ
ツ
』

は
つ
な
つ
の
北
山
投
手
は
サ
ヨ
ナ
ラ
の
3
ラ
ン
ホ
ー
ム
ラ
ン
打

た
れ
た
り

な
ど
、
短
歌
で
は
使
わ
れ
る
こ
と
は
あ
る
。
俵
の
〈
デ
ッ
ド
ボ
ー

ル
〉
は
不
思
議
な
和
製
英
語
（
英
語
で
は
ヒ
ッ
ト
・
バ
イ
・
ピ
ッ
チ
、

投
球
に
ぶ
つ
け
ら
れ
た
、
と
い
う
）。
ケ
ム
に
巻
く
感
じ
が
巧
い
。

北
山
の
一
首
目
は
状
況
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
、
豪
快
さ
強
引

さ
は
爽
快
。
い
か
に
も
キ
タ
ヤ
マ
調
で
良
い
。
二
首
目
の
悔
し
さ
と

絶
望
感
は
わ
か
る
気
が
す
る
。
そ
う
。
こ
の
く
ら
い
の
レ
ベ
ル
の
比

喩
は
ま
だ
ま
だ
通
じ
る
の
だ
ろ
う
。（
サ
ヨ
ナ
ラ
ホ
ー
ム
ラ
ン
は
微

妙
か
な
あ
。
そ
も
そ
も
野
球
の
ル
ー
ル
は
か
な
り
複
雑
な
の
に
、
そ

れ
な
り
に
浸
透
し
て
い
る
方
が
驚
き
か
も
し
れ
な
い
。）

　

一
方
、
私
は
「
今
日
の
批
評
の
ト
ッ
プ
バ
ッ
タ
ー
は
北
原
さ
ん
で

す
」
と
か
「
正
岡
さ
ん
の
代
打
で
司
会
を
担
当
し
ま
す
」
の
よ
う
に

使
わ
れ
る
と
、
そ
の
陳
腐
さ
に
耐
え
ら
れ
な
い
。
常
套
句
を
避
け
た

く
な
る
、
歌
人
の
病
か
も
し
れ
な
い
。
全
力
投
球
と
か
全
員
野
球
と

か
続
投
と
か
空
振
り
と
か
。
大
切
な
用
語
を
そ
ん
な
安
易
に
使
わ
な

い
で
よ
ね
、
と
い
う
気
持
ち
も
あ
る
。

　

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
「
そ
の
句
ま
た
が
り
は
回
転
数
が
多
い
ス
プ

リ
ッ
ト
み
た
い
に
キ
レ
ま
す
ね
」
と
か
「
下
句
が
バ
ス
タ
ー
気
味
の

バ
ン
ト
み
た
い
っ
す
ね
」
と
か
は
言
わ
な
い
。（
そ
の
比
喩
は
内
角

を
抉
る
ス
ラ
イ
ダ
ー
ス
み
た
い
だ
ね
と
か
言
っ
た
こ
と
が
あ
る
け
ど
、

伝
わ
っ
て
な
か
っ
た
の
か
な
。）
も
ち
ろ
ん
、
日
常
会
話
と
短
歌
作

品
と
短
歌
の
批
評
は
違
う
の
だ
。

　

2
0
2
3
年
の
流
行
語
大
賞
は
「
Ａ
Ｒ
Ｅ
（
ア
レ
）
」
だ
っ
た
し
、

2
0
2
2
年
は
「
村
神
様
」
だ
っ
た
。
ま
だ
ま
だ
こ
の
国
に
は
野
球

の
訴
求
力
は
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
の
に
、
そ
の
比
喩
が
ダ
メ

と
い
う
の
は
、
つ
ま
り
オ
ジ
サ
ン
精
神
的
用
法
が
伝
わ
っ
て
い
な
い

と
い
う
だ
け
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

日
本
語
こ
ぼ
れ
話
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打
ち
返
せ
な
い

大
松　

達
知


