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根
強
い
人
気
を
誇
り
、
甲
子
園
に
い
た
っ

て
は
百
年
も
の
間
続
い
て
い
る
。
そ
れ
は

一
体
な
ぜ
な
の
か
？

そ
の
謎
を
解
き
明

か
す
た
め
に
書
い
た
の
が
、『
高
校
野
球

の
経
済
学
』
な
ん
で
す
。

三
つ
の
バ
ラ
ン
ス
が
大
事

経
済
学
で
は
生
産
性
を
重
視
す
る
の
で
、

な
る
べ
く
少
な
い
コ
ス
ト
で
効
率
的
に
ア

ウ
ト
プ
ッ
ト
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い

の
か
を
考
え
ま
す
。
こ
う
い
う
話
を
聞
く

と
、
多
く
の
人
は
「
な
る
ほ
ど
、
合
理
的

だ
な
」
と
思
う
け
ど
、
で
も
、
別
に
感
動

し
た
り
は
し
ま
せ
ん
よ
ね
（
笑
）。

結
局
人
間
は
、
理
不
尽
で
、
不
条
理
で
、

非
合
理
的
な
こ
と
に
感
動
す
る
も
の
で
、

野
球
が
持
っ
て
い
る
非
効
率
性
や
不
確
実

性
こ
そ
が
、
実
は
そ
う
し
た
ド
ラ
マ
を
は

ら
ん
で
い
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
う

ま
く
演
出
で
き
れ
ば
人
を
感
動
さ
せ
る
こ

と
ジ
ャ
ッ
ジ
し
て
い
く
よ
う
な
も
の
で
、

審
判
が
関
わ
る
ご
と
に
試
合
は
止
ま
っ
て

し
ま
う
ん
で
す
か
ら
、
こ
れ
も
や
っ
ぱ
り

非
効
率
。
攻
撃
が
有
効
か
ど
う
か
を
判
断

す
る
の
に
電
気
審
判
器
を
導
入
し
た
フ
ェ

ン
シ
ン
グ
の
よ
う
に
、
野
球
で
も
ス
ト
ラ

イ
ク
ゾ
ー
ン
の
判
定
は
機
械
に
頼
っ
た
ほ

う
が
正
確
だ
し
、
よ
っ
ぽ
ど
効
率
的
な
気

が
し
ま
す
け
ど
、
そ
れ
を
や
ら
ず
に
、
あ

く
ま
で
人
間
の
力
に
頼
っ
て
い
る
こ
と
自

体
が
非
効
率
と
も
い
え
ま
す
ね
。

さ
ら
に
、
野
球
は
不
確
実
性
の
高
い
ス

ポ
ー
ツ
と
も
い
え
ま
す
。
審
判
へ
の
依
存

度
が
高
い
こ
と
も
そ
の
一
因
で
す
が
、
野

球
の
小
さ
な
ボ
ー
ル
は
、
天
気
や
グ
ラ
ウ

ン
ド
の
状
況
に
よ
っ
て
は
か
な
り
不
規
則

に
バ
ウ
ン
ド
し
た
り
、
雨
に
濡
れ
れ
ば
エ

ラ
ー
し
や
す
く
も
な
る
。

非
効
率
か
つ
不
確
実
で
あ
る
こ
と
が
前

提
に
な
っ
て
い
る
競
技
│
│
野
球
と
は
そ

う
い
う
ス
ポ
ー
ツ
で
あ
り
な
が
ら
、
常
に

児
は
、
そ
れ
こ
そ
膨
大
な
時
間
と
労
力
を

練
習
に
つ
ぎ
込
ん
で
い
る
わ
け
で
す
が
、

試
合
と
な
る
と
大
変
な
の
は
ピ
ッ
チ
ャ
ー

く
ら
い
で
、
攻
撃
で
は
打
者
以
外
は
大
体

が
ベ
ン
チ
に
座
っ
て
い
る
だ
け
だ
し
、
守

備
の
と
き
で
も
打
球
が
飛
ん
で
こ
な
い
限

り
そ
れ
ほ
ど
動
く
こ
と
は
な
い
。
し
か
も
、

高
校
野
球
は
一
試
合
二
時
間
程
度
、
こ
れ

が
プ
ロ
だ
と
平
気
で
三
、
四
時
間
も
か
か

る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
試
合
に
こ
れ
だ

け
時
間
を
費
や
す
ス
ポ
ー
ツ
は
、
ほ
か
で

は
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
、

サ
ッ
カ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
二
倍
以
上
の
球

場
を
使
っ
て
や
る
ん
で
す
か
ら
、
必
要
な

リ
ソ
ー
ス
の
わ
り
に
は
ど
う
考
え
て
も
非

効
率
で
す
。

お
ま
け
に
、
野
球
で
は
一
球
一
球
に
、

ス
ト
ラ
イ
ク
、
ボ
ー
ル
、
フ
ァ
ウ
ル
、
フ

ェ
ア
な
ど
と
ジ
ャ
ッ
ジ
が
か
か
り
ま
す
が
、

こ
れ
は
サ
ッ
カ
ー
で
い
え
は
、
パ
ス
ご
と

に
「
こ
れ
は
い
い
パ
ス
」「
こ
れ
は
反
則
」

や
っ
て
い
て
ゼ
ミ
に
は
あ
ま
り
入
ら
な
い

は
ず
の
大
学
の
野
球
部
員
が
、
僕
の
ゼ
ミ

に
入
っ
て
き
た
う
え
に
、
卒
論
の
テ
ー
マ

で
高
校
野
球
を
や
っ
て
み
た
い
と
言
い
出

し
て
。
そ
れ
で
相
談
に
乗
り
な
が
ら
い
ろ

い
ろ
聞
い
て
み
た
と
こ
ろ
、
高
校
野
球
と

い
う
の
は
か
な
り
特
殊
な
世
界
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。

そ
も
そ
も
野
球
っ
て
、
あ
ま
り
効
率
的

な
ス
ポ
ー
ツ
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
高
校
球

二
つ
理
由
が
あ
っ
て
、
一
つ
は
息
子
が

高
校
で
硬
式
野
球
を
や
っ
て
い
た
の
で
、

甲
子
園
の
地
方
大
会
を
見
に
行
く
機
会
が

あ
っ
た
ん
で
す
。
そ
こ
で
、
テ
レ
ビ
で
よ

く
見
る
よ
う
な
、
あ
の
独
特
な
応
援
風
景

を
目
の
当
た
り
に
し
た
ん
で
す
が
、
そ
の

と
き
、
一
体
何
が
高
校
野
球
を
夏
の
風
物

詩
と
し
て
、
こ
う
し
て
成
り
立
た
せ
て
い

る
ん
だ
ろ
う
と
疑
問
に
思
っ
た
ん
で
す
ね
。

も
う
一
つ
は
、
日
頃
か
ら
部
活
ば
か
り

非
効
率
か
つ
不
確
実
⁉

│
│
『
大
相
撲
の
経
済
学
』
や
『
お
寺
の

経
済
学
』
な
ど
、
身
近
な
も
の
を
通
し
て

経
済
学
の
役
割
や
面
白
さ
を
明
ら
か
に
し

て
い
く
本
を
た
く
さ
ん
書
い
て
い
ら
っ
し

ゃ
い
ま
す
が
、『
高
校
野
球
の
経
済
学
』

執
筆
の
き
っ
か
け
は
何
だ
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
。
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「
甲
子
園
が
夏
の
風
物
詩
と
し
て
愛
さ
れ
る
理
由
と
は
？
」

「『
高
野
連
』っ
て
何
を
し
て
い
る
の
？
」「
そ
も
そ
も
野
球
っ
て
、ど
ん
な
ス
ポ
ー
ツ
？
」

高
校
野
球
を
高
校
野
球
た
ら
し
め
る
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
を
、

経
済
学
者
の
中
島
隆
信
さ
ん
に
聞
い
た
。

微
妙
な
均
衡
の
上
に
ド
ラ
マ
が
生
ま
れ
る

高
校
野
球
、百
年
の
ナ
ゾ


