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【
巻
頭
言
】
文
学
と
将
棋
は
似
て
い
る
か
？

小
谷
瑛
輔

　

第
一
五
九
回
芥
川
龍
之
介
賞
を
受
賞
し
た
高
橋
弘
希
は
、『
文
春
オ
ン

ラ
イ
ン
』
の
受
賞
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
１

で
、
か
つ
て
プ
ロ
棋
士
を
目
指
し
て

い
た
こ
と
を
明
か
し
、「
将
棋
っ
て
、
小
説
を
書
い
て
い
く
過
程
と
似
て

い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

文
学
は
将
棋
と
似
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？	
そ
も
そ
も
、
日
本
に
お
い

て
文
学
は
将
棋
と
い
か
ほ
ど
近
接
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
？	

文
学
は
娯

楽
や
遊ゲ

ー
ム戯

の
よ
う
な
も
の
と
考
え
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
？	
将
棋
と
文
学

研
究
会
が
問
う
て
き
た
の
も
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
問
題
で
あ
る
。

　

見
方
に
よ
っ
て
は
、
将
棋
と
文
学
は
当
然
の
よ
う
に
並
べ
て
考
え
ら
れ

た
り
も
す
る
。
近
年
盛
ん
な
人
工
知
能
研
究
で
は
、
将
棋
ソ
フ
ト
開
発
を

牽
引
し
て
き
た
松
原
仁
が
、
将
棋
で
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
既
に
プ
ロ
レ
ベ

ル
に
達
し
た
と
し
て
、
小
説
を
書
く
人
工
知
能
の
開
発
に
シ
フ
ト
し
た
こ

と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
人
間
が
知
能
を
駆
使
し
て
行
う
活
動
と

し
て
、
将
棋
と
文
学
は
、
も
ち
ろ
ん
多
く
の
違
い
を
含
み
な
が
ら
も
、
互

い
に
延
長
上
に
あ
る
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
も
い
る
。

　

チ
ェ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
遊ゲ

ー
ム戯

と
西
洋
文
学
の
関
係
な
ら
ば
、
議
論
が

繰
り
返
さ
れ
て
き
た
。
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
、
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
、
ジ
ュ

リ
ア
・
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
ら
、
フ
ラ
ン
ス
系
文
学
理
論
の
多
く
の
論
者
た
ち

が
共
有
し
て
い
る
、
テ
ク
ス
ト
と
は
記
号
のjeu

（
戯
れ
・
ゲ
ー
ム
・
遊
び
）

で
あ
る
、
と
い
う
発
想
は
、
言
語
を
チ
ェ
ス
の
比
喩
に
よ
っ
て
考
え
た
ソ

シ
ュ
ー
ル
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
も
で
き
る
２

し
、
さ
ら
に
は
功
利
主
義
を

め
ぐ
る
ベ
ン
サ
ム
と
ミ
ル
の
有
名
な
議
論
で
詩
の
快
楽
と
プ
ッ
シ
ュ
ピ
ン

遊
び
の
快
楽
が
比
較
さ
れ
た
こ
と
を
想
起
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
ま
た

近
年
の
文
学
理
論
家
も
、
ミ
シ
ェ
ル
・
ピ
カ
ー
ル
『
遊
び
と
し
て
の
読
書
３

』

（
一
九
八
六
）、
ケ
ン
ダ
ル
・
ウ
ォ
ル
ト
ン
『
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
は
何
か
―

―
ご
っ
こ
遊
び
と
芸
術
４

』（
一
九
九
〇
）、
Ｊ
・
ヒ
リ
ス
・
ミ
ラ
ー
『
文

学
の
読
み
方
５

』（
二
〇
〇
二
）
な
ど
、
遊ゲ

ー
ム戯

と
の
関
わ
り
に
注
目
す
る
こ

と
か
ら
文
学
を
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
は
多
い
６

。
ウ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
・
ナ

ボ
コ
フ
『
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
』（
一
九
三
〇
）
の
よ
う
な
チ
ェ
ス
小
説
は
こ
う

し
た
文
化
的
な
文
脈
に
お
い
て
書
か
れ
た
の
で
あ
り
、
若
島
正
７

が
論
じ

る
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
文
学
作
品
の
構
成
原
理
が
遊ゲ

ー
ム戯

の
論
理
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
が
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
成
立
さ
せ
て
い
る
。

　

日
本
で
も
、
遊ゲ

ー
ム戯

は
そ
れ
自
体
、
重
要
な
批
評
対
象
と
見
な
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。『
動
物
化
す
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
８

』『
ゲ
ー
ム
的
リ
ア

リ
ズ
ム
の
誕
生
９

』
な
ど
、
遊ゲ

ー
ム戯

を
対
象
と
し
た
批
評
で
存
在
感
を
示
し
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た
東
浩
紀
は
、
平
成
三
〇
年
の
『
ゲ
ン
ロ
ン
』
八
号
、
九
号
で
い
ず
れ
も

遊ゲ
ー
ム戯

を
特
集
し
て
い
る
。
遊ゲ

ー
ム戯

を
考
え
る
こ
と
は
、
今
や
文
化
を
考
え
る

上
で
欠
か
せ
な
い
視
点
と
な
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
日
本
近
代
文
学
研
究
に
お
い
て
は
、
将
棋
と
文
学
の
関
係
に
つ

い
て
こ
れ
ま
で
問
わ
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
重
要
性
に
比
し
て
乏
し
か
っ
た

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
将
棋
と
文
学
研
究
会
で
は
、
日
本
文
学

研
究
の
視
点
だ
け
で
な
く
、
文
化
史
研
究
、
メ
デ
ィ
ア
論
、
外
国
文
学
研

究
者
、
そ
し
て
様
々
な
形
で
将
棋
と
関
わ
る
世
界
で
活
躍
す
る
人
々
や
、

そ
れ
を
支
え
る
人
々
な
ど
、
多
様
な
メ
ン
バ
ー
が
集
ま
っ
て
、
将
棋
と
文

学
の
関
わ
り
の
研
究
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。

　

論
集
『
将
棋
と
文
学
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
』
お
よ
び
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
将
棋
と

文
学
」
は
、
研
究
会
の
こ
れ
ま
で
の
成
果
を
ま
と
め
、
さ
ら
に
新
た
な
視
点

を
導
入
す
る
こ
と
で
、
研
究
を
次
の
段
階
へ
と
進
め
て
い
く
た
め
の
も
の
で

あ
る
。
そ
こ
で
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
問
題
系
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。

　

日
本
の
近
代
文
学
の
大
き
な
思
想
的
テ
ー
マ
と
い
え
ば
、
共
産
主
義
革

命
と
戦
争
で
あ
る
。
将
棋
は
、
坪
内
逍
遥
が
考
え
た
よ
う
に
人
生
や
社
会

の
ド
ラ
マ
の
再
現
で
も
あ
る
が
、
さ
ら
に
直
接
に
は
戦
争
の
メ
タ
フ
ァ
ー

で
も
あ
り
、
ま
た
「
逆
転
の
遊ゲ

ー
ム戯

」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
革
命
の
メ
タ

フ
ァ
ー
と
結
び
付
く
の
か
ど
う
か
、
と
い
っ
た
こ
と
も
た
び
た
び
問
題
と

な
る
　10

。
そ
う
考
え
る
と
、
将
棋
を
考
え
る
こ
と
は
、
実
は
日
本
近
代
文

学
の
核
心
に
繋
が
る
切
り
口
と
な
り
得
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
日
本
に

お
い
て
新
聞
小
説
が
定
着
し
た
の
は
、
日
露
戦
争
の
終
結
後
、
あ
る
種
の

娯
楽
コ
ン
テ
ン
ツ
と
し
て
機
能
し
て
き
た
戦
争
記
事
の
代
替
物
と
し
て
の

役
割
を
果
た
す
も
の
が
求
め
ら
れ
た
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
　11
が
、
ま
さ
に
そ
の
時
期
に
そ
れ
と
同
様
に
戦
争
記
事
に
代
わ
る
娯

楽
コ
ン
テ
ン
ツ
と
し
て
定
着
し
た
の
が
、
囲
碁
将
棋
記
事
で
あ
っ
た
。
戦

争
中
の
文
学
に
つ
い
て
は
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
そ
の
時
期

将
棋
は
時
局
と
の
関
わ
り
の
中
で
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
た
の
か
。
ま

た
共
産
主
義
革
命
の
理
念
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
戦
後
に
将
棋
文
化

振
興
を
支
援
し
、
現
在
で
も
将
棋
界
の
重
要
な
後
援
者
と
な
っ
て
い
る
日

本
共
産
党
は
、
な
ぜ
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
に
将
棋
と
関
わ
っ
て
き
た
の
か
。

　

将
棋
と
文
学
は
今
日
、
空
前
の
結
び
付
き
を
示
し
て
い
る
。
高
橋
弘
希
、

い
と
う
せ
い
こ
う
、
朝
吹
真
理
子
、
松
浦
寿
輝
と
い
っ
た
「
純
文
学
」
的
な

作
家
た
ち
が
将
棋
に
大
き
な
関
心
を
寄
せ
、
ま
た
将
棋
小
説
が
隆
盛
し
、
マ

ン
ガ
や
ア
ニ
メ
、
映
画
な
ど
の
多
様
な
物
語
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
、
将
棋
は

重
要
な
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
近
年
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
技

術
の
発
達
に
よ
っ
て
従
来
と
は
全
く
異
な
る
特
徴
を
持
つ
メ
デ
ィ
ア
が
登
場

し
て
い
る
が
、
将
棋
の
表
象
は
そ
こ
で
い
か
に
変
容
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

文
学
は
、
メ
デ
ィ
ア
の
中
で
将
棋
と
並
ん
で
娯
楽
的
な
も
の
と
し
て
位

置
付
け
ら
れ
た
り
も
す
る
コ
ン
テ
ン
ツ
で
あ
る
と
同
時
に
、将
棋
を
モ
チ
ー

フ
と
し
て
取
り
入
れ
る
メ
デ
ィ
ア
で
も
あ
り
得
る
と
い
う
、
二
重
の
性
格

を
持
っ
て
い
る
。こ
う
し
た
関
係
を
解
き
ほ
ぐ
す
た
め
に
も
、明
治
期
以
降
、
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将
棋
が
メ
デ
ィ
ア
の
中
で
ど
の
よ
う
に
表
象
さ
れ
て
き
た
の
か
の
歴
史
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
そ
の
基
礎
と
し
て
ま
ず
は
重
要
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
様
々
な
点
に
つ
い
て
の
堅
実
な
調
査
研
究
に
基
づ
い
て
、
将

棋
と
文
学
が
交
錯
し
て
き
た
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
検
討
が
な

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

先
に
も
述
べ
た
通
り
、
将
棋
と
文
学
研
究
会
の
研
究
の
特
徴
的
な
点
は
、

日
本
文
学
研
究
者
だ
け
で
な
く
、
様
々
な
分
野
で
活
動
す
る
メ
ン
バ
ー
が

集
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
本
論
集
に
寄
せ
ら
れ
た
論
文
も
、
い
わ
ゆ
る

文
学
研
究
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
と
は
異
な
る
文
体
や
体
裁

で
書
か
れ
た
も
の
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
狭
義
の
研
究

場
に
閉
じ
る
こ
と
の
な
い
横
断
性
こ
そ
が
こ
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
可
能

性
を
担
保
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
本
論
集
で
は
、
あ
る
程
度
の
監
修

は
小
谷
が
行
っ
た
が
、
書
式
な
ど
を
統
一
す
る
こ
と
は
最
低
限
に
と
ど
め
、

そ
う
し
た
横
断
性
が
可
視
化
さ
れ
た
形
と
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。

　

こ
の
巻
頭
言
は
、
こ
う
し
た
多
様
な
研
究
の
試
み
を
俯
瞰
す
る
に
は
不

十
分
な
見
取
り
図
に
過
ぎ
な
い
。将
棋
と
文
学
と
い
う
視
座
の
有
効
性
は
、

個
々
の
研
究
の
実
践
の
中
で
具
体
的
な
意
味
が
見
出
さ
れ
て
い
く
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。

１	

「
芥
川
賞
受
賞
・
高
橋
弘
希
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「
小
説
と
将
棋
は
似
て
い
る

か
も
し
れ
な
い
」」（『
文
春
オ
ン
ラ
イ
ン
』
平
成
三
〇
年
七
月
二
三
日
、

http://bunshun.jp/articles/-/8250　

平
成
三
〇
年
一
〇
月
二
九
日
閲

覧
）

２	

立
川
健
二
、
山
田
広
昭
『
現
代
言
語
論
』（
新
曜
社
、
平
成
二
年
六
月
）

３	

邦
訳
は
及
川
馥
、
内
藤
雅
文
訳
、
ミ
シ
ェ
ル
・
ピ
カ
ー
ル
『
遊
び
と
し
て
の

読
書
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
平
成
一
二
年
六
月
）

４	

邦
訳
は
田
村
均
訳
、
ケ
ン
ダ
ル
・
ウ
ォ
ル
ト
ン
『
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
は
何
か

―
―
ご
っ
こ
遊
び
と
芸
術
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
平
成
二
八
年
五
月
）

	

５	

邦
訳
は
馬
場
弘
利
訳
、Ｊ
・
ヒ
リ
ス
・
ミ
ラ
ー
『
文
学
の
読
み
方
』（
岩
波
書
店
、

平
成
二
〇
年
一
一
月
）

６	

た
だ
し
、
西
洋
に
お
い
て
も
、
遊
戯
と
文
学
の
関
わ
り
は
自
明
の
も
の
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
ミ
シ
ェ
ル
・
ピ
カ
ー
ル
は
前
掲
書
で
「
遊
び

は
文
学
研
究
か
ら
抑
圧
を
受
け
て
い
る
」
と
述
べ
、
そ
れ
へ
の
抵
抗
を
唱
え

て
い
る
。

７	

若
島
正
「
訳
者
解
説
」（
ウ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
・
ナ
ボ
コ
フ
『
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
』

河
出
書
房
新
社
、
平
成
一
一
年
一
二
月
）

８	

東
浩
紀
『
動
物
化
す
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
』（
講
談
社
、
平
成
一
三
年
一
一
月
）

９	

東
浩
紀
『
ゲ
ー
ム
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
誕
生
』（
講
談
社
、
平
成
一
九
年
三
月
）

10	

木
村
政
樹
「
遊
戯
的
な
も
の
と
反
語
的
批
評
―
―
将
棋
か
ら
み
る
「
戦
後
文

学
」
状
況
」（
日
本
近
代
文
学
会
口
頭
発
表
、
平
成
二
八
年
六
月
二
六
日
）

は
こ
の
点
と
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
升
田
幸
三
が
「
共
産
党
は
将

棋
が
流
行
し
て
ゐ
る
間
は
、
あ
き
ま
へ
ん
な
。
将
棋
は
王
将
を
大
事
に
す
る

も
ん
や
さ
か
い
」
と
述
べ
た
と
い
う
、
織
田
作
之
助
「
二
流
文
楽
論
」（『
改

造
』
昭
和
二
一
年
一
〇
月
）
が
紹
介
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
興
味
深
い
。

11	
小
森
陽
一
「
文
学
の
時
代
」（『
文
学
』
平
成
五
年
四
月
）、
小
森
陽
一
『〈
ゆ

ら
ぎ
〉
の
日
本
文
学
』（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
平
成
一
〇
年
九
月
）
な
ど
。

［
富
山
大
学
］
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メ
デ
ィ
ア
が
発
信
し
て
き
た

「
将
棋
め
し
」
と
「
観
る
将
棋
フ
ァ
ン
」

小
笠
原
輝

１
．
は
じ
め
に

　

将
棋
棋
士
の
食
事
情
報
、所
謂「
将
棋
め
し
」が
最
近
よ
く
話
題
に
な
る
。

そ
の
将
棋
め
し
を
、
メ
デ
ィ
ア
が
ど
の
よ
う
に
発
信
し
て
き
た
か
、
ま
た
、

将
棋
フ
ァ
ン
が
そ
れ
を
ど
う
受
け
止
め
て
き
た
か
を
考
え
る
事
が
本
稿
の

目
的
で
あ
る
。

２
．「
将
棋
め
し
」
の
始
ま
り

　

将
棋
界
に
食
事
情
報
を
持
ち
込
ん
だ
の
は
、
倉
島
竹
二
郎
で
あ
る
。

一
九
三
二
（
昭
和
七
年
）
よ
り
『
國
民
新
聞
』
に
棋
狂
子
名
義
で
観
戦
記

を
書
き
始
め
る
の
だ
が
、最
初
の
観
戦
記
に
早
速
食
事
情
報
が
出
て
く
る
。

「
ま
だ
、
ほ
ん
の
子
供
で
し
た
が
、
其
頃
か
ら
將
棋
が
飯
よ
り
好
き
で
、

幾
晩
も
夜
ふ
か
し
を
續
け
た
も
の
で
し
た
、
そ
れ
で
も
親
父
が
怖
い
の
で

晝
間
仕
事
だ
け
は
や
つ
て
ゐ
ま
し
た
が
、
或
日
、
餘
り
睡
眠
不
足
が
重
つ

た
せ
ゐ
か
、
た
う

仕〱
事
最
中
に
死
に
ま
し
て
ね
」

「
死
ん
だ
つ
て
？
」
と
、
傍
で
冷
麦
を
啜
つ
て
ゐ
た
土
居
八
段
が
、
思
は

ず
鳩
の
や
う
に
眼
を
圓
く
し
た「
え
ゝ
何
時
間
か
死
ん
で
ゐ
た
ん
で
す
よ
。

や
つ
と
蘇
つ
た
も
の
ゝ
、
後
か
ら
理
由
が
知
れ
て
、
親
父
か
ら
叱
ら
れ
る

の
、
叱
ら
れ
な
い
の
っ
て

―
そ
れ
で
も
將
棋
だ
け
は
ど
う
し
て
も
や
め

ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
」

（
中
略
）

―
晝
食
休
憩
時
間
の
、
ふ
と
し
た
挿
話
。
１

　

昼
食
休
憩
中
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
、
土
居
八
段
が
冷
麦
を
食
べ
て
い
る
。

そ
れ
ま
で
の
『
國
民
新
聞
』
の
將
棋
欄
は
、
対
局
者
の
感
想
と
大
崎
熊
雄

八
段
の
講
評
、
と
い
っ
た
形
で
将
棋
の
指
手
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
て
、
将

棋
に
興
味
の
な
い
読
者
に
と
っ
て
は
無
味
乾
燥
の
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ

が
、
棋
狂
子
が
観
戦
記
を
書
き
始
め
、
こ
の
観
戦
記
の
金
八
段
の
よ
う
に

細
か
な
人
物
描
写
を
描
い
た
事
で
、
大
変
な
反
響
を
呼
ぶ
こ
と
に
な
る
。

　

棋
狂
子
の
觀
戦
記
は
近
來
の
讀
み
物
で
す
。
小
生
は
餘
り
將
棋
の
事
は

知
ら
ず
從
つ
て
興
味
も
な
か
つ
た
の
で
す
が
、
今
度
は
知
ら
ず

讀〱
ま
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さ
れ
ま
し
た
。
ま
る
で
連
載
小
説
の
や
う
に
明
日
が
待
た
れ
ま
す
。
筆
者

は
何
人
に
や
？
大
い
に
敬
意
を
表
す
る
次
第
で
す
。
２

　

将
棋
を
知
ら
な
い
人
で
も
文
学
の
よ
う
に
楽
し
め
る
も
の
と
し
て
、
棋
狂

子
の
観
戦
記
が
読
ま
れ
だ
し
た
よ
う
だ
。
そ
こ
で
、
倉
島
は
次
の
観
戦
記
に

お
い
て
、
棋
士
の
人
物
描
写
と
食
事
情
報
を
結
び
つ
け
る
事
を
考
え
た
。

　

溝
呂
木
七
段
が
這
入
つ
て
き
て
食
事
に
し
て
は
ど
う
か
と
勧
め
た
。
小

泉
六
段
は
て
つ
か
丼
を
あ
る
ら
へ
た
。
此
處
の
は
滅
法
旨
い
―
と
い
ふ
。

山
本
七
段
も
ひ
き
ず
ら
れ
て
同
じ
物
を
注
文
し
た
。（
中
略
）
て
つ
か
丼

が
來
る
と
一
と
先
づ
對
局
を
中
止
す
る
。
食
事
中
山
本
氏
は
涙
を
ポ
ロ

と〱
こ
ぼ
し
た
。
何
故
つ
て
？
あ
ま
り
山
葵
が
き
ゝ
過
ぎ
て
ゐ
た
か
ら

だ
。
が
、
小
泉
氏
は
平
氣
な
も
の
で
、
う
ま
い

と〱
食
つ
て
ゐ
る
。「
よ

う
、
江
戸
の
お
兄
い
さ
ん
！
」
と
黄
い
ろ
い
掛
聲
が
か
ゝ
り
さ
う
だ
。
３ 

　
「
先
づ
腹
拵
へ
」
と
い
う
題
で
食
事
に
フ
ォ
ー
カ
ス
を
当
て
て
い
る
の

に
注
目
し
た
い
。
内
容
も
、
下
町
の
魚
屋
生
ま
れ
の
小
泉
六
段
が
山
葵
を

苦
に
し
な
い
と
い
う
、
棋
士
の
特
徴
を
巧
く
掴
ん
で
い
る
も
の
。
た
だ
鉄

火
丼
を
食
べ
た
と
い
う
事
で
は
な
く
、
鉄
火
丼
を
食
べ
た
小
泉
六
段
に
意

味
を
求
め
る
の
が
将
棋
め
し
で
あ
り
、
倉
島
が
発
見
し
た
新
し
い
視
点
で

あ
っ
た
。
倉
島
は
当
時
を
こ
う
振
り
返
っ
て
い
る
。

　

私
の
ね
ら
い
は
、
読
者
を
し
て
勝
負
の
場
の
空
気
を
実
際
に
観
戦
し
て
い

る
よ
う
に
感
じ
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
に
も
そ
う
し
た
描
写

が
全
然
な
い
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
刺
身
の
ツ
マ
程
度
で
、
私
の
よ

う
に
そ
れ
に
主
力
を
注
い
だ
も
の
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
。
時
に
は
編
集
部

の
方
か
ら
「
将
棋
指
し
が
昼
飯
に
な
に
を
食
っ
た
か
、
そ
ん
な
こ
と
ま
で

書
く
必
要
は
な
い
じ
ゃ
な
い
か
」
と
横
槍
の
出
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
私

は
「
そ
ん
な
ば
か
な
話
は
な
い
。
鰻
丼
を
平
ら
げ
る
の
と
、
笊
蕎
麦
で
す

ま
せ
る
の
と
で
は
違
う
。
そ
れ
で
そ
の
棋
士
の
嗜
好
も
わ
か
れ
ば
風
貌
も

お
の
ず
と
感
じ
ら
れ
、
読
者
は
親
し
み
を
ま
す
じ
ゃ
な
い
か
」
と
、
反
駁

し
て
改
め
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。

　

幸
い
、
こ
れ
は
読
者
に
受
け
て
将
棋
欄
が
お
も
し
ろ
く
な
っ
た
と
い
う

投
書
が
く
る
よ
う
に
な
っ
た
し
、
そ
の
後
あ
ち
こ
ち
の
観
戦
記
で
私
流
の

対
局
描
写
を
見
う
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
私
は
鉱
脈
の
一
つ
を
さ
ぐ
り
当

て
た
気
が
し
て
う
れ
し
か
っ
た
。
４

　

当
時
の
将
棋
フ
ァ
ン
は
新
聞
の
観
戦
記
を
通
し
て
プ
ロ
棋
士
の
将
棋
を

楽
し
ん
で
い
た
の
だ
が
、
そ
う
し
た
フ
ァ
ン
に
も
将
棋
を
観
て
い
る
よ
う

に
感
じ
て
欲
し
い
、
そ
の
た
め
に
食
事
の
情
報
を
活
用
し
よ
う
、
と
い
う

意
図
が
倉
島
に
あ
っ
た
よ
う
だ
。
将
棋
め
し
は
、
そ
の
始
ま
り
か
ら
「
将

棋
を
観
る
」
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
実
際
に
、
そ
れ
に
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反
応
し
た
読
者
投
稿
も
見
ら
れ
る
。

　

棋
狂
子
先
生
に
左
の
件
を
希
望
致
し
ま
す
。

　

現
在
棋
客
の
出
生
地
、
年
齢
、
性
格
、
嗜
好
、
趣
味
、
将
棋
道
に
入
門

の
年
齢
、
師
匠
、
出
世
の
道
程
、
記
念
す
べ
き
對
局

―
等
、
毎
日
一
人

づ
ゝ
で
も
御
紹
介
願
へ
な
い
で
せ
う
か
？
５

　

将
棋
の
盤
上
の
戦
い
で
な
く
、
棋
士
個
人
の
情
報
が
知
り
た
い
、
と
い

う
層
の
投
稿
で
あ
る
。
菅
谷
北
斗
星
は
こ
う
し
た
フ
ァ
ン
は
ゴ
シ
ッ
プ
的

興
味
を
将
棋
に
求
め
て
い
る
と
し
て
い
る
が
６ 

、
盤
上
で
繰
り
広
げ
ら
れ

る
将
棋
の
対
局
で
は
な
く
、
盤
側
の
棋
士
や
そ
の
周
辺
の
情
報
を
欲
し
が

る
層
は
戦
前
か
ら
い
た
よ
う
で
７ 

、
そ
う
い
う
人
た
ち
に
将
棋
め
し
が
楽

し
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
名
人
戦
の
開
幕
局
８

や
『
将
棋
世
界
』
創

刊
号
９

に
は
花
田
長
太
郎
八
段
や
金
八
段
の
食
事
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
入
る
な

ど
、
名
人
戦
や
『
将
棋
世
界
』
の
歴
史
は
、
将
棋
め
し
と
と
も
に
始
ま
っ

て
い
る
。

３
．
一
九
七
六
年
名
人
戦
騒
動
後
の
、

　
　
“
将
棋
を
観
る
”
コ
ン
テ
ン
ツ
の
発
展
と
将
棋
め
し

　

	

将
棋
め
し
は
戦
後
食
糧
難
の
影
響
を
受
け
つ
つ
も
、
食
糧
事
情
が
落

ち
着
く
一
九
五
〇
年
頃
に
新
し
く
「
食
事
量
が
形
勢
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
」

と
い
う
概
念
を
得
て
　10
、
観
戦
記
や
雑
誌
等
で
言
及
さ
れ
て
き
た
。
そ
の

情
報
量
が
増
え
る
の
が
一
九
八
〇
年
代
で
あ
る
が
、
ま
ず
、
そ
の
情
報
量

の
増
え
方
の
流
れ
を
“
将
棋
を
観
る
”
コ
ン
テ
ン
ツ
の
発
展
と
と
も
に
見

て
い
き
た
い
。

　

名
人
戦
が
毎
日
新
聞
社
に
移
っ
た
事
に
伴
い
、
王
将
戦
は
ス
ポ
ー
ツ

ニ
ッ
ポ
ン
社
も
主
催
に
加
わ
り
、
王
将
戦
の
観
戦
記
や
記
事
は
『
ス
ポ
ー

ツ
ニ
ッ
ポ
ン
』
紙
面
に
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
最
初
の
第

二
七
期
王
将
戦
の
第
六
局
二
日
目
に
お
い
て
、
一
三
時
よ
り
、「
観
戦
と

大
盤
解
説
会　

対
局
の
生
観
戦
」
と
銘
打
っ
て
無
料
で
観
客
を
集
っ
て
い

る
。
以
降
関
西
の
対
局
で
対
局
の
生
観
戦
付
き
の
大
盤
解
説
会
が
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
一
九
八
〇
年
の
第
二
九
期
王
将
戦
か
ら
は
「
王

将
戦
二
四
時
」
と
い
う
タ
イ
ム
テ
ー
ブ
ル
を
掲
載
し
、
以
後
当
欄
で
食
事

情
報
が
載
る
よ
う
に
な
っ
た
。
担
当
記
者
で
あ
る
松
村
久
は
当
時
を
こ
う

振
り
返
っ
て
い
る
。

観
客
の
い
な
い
対
局
室
で
、
タ
イ
ト
ル
を
争
う
二
人
は
何
を
し
て
い
る
の

か
を
可
能
な
限
り
読
者
に
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
「
王
将
戦
二
四
時
間
ド

キ
ュ
メ
ン
ト
朝
・
昼
・
夜
」
と
い
う
囲
み
記
事
も
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。

「
加
藤
王
将
は
お
や
つ
に
明
治
の
板
チ
ョ
コ
を
特
注
。
ペ
ロ
リ
と
三
枚
と

も
平
ら
げ
た
」
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「
昼
食
は
厚
焼
き
ト
ー
ス
ト
を
五
枚
食
べ
た
」

　

あ
る
い
は
「
大
山
十
五
世
名
人
は
相
手
が
長
考
に
入
る
と
す
ぐ
控
室
に

現
れ
、
雑
談
を
す
る
。
今
日
は
四
回
だ
っ
た
」

　

―
対
局
者
の
や
っ
た
こ
と
、
話
し
た
こ
と
、
食
事
の
中
身
…
…
あ
り

と
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
、
こ
と
細
や
か
に
書
い
た
。

　

一
局
を
七
、八
譜
に
分
け
て
連
載
の
形
で
載
せ
る
通
常
の
観
戦
記
と
は

違
っ
て
、
勝
負
の
エ
キ
ス
を
六
十
～
八
十
行
に
ま
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
対
局
翌
日
紙
面
の
“
勝
負
本
記
”
に
は
、
盛
り
込
み
き
れ
な
い
両
者
の

動
き
も
何
と
か
網
羅
し
た
か
っ
た
か
ら
だ
。
　11

　

倉
島
と
同
じ
く
、
松
村
も
対
局
室
の
空
気
を
読
者
に
伝
え
る
た
め
に
、

食
事
情
報
を
用
い
て
い
た
事
が
わ
か
る
。

　
『
毎
日
新
聞
』
紙
面
の
方
で
は
、
一
九
八
二
年
三
月
一
六
日
の
夕
刊
に

お
い
て
、「“
将
棋
指
し
”
の
一
番
長
い
日
」
と
い
う
題
で
、
前
日
行
わ
れ

た
挑
戦
者
決
定
リ
ー
グ
最
終
局
の
特
集
記
事
が
井
口
昭
夫
・
加
古
昭
光

両
記
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
。
名
人
挑
戦
と
降
級
と
い
う
人
生
が
懸
か

る
所
謂
「
将
棋
界
の
一
番
長
い
日
」
を
コ
ン
テ
ン
ツ
化
し
よ
う
と
い
う

試
み
で
あ
る
。
翌
年
の
『
将
棋
世
界
』
一
九
八
三
年
五
月
号
の
「
名
人

リ
ー
グ
最
終
日	

棋
士
の
一
番
長
い
日	

関
西
編	

関
東
編
」、『
将
棋
マ
ガ
ジ

ン
』
一
九
八
四
年
五
月
号
の
「
名
挑
リ
ー
グ
最
終
日	

挑
戦
者
は
森
安
八

段
」
な
ど
の
特
集
記
事
を
井
口
・
加
古
が
書
き
、
以
降
最
終
日
の
特
集
記

事
が
恒
例
化
す
る
。
棋
士
の
一
日
を
追
う
と
い
う
事
で
、
必
然
的
に
食
事

や
お
や
つ
注
文
の
様
子
に
言
及
さ
れ
た
。『
週
刊
将
棋
』
一
九
八
六
年
三

月
一
九
日
号
の
「
ザ
・
ロ
ン
ゲ
ス
ト
・
デ
ー
」
か
ら
は
『
週
刊
将
棋
』
が

特
集
記
事
を
引
き
継
ぐ
事
に
な
り
、「
将
棋
界
の
一
番
長
い
日
」
の
食
事

情
報
が
以
降
定
番
と
な
っ
た
。

　
『
週
刊
将
棋
』
は
、
創
刊
号
で
あ
る
一
九
八
四
年
一
月
二
五
日
号
の
巻

頭
記
事
「
第
三
二
期
棋
聖
戦
第
三
局
」
の
書
き
出
し
を
、
森
安
秀
光
棋
聖

が
食
べ
た
特
製
う
ど
ん
か
ら
始
め
る
な
ど
、
速
報
性
の
あ
る
媒
体
で
積
極

的
に
食
事
情
報
を
展
開
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
『
週
刊
将
棋
』
創
刊
の

頃
か
ら
、『
毎
日
新
聞
』の
名
人
戦
観
戦
記
の
食
事
情
報
も
充
実
し
て
く
る
。

第
四
二
期
名
人
戦
第
四
局
観
戦
記
　12
で
は
、
江
國
滋
が
全
体
の
枠
の
半
分

を
使
い
、
挑
戦
者
の
森
安
八
段
と
同
じ
物
を
注
文
す
る
谷
川
名
人
が
挑
戦

者
に
同
調
し
て
い
る
様
子
を
見
て
名
人
が
負
け
る
の
で
は
な
い
か
、
と
当

時
感
じ
た
事
を
「
メ
ニ
ュ
ー
が
告
げ
た
」
と
い
う
題
で
書
き
残
し
て
い
る
。

第
四
三
期
名
人
戦
第
一
局
観
戦
記
　13
で
は
、
二
日
目
夕
食
を
中
原
王
将
が

半
分
残
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
Ｎ
Ｈ
Ｋ
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
か
ら
の
情

報
を
基
に
井
上
光
晴
が
取
材
を
し
、
夕
食
の
松
島
御
膳
の
全
メ
ニ
ュ
ー
を

一
二
六
文
字
使
っ
て
書
い
て
い
る
。
こ
の
第
四
三
期
名
人
戦
で
は
第
二
局

を
『
将
棋
世
界
』
が
密
着
取
材
を
し
て
お
り
　14

、
対
局
前
日
移
動
日
の

昼
食
か
ら
、
対
局
翌
日
福
岡
を
離
れ
る
前
の
昼
食
ま
で
、
対
局
時
以
外
の

食
事
情
報
も
網
羅
し
て
掲
載
す
る
等
、
特
に
食
事
が
注
目
さ
れ
た
名
人
戦
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で
も
あ
っ
た
。
こ
の
期
は
第
一
局
終
了
後
毎
日
新
聞
社
に
勝
敗
を
問
い

合
わ
せ
る
電
話
が
約
七
〇
〇
本
入
る
等
フ
ァ
ン
の
注
目
も
加
熱
し
、
翌

一
九
八
六
年
の
第
四
四
期
名
人
戦
第
二
局
で
は
、
銀
波
荘
の
大
盤
解
説
を

初
め
て
有
料
（
一
五
〇
〇
円
）
で
行
い
七
十
余
人
を
集
め
、
昼
食
休
憩
前

に
対
局
室
の
見
学
を
さ
せ
る
等
、
対
局
の
公
開
が
進
ん
で
い
く
。
そ
し
て

一
九
八
九
年
の
第
二
期
竜
王
戦
第
一
局
で
は
初
の
終
局
ま
で
の
公
開
対
局

を
行
い
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
衛
星
放
送
で
の
生
中
継
も
放
送
。
そ
れ
と
同
時
に
『
週

刊
将
棋
』
で
は
、『
読
売
新
聞
』
の
小
田
尚
英
記
者
が
タ
イ
ム
テ
ー
ブ
ル

を
掲
載
。
小
田
は
ほ
ぼ
全
て
の
昼
食
情
報
を
記
述
し
、
こ
こ
に
タ
イ
ト
ル

戦
の
全
食
事
情
報
が
公
開
さ
れ
る
ス
タ
イ
ル
が
一
九
八
九
年
末
に
誕
生
し

た
。
第
四
九
期
名
人
戦
第
二
局
　15
で
は
、
福
井
逸
治
が
「
対
局
の
二
、三

日
前
に
食
べ
た
物
が
盤
上
に
花
を
咲
か
せ
る
」
と
し
て
と
う
と
う
自
宅
で

の
食
事
を
取
材
す
る
ま
で
に
な
り
、
こ
こ
で
食
事
情
報
は
一
つ
の
ピ
ー
ク

を
迎
え
る
。	

　

一
九
八
〇
年
代
は
、
将
棋
を
観
る
コ
ン
テ
ン
ツ
が
発
展
し
て
い
っ
た
と

と
も
に
、
食
事
情
報
の
見
せ
方
・
取
り
上
げ
方
も
発
展
し
て
い
っ
た
一
〇

年
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
関
係
者
や
フ
ァ
ン
の
意
識
も
変
わ
っ
た
一
〇
年

で
も
あ
る
。

　

ま
ず
は
関
係
者
の
意
識
か
ら
。
当
時
の
『
将
棋
世
界
』
は
新
春
に
座
談

会
を
掲
載
し
て
い
る
が
、
一
九
八
六
年
一
月
号
で
河
口
俊
彦
が
以
下
の
発

言
を
し
て
い
る
。

　

河
口	

僕
は
ね
、
と
に
か
く
将
棋
が
知
ら
な
い
人
が
読
ん
で
も
興
味
を
持

つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
観
戦
記
が
ほ
し
い
と
思
う
ね
。

	

（
中
略
）

河
口	

加
古
さ
ん
、
僕
は
名
人
戦
な
ん
か
が
、
酒
場
や
喫
茶
店
な
ん
か
で

も
話
題
に
な
っ
て
ほ
し
い
わ
け
で
す
よ
。
で
、
観
戦
記
は
そ
の
話

題
を
提
供
し
な
く
ち
ゃ
な
ら
ん
と
思
う
の
で
す
。
野
球
フ
ァ
ン
が

多
い
と
言
っ
て
も
、
そ
の
大
半
は
、
お
茶
の
間
で
テ
レ
ビ
見
て
る

テ
レ
ビ
テ
レ
ビ
フ
ァ
ン
で
し
ょ
。
で
、
野
球
な
ん
か
や
っ
た
こ
と

も
な
い
の
が
フ
ォ
ー
ク
の
握
り
は
ど
う
だ
と
か
、
カ
ー
ブ
は
ど
う

と
か
言
う
わ
け
で
し
ょ
。
将
棋
も
そ
う
い
っ
た
能
書
き
が
言
え
る

よ
う
な
材
料
を
観
戦
記
で
提
供
し
て
ほ
し
い
ん
で
す
よ
。
今
の
観

戦
記
は
、
ち
ょ
っ
と
プ
ロ
の
読
み
と
か
権
威
を
押
し
つ
け
過
ぎ
で

す
よ
。

加
古　

な
る
ほ
ど
、
将
棋
を
知
ら
な
い
人
に
興
味
を
持
た
せ
る
視
点
は
必

要
だ
ね
。
　16

　

河
口
が
「
観
る
将
棋
フ
ァ
ン
」
層
に
向
け
て
観
戦
記
を
書
く
必
要
が
あ

る
、
と
い
う
指
摘
を
し
、『
毎
日
新
聞
』
の
加
古
が
そ
れ
に
気
付
か
さ
れ

る
、
と
い
う
も
の
で
、
こ
の
時
点
で
は
河
口
の
意
識
は
共
有
さ
れ
て
い
な

い
。
そ
れ
が
、
二
年
後
の
一
九
八
八
年
二
月
号
で
は
、「
見
せ
る
」
と
い
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う
事
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

司
会　

棋
界
全
体
の
事
と
し
て
、
よ
り
発
展
さ
せ
る
企
画
と
い
う
か
、
近

い
未
来
で
実
現
さ
せ
た
い
よ
う
な
事
と
い
う
の
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

山
田　

そ
れ
に
関
し
て
は
是
非
言
い
た
い
事
が
あ
り
ま
し
て
ね
。
タ
イ
ト

ル
戦
か
、
大
き
な
一
番
を
、
公
開
で
ね
、
や
れ
れ
ば
と
。

河
口　

こ
の
機
会
に
竜
王
戦
で
や
っ
た
ら
ど
う
で
す
か
。
タ
イ
ト
ル
マ
ッ

チ
ま
で
は
半
年
以
上
あ
る
こ
と
だ
し
、
今
決
め
て
お
け
ば
可
能
だ

と
思
う
け
れ
ど
も
な
あ
。
な
ん
と
い
っ
て
も
フ
ァ
ン
は
生
の
対
局

を
み
た
い
ん
だ
し
、
お
好
み
の
席
上
対
局
と
は
全
然
迫
力
が
違
う

も
の
。

	

そ
れ
で
、
棋
士
も
見
ら
れ
る
の
を
嫌
が
る
時
代
じ
ゃ
な
く
な
っ
て

き
て
い
る
ん
だ
か
ら
、
い
い
設
備
も
そ
ろ
っ
て
い
る
時
代
な
ん
だ

し
ね
。

山
田　

と
も
か
く
真
剣
勝
負
を
生
で
見
せ
る
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。

河
口　

興
行
的
に
成
り
た
つ
か
ど
う
か
は
検
討
す
る
と
し
て
も
、
や
ら
な

き
ゃ
い
け
ま
せ
ん
よ
。
世
間
の
関
心
を
呼
ば
な
き
ゃ
。

山
田　

こ
れ
か
ら
は
有
線
Ｔ
Ｖ
も
使
え
る
時
代
で
し
ょ
う
、
一
日
中
将
棋

の
事
を
放
映
す
る
こ
と
も
可
能
な
訳
で
す
し
、「
見
せ
る
」
事
を

考
え
な
け
れ
ば
ね
。

河
口　

そ
の
意
味
で
は
棋
士
も
映
像
に
対
し
て
は
考
え
方
と
か
意
識
を
変

え
て
行
か
な
き
ゃ
ね
。
素
人
が
気
軽
に
口
を
出
せ
る
雰
囲
気
を
作

ら
な
い
と
。

（
中
略
）

司
会　

女
性
フ
ァ
ン
を
増
や
す
妙
案
は
な
い
で
す
か
ね
。

河
口　

そ
れ
は
や
は
り
地
道
に
や
っ
て
い
く
し
か
な
い
ん
だ
け
れ
ど
、
催

し
物
を
や
っ
て
も
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
を
し
な
い
と
ね
、
一
回
こ
っ
き

り
じ
ゃ
つ
い
て
こ
な
い
よ
。

石
堂　

セ
ー
ル
ス
マ
ン
が
い
な
い
と
ね
。

山
田　

そ
れ
と
、
女
性
の
大
会
を
開
く
の
も
大
事
だ
け
れ
ど
、
知
ら
な
い

人
に「
見
せ
る
」と
い
う
方
向
を
作
ら
な
い
と
ね
。
ス
ポ
ー
ツ
だ
っ

て
ル
ー
ル
を
知
ら
な
い
フ
ァ
ン
が
見
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
ん
だ

か
ら
。

河
口　

こ
ま
め
な
フ
ォ
ロ
ー
と
持
続
性
だ
ね
。
待
っ
て
い
ち
ゃ
だ
め

だ
よ
。
　17

　

河
口
が
提
唱
し
、『
将
棋
マ
ガ
ジ
ン
』
の
対
局
日
誌
等
で
実
践
し
て
き

た
将
棋
を
知
ら
な
い
層
へ
の
普
及
が
、
一
〇
年
か
け
て
関
係
者
間
で
共
有

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、そ
の
結
果
、第
二
期
竜
王
戦
の
公
開
対
局
に
繋
が
っ

て
い
る
。

　

将
棋
フ
ァ
ン
に
つ
い
て
も
、
同
じ
よ
う
な
流
れ
が
で
き
て
い
る
。
観
る
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将
棋
フ
ァ
ン
と
言
え
る
よ
う
な
層
が
、
一
九
八
〇
年
代
に
入
っ
て
『
将
棋

世
界
』
の
読
者
投
稿
「
声
の
団
地
」
に
投
稿
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。

二
例
紹
介
し
た
い
。

　

一
〇
日
遅
れ
の
将
棋
世
界
を
こ
こ
プ
リ
ン
ス
ト
ン
市
で
も
愛
読
し
て
お

り
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
主
人
の
済
ん
だ
あ
と
で
、
棋
譜
の
部
分
を
抜
か
し
て
読
む

の
で
す
か
ら
、
正
確
に
は
、
将
棋
人
口
の
内
へ
は
入
れ
て
も
ら
え
な
い
部

類
に
属
す
る
の
で
し
ょ
う
。

（
中
略
）

将
棋
そ
の
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
私
が
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
魅
力
を

覚
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
主
人
の
影
響
も
有
る
の
で
す
が
、
倉
島
竹

二
郎
氏
の
純
文
学
と
断
言
出
来
る
ほ
ど
す
ば
ら
し
い
観
戦
記
を
知
っ
て
か

ら
な
の
で
す
。

　

氏
の
文
章
は
、
元
々
文
学
を
め
ざ
し
た
だ
け
あ
っ
て
、
駒
と
駒
の
戦
い

だ
け
に
終
ら
ず
、
人
生
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
が
独
立
し
た
名
作
と
い
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
言
葉
の
一
句
一
句
が
そ
の
時
の
風
の
そ
よ

ぎ
、
虫
の
音
、
対
局
者
の
息
づ
か
い
、
澄
み
切
っ
た
目
に
宿
る
意
志
の
輝

き
を
著
し
、
そ
の
場
に
居
る
以
上
に
優
雅
に
と
同
時
に
鋭
く
激
し
く
表
現

さ
れ
る
。
　18

　

か
く
言
う
私
の
将
棋
は
、
全
く
進
歩
し
て
い
な
い
。

（
中
略
）

　

そ
う
い
う
わ
け
で
、
今
は
将
世
を
読
む
と
か
、
テ
レ
ビ
観
戦
の
方
が
面

白
い
。

　

棋
界
は
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
豊
富
だ
か
ら
、
誰
が
対
局
し
、
解
説
し
、
文

章
を
書
い
て
も
、
そ
の
方
の
人
と
な
り
が
出
て
い
て
楽
し
め
る
。

　

対
局
場
の
ぴ
り
っ
と
張
り
つ
め
た
空
気
も
好
き
だ
。床
の
間
の
生
け
花
、

和
室
の
し
つ
ら
え
、
逸
品
の
駒
と
盤
、
お
茶
な
ど
の
す
べ
て
が
、
棋
士
の

考
え
る
風
景
に
溶
け
込
ん
で
い
る
。
日
本
の
文
化
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
感

じ
だ
。
男
の
人
の
着
物
姿
の
美
し
さ
を
再
認
識
し
た
の
も
、
将
棋
を
知
っ

て
か
ら
だ
。

　
（
中
略
）

　

将
棋
の
と
ら
え
方
は
十
人
十
色
。
勝
負
だ
、
い
や
芸
術
だ
、
文
化
だ
、

娯
楽
だ
、
暇
つ
ぶ
し
だ
と
色
々
あ
っ
た
方
が
楽
し
い
。
幅
を
持
た
せ
る
こ

と
が
、
普
及
の
第
一
歩
だ
と
思
う
か
ら
。
　19

　

前
者
で
は
、「
棋
譜
を
抜
か
し
て
読
む
の
で
将
棋
人
口
の
う
ち
に
は
入

れ
て
も
ら
え
な
い
部
類
に
属
す
る
」
と
し
な
が
ら
、
倉
島
の
描
く
対
局
場

の
様
子
に
魅
力
を
感
じ
て
い
る
。
後
者
で
は
も
っ
と
明
確
に
、
テ
レ
ビ
観

戦
で
観
る
対
局
場
の
様
子
に
魅
力
を
感
じ
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
将
棋
の
盤

面
で
は
な
く
、
将
棋
を
観
る
事
に
魅
力
を
感
じ
て
い
る
。
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一
九
八
〇
年
代
ま
で
は
、
将
棋
を
指
す
人
の
事
を
将
棋
フ
ァ
ン
と
捉
え

て
い
た
。
よ
っ
て
一
九
八
四
年
の
投
稿
で
は
、
今
な
ら
観
る
将
棋
フ
ァ
ン

に
分
類
さ
れ
る
女
性
は
、自
分
自
身
を
将
棋
フ
ァ
ン
と
分
類
し
て
い
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
一
九
九
〇
年
の
投
稿
に
入
る
と
、「
将
棋
の
楽
し
み
方
は
色
々

あ
っ
た
方
が
楽
し
い
」
と
言
い
切
る
女
性
が
出
て
き
て
い
て
、
フ
ァ
ン

の
間
で
も
将
棋
を
観
る
事
に
対
す
る
意
識
が
進
ん
で
い
る
事
が
分
か
る
。

一
九
八
〇
年
代
に
食
事
情
報
が
増
え
た
の
も
そ
う
い
っ
た
関
係
者
の
努
力

の
一
つ
で
、
当
時
の
観
る
将
棋
フ
ァ
ン
層
は
将
棋
め
し
を
楽
し
み
、
倉
島

フ
ァ
ン
の
読
者
投
稿
は
そ
の
代
表
的
な
例
で
は
な
い
か
。

４
．
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
時
代
の
、
観
る
将
棋
フ
ァ
ン
と
将
棋
め
し

　

二
〇
〇
一
年
頃
か
ら
、
各
新
聞
社
の
サ
イ
ト
で
将
棋
中
継
が
徐
々
に
始

ま
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
中
で
食
事
情
報
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
。
例
え
ば
王
将
戦
は
第
五
〇
期
よ
り
現
場
実
況
が
始
ま
り
、
第
五
局
一

日
目
に
は
食
事
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
三
年
五
月
に
『
名
人

戦
棋
譜
速
報
』
が
始
ま
る
と
、
青
葉
記
者
が
食
事
情
報
を
順
位
戦
に
も
広

げ
た
。
二
〇
〇
四
年
九
月
二
一
日
に
は
青
葉
記
者
が
対
局
者
と
同
じ
食
事

注
文
を
し
て
画
像
を
公
開
し
始
め
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
将
棋
め
し
は
一

つ
の
変
化
を
向
か
え
る
。
今
ま
で
の
タ
イ
ト
ル
戦
の
食
事
情
報
や
食
事
写

真
は
、
ど
こ
か
遠
く
の
出
来
事
で
あ
っ
た
が
、
将
棋
会
館
で
の
対
局
で
食

事
写
真
を
公
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
千
駄
ヶ
谷
に
行
け
ば
同
じ
物
が
食

べ
ら
れ
る
と
い
う
、将
棋
め
し
が
よ
り
身
近
な
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

反
響
も
大
き
く
、
二
〇
〇
四
年
一
二
月
一
六
日
に
は
記
者
投
稿
さ
れ
て
い

な
い
対
局
者
の
食
事
情
報
を
求
め
る
投
稿
が
出
る
な
ど
、
食
事
情
報
を
求

め
る
声
が
よ
り
強
く
な
る
。
二
〇
〇
六
年
九
月
一
五
日
に
は
、
烏
記
者
が

出
前
注
文
の
店
名
を
公
開
。
以
前
よ
り
個
別
の
質
問
で
店
名
を
答
え
て
い

た
事
は
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
に
初
め
て
店
名
と
注
文
が
セ
ッ
ト
で
提
供
さ

れ
た
。
二
〇
一
〇
年
三
月
一
二
日
に
烏
記
者
が
夕
食
の
店
名
を
公
開
し
た

後
は
、
関
東
の
食
事
に
は
必
ず
店
名
が
つ
く
よ
う
に
な
り
、『
名
人
戦
棋

譜
速
報
』
の
食
事
情
報
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
が
完
成
し
た
。

　

二
〇
一
〇
年
七
月
五
日
に
『
日
本
将
棋
連
盟
モ
バ
イ
ル
』
が
開
始
さ
れ

る
と
、『
名
人
戦
棋
譜
速
報
』
と
同
じ
く
食
事
情
報
が
提
供
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
。
こ
う
し
て
将
棋
中
継
に
食
事
情
報
が
あ
る
の
が
当
た
り
前
に

な
っ
た
後
、
二
〇
一
二
年
四
月
一
一
日
、
第
七
〇
期
名
人
戦
第
一
局
二
日

目
よ
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
棋
戦
の
完
全
生
中
継
が
始
ま
る
（
以

前
に
も
中
継
は
あ
っ
た
が
、
タ
イ
ト
ル
戦
の
全
対
局
を
終
局
ま
で
生
中
継

す
る
ス
タ
イ
ル
が
始
ま
る
）。
放
送
中
に
対
局
者
が
お
や
つ
を
食
べ
る
様

子
が
写
り
、対
局
者
の
食
事
メ
ニ
ュ
ー
、解
説
者
の
昼
食
ア
ン
ケ
ー
ト
（
初

期
は
昼
食
ク
イ
ズ
）
等
、
将
棋
の
対
局
が
よ
く
理
解
で
き
な
い
層
で
も
簡

単
に
理
解
で
き
る
も
の
と
し
て
食
事
情
報
が
活
用
さ
れ
、
食
事
情
報
が
生

中
継
に
欠
か
せ
な
い
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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こ
の
名
人
戦
中
継
に
影
響
さ
れ
た
の
か
、二
〇
一
二
年
七
月
一
六
日（
深

夜
）
に
日
本
テ
レ
ビ
の
「
月
曜
か
ら
夜
ふ
か
し
」
で
「
今
気
に
な
る
話
題
」

と
し
て「
将
棋
メ
シ
が
う
ま
そ
う
に
見
え
る
件
」が
紹
介
さ
れ
る
。内
容
は
、

タ
イ
ト
ル
戦
で
お
や
つ
が
出
る
こ
と
を
紹
介
し
、
タ
イ
ト
ル
戦
で
注
文
さ

れ
た
カ
レ
ー
を
紹
介
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
メ
デ
ィ
ア
上
で
「
将

棋
め
し
」
と
い
う
単
語
が
出
て
き
て
、
そ
の
情
報
が
消
費
さ
れ
る
時
代
も

始
ま
っ
た
。
こ
の
頃
か
ら
増
え
て
い
く
観
る
将
棋
フ
ァ
ン
と
食
事
情
報
が

相
乗
効
果
で
増
え
て
い
く
。
ニ
コ
ニ
コ
生
放
送
に
お
け
る
、
昼
食
休
憩
中

に
解
説
・
聞
き
手
が
食
事
写
真
の
公
開
や
タ
イ
ト
ル
戦
の
お
や
つ
の
時
間

に
合
わ
せ
て
行
う
の
「
お
三
時
コ
ー
ナ
ー
」
と
い
っ
た
も
の
は
、
対
局
と

は
関
係
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
観
る
将
棋
フ
ァ
ン
の
棋
士
を
知
り
た
い
と

い
う
需
要
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
対
局
者
や
対
局
者
以
外
の

食
事
情
報
が
出
て
く
る
将
棋
中
継
を
見
た
人
が
、食
事
が
面
白
い
、と
い
っ

た
理
由
で
興
味
を
持
ち
観
る
将
棋
フ
ァ
ン
に
な
っ
た
例
も
散
見
さ
れ
る
。

将
棋
生
中
継
以
前
は
、
将
棋
め
し
は
将
棋
を
観
る
雰
囲
気
を
味
わ
う
た
め

の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
将
棋
生
中
継
以
後
は
、
流
れ
て
く
る
将
棋
め
し
が

き
っ
か
け
に
な
っ
て
将
棋
を
観
る
フ
ァ
ン
も
増
え
て
き
た
、
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
二
〇
一
六
年
七
月
五
日
に
は
『
コ
ミ
ッ
ク
フ
ラ
ッ
パ
ー
』
に
て

松
本
渚
の
マ
ン
ガ
「
将
棋
め
し
」
が
連
載
開
始
。
こ
の
年
の
一
〇
月
に
藤

井
聡
太
四
段
が
誕
生
し
、マ
ス
コ
ミ
が
藤
井
四
段
の
情
報
を
求
め
て
殺
到
。

「
将
棋
め
し
」
と
い
う
ワ
ー
ド
と
と
も
に
、
一
般
メ
デ
ィ
ア
が
食
事
情
報

を
取
材
し
て
記
事
に
す
る
よ
う
に
も
な
っ
て
き
て
い
る
。

　

現
在
、
藤
井
聡
太
ブ
ー
ム
に
よ
り
対
局
者
の
食
事
情
報
が
一
般
メ
デ
ィ

ア
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
、
対
局
者
の
食
事
情
報

の
公
開
は
更
に
進
ん
で
い
る
。
一
般
メ
デ
ィ
ア
が
藤
井
七
段
の
注
文
を

ニ
ュ
ー
ス
と
し
て
流
す
こ
と
に
よ
り
、
藤
井
七
段
の
対
局
相
手
が
注
文
な

し
で
あ
っ
て
も
個
別
に
取
材
す
る
ケ
ー
ス
も
出
て
き
た
。
棋
譜
中
継
に
お

い
て
も
情
報
公
開
が
進
ん
で
い
る
。
リ
コ
ー
杯
女
流
王
座
戦
は
第
一
期
か

ら
ほ
ぼ
全
て
の
対
局
で
中
継
が
あ
る
の
だ
が
、
昨
年
の
第
七
期
で
初
め
て

本
戦
の
全
食
事
情
報
が
公
開
さ
れ
た
。
今
期
第
八
期
で
は
二
次
予
選
の
全

対
局
の
食
事
情
報
も
公
開
さ
れ
二
、
名
人
戦
・
順
位
戦
を
除
く
と
、
予
選

か
ら
本
戦
・
タ
イ
ト
ル
戦
ま
で
全
て
の
対
局
の
食
事
情
報
が
公
開
さ
れ
る

初
め
て
の
棋
戦
と
な
っ
た
。

　

T
w
itter

に
お
い
て
も
、
ニ
コ
生
公
式
将
棋@

nico2shogi

が

二
〇
一
七
年
九
月
一
四
日
か
ら#

将
棋
め
し
タ
グ
で
食
事
情
報
と
食

事
写
真
を
ツ
イ
ー
ト
、
ア
ベ
マ
Ｔ
Ｖ
将
棋ch	@

abem
atv_shogi

は

二
〇
一
八
年
一
月
二
五
日
か
ら
、
日
本
将
棋
連
盟
【
公
式
】@

shogi_js

は
二
〇
一
八
年
七
月
一
八
日
よ
り
『
名
人
戦
棋
譜
速
報
』
の
写
真
を
使
う

形
で
食
事
情
報
を
ツ
イ
ー
ト
し
て
お
り
、
今
で
は
対
局
の
あ
る
日
は
有
料

コ
ン
テ
ン
ツ
に
課
金
を
し
て
い
な
い
将
棋
フ
ァ
ン
で
あ
っ
て
も
、
手
軽
に

将
棋
め
し
を
楽
し
め
る
時
代
が
や
っ
て
き
て
い
る
。
今
や
、
プ
ロ
の
将
棋

の
対
局
に
将
棋
め
し
は
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
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お
わ
り
に

　

将
棋
め
し
は
、
将
棋
フ
ァ
ン
が
観
戦
で
き
な
い
対
局
場
を
観
戦
し
て
い

る
よ
う
に
感
じ
さ
せ
る
目
的
で
誕
生
し
、
発
展
し
て
い
っ
た
。
将
棋
フ
ァ

ン
は
将
棋
め
し
を
知
る
こ
と
で
将
棋
を
観
て
い
る
よ
う
な
体
験
を
し
、
ま

た
、
将
棋
棋
士
に
対
し
て
親
近
感
を
覚
え
る
ツ
ー
ル
と
し
て
活
用
し
て
き

た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
生
中
継
で
対
局
場
が
観
戦
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
現
在
に
お
い
て
も
、
観
る
将
棋
フ
ァ
ン
が
求
め
る
情
報
の
一
つ
と

し
て
、
今
も
な
お
将
棋
フ
ァ
ン
に
愛
さ
れ
続
け
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
も
、

プ
ロ
棋
士
の
将
棋
の
対
局
が
続
く
限
り
、
将
棋
め
し
は
語
ら
れ
て
い
く
で

あ
ろ
う
。
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など、難解な内容に終始してしまうと、視聴者は離れてしまうという懸念があった。は

からずも「指さない人」がいかに楽しめる内容にするのか、という課題が番組の制作サ

イドに生じることになった。「将棋」そのものを知らない視聴者も楽しめるよう、藤井

の幼少期に体験したモンテッソーリ教育、玩具のキュポロ、さらに「将棋めし」や「お

やつ」、彼の身につけているグッズなども話題として取り上げられていた。

　また、藤井の対局相手となった棋士にスポットがあたるきっかけともなっている。

　大橋貴洸、澤田真吾、増田康弘、佐々木勇気など、有望でキャラクターも魅力的な若

手棋士が「見る将」はじめファンに知られるきっかけともなっていた。

　「藤井フィーバー」により、「見る将」的な楽しみ方が、「拡散」していったと評価で

きるのではないだろうか。

まとめ

1.	 メディアが新たに立ち上げ、利用者を獲得し、拡大を模索するときに、相当程度ボ

リュームのある将棋ファンは魅力的な層であり、アプローチをかけることは有力な手

段であった。

2.	 IT の進展に伴い、個人の情報発信が容易に行える環境になった。マスコミからの一

方的な受け手にとどまらずに、ファンは互いに共有・承認しあうことで「見る将棋

ファン」という楽しみ方も認知され、将棋を語る一部分を形成しつつある。

1	 第 30 期名人戦。1971（昭和 46）年 4月 ~6 月、大山康晴に升田幸三が挑戦。「升田式石田流」
を採用し、最終局までもつれ込む熱戦を繰り広げた。

2	 『読売新聞』1987 年 8月 8日夕刊　参考。
3	 1988（昭和 63）年 4月 14 日、NHK 衛星第一 /BS1 で第 46 期「将棋名人戦」第 1局―第 1

日―として放映されたものが衛星放送でタイトル戦中継の最初。
4	 小 川 博 義「 第 37 期 王 位 戦 イ ン タ ー ネ ッ ト 速 報（4 号 ,1997.3.3）」『 か け は し

ア ー カ イ ブ ズ - 将 棋 を 世 界 に 広 め る 会 』 ホ ー ム ペ ー ジ（http://shogi-isps.org/
kakehashi/2004/07/4199733-9592.html）（2018 年 10 月 13 日閲覧）。

5	 ［佐々木　2018］　P69-70 参考。
6	 ［羽生・川上他　2013］、初出は『週刊ダイヤモンド』2013 年 4月 13日号。
7	 	山田泰弘、又吉龍吾「ドワンゴは､ だから採算度外視で将棋をやる　―人類とコンピュータ

の勝負は新たな段階へ」『東洋経済ONLINE』ホームページ（2015 年 7月 4日更新）（https://
toyokeizai.net/articles/-/75247）（2018 年 10 月 14 日閲覧）
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　「情報」や「共感」を、身体を媒介しての「体験」をくぐらせることで、より深く「繋

がって」ゆく

　そうして生まれてきた聖地巡礼の〈作法〉は一部の将棋ファンにも見て取れるのである。

　いまや、対局中に昼食や夕食として棋士が出前を注文するメニューも、中継ブログや

棋譜中継のコメントなどでも欠かせないコンテンツとなっている。

　「将棋めし」として取り上げられる飲食店を巡り、棋士が注文する裏メニューを頼み、

SNS で投稿しているファンもいる。「丸山定食」（= 唐揚げ定食に 3 個増量）や佐々木

勇気の「餅トッピング」定跡は「見る将」にはよく知られている。

　最近の傾向として目を引くのが前夜祭や就位式などのタイトル戦などに関連するセレ

モニーに参加するファンの姿である。以前では関係者、または地元の愛好者が大半であっ

たが、今では募集されれば多数のファンが参加するようになっている。いわゆる「遠征」

をして参加するファンも見受けられる。

　そうしたイベントなどに参加した棋士の画像、コメントやふるまいなどが、SNS な

どに投稿されるようになり、フォロワーはそれらを見て、そこでの様子を垣間見るよう

に共有し、共感や拡散してゆくのである。

×「思い出に写真を撮る」

　　　　　　　↓

〇「写真映えする思い出をつくる」（それをSNSで人に見せたい）

と定型化して、それを「インサイトの逆転」と天野彬が指摘した 24 ように、これらの

SNS で投稿することを念頭に置いた、動機と行為が逆転しているかのように思える行

動の選択は、現代においては全く違和感を抱くものではないという。

　こうして、③［体験］は①［共有］~ ②［承認］にフィードバックされていく。

　①、②、③が循環、重層的に行われ、それらが相乗効果を生みだすことによって「沼

におちる」と比喩されるように「見る将棋ファン」の「熱」が帯びてゆくのである。

「藤井」フィーバー

　2016（平成 28）年 12 月 24 日、名人経験者であり「神武以来の天才」といわれた加

藤一二三相手のプロデビュー戦（竜王戦）から無敗の快進撃を続ける、藤井聡太。

　「棋士の高野秀行は藤井について「性能の良いマシンが参戦する」と聞き、フェラーリ

やベンツを想像していたら、ジェット機が来たという感じ」と評している［近藤　2017］。

　連日の報道によって、さらに視聴者の関心が高まってゆく。しかし、対局内容の解説
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　②［承認］

　「将棋に関心を持ち始めたばかりのとき、誰か身近に将棋ファンはいましたか ?」と

いうアンケートでは、身近に将棋ファンがいた :17%、一人で興味を持って観始めた :83%

という結果が現れている 21。

　自分の共感や関心を模索して追求できるような繋がりを、リアルな人間関係の中に新

たに構築することはなかなか難しいことでもある。しかし前項①で検討したように IT

の進展により個人にとって他者と［共有］することは容易になってきている。

　ツイッターなどの投稿に対して、RP（リプライ = 返信）、RT（リツイート）や、ファ

ボ（お気に入りに）したり、そのアカウントをフォローすることによって、共感や同意

などの意思表示をすることはボタンひとつタップすることで可能になっている。ツール

によって、何らかの反応や意思表示をすることに心理的障壁が格段に下がっていること

がうかがわれる。

　2015 年、総務省の調査 22 によると「SNS で情報を拡散するときに、情報が「社会的

に重要な内容かどうか」（26.9%）や「情報の信憑性が高いかどうか」（23.5%）よりも、「内

容に共感したかどうか」（46.2%）や「内容が面白いかどうか」（40.4%）が多くの人にとっ

ての基準になるという。」［佐々木　2018］

　これらにみられるように、個人にとっての「気持ち」や「共感」が情報の拡散の動機

ともなりうることが示されている。

　マスコミ的な情報流通の中では取り上げられなかった「見る将」的な楽しみ方も、

SNS などの普及や進化によって［共有］が容易になり、共感する誰かに発見されやす

くなった。「そうやって追求してみると、自分と同じような感性を持つ人が、世の中に

はたくさんいることも分かってくる。そこで同じ感性を持つ人同士がさらにつながって、

より追求が深まっていく。［藤本　2015］」と互いに［承認］を交わしあっていく中でそ

れらは育まれて、拡散・深化してゆくことになる。

　③［体験］

　いわゆる「聖地巡礼」は『らき☆すた』が先駆けであるといわれている 23。2007（平

成 19）年、埼玉県鷺宮町（現	久喜市）の商工会と角川書店の連携によるものである。

その後、『ガールズ & パンツァー』と茨城県大洗町の展開が、観光ツーリズムの成功例

として有名である。

　本来はフィクションであるはずの「物語」の舞台を訪れる行為。
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が「受ける側」でもあります。

［岡田　2001］

　他者からの発信を［共有］（= シェア）して影響を受け、さらには自分からの発信が

他者とも［共有］されていくのである。それは、マスコミ的な「一方通行」な情報経路

だけでなく、個人から個人へ、あるいは共感した多数が反応・拡散していくなど、ボト

ムアップ的な発信も少なからず行われている状況がみてとれるのである。

　SNS が浸透したことで、どんなマイナーな言葉でも目に触れる環境が整いました。最

近では、感度の高いインフルエンサーが出始めの面白い言葉を拾って拡散することで、

次第にその言葉が使われ始めていくこともよくありますね。（中略）例えば「草生える」

のように文字特有の文化からネット用語を、上手に話し言葉に変換し、それを日常会話

で使っていくケースも多いです 20。

［風間・岡本　2018］

　「指導対局はデート」というフレーズもツイッターからファンに認識・拡散していっ

たものである。憧れの棋士との指導対局。事前に緊張したり、その様子を伝えるときに

使われる比喩的な表現である。また「指導対局はデート」なのだから、周囲から邪魔を

するのはマナー違反である、というような使われ方もされている。

　また、久保明教は藤井猛を「てんてー」、木村一基を「千駄ヶ谷の将棋の強いおじさ

ん」と呼ばれている例を挙げながら、

将棋を指すことよりも観ることを楽しむ将棋ファン、いわゆる「観る将」が好む語り口

には、棋士の「かわいさ」を際立たせるものが少なくない。（中略）これらの語り口は、

『将棋世界』のような専門誌ではあまり見られないものの、棋士をめぐる捉え方の大きな

部分を形成しつつある。

［久保　2017］

と分析している。「見る将」から発信され定着してゆくことばや流行も、将棋を語る上

で一つのピースを形成しつつあることがうかがわれる。
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を表した糸谷哲郎をはじめ、関西所属の若手棋士たちは「新しい将棋の楽しみ方を提案

するユニット」西遊棋を 2013（平成 25）年に立ち上げ、それまでとは違ったアプロー

チでの普及を模索し始めた。

　出演するだけのイベントとは一線を画し、棋士自らが企画・運営する形で交流イベン

トを実施。囲碁将棋チャンネルでは「月刊西遊棋」が放送。白鳥士郎『りゅうおうのお

しごと』の監修もおこなっている。2013 年 2 月からツイッターによる発信も開始され、

ファンは棋士個々のキャラクターに親しむようになっている。

　「先生」と呼ばれ、遠くて偶像的な存在になりがちだった棋士が、ファンから「推し」

てもらえる棋士という関係性が生まれてゆく契機ともなったのではと、考えられるので

ある。

IT 環境の変化

　個人のスマートフォン（スマホ）の保有率の推移をみると、2011 年に 14.6% であっ

たものが、2016 年には 56.8% と 5 年間で 4 倍に上昇している。また、30 歳代以下の世

代では、2013 年にはすでに 6 割を超えていた 17。特に 10 代、20 代はスマートフォンの

利用時間が長く、内訳をみると SNS の利用時間が長い傾向がある 18。

　そうした環境の変化は、私たちのライフスタイルに変化を及ぼしていくことになる。

それはファンと将棋との関係性の変化、さらに「見る将棋ファン」（見る将）の顕在化

にもつながっていったと、とらえられるのではないだろうか。そこで①［共有］、②［承

認］、③［体験］の 3 つの側面から検討してみたい。

　①［共有（=シェア）］

　「40 代以下の世代は、既にパソコンよりもスマートフォンの利用率が高くなっており、

若い世代から順次、パソコンからスマートフォンへ利用の中心がシフトしつつある」19

スマホの特徴として、個人で使用する情報端末であることが第一にあげられる。私たち

はスマホを帯同して過ごすようになってきている。これはインターネット経由で自分以

外と常時繋がっている環境にあることを意味している。

今までマスメディアからの影響を一方的に受け入れるだけの存在だった一般人が、初め

て自分から不特定多数の人に向けて自分の意見を述べるシステムを手に入れたのです。

ネット内では誰もが情報発信者、つまり影響を「与える側」になり得るし、同時に誰も
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る情報の発信は棋譜や解説を理解できる棋力を持つ、ある程度のリテラシーを持った「指

す将棋ファン」を前提としたものであったといえる。対局の状況描写やエピソード、「将

棋めし」のような記述があっても、それらは対局結果や棋譜を伝えるストーリーにおけ

る、スパイスのような役割であった。

一般的なイメージとして、将棋は楽しむのも何か難しそうに思われてるのではないでしょ

うか。

［渡辺　2007］

将棋と言えばあくまでも「指す」もの、将棋とはふたりで盤をはさんで、戦うもの、と

いうのが常識である。（中略）将棋を指さない人、将棋を弱い人は、将棋を観てもきっと

わからないだろう、と思われている。

［梅田　2013］

2009 年以前では「見る将棋ファン」は顕在化していないことがうかがわれる 14。

　将棋を指すのは弱くとも、「観て楽しむ」ことは十分できます

　将棋もそんなふう（スポーツをみるよう）15に無責任に楽しんでほしい

[ 渡辺　2007]

　渡辺、梅田が提唱していたものは「見る将棋ファン」（見る将）の姿に重なってみえる。

将棋とファンとの関係性は当時と現在とではどこに差違があるのだろうか。

「西遊棋」の活動

　日本将棋連盟にとって新聞社は主要なステークホルダーである。しかし、インターネッ

トの進展に伴い、新聞社は従来のビジネスモデルでは立ち行かなくなるのではと不安視

されていた。販売収入は 12,839 億円（2000 年度）から、10,208 億円（2016 年度）の減

少にとどまっているものの、広告収入では 9,012 億円（2000 年度）から、3,801 億円（2016

年度）と大幅に落ち込んでいる 16。

　そうした将棋を取り巻く環境が先行き不透明な中で、「将棋界は斜陽産業」と危機感
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AbemaTV

　2016 年 4 月にインターネットテレビ AbemaTV が本放送を開始した。

　サイバーエージェントの藤田晋が「10 年腰を据えて」8 という決意のもとに、巨額の

資本を投じ、テレビ朝日との共同出資でこれを開局させた。多チャンネルで番組のクオ

リティーも高く、地上波の放送との差異がなくなりつつある。

　将棋においても「将棋チャンネル」が開設される 9 こととなり、「目玉企画が欲しい」

という要望に応える形で、鈴木大介と野月浩貴がプロデュースすることになり 10、新

四段がトップ棋士と対局するという異例の企画が実現した。史上最年少でプロデビュー

した藤井聡太。若手からトップ棋士まで選抜された棋士達を相手に七番勝負を繰り広

げた。

　毎週日曜日 19 時から放映され（2017（平成 29）年 3 月 12 日～ 4 月 23 日放映）、1 ～

2勝できればという大方の予想だったが、6勝1敗という結果は将棋ファンに衝撃を与え、

開設まもない「将棋チャンネル」は注目を集めることに成功した。

　AbemaTV の編成部プロデューサー塚本泰隆は「将棋の対局は長時間に及ぶので、

チャンネルを頻繁に切り替えて楽しむ視聴者に対応しやすいネット放送とは相性がい

い」11 と、多数のチャンネルを展開する中に、「将棋」番組が共存するメリットを説明

している。

6 月 7日、竹俣 12‒ 里見咲 13戦がアベマ TVで中継されたのだ。女流棋戦のタイトル戦で

すらめったに放送されないのに……。

［大川　2018］

　タイトル戦のほかに、最終局ではないが注目度の高い順位戦や他棋戦の下位予選でも、

注目度の高い棋士の対局を中継するなど、視聴者に訴求する番組編成も行われている。

　また、収録された対局であっても、いつでも見始められるオンデマンド視聴にはせず

に、放送時間が固定されているリニア視聴にしている点も、番組の視聴を習慣化しても

らおうという狙いを見て取れるのである。

2.「ファン」にとってのメディア、「見る将棋ファン」の顕在化

　冒頭では名人戦の報道を心待ちにする将棋ファンの姿を紹介した。当時の将棋におけ
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　「自らのニックネームとして「みうみう」を公認し（中略）、一気にはじけまくって話

題を呼んだ。」［小暮　2012］と、それまでは朴訥で研究一途というイメージだった三浦

弘行のように、視聴者とのやり取りの中で棋士のキャラクターが垣間見えることもある。

これもニコニコ生放送での将棋中継の特長の一つである。

　ドワンゴの将棋中継は、将棋ソフトとプロ棋士との対決の歴史に重なってゆく。

　2010（平成 22）年 10 月、清水市代と「あから 2010」の対局。2012（平成 24）年 1 月、

米長邦雄と「ボンクラーズ」との対局が行なわれた。

　ドワンゴの川上量生は羽生善治との対談の中で、「アニメ、政治、そして将棋」をニ

コニコ動画の三大コンテンツと発言している 6。この当時（2013 年）のドワンゴがユー

ザー拡大にむけ、どの分野に関心をもっていたかがうかがわれる。

　第 2 回将棋電王戦は対抗戦形式で行われた。2013（平成 25）年 3 月、ponanza が佐

藤慎一を破り、将棋ソフトは初めてプロ棋士に勝利した。また、敗勢の形勢を 230 手に

持将棋（引き分け）に持ち込んだ塚田泰明―Puella	αの対局は翌日のニュース番組「真

相報道　バンキシャ !」（日本テレビ　4 月 14 日放送）で特集された。

　2015（平成 27）年 2 月、西武ドームにて「電王戦× TOYOTA「リアル車将棋」」が

行われた。野球場に巨大な将棋盤が設置され、自動車を将棋の駒に見立てて、羽生善治

と豊島将之の対局が行われた。羽生の駒となるトヨタの過去の名車 8 車種は、普段見ら

れない車種ということで話題となり、ドライビングテクニックも見どころの一つとなっ

ていた。この生放送は 10 時間にもおよび、50 万人以上の視聴数を記録した。

　「熱心なファンが多い将棋コンテンツを充実させることは、年齢が高いユーザーへの

アプローチとして有効な手段になる」と、ドワンゴ広報のコメントを紹介した上で、東

洋経済の山田泰弘、又吉龍吾は次のように分析している 7。	

　有料会員の獲得に加え、広告収入の拡大も重要なカギとなる。将棋という伝統と格式

のあるジャンルに力を注ぐことで、高単価の広告を出稿する大企業の関心を高めていく

のがドワンゴの戦略だ。

　ドワンゴはタイトル戦を主催するまでに将棋との関係を深めていく。叡王戦はタイト

ル戦に昇格し、序列 3 位のタイトルと位置付けられた。新棋戦の主催が IT 関連の企業

ということは、これまでの時代の趨勢が現れて象徴的なことである。
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ライト放送と時間帯をすみ分ける形で放送されていた。

　「銀河戦」や他の将棋関連番組が放送され、アマチュアであった瀬川晶司が好成績を

おさめ、その後のプロ入りへつながる契機ともなった。

　2015（平成 27）年 6 月より、将棋番組専門のインターネットサービスとして「将棋

プレミアム」を開始する。後述の AbemaTV の例もあるが、利用者にとってはインター

ネット上における放送と通信の区別が曖昧になりつつある。

ネット中継

　1996（平成 8）年、西日本新聞とリコー将棋部による王位戦における棋譜速報が、イ

ンターネットにおけるプロの将棋対局の棋譜速報では最初の例といわれている。

　リコー将棋部で提供していた『棋譜鑑賞のページ』の形式を転用し、盤面・棋譜解説

のページ（HTML ファイル）を作成。西日本新聞のサーバーへ転送。という作業フロー

で実現された。

　「将棋の七番勝負の棋譜ですら入手が難しい中、インターネットを利用して速報に近

い形で勝負の行く末を楽しむことができ、画期的なイベントになる」4 と、情報を渇望

された当時の状況がうかがえる。

　また同年、倉敷市が「インターネット 1996 ワールドエキスポジション」のネット博

覧会に参加。その一環として倉敷藤花戦の LIVE 中継がおこなわれた。

　当時のインターネットはダイアルアップの時代で、電話回線からアクセスポイントに

接続する形で行われており、電話料金に従量で課金されていたため、常時接続して楽し

むことはまだまだ程遠い状況であった。ヘビーユーザー向けに深夜時間帯に定額サービ

ス「テレホーダイ」が導入されていた。

　しかし、本格的に環境が整うにはブロードバンド接続の普及を待たなければならな

かった。自宅でパソコンからインターネットを利用している世帯のうちブロードバンド

利用世帯は 2003 年末に 47.8%、2004 年末に 62.0% となり、消費者向けのネットサービ

スがある程度の規模になるのは 2004 年以降であった 5。

	

ニコニコ生放送（現 : niconico）

　ニコニコ動画の特徴の一つに、視聴者のコメントが動画上に「弾幕」のように流れて

見える画面設計がある。動画とコメントをあわせて見ることで、誰かと観ている、とい

う一体感も加わってくる。
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IT 進展による新しいメディアと、
　将棋とファンとの関係性の変遷
　　―「見る将棋ファン」を中心に

椎名秀明

1.「将棋」をとりまく新しいメディア

　届けられたばかりの新聞をポストから取り出すと、部屋に持ち帰るのももどかしく、

玄関のコンクリートの上で広げ、紙面をめくります。（中略）私は、コンクリートの上に

正座したまま、時の過ぎるのも忘れて、熱戦の一手一手を伝える棋譜や記事を食い入る

ように読み続けていました。

［大崎　2011］

　47 年前、名人戦 1 の推移を知ろうと新聞の配達を心待ちにしていた将棋ファンの少年

の様子が描写されている。将棋史の重大なトピックスとなった、この時の名人戦であっ

ても主催ではない他紙では結果を伝える十数行程度の記事であった。将棋の情報は紙面

の制約もあり情報量は限定的で速報性を伴うものではなかった。

衛星放送（BS・CS）

　1989（平成元）年、川崎市民プラザ（川崎市）において竜王戦第 1 局 2 日目の午後 3

時から終局まで約 400 人ものファンに公開された。

　さらに、対局の模様が衛星放送で中継されるようになる。しかし、受信設備設置にか

かる費用の割高感もあり、衛星放送の受信契約は鈍い出足となっていた 2。普及のため

に地上波放送との差別化を図り、優良コンテンツが求められていた。前述の竜王戦に先

駆けて、1988（昭和 63）年 4 月に名人戦 3 の対局中継がされており、NHK-BS では竜王戦、

名人戦の中継が定着した。

　1991（平成 3）年に囲碁将棋チャンネルがケーブルテレビ向けに配信を開始する。CS

放送は当初、郵政省から「放送にあたる恐れがある」との疑念から、集合住宅向け、

CATV 経由での放送に限定された経緯がある。囲碁将棋チャンネルは日建学院のサテ
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「
稽
古
事
」
か
ら
「
興
行
」
へ
？

―
将
棋
と
文
学
の
出
会
わ
な
い
雑
誌
と
し
て
の

　
　
『
将
棋
新
報
』

瀬
尾
祐
一

「
将
棋
は
学
問
で
す
、
こ
ゝ
ら
の
先
生
方
が
医
学
を
研
究
し
て
る
と
同
じ

事
な
ん
で
す

「
マ
ア
、
呆
れ
た
、
学
問
な
ん
て
、
将
棋
は
床
屋
と
か
車
屋
の
お
っ
さ
ん

0

0

0

0

が
指
し
て
る
で
し
ょ
う
、
あ
ゝ
云
ふ
人
達
に
学
問
の
研
究
な
ん
か
出
来
る

で
し
ょ
う
か
。

「
将
棋
礼
賛
（
其
一
）」『
将
棋
月
報
』
五
月
号
（
一
九
二
九
）
傍
点
原
文

一　

は
じ
め
に

　
「
将
棋
と
文
学
」
と
い
う
主
題
の
も
と
で
検
討
を
行
い
う
る
対
象
の
ひ

と
つ
に
、商
業
専
門
誌
が
挙
げ
ら
れ
る
。
本
論
集
所
収
の
矢
口
（
二
〇
一
八
）

で
は
、
こ
の
主
題
を
「
将
棋
雑
誌
－
と
－
そ
の
書
き
手
と
し
て
の
作
家
」

と
い
う
形
で
解
き
ほ
ぐ
し
つ
つ
、
専
門
的
知
識
を
供
す
る
媒
体
と
し
て
の

あ
り
方
と
、
広
範
な
読
者
に
訴
え
る
媒
体
と
し
て
の
あ
り
方
の
両
者
に
折

り
合
い
を
つ
け
る
た
め
、『
将
棋
世
界
』
に
お
い
て
、
同
時
代
の
愛
棋
家
＝

作
家
に
よ
る
寄
稿
が
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

本
論
文
で
は
、
矢
口
論
文
で
示
さ
れ
る
主
題
の
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
を
引
き
継

ぎ
つ
つ
も
、
専
門
誌
と
文
学
者
の
間
に
見
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
が
未

だ
自
明
で
は
な
い
時
代
に
目
を
転
じ
て
み
た
い
。
そ
の
う
え
で
、
作
家
が
専

0

0

0

0

門
誌
に
関
わ
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
事
態
を
記
述
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
将
棋
と
文

学
が
関
わ
る
と
い
う
事
態
の
特
異
さ
を
理
解
す
る
手
立
て
に
し
た
い
。

　

こ
こ
で
は
、
作
家
と
専
門
誌
の
出
会
わ
な
い
場
の
一
例
と
し
て
『
将
棋

新
報
』（
明
治
四
一
年
一
二
月
～
大
正
一
二
年
八
月
）
を
と
り
あ
げ
る
。『
将

棋
世
界
』
上
で
作
家
が
要
請
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
た
課
題

を
、「
商
業
専
門
誌
が
、
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
読
者
を
維
持
・
獲
得
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
、
専
門
的
知
識
を
教
授
す
る
媒
体
と
し
て
の
性
格
と

非
専
門
的
情
報
を
掲
載
す
る
媒
体
と
し
て
の
性
格
の
間
で
、
ど
の
よ
う
に

折
り
合
い
を
つ
け
る
か
」
と
定
式
化
す
る
な
ら
、『
将
棋
新
報
』
に
お
い

て
訴
求
を
め
ぐ
る
こ
の
課
題
は
、
ど
の
よ
う
な
形
で
あ
ら
わ
れ
、
ど
の
よ

う
な
か
た
ち
で
対
処
さ
れ
て
い
た
の
か
。
本
論
で
は
、『
将
棋
新
報
』
自

身
が
宣
言
す
る
役
割
に
注
目
す
る
こ
と
で
、こ
の
問
に
答
え
て
い
き
た
い
。

　

本
論
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
だ
。
ま
ず
第
二
節
で
は
、
従
来
の
将
棋

史
で
は
焦
点
が
あ
た
り
に
く
か
っ
た
『
将
棋
新
報
』
お
よ
び
関
連
団
体
と
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し
て
の
将
棋
同
盟
社
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
情
報
を
述
べ
る
。
続
い
て
三

節
で
は
、『
将
棋
新
報
』
上
で
の
言
明
や
目
次
構
成
か
ら
、
雑
誌
の
性
格

を
指
摘
す
る
。
こ
の
節
で
の
検
討
を
踏
ま
え
て
、四
節
で
は
『
将
棋
新
報
』

を
芸
能
の
商
品
化
と
い
う
大
勢
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
、
文
学
と
将

棋
が
出
会
う
と
い
う
事
態
の
意
味
を
探
っ
て
い
く
。

　
二　
『
将
棋
新
報
』
と
将
棋
同
盟
社

　

本
節
で
は
『
将
棋
新
報
』
の
内
容
に
関
す
る
分
析
に
進
む
前
の
準
備
と

し
て
、
雑
誌
の
基
本
的
な
特
徴
を
、
将
棋
同
盟
社
と
い
う
団
体
と
の
関
係
、

と
り
わ
け
雑
誌
の
書
き
手
と
コ
ン
テ
ン
ツ
の
二
つ
の
面
か
ら
確
認
す
る
。

二
－
一　

将
棋
同
盟
社
の
設
立
と
書
き
手
の
供
給

　

一
九
〇
八
（
明
治
四
一
年
）
九
月
一
一
日
、
社
主
・
黒
岩
周
六
の
趣
味

の
広
さ
も
あ
り
娯
楽
記
事
の
開
拓
に
熱
心
だ
っ
た
『
万
朝
報
』１
の
一
面

で
、事
前
に
選
抜
し
て
い
た
高
段
者
た
ち
の
対
局
の
棋
譜
が
掲
載
さ
れ
た
。	

　

そ
の
三
か
月
後
の
同
年
一
二
月
、『
将
棋
新
報
』
が
将
棋
新
報
社
か
ら

発
刊
さ
れ
た
。
将
棋
同
盟
社
の
設
立
は
、
雑
誌
の
発
刊
か
ら
さ
ら
に
数
ヶ

月
遅
れ
て
の
こ
と
だ
っ
た
。
団
体
は
次
に
述
べ
る
定
式
会
、
つ
ま
り
定
期

的
な
公
開
対
局
の
場
の
主
催
を
主
な
活
動
と
し
て
い
た
が
、
早
く
も
第
二

号
で
次
の
よ
う
な
社
告
が
出
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。

　

購
読
者
を
会
員
組
織
と
し
て
、
市
内
の
人
々
の
た
め
に
毎
月
一
、二
回

の
定
式
会
を
催
ふ
し
（
略
）
候
へ
共
［
ば
］、
購
読
者
中
に
て
毎
月
三
十

銭
以
上
五
十
銭
以
下
、（
雑
誌
共
））
の
会
費
支
出
の
も
の
百
人
を
得
ざ
れ

ば
会
場
維
持
の
方
法
が
た
し
事
と
存
じ
候
に
付
暫
く
時
機
を
待
ち
兎
も
角

購
読
者
諸
君
の
御
意
見
を
伺
ひ
置
き
候
ふ

「
社
告
の
い
ろ
い
ろ
」『
将
棋
新
報
』
一
巻
二
号
（
一
九
〇
九
）

但
し
旧
字
体
は
新
字
体
に
あ
ら
た
め
た
。
以
下
同
じ

　

雑
誌
の
発
行
に
よ
る
読
者
の
組
織
化
は
、
定
式
会
開
催
の
下
準
備
と

な
っ
て
い
た
節
が
あ
る
。
当
時
の
将
棋
界
の
関
係
者
に
と
っ
て
定
式
会
が

重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。

　

一
九
〇
九
（
明
治
四
二
）
年
八
月
に
結
成
さ
れ
た
同
盟
社
（
発
足
当
時

の
名
は
将
棋
同
盟
会
）
は
、
そ
の
後
雑
誌
に
と
っ
て
主
要
な
書
き
手
を
供

給
す
る
と
と
も
に
、
団
体
の
分
立
に
伴
っ
て
雑
誌
を
機
関
誌
化
す
る
こ
と

に
な
る
。
後
で
紹
介
す
る
雑
誌
目
次
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
団
体
と
雑

誌
の
関
係
は
ま
ず
も
っ
て
人
材
面
で
密
接
だ
っ
た
。
そ
も
そ
も
雑
誌
社
自

体
、『
万
朝
報
』
で
将
棋
や
相
撲
の
記
事
を
担
当
し
て
い
た
三
木
貞
一
が

主
催
し
た
も
の
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
当
初
か
ら
万
朝
報
の
棋
戦
出
場
者

が
多
く
書
き
手
や
評
者
と
し
て
登
場
し
て
い
た
。
雑
誌
原
稿
の
多
く
が
棋

士
た
ち
に
よ
る
無
報
酬
か
、
そ
れ
に
近
い
対
価
で
の
協
力
だ
っ
た
と
く
り

返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
２

。
雑
誌
の
メ
イ
ン
コ
ン
テ
ン
ツ
と
な
っ
た
講
座
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類
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
棋
士
の
名
の
下
で
書
か
れ
て
い
た
。

二
－
二　

定
式
会
に
よ
る
コ
ン
テ
ン
ツ
の
供
給

　

書
き
手
の
面
に
加
え
て
、
雑
誌
の
コ
ン
テ
ン
ツ
の
面
で
の
関
わ
り
も
確

認
し
て
お
こ
う
。

　

同
盟
社
は
二
十
名
程
度
の
棋
士
を
抱
え
る
一
方
、
そ
れ
と
は
別
に
「
毎

月
三
十
銭
を
拠
出
す
る
も
の
」
を
正
社
員
と
し
て
お
り
３

、一
定
の
技
量

を
備
え
た
人
々
に
加
え
て
、
一
定
の
社
費
の
支
払
い
能
力
を
備
え
た
人
々

を
取
り
込
む
会
員
制
を
と
っ
て
い
た
。
後
年
（
一
九
二
〇
年
）
の
デ
ー
タ

に
な
る
が
、『
将
棋
新
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
会
員
リ
ス
ト
か
ら
支
援
者
層

を
推
測
す
る
な
ら
ば
、
東
京
府
・
東
京
市
、
と
り
わ
け
本
所
・
深
川
・
日

本
橋
・
京
橋
・
本
郷
の
在
住
者
が
多
い
４

。
そ
も
そ
も
、
同
盟
社
の
発
足

時
に
あ
た
っ
て
は
日
本
橋
区
を
中
心
と
す
る
商
人
ら
の
支
援
も
大
き
か
っ

た
５

。
い
わ
ゆ
る
「
下
町
」
へ
の
支
援
者
層
の
偏
り
は
、
こ
れ
ら
の
会
員

が
所
属
棋
士
の
稽
古
筋
で
あ
っ
た
り
所
属
棋
士
が
師
範
を
つ
と
め
る
将
棋

会
所
の
来
訪
者
で
あ
っ
た
り
す
る
な
ど
、
稽
古
を
受
け
る
「
客
」
と
し
て

す
で
に
棋
士
と
知
遇
を
得
て
い
た
人
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

　

そ
し
て
定
式
会
に
は
所
属
棋
士
に
出
席
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
こ

と
６

、
会
の
ほ
と
ん
ど
が
日
本
橋
・
京
橋
の
貸
座
敷
で
開
催
さ
れ
た
こ
と
７

、

参
会
者
を
意
識
し
て
会
を
居
心
地
の
よ
い
場
所
に
し
よ
う
と
す
る
工
夫
が

随
所
に
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
８

、
会
の
出
席
に
あ
た
っ
て
社
員
の
参
加
を

無
料
に
し
て
い
た
こ
と
、
社
員
以
外
も
参
加
可
能
な
開
か
れ
た
場
だ
っ
た

こ
と
な
ど
か
ら
、
定
式
会
が
愛
棋
家
＝
支
援
者
へ
の
支
援
の
見
返
り
の
た

め
の
場
で
あ
り
、
ま
た
参
会
者
の
中
か
ら
社
員
と
な
る
人
を
発
掘
す
る
た

め
の
場
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
当
時
の
雑
誌
は
、
定
式
会
と
い
う
場
を

次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

　

此
会
［
定
式
会
］
は
同
盟
社
の
棋
士
が
技
術
の
研
究
を
兼
ね
て
親
睦
を

計
り
来
客
に
対
し
て
は
対
局
を
お
目
に
懸
け
る
と
云
ふ
の
が
主
意
と
な
っ

て
居
り
ま
す
の
で
来
客
諸
君
は
此
日
に
は
十
分
各
棋
士
の
指
口
と
体
度
と

を
見
て
參
考
と
も
為
し
楽
し
み
と
も
為
す
こ
と
が
出
来
ま
す

「
天
狗
将
棋
会
の
発
案
」『
将
棋
新
報
』
二
巻
四
号
（
一
九
一
〇
）

　

定
式
会
は
、『
将
棋
新
報
』
に
と
っ
て
も
ま
た
重
要
な
原
稿
の
供
給
源

だ
っ
た
。
所
属
者
に
よ
る
継
続
的
な
棋
譜
の
生
産
を
行
う
団
体
と
の
つ
な

が
り
に
よ
り
、
雑
誌
は
新
聞
な
ど
に
は
出
ず
将
棋
新
報
で
し
か
見
る
こ
と

の
で
き
な
い
棋
譜
を
、
常
に
独
占
的
に
供
給
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
や
や

後
の
時
代
の
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
言
を
見
て
み
よ
う
。

　

本
誌
が
斯
く
永
続
し
て
行
く
の
は
記
者
だ
け
の
手
柄
で
は
あ
り
ま
せ

ん
、（
略
）
第
二

0

0

に
は
同
盟
社
の
棋
士
が
定
式
会
に
於
る
棋
譜
を
登
載
す
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る
こ
と
を
特
約
し
て
居
て
く
れ
る
の
で
斯
界
に
於
け
る
新
し
い
智
識
を
供

給
す
る
こ
と
が
出
来
る
た
め
も
あ
り
ま
す
、
単
に
棋
譜
と
云
え
ば
昔
か
ら

の
も
の
が
何
幾
も
あ
り
ま
す
が
、
斯
る
も
の
に
も
昔
の
ま
ま
ば
か
り
で
は

固
定
し
て
面
白
く
あ
り
ま
せ
ん
、
新
ら
し
き
時
代
に
は
又
新
し
き
指
し
ぶ

り
も
顕
わ
れ
ま
す
の
で
、
何
し
て
も
生
た
人
が
新
ら
し
く
指
た
も
の
に
は

別
の
又
新
ら
し
き
気
分
が
迸
ば
し
っ
て
居
り
ま
す
の
で
、
必
ず
し
も
棋
譜

で
さ
え
あ
れ
ば
昔
も
今
も
同
じ
で
あ
る
と
申
す
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん

「
棋
壇
近
況
」『
将
棋
新
報
』
九
巻
四
号
（
一
九
一
七
）

傍
線
部
は
引
用
者
。
以
下
同
じ
。
傍
点
原
文

　

こ
の
よ
う
に
、
団
体
に
と
っ
て
も
自
ら
を
存
続
さ
せ
る
う
え
で
重
要
な

活
動
だ
っ
た
定
式
会
の
主
催
は
、
同
時
に
雑
誌
に
と
っ
て
も
大
き
な
意
味

を
持
っ
て
い
た
。
後
に
見
る
よ
う
に
、
定
式
会
の
棋
譜
は
毎
号
「
現
今
名

家
手
合
」
と
し
て
継
続
し
て
掲
げ
ら
れ
９

、
雑
誌
の
主
要
な
コ
ン
テ
ン
ツ

で
あ
る
「
講
座
・
解
説
物
」
の
主
軸
を
担
っ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

三　

雑
誌
の
性
格
の
検
討

　

検
討
す
る
『
将
棋
新
報
』
が
、
そ
の
発
刊
時
か
ら
書
き
手
や
コ
ン
テ
ン

ツ
の
面
で
、
同
時
代
の
棋
士
団
体
と
深
い
関
係
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
述

べ
た
。
団
体
と
こ
の
よ
う
な
関
係
を
持
っ
た
『
将
棋
新
報
』
は
、
具
体
的

に
ど
の
よ
う
な
内
容
を
盛
り
込
む
べ
き
と
さ
れ
て
い
た
の
か
。こ
こ
で
は
、

『
将
棋
新
報
』
自
身
が
明
示
す
る
役
割
や
、
そ
の
役
割
を
受
け
て
ど
の
よ

う
に
誌
面
が
構
成
さ
れ
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
う
す
る
こ

と
で
、
広
範
な
層
に
訴
求
す
る
と
い
う
と
き
に
、
文
学
者
の
執
筆
を
求
め

る
こ
と
と
は
異
な
る
方
策
が
取
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
ゆ
え
に
将
棋
雑
誌
と

い
え
ど
も
そ
の
「
文
学
」
と
の
関
係
は
、
後
継
の
雑
誌
と
大
き
く
異
な
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

三
－
一　
「
研
究
」
の
た
め
の
雑
誌

　

棋
譜
だ
け
を
並
べ
た
か
つ
て
の
『
将
棋
新
誌
』
な
ど
と
異
な
り
　10
、
そ

も
そ
も
『
将
棋
新
報
』
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
ば

0

0

0

か
ら
成
る
文
章
が
載
っ

て
お
り
、
そ
れ
ま
で
定
式
会
と
セ
ッ
ト
で
発
刊
さ
れ
て
い
た
定
期
刊
行
物

と
は
一
線
を
画
し
て
い
た
。
つ
ま
り
『
将
棋
新
報
』
で
は
、
後
の
『
将
棋

世
界
』
と
同
様
、
将
棋
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
以
外
の
情
報
も
積
極
的

に
掲
載
さ
れ
う
る
余
地
が
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
雑
誌
が
自
ら
に
課
し
た
役
割
に
つ
い
て
く
り
か
え
し
言
及
し

て
い
る
個
所
を
見
る
と
、『
将
棋
世
界
』
と
は
異
な
る
自
己
規
定
が
見
え

て
く
る
。「
本
誌
は
●
●
に
と
っ
て
有
用
で
あ
る
」「
こ
の
雑
誌
は
●
●
の

た
め
の
も
の
で
あ
る
」
と
明
言
が
な
さ
れ
る
の
は
、
発
刊
か
ら
数
年
間
が

特
に
顕
著
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
発
刊
か
ら
ま
だ
幾
何
も
経
過
し
て
い
な

い
頃
に
見
ら
れ
る
自
己
規
定
を
い
く
つ
か
引
用
し
て
み
よ
う
。
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一
寸
将
棋
の
練
習
に
就
て
一
言
い
た
し
ま
す
が
将
棋
は
習
ふ
に
は
左
程
困

難
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、（
略
）
但
し
習
ふ
に
も
道
が
あ
り
ま
し
て

唯
滅
茶
苦
茶
に
指
し
て
居
っ
て
は
何
時
迄
経
っ
て
も
進
歩
し
ま
せ
ん
。
其

れ
に
は
定
跡
と
い
ふ
も
の
が
あ
っ
て
駒
落
は
駒
落
、
平
手
は
平
手
の
指
方

が
あ
り
ま
す
か
ら
定
跡
を
稽
古
し
な
く
て
は
不
可
ま
せ
ん
、
将
棋
は
一
に

定
跡
、
二
に
寄
せ
、
三
に
詰
と
云
ふ
位
で
定
跡
が
一
番
必
要
で
あ
り
ま
す
、

其
れ
ゆ
え
本
誌
に
於
て
も
定
跡
講
義
は
最
も
力
を
尽
く
し
て
あ
り
ま
す
。

又
現
今
名
家
手
合
と
い
い
、
名
家
棋
譜
と
い
い
多
少
は
違
っ
て
も
皆
定
跡

に
依
っ
て
指
し
て
あ
り
ま
す
か
ら
之
れ
を
順
序
良
く
お
調
べ
あ
ら
ば
直
に

長
足
の
進
歩
を
来
す
よ
う
に
な
り
ま
す

「
雑
説
」『
将
棋
新
報
』
一
巻
七
号
（
一
九
〇
九
）

〔
定
跡
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
弱
く
な
っ
た
、
と
い
う
投
稿
に
答
え

て
〕

　

定
跡
を
稽
古
せ
ず
に
指
し
て
居
る
人
は
所
謂
笊
党
で
初
段
へ
二
枚
落
ち

位
ま
で
は
自
流
の
力
で
指
し
ま
し
て
も
ソ
レ
か
ら
上
へ
は
十
年
た
つ
て
も

決
し
て
上
達
は
い
た
し
ま
せ
ん
（
略
）
若
し
心
棒
［
マ
マ
］
し
て
定
跡
に

依
っ
て
稽
古
い
た
し
ま
す
と
段
々
将
棋
と
云
ふ
物
の
真
理
が
分
つ
て
参
り

ま
し
て
笊
党
の
指
す
の
が
隙
だ
ら
け
に
見
え
て
参
り
ま
す
（
略
）。

従
来
の
定
跡
書
に
依
り
ま
す
と
昔
の
東
海
道
五
十
三
次
を
歩
い
て
行
く
如

き
も
の
で
あ
り
ま
し
た
が
新
報
の
定
跡
講
義
は
之
を
汽
車
で
行
く
や
う
に

速
成
せ
し
め
ん
と
の
考
へ
で
あ
り
ま
す
が
よ
し
や
徒
歩
と
汽
車
ほ
ど
の
相
違

は
な
く
と
も
普
通
汽
車
と
急
行
車
ぐ
ら
ゐ
の
便
利
は
あ
ら
う
と
思
ひ
ま
す

「
定
跡
を
学
ば
ず
し
て
将
棋
の
上
達
せ
し
人
あ
り
や
」

『
将
棋
新
報
』
一
巻
八
号
（
一
九
〇
九
）

将
棋
を
指
す
な
ら
ば
勝
た
な
く
て
は
娯
楽
の
目
的
を
達
し
ま
せ
ん
、
強
く

な
ら
う
と
す
る
希
望
を
抱
い
て
居
ら
な
く
て
は
娯
楽
に
な
り
ま
せ
ん
、
将

棋
新
報
は
読
者
諸
君
に
此
娯
楽
の
目
的
を
達
せ
し
む
べ
く
種
々
の
材
料
を

供
給
し
て
行
く
の
で
あ
り
ま
す
が
、
ソ
レ
に
は
毎
度
申
す
如
く
定
跡
の
研

究
が
第
一
の
要
点
で
あ
り
ま
す

「
将
棋
は
如
何
に
し
て
勝
ち
如
何
に
し
て
負
け
る
か
」

『
将
棋
新
報
』
一
巻
九
号
（
一
九
〇
九
）

　

こ
れ
ら
の
文
章
か
ら
、『
将
棋
新
報
』
が
（
少
な
く
と
も
発
刊
当
初
に

お
い
て
）
自
ら
明
示
的
に
押
し
出
し
て
い
た
役
割
は
、
読
者
の
定
跡
研
究

に
資
す
る
教
材
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
定
跡
を
研
究
す
る
必
要

性
を
説
く
記
事
は
、定
跡
の
研
究
に
資
す
る
雑
誌
と
し
て
の
『
将
棋
新
報
』

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
打
ち
出
す
文
章
中
に
多
く
掲
出
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
は
じ
め
の

二
つ
の
引
用
は
進
歩
・
上
達
と
い
う
技
量
の
向
上
に
資
す
る
た
め
と
し
て

明
示
さ
れ
て
い
る
。
三
つ
目
の
引
用
で
は
、
将
棋
に
興
じ
る
中
で
果
た
さ
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れ
る
べ
き
目
的
（
勝
つ
こ
と
）
を
置
い
た
う
え
で
、
そ
の
目
的
を
達
成
す

る
た
め
に
定
跡
研
究
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
定
跡
研
究
の
た
め
に
は
『
将

棋
新
報
』
が
有
用
で
あ
る
こ
と
が
並
べ
ら
れ
、
将
棋
の
楽
し
み
と
定
跡
研

究
の
必
要
性
と
『
将
棋
新
報
』
の
有
用
性
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ

こ
か
ら
、少
な
く
と
も
発
刊
当
初
に
お
い
て『
将
棋
新
報
』は
、定
跡
を「
習

う
」「
稽
古
す
る
」
た
め
の
雑
誌
と
し
て
登
場
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

定
跡
研
究
の
必
要
性
を
読
者
へ
啓
蒙
す
る
と
い
う
取
り
組
み
は
、
発
刊

か
ら
数
年
後
に
変
化
を
見
せ
始
め
る
。
た
と
え
ば
発
刊
三
年
目
に
入
っ
た

あ
る
号
で
は
、
次
の
よ
う
に
宣
言
し
て
い
る
。

　

将
棋
新
報
は
平
易
を
旨
と
し
て
定
跡
の
講
義
を
出
し
之
ま
で
我
流
に
指

し
て
居
た
処
の
笊
党
に
対
し
て
本
筋
の
こ
と
を
吹
き
込
む
考
へ
で
あ
っ
た

が
読
者
は
兎
角
に
研
究
よ
り
も
噛
み
合
ひ
を
好
ん
で
定
跡
に
依
っ
て
順
序

に
上
達
す
る
の
を
面
倒
の
や
う
に
心
得
て
雑
誌
を
引
続
て
研
究
す
る
こ
と

を
中
止
し
相
手
を
求
め
て
指
し
合
ふ
（
略
）
を
楽
し
み
と
す
る
も
の
が
多

く
折
角
雑
誌
で
気
永
に
講
義
し
て
も
面
倒
が
っ
て
喜
ん
で
く
れ
ぬ
の
に
は

困
る
次
第
で
あ
る
。
併
し
何
百
人
の
読
者
は
第
一
号
よ
り
引
き
続
き
愛
読

し
て
居
て
く
れ
る
か
ら
之
れ
等
の
人
々
は
必
ず
利
益
を
得
て
居
る
こ
と
で

あ
ら
う
と
考
へ
る
故
に
本
雑
誌
は
益
す
今
の
目
的
を
貫
ぬ
く
主
意
で
は
あ

る
が
然
り
と
て
初
心
者
に
分
ら
ぬ
と
云
ふ
人
の
あ
る
の
に
「
何
に
分
ら
ぬ

事
は
な
い
」
と
威
張
て
居
て
も
読
者
の
意
に
背
く
こ
と
ゝ
な
る
の
で
今
後

は
時
々
笊
党
の
喜
ぶ
こ
と
も
掲
載
し
て
行
く
事
に
致
さ
う
と
思
ふ

「
笊
将
棋
」『
将
棋
新
報
』
三
巻
四
号
（
一
九
一
一
）

　

こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
定
跡
研
究
に
馴
染
み
の
な
い
「
笊
党
」
に
も

受
け
入
れ
や
す
い
、
ご
く
平
易
な
内
容
の
講
座
を
置
く
試
み
だ
。
教
材
の

易
化
を
図
り
、
よ
り
研
究
意
欲
や
レ
ベ
ル
の
低
い
者
に
あ
わ
せ
て
誌
面
づ

く
り
を
行
お
う
と
し
て
い
る
の
が
見
て
取
れ
る
。
同
種
の
試
み
は
、
三
年

ほ
ど
経
過
し
た「
初
心
者
へ
の
記
事
」（『
将
棋
新
報
』六
巻
三
号〈
一
九
一
四
〉）

に
も
見
ら
れ
る
。
要
約
を
示
す
と
（
「	

」
内
は
引
用
部
）、『
将
棋
新
報
』

は
研
究
材
料
も
載
せ
て
い
く
方
針
で
あ
り
、
従
来
定
跡
の
変
化
だ
け
を
並

べ
る
だ
け
で
な
く
、
い
ち
い
ち
講
義
を
つ
け
た
ほ
う
が
い
い
と
い
う
こ
と

で
や
っ
て
き
た
。
し
か
し
「
多
く
の
読
者
中
に
は
今
一
層
初
心
の
も
の
を

掲
げ
よ
と
の
注
文
が
沢
山
あ
り
ま
し
て
」、
こ
れ
も
も
っ
と
も
な
こ
と
な

の
で
「
極
々
平
易
で
如
何
な
る
初
心
者
に
も
心
に
入
る
よ
う
に
将
棋
の
心

得
か
ら
定
跡
の
お
話
し
を
掲
げ
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
」。
こ
の
よ
う

な
平
易
な
解
説
は
、
力
量
の
あ
る
人
で
は
な
く
初
心
者
に
読
ん
で
も
ら
う

も
の
で
力
量
あ
る
人
は
大
目
に
見
て
ほ
し
い

―
。
こ
の
よ
う
な
う
た
い

文
句
の
下
、
同
号
か
ら
始
ま
る
「
将
棋
魁
之
巻
」
で
は
「
将
棋
の
上
達
は

先
づ
定
跡
を
学
ぶ
に
在
り
」
と
、
あ
ら
た
め
て
定
跡
を
学
ぶ
こ
と
の
必
要

性
が
、
戦
争
に
お
け
る
陣
法
の
比
喩
を
ま
じ
え
な
が
ら
丁
寧
に
解
説
さ
れ
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る
。
発
刊
当
初
の
自
己
規
定
と
数
年
後
の
文
章
を
比
較
す
る
と
、
定
跡
研

究
の
必
要
性
を
説
き
読
者
を
啓
蒙
す
る
こ
と
か
ら
、
啓
蒙
に
与
す
る
こ
と

の
な
い
読
者
層
（「
研
究
よ
り
も
噛
み
合
ひ
を
好
ん
で
定
跡
に
依
っ
て
順

序
に
上
達
す
る
の
を
面
倒
の
や
う
に
心
得
て
雑
誌
を
引
続
て
研
究
す
る
こ

と
を
中
止
し
相
手
を
求
め
て
指
し
合
ふ
」
者
た
ち
）
の
た
め
誌
面
自
体
を

変
え
て
ゆ
こ
う
と
す
る
こ
と
へ
、
雑
誌
の
取
り
組
み
に
変
化
が
生
じ
て
い

る
こ
と
が
う
か
が
え
る
　11
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
本
論
で
も
っ
と
も
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
変
化
の

中
で
も
雑
誌
が
自
ら
に
課
し
た
教
授
材
的
な
役
割
は
容
易
に
薄
れ
て
い
な

い
と
い
う
点
だ
。
発
刊
か
ら
数
年
後
に
お
い
て
も
な
お
、
雑
誌
が
訴
求
す

べ
き
で
あ
り
訴
求
し
う
る
と
考
え
ら
れ
た
読
者
は
、
あ
く
ま
で
も
研
究
意

欲
に
乏
し
い
者
た
ち
で
あ
り
、
言
い
換
え
る
な
ら
雑
誌
を
教
材
と
し
て
用

い
う
る
可
能
性
を
秘
め
た
人
々
だ
っ
た
。

　
三
－
二　

ま
じ
わ
ら
な
い
講
座
・
解
説
物
と
娯
楽
物

　

定
跡
研
究
に
資
す
る
教
材
的
な
役
割
を
自
ら
言
明
す
る
よ
う
な
文
章

は
、
必
ず
し
も
事
あ
る
ご
と
に
明
示
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か

し
、
こ
の
性
格
は
雑
誌
発
刊
中
、
大
き
く
揺
ら
ぐ
こ
と
は
な
か
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
目
次
か
ら
裏
付
け
て
み
た
い
。

　

本
研
究
会
の
Ｈ
Ｐ
上
に
公
開
さ
れ
て
い
る
『
将
棋
新
報
』
総
目
次
　12
で

は
、
確
認
す
る
こ
と
の
で
き
た
『
将
棋
新
報
』
目
次
お
よ
び
当
該
コ
ン
テ

ン
ツ
の
掲
載
さ
れ
た
ペ
ー
ジ
の
一
覧
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

先
の
引
用
（「
雑
説
」『
将
棋
新
報
』
一
巻
七
号
〈
一
九
〇
九
〉）
に
現
れ
て

い
る
「
定
跡
講
義
」、「
現
今
名
家
手
合
」、「（
古
今
）
名
家
棋
譜
」
の
三

つ
は
出
版
当
初
か
ら
廃
刊
ま
で
お
お
む
ね
毎
号
一
五
～
二
〇
ペ
ー
ジ
程
度

と
半
分
以
上
を
占
め
て
お
り
、
量
的
に
見
て
主
要
な
コ
ン
テ
ン
ツ
だ
っ
た

（
雑
誌
全
体
の
ペ
ー
ジ
数
は
変
化
し
て
い
る
も
の
の
、
約
三
〇
ペ
ー
ジ
強

で
推
移
し
て
い
る
）。
さ
ら
に
実
際
の
対
局
の
棋
譜
を
素
材
と
し
て
解
説

を
行
う
「
実
戦
講
話
」（
四
巻
三
号
〈
一
九
一
二
〉
～
）
や
、
江
戸
時
代
の

棋
書
の
採
録（「
将
棋
精
選
註
釋
」な
ど
）を
加
え
る
と
、手
筋
や
定
跡
と
い
っ

0

0

0

0

0

0

0

0

た
専
門
的
情
報
を
教
授
す
る
こ
と
を
念
頭
に
置
く
コ
ン
テ
ン
ツ
で
誌
面
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

大
部
分
が
埋
め
ら
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
う
し
た
コ
ン
テ
ン
ツ
を
「
講
座
・
解
説
物
」
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、『
将

棋
新
報
』
の
教
材
的
な
側
面
を
担
っ
て
い
た
講
座
・
解
説
物
は
、
ペ
ー
ジ

の
な
か
で
も
常
に
大
半
を
占
め
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
『
将
棋
新
報
』
は
講

座
・
解
説
物
の
み
に
埋
め
つ
く
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
た
と
え
ば

研
究
に
関
す
る
啓
蒙
的
記
事
、
小
説
・
随
筆
な
ど
読
み
物
、
棋
士
の
活
動

や
将
棋
会
の
動
向
を
伝
え
る
も
の
、
読
者
・
記
者
に
よ
る
意
見
表
明
、
将

棋
や
棋
士
に
ま
つ
わ
る
小
話
、他
雑
誌
の
文
章
転
載

―
な
ど
が
あ
っ
た
。

た
だ
し
こ
れ
ら
は
分
量
と
し
て
も
少
な
く
、
だ
い
た
い
は
冒
頭
と
末
尾
に

数
ペ
ー
ジ
お
か
れ
る
程
度
だ
っ
た
。

　

も
っ
と
も
、
古
今
の
棋
士
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
棋
士
を
主
人
公
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と
し
た
小
説
、
棋
士
自
身
に
よ
る
漫
遊
録
な
ど
、
小
説
・
随
筆
の
よ
う
な

娯
楽
的
な
読
み
物
は
あ
っ
た
点
は
注
意
し
た
い
。
だ
が
こ
れ
ら
の
読
み
物

記
事
は
、
①	

雑
誌
の
末
尾
に
ま
と
め
て
置
か
れ
る
こ
と
が
多
く
か
つ
毎

号
掲
載
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、
②	

書
き
手
は
多
く
の

場
合
、
匿
名
か
筆
名
で
あ
っ
た
こ
と
　13
、
③	

分
量
自
体
が
僅
少
な
こ
と
、

④	

上
で
触
れ
た
『
将
棋
新
報
』
に
と
っ
て
の
課
題
に
基
づ
く
様
々
な
工

夫
の
中
で
直
接
扱
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
　14
、
―
―
と
い
う
四
点
に
お
い

て
、
講
座
・
解
説
物
に
比
べ
劣
位
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば

「
棋
士
魔
窟
に
入
る
」（
八
巻
一
〇
号
〈
一
九
一
六
〉
～
）
の
よ
う
な
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
の
連
載
が
、
あ
く
ま
で
も
「
七
六
歩
、
三
四
歩
の
倦
き
た
時
の
お

慰
み
」
と
明
示
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、「
主
」
の
コ
ン
テ
ン
ツ
と
し
て
講
座
・

解
説
物
が
あ
り
、「
従
」
と
し
て
こ
こ
に
示
し
た
よ
う
な
記
事
が
あ
っ
た
。

娯
楽
的
な
読
み
物
記
事
は
、あ
く
ま
で
も
「
従
」
に
属
し
て
い
た
の
で
あ
っ

て
、「
棋
士
と
読
み
物
陣
が
両
輪
と
な
っ
て
…
紙
面
を
構
成
す
る
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
」（
矢
口	

二
〇
一
六
：
四
）
と
は
比
す
べ
く
も
の
も
の
な
か
っ
た
。

上
記
の
よ
う
な
不
均
衡
な
関
係
の
た
め
、
講
座
・
解
説
物
と
娯
楽
的
な
読

み
物
は
同
じ
誌
面
上
に
あ
っ
て
も
、
書
き
手
の
面
で
ほ
と
ん
ど
交
わ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。「
現
今
名
家
手
合
」「
定
跡
講
義
」「（
古
今
）
名
家
棋
譜
」

「
実
戦
講
話
」、
江
戸
期
の
棋
書
解
説
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
棋
士
の
名
の
下

で
書
か
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
以
外
の
記
事
は
（
一
部
を
除
き
）
棋
士
の
名

の
下
で
の
誌
面
作
成
は
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

三
－
三　
　
『
将
棋
新
報
』
に
と
っ
て
の
課
題
と
対
応

　

以
上
を
見
た
う
え
で
、『
将
棋
新
報
』
の
発
刊
に
あ
た
っ
て
、
ど
の
よ

う
な
課
題
が
認
識
さ
れ
て
い
た
の
か
を
確
認
す
る
。

　

ま
ず
、
定
跡
研
究
の
必
要
性
を
説
い
た
り
、
教
授
す
る
内
容
を
変
化
さ

せ
た
り
す
る
際
、
将
棋
を
研
究
す
る
姿
勢
を
持
た
な
い
人
々
に
つ
い
て
く

り
か
え
し
言
及
し
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
定
跡
を
研
究
す
る
必
要
性

を
く
り
返
し
述
べ
る
の
は
、
そ
も
そ
も
そ
の
必
要
性
を
強
く
受
け
入
れ
て

い
な
い
か
、
仮
に
受
け
入
れ
て
い
た
と
し
て
も
継
続
的
な
購
読
を
行
う
ほ

ど
に
は
研
究
を
す
る
姿
勢
が
根
づ
い
て
い
な
か
っ
た
層
が
い
る
　15
、
と
い

う
認
識
が
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
は
「
定

跡
に
依
っ
て
順
序
に
上
達
す
る
の
を
面
倒
の
や
う
に
心
得
て
雑
誌
を
引
続

て
研
究
す
る
こ
と
を
中
止
し
相
手
を
求
め
て
指
し
合
ふ
」
と
言
わ
れ
る
よ

う
に
、
い
っ
た
ん
購
読
を
は
じ
め
て
も
中
止
し
て
し
ま
う
読
者
が
多
数
い

る
と
い
う
こ
と
だ
。
難
易
度
を
下
げ
た
講
座
の
開
始
も
、
定
跡
研
究
を
行

わ
な
い
た
め
に
棋
力
も
低
い
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
読
者
ら
が
、
継
続

的
に
研
究
＝
購
読
を
続
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
工
夫
だ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
『
将
棋
新
報
』
で
課
題
と
さ
れ
て
い
た
の
は
、
た
と

え
ば
将
棋
そ
の
も
の
が
指
さ
れ
て
い
な
い
と
か
普
及
し
て
い
な
い
と
い
う

こ
と
で
は
な
く
、
特
定
の
遊
び
方
（
研
究
）
に
つ
い
て
価
値
を
認
め
て
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
い
層
、
研
究
の
重
要
性
を
認
識
し
継
続
的
に
購
読
を
続
け
る
層
が
少
な

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

い0

と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
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こ
の
課
題
は
容
易
に
解
決
し
な
か
っ
た
よ
う
で
、
発
刊
百
号
を
記
念
し

た
冒
頭
の
文
章
の
中
で
も
嘆
き
交
じ
り
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

元
来
を
申
せ
ば
囲
碁
よ
り
も
将
棋
の
方
が
一
般
的
に
行
わ
れ
て
居
る
の

で
あ
り
ま
す
が
何
ゆ
ゑ
か
将
棋
を
弄
ぶ
人
に
は
書
籍
又
は
雑
誌
等
に
依
っ

て
研
究
的
に
上
達
を
計
る
と
云
ふ
よ
り
も
只
々
打
き
合
っ
て
一
時
間
に
三

番
も
五
番
も
指
し
て
楽
ん
で
居
る
も
の
が
多
く
本
誌
が
何
ほ
ど
研
究
の
資

を
供
し
た
い
と
思
っ
て
も
之
を
補
け
て
発
達
さ
せ
よ
う
と
の
志
の
も
の
が

少
な
い
の
で
今
日
百
号
に
至
っ
て
も
著
し
き
進
歩
を
見
る
こ
と
が
出
来
な

い
の
で
あ
り
ま
す

「
棋
壇
近
況
」『
将
棋
新
報
』
九
巻
四
号
（
一
九
一
七
）

　

こ
の
文
章
か
ら
、
雑
誌
が
問
題
視
し
て
い
た
の
は
普
及
具
合
で
は
な
く

（
む
し
ろ
そ
の
面
で
は
囲
碁
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
い
る
、
と
書
き
手
は
認
め

て
い
た
）、
遊
び
手
の
態
度
で
あ
っ
た
こ
と
が
は
っ
き
り
と
わ
か
る
。

　

こ
こ
か
ら
続
け
て
指
摘
で
き
る
の
は
、『
将
棋
新
報
』
が
、
あ
く
ま
で

0

0

0

0

も
自
ら
が
明
言
し
続
け
る
教
材
と
し
て
の
役
割
を
保
ち
な
が
ら
、
そ
の
範

0

0

0

0
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0

囲
内
に
お
い
て
こ
の
課
題
の
解
決
を
図
ろ
う
と
し
た

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
だ
。
課
題
に
対

し
て
試
み
ら
れ
た
の
は
、
講
座
・
解
説
物
以
外
の
ペ
ー
ジ
に
多
く
の
量
を

割
い
た
り
、
外
部
の
作
家
に
依
頼
し
た
随
筆
を
載
せ
た
り
す
る
と
い
う
対

応
で
は
な
か
っ
た
。
雑
誌
は
、
読
者
に
研
究
（
購
読
）
を
続
け
て
も
ら
う

た
め
内
容
を
易
化
し
た
り
研
究
の
必
要
性
を
説
い
た
り
す
る
と
い
う
よ
う

に
、
教
材
的
側
面
を
担
う
コ
ン
テ
ン
ツ
の
魅
力
を
高
め
る
と
い
う
方
向
で

対
応
し
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
、
雑
誌
は
教
材
と
し
て
の
性
格
を
終
始
変

え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

こ
こ
ま
で
の
議
論
を
ま
と
め
る
と
、次
の
三
点
が
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。

①	

講
座
・
解
説
物
を
主
眼
と
す
る
教
材
的
な
側
面
が
自
覚
さ
れ
、
か
つ

そ
れ
が
読
者
に
向
け
て
表
明
さ
れ
て
い
た
こ
と
。

②	

研
究
を
続
け
る
姿
勢
を
持
っ
た
層
が
少
な
く
講
座
・
解
説
物
を
主
眼

と
す
る
雑
誌
が
継
続
的
に
購
読
さ
れ
な
い
点
が
課
題
と
さ
れ
て
い
た

こ
と
。

③	

し
か
し
、
上
記
の
課
題
解
決
へ
の
取
り
組
み
は
い
ず
れ
も
、
教
材
的

な
性
格
を
維
持
し
た
ま
ま
、
講
座
・
解
説
物
の
工
夫
と
い
う
形
で
行

わ
れ
た
こ
と
（
＝
教
材
と
し
て
の
役
割
を
担
わ
な
い
そ
の
他
記
事
の

増
加
と
い
う
方
向
を
と
ら
な
か
っ
た
こ
と
）。
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う

な
取
り
組
み
が
な
さ
れ
る
程
度
に
は
、
雑
誌
の
教
材
的
な
側
面
が
強

く
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
。

　

こ
の
よ
う
な
特
徴
を
備
え
る
雑
誌
で
は
、
娯
楽
的
な
読
み
物
を
担
当
す

る
中
で
書
き
手
が
将
棋
の
内
容
に
批
評
的
な
ま
な
ざ
し
を
向
け
る
こ
と

（
矢
口
論
文
で
述
べ
ら
れ
る
よ
う
な
ま
な
ざ
し
）な
ど
は
起
こ
り
に
く
か
っ

た
と
い
え
る
。
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四　
「
稽
古
事
」
か
ら
「
興
行
」
へ

　

こ
こ
ま
で
、
将
棋
と
文
学
が
出
会
わ
な
い
場
と
し
て
の
『
将
棋
新
報
』

を
見
て
き
た
が
、
以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
両
者
が
出
会
う
と

い
う
事
態
を
ど
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

　

芸
能
史
・
遊
芸
史
の
領
域
で
は
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
芸
能
教
授
の
商

品
化
の
趨
勢
が
進
む
中
　16
、
お
稽
古
に
興
じ
る
人
口
の
拡
大
と
　17
、
全
書

や
図
説
、
啓
蒙
書
、
手
引
書
と
い
っ
た
出
版
物
の
隆
盛
の
結
び
付
き
が
注

目
さ
れ
て
き
た
　18
。
膨
大
な
数
の
門
弟
を
抱
え
た
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
、

教
授
者
た
ち
は
自
ら
生
計
を
営
む
た
め
、
人
　19
に
よ
る
教
授
の
み
な
ら
ず

印
刷
物
を
介
し
た
教
授
ま
で
も
盛
ん
に
行
っ
て
き
た
。
こ
の
動
向
は
、
明

治
期
以
降
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
発
達
の
中
で
い
っ
そ
う
加
速
し
て
い
っ
た
。

　

明
治
時
代
末
年
ぐ
ら
い
か
ら
諸
芸
能
が
出
版
文
化
の
世
界
に
本
格
的
に

進
出
し
は
じ
め
る
。（
略
）
教
科
書
や
月
刊
誌
の
出
版
、
あ
る
い
は
新
聞
を

通
し
て
の
不
特
定
多
数
の
弟
子
を
対
象
に
芸
能
の
普
及
が
す
す
め
ら
れ
た
。

初
期
の
芸
能
の
雑
誌
類
も
創
刊
・
廃
刊
を
繰
り
返
す
こ
と
が
多
か
っ
た
　20
。

　

将
棋
も
ま
た
、
芸
能
教
授

0

0

の
商
品
化
と
い
う
大
勢
の
中
に
あ
っ
た
遊
芸

の
一
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
り
　21
、
こ
の
盤
上
遊
戯
に
関
す
る
高
度
な
知
識
を
用

い
て
職
業
的
活
動
に
従
事
す
る
こ
と
は
、
明
治
維
新
を
経
て
御
三
家
が
解

体
さ
れ
た
後
も
な
お
可
能
だ
っ
た
　22

。

　

講
座
・
解
説
物
の
量
の
多
さ
や
、
書
き
手
の
面
で
棋
士
が
中
心
的
だ
っ

た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、『
将
棋
新
報
』
も
、
紙
上
を
通
じ
て
教
授
を
行

う
こ
と
を
目
的
と
し
た
印
刷
物
文
化
の
延
長
に
あ
る
も
の
と
し
て
理
解
で

き
る
。
た
と
え
ば
、
師
匠
に
つ
く
と
大
変
な
費
用
や
手
間
が
か
か
る
と
い

う
点
に
触
れ
つ
つ
、「
本
社
は
此
遺
憾
を
減
ず
る
た
め
に
本
誌
に
於
て
種
々

独
習
の
上
達
法
を
研
究
し
て
昔
に
無
い
定
跡
講
義
と
か
実
戦
講
話
其
他
い

ろ
〳
〵
の
こ
と
を
掲
げ
て
月
々
師
に
つ
く
の
暇
と
費
用
を
省
く
こ
と
を
考

へ
て
居
り
ま
す
」
と
い
う
誌
上
の
言
明
（「
将
棋
の
研
究
に
就
て
」『
将
棋
新

報
』
八
巻
九
号
〈
一
九
一
六
〉）
や
、「
斯
道
に
関
す
る
口
伝
秘
密
を
丁
寧
心

切
に
編
し
た
れ
ば
親
く
大
家
に
就
て
稽
古
す
る
と
同
様
何
人
も
有
段
に
至

る
べ
き
唯
一
の
教
科
書
な
り
」（『
万
朝
報
』
大
正
三
年
一
二
月
三
日
）
と
い

う
広
告
に
端
的
に
現
れ
る
よ
う
に
、
講
座
・
解
説
物
は
、
人
に
よ
る
教
授

と
類
比
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
三
節
で
見
た
雑
誌
の
取
組
は
、「
書
き

手
－
読
み
手
」
と
い
う
関
係
を
「
師
匠
－
弟
子
」
と
言
い
う
る
よ
う
な
関

係
に
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
研
究
意
欲
の
乏
し
い
読
者
を
勤
勉
な
「
弟

子
」
と
し
て
馴
致
し
て
い
く
も
の
だ
っ
た
、
と
ま
と
め
ら
れ
る
。

　

他
方
、
神
田
由
築
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
遊
芸
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
は
教

授
と
は
異
な
る
商
品
化
の
局
面
が
あ
っ
た
。

　

遊
芸
の
商
品
化
に
関
し
て
は
、
す
で
に
江
戸
時
代
に
お
い
て
「
興
行
体

系
の
文
脈
に
取
り
込
ま
れ
つ
つ
あ
る
局
面
」
と
、
稽
古
代
や
免
許
料
と
い
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う
形
で
進
行
す
る
局
面
の
分
岐
が
生
じ
て
い
た
　23
。
ひ
と
ま
ず
前
者
の
局

面
を
「
興
行
」
化
、
後
者
を
「
稽
古
事
」
化
と
呼
ぶ
な
ら
、「
稽
古
事
」

化
と
は
教
授
活
動
の
商
品
化
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
師
匠
－
弟
子
」
と
い

う
関
係
の
編
成
を
伴
っ
て
い
た
　24
。

　

一
方
、『
将
棋
世
界
』
が
発
刊
さ
れ
始
め
た
昭
和
一
〇
年
代
に
あ
っ
て
、

団
体
と
愛
棋
家
は
こ
れ
と
は
異
な
る
関
係
を
着
実
に
構
築
し
て
い
た
。
明

治
末
か
ら
始
ま
っ
た
新
聞
棋
戦
事
業
　25
が
、
大
正
末
期
の
報
知
新
聞
に
よ

る
団
体
間
棋
戦
の
開
始
、
昭
和
初
期
の
読
売
新
聞
の
参
入
、
そ
し
て
東
京

日
日
新
聞
に
よ
る
名
人
戦
創
設
な
ど
を
経
て
大
規
模
化
す
る
中
で
、
棋
士

団
体
と
愛
棋
家
の
関
係
は
、棋
士
団
体
内
部
の
メ
ン
バ
ー
が
対
局
を
行
い
、

そ
れ
を
愛
棋
家
が
観
る
と
い
う
関
係
、
い
わ
ば
「
演
者
－
観
客
」
と
で
も

い
い
う
る
よ
う
な
興
行
的
関
係
の
下
で
再
編
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。

　

も
ち
ろ
ん
、
す
で
に
将
棋
同
盟
社
の
活
動
期
に
も
こ
う
し
た
関
係
が

あ
っ
た
こ
と
は
、
定
式
会
が
、「
棋
士
が
技
術
の
研
究
を
兼
ね
て
親
睦
を

計
り
来
客
に
対
し
て
其
の
対
局
を
お
目
に
懸
け
る
」
こ
と
が
で
き
る
と
さ

れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
だ
。
同
盟
社
に
と
っ
て
、
こ
の
会
の
参
加

者
が
支
援
者
と
重
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、二
節
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

　

だ
が
、
新
聞
棋
戦
事
業
は
、
参
観
の
禁
止
と
い
う
措
置
を
と
る
こ
と
に

よ
り
、
対
局
の
現
場
に
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
（
＝
読
者
）
に
対
し

て
対
局
の
秘
匿
性
を
高
め
な
が
ら
、
同
時
に
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
る
こ
と

の
で
き
る
唯
一
の
存
在
（
＝
観
戦
記
者
）
に
よ
る
報
告
を
紙
上
に
掲
載
す

る
こ
と
で
、
将
棋
の
対
局
を
、
紙
上
を
介
し
て
の
興
行
と
し
て
成
立
せ
し

め
た
点
で
特
異
だ
っ
た
　26

。
そ
し
て
、
対
局
を
そ
の
場
に
不
在
の
「
観
客
」

（
＝
愛
棋
家
）
へ
向
け
て
書
く
た
め
新
聞
社
が
召
喚
し
た
の
が
、
大
衆
文
学

の
執
筆
に
通
じ
た
者
た
ち（
菊
池
寛
で
あ
れ
菅
谷
北
斗
星
で
あ
れ
）だ
っ
た
。

　

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
将
棋
と
文
学
の
出
会
い
と
は
、
単
に
文
学

（
者
）
が
将
棋
の
商
品
化
に
関
わ
っ
た
と
い
う
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
将
棋

と
い
う
一
芸
能
の
商
品
化
を
支
え
る
論
理
が
転
換
し
た
こ
と
の
現
れ
と
捉

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
転
換
と
は
、（
少
な
く
と
も
新
聞
棋
戦
事
業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
積
極
的
に
手
を
結
ん
で
い
っ
た
大
都
市
部
の
専
門
棋
士
団
体
に
と
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は0

）
団
体
が
訴
求
す
る
愛
棋
家
を
、「
弟
子
」
と
い
う
修
練
の
途
上
に
い

る
ポ
ジ
シ
ョ
ン
か
ら
、
団
体
メ
ン
バ
ー
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
観
る
観
客

的
な
存
在
へ
と
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
団
体
と
し
て
の
存
続
を
図
ろ

う
と
す
る
中
で
生
じ
た
も
の
だ
っ
た
。

五　

本
稿
の
結
論
と
限
界

　

本
論
で
は
、
矢
口
論
文
に
お
け
る
主
題
の
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
を
引
き
継
ぎ

つ
つ
、「
将
棋
と
文
学
」
が
出
会
っ
て
い
な
い
事
態
の
記
述
を
通
じ
て
、

両
者
の
出
会
い
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
（
第
一
節
）。
そ

の
た
め
に
『
将
棋
新
報
』
と
い
う
雑
誌
に
注
目
し
、
当
時
の
棋
士
団
体
と

の
関
係
か
ら『
将
棋
新
報
』に
つ
い
て
の
基
本
的
な
事
柄
を
確
認
し
た（
第
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二
節
）
後
、
雑
誌
の
内
容
を
検
討
し
た
。
そ
こ
か
ら
わ
か
っ
た
雑
誌
の
あ

り
方
は
、
書
き
手
（
棋
士
）
と
読
者
を
「
師
匠
－
弟
子
」
と
い
う
関
係
の

下
で
結
び
つ
け
る
よ
う
な
教
材
的
な
性
格
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
だ
っ
た

（
第
三
節
）。
こ
の
雑
誌
は
江
戸
時
代
以
来
の
遊
芸
の
商
品
化
の
ひ
と
つ
の

局
面
で
あ
っ
た
「
教
授
」
の
商
品
化
を
色
濃
く
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る

こ
と
が
い
え
る
。
他
方
、
矢
口
論
文
が
対
象
と
し
た
時
期
に
は
、
も
う
ひ

と
つ
の
芸
能
の
商
品
化
の
局
面
、
す
な
わ
ち
「
興
行
」
化
が
進
展
し
て
お

り
、
こ
の
局
面
を
支
え
た
の
が
作
家
・
文
学
者
た
ち
だ
っ
た
。
こ
こ
か
ら

文
学
と
将
棋
の
出
会
い
は
、将
棋
の
商
品
化
に
関
す
る
論
理
が
「
稽
古
事
」

か
ら
「
興
行
」
へ
と
転
換
す
る
う
え
で
欠
か
さ
ざ
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
と

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
た
（
第
四
節
）。

　
「
稽
古
事
」
と
「
興
行
」
と
い
う
異
な
る
商
品
化
の
あ
り
方
を
認
め
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
文
学
者
と
将
棋
が
関
わ
る
以
前
の
事
態
を
、
現
在
と
は

異
な
る
芸
能
の
商
品
化
の
あ
り
よ
う
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
こ
と
は
、
ひ
い
て
は
将
棋
史
研
究
の
中
で
半
ば
自
明
の
も
の
と
さ
れ

て
い
る
見
方
、
つ
ま
り
明
治
～
大
正
期
を
棋
道
の
衰
退
期
と
い
う
暗
黒
史

に
追
い
や
る
も
の
と
は
異
な
る
、
別
の
歴
史
記
述
を
構
想
す
る
こ
と
に
つ

な
が
る
だ
ろ
う
。

　

本
稿
の
限
界
を
述
べ
よ
う
。

　

本
稿
で
は
、「
稽
古
事
」
か
ら
「
興
行
」
へ
と
い
う
よ
う
に
、
二
つ
の

性
格
を
単
純
な
移
行
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
位
置
づ
け
た
が
、
す
で
に
同
盟

社
に
お
け
る
定
式
会
に
つ
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
二
つ
の
性
格
は
絶
え
ず

将
棋
と
い
う
ひ
と
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
中
で
共
存
し
て
き
た
と
考
え
た
ほ
う

が
適
当
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
対
局
の
観
戦
記
は
、
将
棋
を
学
ぼ
う
と
す
る

も
の
に
と
っ
て
は
（
専
門
誌
よ
り
も
敷
居
が
低
い
）
教
材
と
し
て
の
役
割

も
果
た
し
た
だ
ろ
う
し
、
観
戦
を
通
じ
て
将
棋
を
習
う
と
い
う
遊
び
方
へ

と
導
か
れ
る
愛
棋
家
の
存
在
は
時
代
を
問
わ
ず
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
ま
た

遊
芸
に
限
ら
ず
と
も
、
他
の
ス
ポ
ー
ツ
や
娯
楽
活
動
全
般
に
眼
を
転
じ
て

見
れ
ば
、
競
技
等
で
求
め
ら
れ
る
技
量
の
習
熟
を
目
指
し
そ
の
こ
と
に
楽

し
み
を
見
出
す
「
稽
古
事
」
的
な
性
格
と
、
第
三
者
の
高
度
な
技
量
を
観

戦
す
る
こ
と
に
楽
し
み
を
見
出
す
「
興
行
」
的
な
性
格
の
二
つ
が
共
存

し
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
分
か
る
（「
観
る
」
野
球
と
「
す
る
」
野
球
な

ど
）　27

。
今
後
は
、
両
者
の
性
格
を
移
行
的
で
は
な
く
共
存
的
な
視
野
で

見
る
こ
と
に
よ
り
、
両
者
が
技
術
的
・
社
会
的
・
制
度
的
な
文
脈
の
中
で

ど
の
よ
う
に
関
係
を
取
り
結
び
、ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
を
、

江
戸
期
か
ら
現
代
に
わ
た
っ
て
記
述
し
て
い
き
た
い
。
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１	

（
山
本	

一
九
四
八
：
二
二
七
）
新
聞
棋
戦
事
業
の
開
始
以
前
か
ら
三
面
の
下

部
に
娯
楽
記
事
が
定
位
置
を
占
め
て
い
た
。
黒
岩
は
将
棋
に
興
じ
ず
三
木
貞

一
に
任
せ
て
い
た
も
の
の
（
加
藤	

一
九
八
四
：
一
八
〇
）、
自
分
の
趣
味
で

あ
る
囲
碁
、
連
珠
、
相
撲
、
百
人
一
首
、
玉
突
き
な
ど
は
以
前
か
ら
積
極
的

に
取
り
上
げ
て
い
た
。

２	

た
と
え
ば「
第
六
年
を
送
る
」（『
将
棋
新
報
』六
巻
一
二
号〈
一
九
一
四
〉）な
ど
。

３	

「
将
棋
同
盟
社
の
設
立
」『
将
棋
新
報
』
一
巻
一
〇
号
（
一
九
〇
九
）、
参
照
。

な
お
会
員
に
関
す
る
規
定
は
後
年
変
更
さ
れ
て
い
る
が
、
定
式
会
や
大
会
の

参
加
費
無
償
、『
将
棋
新
報
』
の
無
料
配
布
、
社
員
の
棋
譜
の
雑
誌
掲
載
な

ど
サ
ー
ビ
ス
の
享
受
者
と
い
う
位
置
づ
け
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。

４	

た
と
え
ば
一
九
二
一
年
一
二
月
時
点
で
は
、
五
十
四
名
の
会
員
中
三
十
九
名

が
東
京
府
ま
た
は
東
京
市
の
在
住
者
で
あ
り
、
東
京
市
（
十
五
区
）
の
中
で

も
本
所
・
深
川
・
日
本
橋
・
京
橋
・
本
郷
が
多
い
（「
同
盟
社
普
通
会
員
」『
将

棋
新
報
』
一
三
巻
一
二
号
〈
一
九
二
一
〉
よ
り
）。

５	

機
関
誌
か
ら
、
同
盟
社
の
設
立
や
定
式
会
の
運
営
（
優
勝
者
へ
渡
す
商
品
の

提
供
な
ど
）
に
あ
た
っ
て
こ
の
地
区
の
商
人
た
ち
か
ら
の
寄
与
が
あ
っ
た
形

跡
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

６	

「
将
棋
同
盟
社
の
設
立
」『
将
棋
新
報
』
一
巻
一
〇
号
（
一
九
〇
九
）

７	

「
将
棋
同
盟
社
・
将
棋
同
志
会
主
催
定
式
会
一
覧
」
参
照

	

（http://w
w
w
3.u-toyam

a.ac.jp/kotani/shogi/databaseindex.htm
l

）
	
2018/10/21

ア
ク
セ
ス
。

８	

「
二
周
年
を
送
る
」『
将
棋
新
報
』
二
巻
一
二
号
（
一
九
一
〇
）

９	

た
だ
し
一
九
二
〇
年
頃
を
境
に
、「
現
今
名
家
手
合
」
の
棋
譜
が
定
式
会
で

生
ま
れ
た
棋
譜
で
あ
る
こ
と
は
確
認
で
き
な
く
な
る
。

10	

『
将
棋
新
誌
』
は
明
治
二
四
（
一
九
〇
一
）
年
に
発
行
を
開
始
し
た
定
期
刊

行
物
で
あ
り
、
も
っ
ぱ
ら
発
行
団
体
の
棋
士
た
ち
に
よ
っ
て
主
催
さ
れ
た
定

式
会
の
棋
譜
が
掲
載
さ
れ
た
。
詳
細
は
越
智
（
一
九
九
六
）
参
照
。

11	

た
だ
し
、
教
授
内
容
の
レ
ベ
ル
を
落
と
す
こ
と
が
、
す
べ
て
の
講
座
・
解
説

等
で
行
わ
れ
た
の
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
定
跡
講
義
や
現
今
名
家
手
合

に
お
け
る
解
説
が
、
よ
り
初
心
者
に
配
慮
さ
れ
た
解
説
に
な
っ
て
い
る
か
ど

う
か
（
た
と
え
ば
明
ら
か
に
有
段
者
向
け
の
細
か
い
変
化
を
説
い
た
解
説
が

そ
ぎ
落
と
さ
れ
て
い
た
り
、
初
学
者
向
け
の
解
説
が
加
筆
さ
れ
て
い
た
り
と

い
っ
た
変
化
が
起
き
て
い
る
等
）
と
い
う
問
題
は
、
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
案
に
つ
い
て
筆
者
の
棋
力
で
は
お
ぼ
つ
か
な
い
が
、
管
見
の

限
り
、
努
力
は
む
し
ろ
「
笊
党
」
向
け
の
欄
を
増
や
す
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

12	

表
は
次
の
ア
ド
レ
ス
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
能
（2018/10/21	

ア
ク
セ
ス
）	

（http://w
w
w
3.u-toyam

a.ac.jp/kotani/shogi/databaseindex.htm
l

）

13	

将
棋
新
報
社
の
記
者
の
手
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

14	

た
だ
し
先
の
注
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
明
言
さ
れ
て
い
な
い
ま
ま
に
課
題
に

応
じ
て
変
更
が
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

15	

定
跡
研
究
の
必
要
性
を
ま
っ
た
く
受
け
入
れ
て
い
な
い
層
に
つ
い
て
、『
将

棋
新
報
』
側
が
訴
求
し
よ
う
と
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

16	

（
熊
倉	

一
九
九
三
）

17	

（
守
屋	

一
九
八
五
）

18	

（
森
田	

二
〇
〇
六
な
ど
）
一
例
と
し
て
、『
茶
道
全
書
』
の
出
版
が
啓
蒙
に

お
い
て
果
た
し
た
役
割
を
検
討
し
た
林
屋
（
一
九
六
四
）	

を
参
照
。

19	

た
と
え
ば
家
元
制
が
成
立
し
た
ジ
ャ
ン
ル
に
お
け
る
名
取
が
挙
げ
ら
れ
る
。

名
取
制
度
と
家
元
制
の
関
係
に
つ
い
て
は
、西
山（
一
九
八
二
）を
参
照
し
た
。

20	

（
芸
能
史
研
究
会
編	

一
九
九
〇
：
二
二
四
）

21	

（
増
川	

一
九
八
五
、一
九
九
六
、一
九
九
八
）

22	
将
棋
の
指
南
本
、
独
習
本
な
ど
は
、
す
で
に
江
戸
時
代
大
量
に
出
版
さ
れ
て

い
る
。
明
治
維
新
を
得
て
も
、
将
棋
に
関
す
る
高
度
な
知
識
の
教
授
が
な
お

も
営
利
活
動
と
し
て
見
な
し
得
た
証
と
し
て
、
東
京
府
で
定
め
ら
れ
た
「
営

業
税
雑
種
税
賦
課
規
則
」
が
あ
る
。
明
治
一
三
（
一
八
八
〇
）
年
の
改
正
で



「稽古事」から「興行」へ？―将棋と文学の出会わない雑誌としての『将棋新報』45

は
、「
遊
芸
を
業
と
す
る
者
」
の
中
に
華
道
や
茶
道
と
と
も
に
囲
碁
将
棋
と

い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
含
め
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
「
遊
芸
を
指
南
す
る
者
を
遊
芸
師

匠
と
為
し
月
税
二
十
五
銭
を
課
す
べ
し
」
と
定
め
ら
れ
て
い
た
（
内
閣
府
記

録
局
編	

一
八
九
一
：
四
九
三
）。
こ
こ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
家
元
制
度
下

で
発
達
し
た
諸
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
、
自
ら
の
知
識
や
芸
を
教
授
す
る
こ
と

は
営
利
活
動
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。

23	

（
神
田	

二
〇
〇
五
：
二
二
〇
）

24	

（
神
田	

二
〇
〇
五
：
二
二
〇
）

25	

新
聞
棋
戦
事
業
と
は
筆
者
の
造
語
で
あ
り
、「
新
聞
社
が
、
紙
面
上
に
ス
ペ
ー

ス
を
設
け
た
う
え
で
、
対
局
者
の
選
定
お
よ
び
棋
譜
の
生
産
ペ
ー
ス
に
介
入

し
、
必
ず
対
局
者
へ
報
酬
を
支
払
っ
た
う
え
で
、
注
釈
付
き
の
棋
譜
を
連
載

す
る
事
業
」
を
指
す
。

26	

こ
の
過
程
に
つ
い
て
は
、
一
度
筆
者
の
修
士
論
文
で
概
観
し
た
の
で
詳
細
を

割
愛
す
る
。

27	

労
働
者
階
級
の
娯
楽
分
野
へ
の
大
量
参
入
と
い
う
時
代
的
背
景
か
ら
二
つ
の

性
格
を
―
―
「
玄
人
的
修
練
」
か
ら
「
素
人
的
鑑
賞
」
へ
―
―
移
行
的
に
見

た
権
田
保
之
助
（
一
九
二
二
）
の
よ
う
な
論
者
に
あ
っ
て
も
、
両
者
は
必
ず
し

も
排
他
的
な
関
係
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
彼
は
、「
素
人
的
鑑
賞
」
の
ジ
ャ
ン

ル
の
代
表
例
で
あ
る
映
画
に
触
れ
て
、
観
る
こ
と
に
満
足
せ
ず
映
画
俳
優
な

ど
に
な
り
た
い
と
い
う
フ
ァ
ン
が
い
る
こ
と
か
ら
「
新
し
い
遊
芸
師
匠
の
生
ま

れ
出
ね
ば
な
ら
ぬ
理
由
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
」（
権
田	

一
九
二
三
：
一
〇
六
）

と
述
べ
て
お
り
、
単
に
「
す
る
」
娯
楽
か
ら
「
見
る
」
娯
楽
へ
の
変
化
を
単

線
的
な
も
の
と
し
て
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

参
考
文
献
（
一
次
資
料
）

『
将
棋
新
報
』（
第
一
巻
第
一
号
～
第
一
五
巻
第
八
号
、
た
だ
し
第
一
四
巻
第
七

号
は
欠
号
の
た
め
未
確
認
）

参
考
文
献
（
二
次
資
料
）

権
田
保
之
助
、
一
九
二
二
、『
民
衆
娯
楽
の
基
調
』
同
人
社

―
、
一
九
二
三
、『
娯
楽
業
者
の
群

―
社
会
研
究
』
実
業
之
日
本
社

芸
能
史
研
究
会
編
、一
九
九
〇
、『
日
本
芸
能
史
七	

近
代·

現
代
』法
政
大
学
出
版
局

林
屋
辰
三
郎
、（
一
九
六
三
→
）一
九
六
四
、「『
茶
道
全
書
』の
成
立
―
家
元
制
度

へ
の
道
づ
く
り
―
」『
古
典
文
化
の
創
造
』
東
京
大
学
出
版
会
：
三
六
八
－

三
八
五

神
田
由
築
、
二
〇
〇
五
、「
文
化
の
大
衆
化
」
歴
史
学
研
究
会
・
日
本
史
研
究
会

編
『
日
本
史
講
座　

第
七
巻　

近
世
の
解
体
』
東
京
大
学
出
版
会	

加
藤
久
弥
、
一
九
八
四
、「
五
十
年
前
に『
将
棋
辞
典
』を
企
画
し
た
新
聞
将
棋
の
開

拓
者
・
三
木
愛
花
の
遺
稿
」『
将
棋
世
界
』
四
八
（
一
二
）：
一
七
八
－
一
八
二

熊
倉
功
夫
、
一
九
九
三
、「
近
世
に
お
け
る
芸
能
の
展
開
」
熊
倉
功
夫
編
『
日
本

の
近
世　

第
一
一
巻　

伝
統
芸
能
の
展
開
』
中
央
公
論
社
：
九
－
六
六

増
川
宏
一
、一
九
八
五
、『
将
棋
二
』
法
政
大
学
出
版
局

―
、
一
九
九
六
、『
碁
打
ち
・
将
棋
指
し
の
誕
生
』
平
凡
社

―
、
一
九
九
八
、『
碁
打
ち
・
将
棋
指
し
の
江
戸

―
「
大
橋
家
文
書
」

が
明
か
す
新
事
実
』
平
凡
社

森
田
晃
一
、二
〇
〇
六
、「
家
元
制
度
」
福
田
ア
ジ
オ
編
『
結
社
の
世
界
史
一　

結
衆
・
結
社
の
日
本
史
』
山
川
出
版
社
：
一
三
五
－
一
四
七

守
屋	

毅
、
一
九
八
五
、『
近
世
芸
能
興
行
史
の
研
究
』
弘
文
館

内
閣
府
記
録
局
編
、
一
八
九
一
、『
法
規
分
類
大
全
〔
第
四
二
〕
租
税
門
〔
第
七
〕

地
方
税
第
一
』
内
閣
府
記
録
局

西
山
松
之
助
、（
一
九
五
九
→
）
一
九
八
二
、『
西
山
松
之
助
著
作
集　

第
一
巻　

家
元
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
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矢
口
貢
大
、
二
〇
一
六
、「「
初
期
」『
将
棋
世
界
』
と
文
壇
の
関
わ
り
」（
将
棋

と
文
学
研
究
会
七
月
例
会
配
布
資
料
）

矢
口
貢
大
、
二
〇
一
九
、「
始
発
期
『
将
棋
世
界
』
と
作
家
た
ち
」『
将
棋
と
文

学
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
』

山
本
文
雄
、
一
九
四
八
、『
日
本
新
聞
史
』
国
際
出
版
株
式
会
社

萬
朝
報
刊
行
会
・
山
本
武
利
編
、
二
〇
〇
〇
、『
万
朝
報　

八
九
巻
』
日
本
図
書

セ
ン
タ
ー

謝
辞

　

本
稿
で
用
い
た
『
将
棋
新
報
』
に
関
し
て
は
、大
阪
商
業
大
学
ア
ミ
ュ
ー

ズ
メ
ン
ト
産
業
研
究
所
所
蔵
の
も
の
（
越
智
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）
を
用
い
ま

し
た
。
利
用
に
あ
た
っ
て
数
々
の
便
宜
を
計
っ
て
く
だ
さ
っ
た
同
研
究
所

の
方
々
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
本
稿
の
基
本
と
な
る
ア
イ
デ
ア
に
つ
い
て
は
、
将
棋
と
文
学
研

究
会
お
よ
び
吉
見
俊
哉
ゼ
ミ
・
サ
ブ
ゼ
ミ
に
て
発
表
の
機
会
を
頂
き
ま
し

た
。
有
益
な
コ
メ
ン
ト
を
く
だ
さ
っ
た
参
加
者
の
み
な
さ
ま
、
本
当
に
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

［
東
京
大
学
大
学
院
学
際
情
報
学
府
博
士
課
程
］
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始
発
期
『
将
棋
世
界
』
と
作
家
た
ち矢

口
貢
大

１　
『
将
棋
世
界
』
の
創
刊

　

本
稿
で
は
始
発
期
１

の
雑
誌
『
将
棋
世
界
』
に
着
目
し
、
将
棋
専
門
誌

が
同
時
代
の
作
家
た
ち
と
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
を
持
っ
た
の
か
検
討
し
て

い
く
。『
将
棋
世
界
』
は
、
将
棋
大
成
会
（
の
ち
日
本
将
棋
連
盟
）
公
認

の
将
棋
専
門
誌
と
し
て
、
一
九
三
七
［
昭
和
一
二
］
年
一
〇
月
、
博
文
館

よ
り
刊
行
さ
れ
た
。
本
誌
は
戦
中
・
戦
後
の
一
時
期
の
休
刊
を
の
ぞ
き
、

今
日
ま
で
脈
々
と
続
く
専
門
誌
で
あ
り
、
近
代
将
棋
史
を
考
え
る
う
え
で

き
わ
め
て
重
要
な
位
置
に
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
『
将
棋
世
界
』
に
は
、
今

日
か
ら
見
る
と
意
外
な
ほ
ど
多
く
の
作
家
た
ち
が
執
筆
陣
と
し
て
名
を
連

ね
て
い
た
。
彼
ら
が
ど
の
よ
う
に
『
将
棋
世
界
』
と
関
わ
っ
た
の
か
を
検

討
す
る
こ
と
で
、
将
棋
と
文
学
と
い
う
異
ジ
ャ
ン
ル
の
特
異
な
接
合
に
つ

い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

　
『
将
棋
世
界
』
の
創
刊
以
前
の
棋
界
は
、
様
々
な
棋
士
団
体
が
離
合
集

散
を
繰
り
返
す
状
況
に
あ
っ
た
。
明
治
維
新
に
よ
る
家
元
制
度
の
崩
壊

後
、
明
治
期
の
将
棋
棋
士
た
ち
は
政
財
界
の
有
力
者
の
後
ろ
盾
の
も
と
で

活
動
し
て
い
た
。
明
治
末
期
に
は
、
棋
士
の
後
援
者
が
名
士
か
ら
新
聞
社

へ
と
移
行
し
て
い
く
。
新
聞
社
ご
と
の
系
列
棋
士
た
ち
は
、
関
根
金
次
郎

の
将
棋
同
盟
会
（
の
ち
に
将
棋
同
盟
社
）
を
は
じ
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
派

閥
を
形
成
し
て
い
た
。
大
正
期
に
は
小
派
閥
が
持
続
し
て
い
る
も
の
の
、

一
九
二
三
［
大
正
一
二
］
年
の
報
知
新
聞
主
催
に
よ
る
東
西
対
抗
棋
戦
な

ど
、
派
閥
横
断
的
な
棋
戦
が
催
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
を
機
に
将
棋

団
体
統
一
の
機
運
が
高
ま
り
、
一
九
二
四
［
大
正
一
三
］
年
に
東
京
将
棋

連
盟
が
発
足
す
る
。
さ
ら
に
神
田
辰
之
助
七
段
の
昇
段
問
題
に
よ
る
棋
界

の
分
裂
・
再
統
合
（
神
田
事
件
）
を
経
て
、
一
九
三
六
［
昭
和
一
一
］
年

に
は
将
棋
大
成
会
が
結
成
さ
れ
た
２

。

　

そ
し
て
棋
界
の
統
一
と
と
も
に
、
将
棋
大
成
会
の
機
関
紙
と
し
て
将
棋

専
門
誌
の
創
刊
が
準
備
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。『
文
藝
春
秋
』
の
将
棋

欄
で
は
、
観
戦
記
者
の
倉
島
竹
二
郎
が
そ
の
準
備
期
の
あ
り
よ
う
を
以
下

の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。

将
棋
の
隆
盛
に
か
ゝ
は
ら
ず
、
今
迄
こ
れ
と
い
ふ
棋
界
を
代
表
す
る
雑
誌

の
現
れ
な
か
つ
た
こ
と
は
将
棋
同
好
者
の
甚
だ
遺
憾
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ

つ
た
が
、
今
度
連
盟
で
そ
の
目
的
に
副
ふ
た
め
機
関
誌
を
発
行
す
る
こ
と

に
な
つ
た
。
大
い
に
慶
賀
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
将
棋
雑
誌
の
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振
は
な
か
つ
た
の
は
、
そ
れ
が
余
り
に
専
門
的
高
踏
的
に
な
り
す
ぎ
て
大

衆
が
親
し
め
な
か
つ
た
こ
と
や
、
編
輯
者
の
不
明
か
ら
不
公
平
な
人
間
に

依
頼
し
す
ぎ
て
雑
誌
の
使
命
が
失
わ
れ
た
こ
と
な
ど
に
原
因
し
て
ゐ
る
。

／
連
盟
機
関
誌
は
、「
将
棋
」
又
は
「
将
棋
公
論
」
と
題
名
す
る
ら
し
い
が
、

と
も
か
く
今
迄
の
将
棋
雑
誌
の
失
敗
に
鑑
み
、
専
門
的
に
も
興
味
的
に
も

大
衆
に
ア
ツ
ピ
ー
ル
す
る
や
う
、
そ
し
て
常
に
公
明
正
大
真
に
棋
界
の
指

針
た
り
得
る
や
う
切
望
し
て
や
ま
な
い

（
倉
島
生
「
将
棋
」３
）

　

こ
こ
で
倉
島
は
、
大
成
会
の
機
関
紙
発
行
に
際
し
て
、
そ
れ
以
前

の
各
棋
士
団
体
の
刊
行
す
る
将
棋
雑
誌
が
、
偏
り
の
あ
る
執
筆
者
の

人
選
や
専
門
性
の
高
さ
に
よ
っ
て
、
そ
の
「
使
命
が
失
わ
れ
」「
失

敗
」
に
終
わ
っ
た
と
総
括
し
て
い
る
。
な
お
『
将
棋
世
界
』
以
前
の
将

棋
専
門
誌
の
動
態
に
関
し
て
は
、
本
論
集
所
収
の
瀬
尾
祐
一
「「
稽
古

事
」
か
ら
「
興
行
」
へ
？

―
将
棋
と
文
学
の
出
会
わ
な
い
雑
誌
と

し
て
の
『
将
棋
新
報
』」
に
お
い
て
詳
し
く
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し

て
誌
名
に
つ
い
て
は
、
準
備
段
階
で
は
「
将
棋
」
ま
た
は
「
将
棋
公

論
」
が
検
討
さ
れ
て
い
た
が
、
結
果
と
し
て
「
将
棋
世
界
」
に
落
ち
着

く
こ
と
と
な
っ
た
。
倉
島
は
同
年
六
月
の
将
棋
欄
に
お
い
て
も
「
全
国

的
棋
界
の
統
一
が
な
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
是
非
こ
れ
に
ふ
さ
は
し
い
機

関
誌
が
必
要
だ
。
将
棋
日
本
を
機
関
誌
に
と
い
ふ
説
も
あ
る
が
、
今
の

状
態
で
は
絶
対
に
い
け
な
い
。
一
派
一
党
の
機
関
誌
な
ら
と
も
か
く
大

同
団
結
後
の
機
関
誌
た
り
得
る
も
の
は
、
絶
対
公
平
に
し
て
共
存
共
栄

の
実
を
あ
げ
棋
の
発
展
に
資
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
だ
」４ 

と
棋
界
統
一
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
将
棋
雑
誌
の
必
要
性
を
繰
り
返
し
述

べ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
『
将
棋
世
界
』
が
、「
余
り
に
専
門
的
高
踏
的
に
な
り
す
ぎ

て
大
衆
が
親
し
め
な
か
つ
た
」
そ
れ
以
前
の
将
棋
専
門
誌
の
反
省
か
ら

出
発
し
て
い
る
点
は
重
要
で
あ
る
。
将
棋
雑
誌
の
読
者
は
、
職
業
棋

士
の
棋
譜
の
鑑
賞
だ
け
で
な
く
、
定
跡
講
座
を
用
い
た
自
身
の
棋
力

向
上
を
期
待
し
て
い
た
。
し
か
し
、
将
棋
を
指
す
読
者
に
向
け
た
教

材
と
し
て
の
難
易
度
の
設
定
に
は
、
多
く
の
困
難
が
と
も
な
う
だ
ろ

う
。
講
座
の
難
易
度
を
上
げ
れ
ば
そ
の
内
容
を
理
解
で
き
る
読
者
が
減

少
し
て
し
ま
う
が
、
極
端
な
易
化
を
図
れ
ば
読
者
の
棋
力
向
上
の
期
待

に
応
え
る
こ
と
が
難
し
く
な
る
。
瀬
尾
祐
一
が
述
べ
る
よ
う
に
、『
将

棋
世
界
』
以
前
の
将
棋
専
門
誌
は
「
教
材
と
し
て
の
役
割
を
保
ち
な
が

ら
、
そ
の
範
囲
内
に
お
い
て
こ
の
課
題
の
解
決
を
図
ろ
う
と
し
た
」５	

の
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
で
は
、こ
の
課
題
を
認
識
し
た
う
え
で
出
発
し
た『
将
棋
世
界
』は
、

ど
の
よ
う
に
し
て
大
衆
読
者
の
開
拓
・
獲
得
を
試
み
た
の
か
。『
将
棋
世
界
』

は
定
跡
講
座
を
充
実
さ
せ
る
一
方
で
、「
読
み
物
」
と
し
て
の
側
面
の
強

化
に
よ
り
、
そ
う
し
た
課
題
の
克
服
を
図
ろ
う
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ



始発期『将棋世界』と作家たち49

る
。
そ
し
て
「
読
み
物
」
と
し
て
の
記
事
を
執
筆
す
る
た
め
に
動
員
さ
れ

た
の
が
、
同
時
代
の
作
家
た
ち
で
あ
っ
た
。

２　
「
読
み
物
」
路
線
と
作
家
の
登
場

　

一
九
三
七［
昭
和
一
二
］年
一
〇
月
に
創
刊
さ
れ
た『
将
棋
世
界
』第
一
巻

一
号
の
目
次
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。（
な
お
、
創
刊
か
ら
戦
中
期
ま
で

の『
将
棋
世
界
』の
目
次
は
、「
将
棋
と
文
学
」研
究
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上	

に
て
公
開
さ
れ
て
い
る
。６

）

　
　

創
刊
の
辞

　
　

対
局
風
景	

宮
本
生

　
　

昇
段
点
前
後

　
　

函
館
日
誌	

花
田
長
太
郎

　
　

近
代
将
棋
作
戦
学
（
一
）	

土
居
市
太
郎

　
　

虎
視
眈
々
た
り
関
西
棋
界	

木
見
金
治
郎

　
　

相
掛
新
戦
術
（
一
）	

花
田
長
太
郎

　
　

勝
負
の
自
信	

花
田
長
太
郎

　
　

経
験
を
語
る
『
難
局
打
開
』（
一
）	

木
村
義
雄

　
　

近
代
将
棋
の
本
質
（
横
歩
取
り
の
防
止
）	

金
子
金
五
郎

　
　

平
手
基
本
定
跡
（
後
手
の
指
法
）	

金
子
金
五
郎

　
　

私
の
将
棋
（
一
）	

神
田
辰
之
助

　
　

最
新
角
落
講
義
（
一
）	

小
泉
兼
吉

　
　

飛
車
落
定
跡
新
講
（
一
）	

小
泉
兼
吉

　
　

飛
香
落
新
講
（
一
）（
一
七
桂
の
早
仕
掛
）	

建
部
和
歌
夫

　
　

二
枚
落
新
講
（
一
）（
銀
多
伝
）	

建
部
和
歌
夫

　
　

詰
将
棋
の
考
へ
方
と
新
題
二
種	

塚
田
正
夫

　
　

新
作
懸
賞
詰
将
棋	

塚
田
正
夫

　
　

左
香
車
落
決
戦
譜	

梶
一
郎
・
樋
口
義
雄

　
　

観
戦
記	

棋
好
子

　
　

将
棋
旅
日
記
（
山
形
・
新
潟
・
博
多
）	

梶
一
郎

　
　

古
名
局
よ
り
『
中
盤
の
研
究
』	

樋
口
義
雄

　
　

私
が
八
段
に
な
る
ま
で	

神
田
辰
之
助

　
　

棋
聖
宗
歩	

三
宅
青
夢

　
　

将
棋
人
お
国
調
べ	

宮
本
弓
彦

　
　

ひ
い
き
を
語
る	

将
棋
愛
好
諸
士

　
　

将
棋
界
案
内	

編
集
局

　
　

他
山
の
石

　
　

歴
代
名
人
表

　
　

達
人
を
描
く

　
　

棋
界
ナ
ン
セ
ン
ス

　
　

編
輯
後
記	

宮
本
生
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『
将
棋
世
界
』
創
刊
号
は
、
高
段
の
棋
士
た
ち
が
執
筆
を
担
当
し
、
平

手
や
駒
落
ち
の
講
座
を
中
心
と
し
た
連
載
記
事
が
目
立
つ
。
ま
た
「
虎
視

眈
々
た
り
関
西
棋
界
」
な
ど
の
記
事
で
は
、
関
西
棋
界
へ
の
目
配
り
が
な

さ
れ
て
お
り
、棋
界
の
東
西
対
立
の
解
消
の
意
図
が
伺
え
る
。
さ
ら
に「
神

田
事
件
」
の
当
事
者
で
あ
っ
た
神
田
辰
之
助
が
「
私
が
八
段
に
な
る
ま
で
」

に
お
い
て
、
棋
界
を
二
分
す
る
に
至
っ
た
自
身
の
昇
段
問
題
に
触
れ
て
お

り
、「
将
棋
大
成
会
公
認
」
の
誌
面
に
お
い
て
そ
れ
が
活
字
化
さ
れ
た
こ

と
の
意
義
は
大
き
い
。
ま
さ
し
く
棋
界
の
「
大
同
団
結
」
を
全
面
的
に
打

ち
出
し
た
紙
面
構
成
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

し
か
し
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、『
将
棋
世
界
』
が
、
創
刊
号
に
お
い
て

は
講
座
を
中
心
と
し
た
紙
面
に
な
っ
て
お
り
、
大
衆
読
者
の
獲
得
と
い
う

狙
い
か
ら
は
や
や
ず
れ
た
印
象
を
覚
え
る
。
そ
れ
に
つ
い
て『
将
棋
世
界
』

の
編
集
に
あ
た
っ
て
い
た
宮
本
弓
彦
は
、
こ
の
号
の
「
編
輯
後
記
」７
に

お
い
て
、
次
号
以
降
の
執
筆
陣
の
変
更
と
と
も
に
「
雑
誌
の
本
質
上
、
柔

ら
か
味
の
あ
る
読
み
物
が
絶
対
不
可
欠
で
あ
り
ま
す
」
と
述
べ
、「
此
の

方
面
に
対
し
て
も
、
次
号
よ
り
さ
ら
に
用
意
が
あ
る
」
こ
と
を
読
者
に
対

し
て
予
告
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
当
初
企
図
し
て
い
た
大
衆
向
け
の
「
読

み
物
」
記
事
が
揃
わ
ず
、
次
号
以
降
で
そ
う
し
た
側
面
を
拡
充
し
て
い
こ

う
と
い
う
戦
略
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
て
翌
月
の
『
将
棋
世
界
』
一
一
月
号
に
お
い
て
は
、
そ
の
予
告

通
り
「
読
み
物
」
記
事
の
充
実
が
図
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
号

の
巻
頭
に
は
、
文
壇
の
大
御
所
で
あ
り
愛
棋
家
で
も
あ
っ
た
菊
池
寛
８	

の
「
将
棋
哲
学
」
が
顔
写
真
付
き
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　

将
棋
は
と
に
か
く
愉
快
で
あ
る
。
盤
面
の
上
で
、
こ
の
人
生
と
は
違
つ

た
別
な
生
活
と
事
業
が
や
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
手
一
手
が
新
ら
し
い
創

造
で
あ
る
。
／
冒
険
を
や
つ
て
見
よ
う
か
、健
実
に
や
つ
て
見
よ
う
か
と
、

い
ろ
い
ろ
自
分
の
思
ひ
通
り
に
や
れ
る
。
そ
の
上
遊
戯
と
は
思
は
れ
ぬ
位

ム
キ
に
な
れ
る
。

（
菊
池
寛
「
将
棋
哲
学
」９
）

　
「
将
棋
哲
学
」
と
い
う
い
か
め
し
い
題
を
冠
し
て
い
る
が
、
そ
の
筆
致
は

右
の
如
く
き
わ
め
て
平
易
で
あ
り
、通
俗
哲
学
あ
る
い
は
処
世
哲
学
と
い
っ

た
趣
き
が
強
い
。
む
し
ろ
そ
う
し
た
平
俗
さ
に
徹
す
る
こ
と
こ
そ
が
菊
池

に
求
め
ら
れ
て
い
た
役
割
で
あ
り
、大
衆
読
者
の
獲
得
と
い
う
始
発
期
『
将

棋
世
界
』
の
指
針
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
菊
池
は

そ
の
後
も
「
続
将
棋
哲
学
」（
一
九
三
七
［
昭
和
一
二
］
年
一
二
月
）、「
続
々

将
棋
哲
学
」（
一
九
三
八
［
昭
和
一
三
］
年
一
月
）、「
将
棋
哲
学
」（
同
二
月
）

と
『
将
棋
世
界
』
巻
頭
に
こ
の
シ
リ
ー
ズ
を
連
載
し
て
い
た
。
な
お
、
菊

池
寛
の
将
棋
関
連
記
事
に
つ
い
て
は
、
西
井
弥
生
子
の
調
査
が
あ
る
　10

。

　

ま
た
こ
の
号
に
は
、
伝
奇
小
説
や
探
偵
小
説
で
知
ら
れ
る
角
田
喜
久
雄

の
「
個
性
あ
る
棋
士
」
と
い
う
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
事
で
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紹
介
さ
れ
て
い
る
「
棋
士
」
と
は
、
職
業
棋
士
で
は
な
く
将
棋
を
指
す
作

家
た
ち
の
こ
と
で
あ
る
。
特
に
将
棋
を
愛
好
し
て
い
た
大
衆
文
藝
作
家
た

ち
の
様
子
が
、
そ
の
棋
風
と
と
も
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

文
壇
に
こ
の
将
棋
が
大
流
行
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
と
知
人
の
中
に
も
仲
々
猛

者
が
居
る
。
伝
へ
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、水
谷
準
氏
は
ね
ば
り
勝
ち（
形

勢
が
怪
し
く
な
る
と
考
へ
こ
ん
で
し
ま
つ
て
相
手
が
欠
伸
を
し
て
戦
意
を

失
ふ
ま
で
腕
を
こ
ま
ね
い
て
ゐ
る
。
所
謂
忍
耐
力
に
よ
る
奇
勝
）
を
得
意

と
し
、
挿
画
の
松
野
一
夫
氏
は
相
手
の
好
意
に
乗
じ
て
大
崎
八
段
に
一
勝

せ
る
十
数
年
前
の
記
録
を
声
高
に
披
瀝
し
て
戦
前
敵
を
圧
迫
す
る
の
一
手

を
常
に
用
ふ
る
し
、
大
下
宇
陀
児
氏
の
敗
因
は
不
思
議
と
必
ず
前
夜
の
徹

夜
に
よ
る
寝
不
足
に
あ
る
そ
う
だ
し
、
木
々
高
太
郎
海
野
十
三
両
氏
は
専

ら
一
列
に
二
歩
三
歩
を
並
べ
る
奇
手
を
得
意
と
す
る
さ
う
だ
し
、
江
戸
川

乱
歩
吉
川
英
治
両
氏
の
対
局
に
あ
つ
て
は
互
い
に
批
評
し
あ
ひ
以
て
自
己

の
実
力
を
称
揚
さ
れ
る
さ
う
で
あ
る
し
、
等
々
、
之
を
要
す
る
に
一
二
人

を
除
い
て
我
が
好
敵
手
と
し
て
推
奨
す
る
に
足
る
個
性
あ
る
棋
客
と
考
へ

て
ゐ
る
。

（
角
田
喜
久
雄
「
個
性
あ
る
棋
士
」　11
）

　

角
田
の
記
事
は
、
大
衆
文
藝
周
辺
の
作
家
た
ち
を
「
棋
士
」
に
置
き

換
え
、
そ
れ
ら
の
人
物
た
ち
の
将
棋
を
「
強
さ
」
と
は
異
な
る
「
個
性
」

と
い
う
軸
の
も
と
で
配
置
し
た
点
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
も

の
と
な
っ
て
い
る
。
職
業
棋
士
た
ち
の
将
棋
は
、「
強
さ
」
に
よ
っ
て
厳

密
に
序
列
化
さ
れ
て
い
る
　12

。
一
方
で
角
田
の
記
事
で
紹
介
さ
れ
て
い

る
。
作
家
た
ち
の
将
棋
は
、
嫌
が
ら
せ
の
よ
う
な
盤
外
戦
術
や
反
則
行

為
（
角
田
の
述
べ
る
と
こ
ろ
の
「
奇
手
」）
を
通
し
て
、
ユ
ニ
ー
ク
に
描

き
出
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
の
将
棋
は
序
列
化
さ
れ
る
こ
と
な
く
固
有
名
と

と
も
に
列
記
さ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
作
風
や
棋
力
と
は
異
な
る
軸
で
作

家
を
描
出
す
る
営
み
は
、
有
名
作
家
た
ち
の
個
性
を
そ
の
固
有
名
と
と

も
に
消
費
す
る
読
者
の
期
待
に
応
え
た
「
固
有
名
消
費
」（
大
澤
聡
）　13	

の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
一
九
二
〇
年
代
の

雑
誌
『
文
藝
春
秋
』
を
中
心
と
す
る
「
文
壇
将
棋
」
の
コ
ン
テ
ン
ツ
化
は
、

作
家
の
棋
譜
が
素
人
将
棋
に
も
か
か
わ
ら
ず
商
品
価
値
を
持
つ
こ
と
を
示

し
て
い
た
。
も
っ
と
も
そ
れ
ま
で
の
作
家
た
ち
の
将
棋
は
、番
付
（
図
「
新

版
文
壇
将
棋
天
狗
番
付
」　14

）
と
い
う
か
た
ち
で
「
強
さ
」
に
よ
る
序
列

化
の
意
図
を
は
ら
ん
で
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
あ
く
ま
で
も
職

業
棋
士
の
模
倣
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
角
田
が
こ
こ
で
注
目
し
た

文
壇
棋
士
の
「
個
性
」
と
い
う
布
置
に
よ
る
文
壇
の
見
取
り
図
は
、
職
業

棋
士
と
職
業
文
士
が
雑
居
す
る
『
将
棋
世
界
』
の
紙
面
上
に
お
け
る
そ
れ

ぞ
れ
の
役
割
分
担
の
形
態
と
し
て
、
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
『
将
棋
世
界
』
第
二
号
は
、
流
行
作
家
を
動
員
す
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る
こ
と
で
記
事
の
「
読
み
物
」
と
し
て
の
役
割
を
強
調
し
、
大
衆
読
者
の

獲
得
を
明
確
に
図
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
号
の
「
編
輯
後
記
」
で
は
、

以
下
の
よ
う
に
そ
の
成
果
を
誇
っ
て
い
る
。

個
人
的
な
御
指
導
を
願
ふ
こ
と
容
易
な
ら
ざ
る
高
段
諸
大
家
が
、
責
任
講

座
を
以
て
、
本
誌
フ
ア
ン
の
手
を
と
っ
て
の
、
親
切
な
御
指
導
を
あ
た
へ

ら
る
は
、
本
誌
の
最
も
誇
り
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
而
か
も
本
号

に
於
け
る
読
物
陣
の
強
化
は
、
菊
池
寛
先
生
、
倉
島
竹
二
郎
先
生
及
び
角

田
喜
久
雄
先
生
の
諸
大
家
よ
り
い
ず
れ
も
珍
と
す
る
に
足
る
珠
玉
の
文
字

を
い
た
ゞ
き
ま
し
た
か
ら
、
必
ず
読
者
の
ご
満
足
を
得
る
事
と
御
確
信
致

し
ま
す
。

（
宮
本
生
「
編
輯
後
記
」）

　

こ
こ
に
『
将
棋
世
界
』
の
紙
面
構
成
の
ね
ら
い
が
明
確
に
表
れ
て
い
る
。

ま
ず
高
段
の
棋
士
た
ち
に
よ
る
定
跡
講
座
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、

読
者
の
棋
力
向
上
の
期
待
に
応
え
る
。
職
業
棋
士
に
よ
る
有
力
者
向
け
の

個
人
指
導
が
、
雑
誌
読
者
に
向
け
て
広
く
開
か
れ
た
意
義
が
こ
こ
で
強
調

さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
自
身
は
将
棋
を
指
さ
な
い
読
者
や
定
跡
講
座
に

さ
ほ
ど
興
味
を
持
た
な
い
読
者
に
向
け
て
は
、
流
行
作
家
に
よ
る
「
読
み

物
」
を
通
し
て
雑
誌
の
購
買
意
欲
に
働
き
か
け
て
い
る
。
の
ち
の
「
編
輯

後
記
」
に
お
い
て
も
「
一
流
棋
士
に
よ
る
名
講
義
を
右
翼
に
、
名
家
読
物

を
左
翼
に
、
無
敵
の
陣
容
」　15
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
、
職
業
棋
士
と
作
家

が
両
輪
と
な
っ
て
『
将
棋
世
界
』
の
誌
面
を
構
成
す
る
と
い
う
販
売
戦
略

は
、
そ
の
後
も
継
続
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

　

さ
ら
に
「
読
み
物
」
陣
の
強
化
と
し
て
は
、
一
九
三
八
［
昭
和
一
三
］

年
一
二
月
号
に
お
い
て
幸
田
露
伴
の
「
象
棋
余
談
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

愛
棋
家
と
し
て
も
著
名
で
あ
っ
た
露
伴
は
、
遊
戯
と
し
て
の
将
棋
に
対
す

図「新版文壇将棋天狗番付」
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る
博
物
学
的
な
研
究
に
も
力
を
注
い
で
い
た
。『
将
棋
世
界
』
に
掲
載
さ

れ
た
「
象
棋
余
談
」
は
、「
将
棋
雑
考
」（
一
九
〇
〇
［
明
治
三
三
］
年
）、「
将

棋
雑
話
」（
一
九
〇
一［
明
治
三
四
］年
）以
来
の
将
棋
史
研
究
の
成
果
で
あ
っ

た
。
こ
う
し
て
菊
池
寛
・
幸
田
露
伴
と
い
う
文
壇
将
棋
の
両
雄
が
『
将
棋

世
界
』
誌
面
に
並
ぶ
こ
と
と
な
っ
た
。

　

ま
た
『
将
棋
世
界
』
誌
上
の
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
コ
ン
テ
ン
ツ
と
し
て
、

指
し
将
棋
の
終
盤
を
模
し
た
パ
ズ
ル
で
あ
る
詰
将
棋
が
あ
っ
た
。
創
刊
号

よ
り
「
懸
賞
詰
将
棋
」
と
し
て
誌
面
上
で
詰
将
棋
が
出
題
さ
れ
て
お
り
、

読
者
参
加
型
の
コ
ン
テ
ン
ツ
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。『
将
棋
世
界
』
に

掲
載
さ
れ
た
小
説
家
の
随
筆
に
は
、こ
の
詰
将
棋
を
め
ぐ
る
も
の
が
多
い
。

『
将
棋
世
界
』
一
九
四
一
［
昭
和
一
六
］
年
六
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
藤
沢

桓
夫
の
「
将
棋
随
筆
」
に
お
い
て
は
、
詰
将
棋
の
魅
力
が
以
下
の
よ
う
に

語
ら
れ
て
い
る
。

退
屈
し
た
時
や
、
仕
事
に
疲
れ
た
時
や
、
眠
る
前
に
、
僕
は
詰
将
棋
を
解

い
て
み
る
。
す
る
と
大
抵
気
分
が
よ
く
な
る
。
詰
将
棋
に
は
必
ず
詰
む
筋

道
が
仕
組
ま
れ
て
あ
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
れ
に
人
間
の
頭
が
考
へ

出
し
た
筋
道
な
の
だ
。
人
間
の
頭
が
考
へ
出
し
た
筋
道
で
あ
る
以
上
、
ど

ん
な
複
雑
な
も
の
で
あ
れ
、
そ
れ
は
人
間
の
頭
で
必
ず
解
け
る
筈
で
あ
る
。

こ
の
「
困
難
」
へ
の
闘
志
を
そ
そ
り
立
て
る
と
こ
ろ
に
ど
う
や
ら
詰
将
棋

の
魅
力
は
あ
る
や
う
だ
。そ
れ
だ
け
に
、詰
将
棋
の
解
け
た
時
の
気
持
ち
は
、

そ
れ
が
む
づ
か
し
い
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
何
ん
と
も
言
へ
ず
快
い
。

（
藤
沢
桓
夫
「
将
棋
随
筆
」　16

）

　

こ
こ
で
藤
沢
は
詰
将
棋
を
解
く
快
楽
　17
の
言
語
化
を
試
み
て
い
る
。
む

ろ
ん
職
業
棋
士
で
あ
れ
ば
、
詰
将
棋
が
「
む
づ
か
し
い
」
と
は
、
な
か
な

か
口
に
は
出
し
に
く
い
だ
ろ
う
。
続
け
て
藤
沢
は
、
詰
将
棋
の
出
題
ミ
ス

に
言
及
し
て
お
り
、
そ
こ
で
「
ど
う
し
て
も
解
け
な
い
で
憂
鬱
に
な
つ
た

の
が
、
後
で
問
題
が
間
違
つ
て
ゐ
た
の
だ
と
判
つ
た
時
の
腹
立
た
し
さ
」

を
表
明
し
て
い
る
。
同
様
に
詰
将
棋
の
出
題
ミ
ス
に
つ
い
て
は
、『
将
棋

世
界
』
誌
上
で
、
佐
々
木
茂
索
が
「
余
詰
早
詰
が
あ
る
と
癪
に
障
る
。
出

題
者
が
よ
く
〳
〵
吟
味
す
る
の
は
勿
論
の
事
、
校
正
も
絶
対
的
入
念
に
願

ひ
た
い
。
名
人
、
八
段
、
七
段
、
大
抵
の
人
の
出
題
に
ち
よ
い
〳
〵
間
違

ひ
が
あ
る
」　18
と
注
文
を
つ
け
て
い
る
。

　

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
そ
う
し
た
詰
将
棋
へ
の
思
い
を
語
る
作
家
の

位
置
で
あ
る
。
作
家
た
ち
は
、
読
者
と
と
も
に
「
む
づ
か
し
い
」
と
唸
り

な
が
ら
詰
将
棋
の
解
答
を
試
み
る
。
そ
し
て
読
者
た
ち
が
感
じ
て
い
た
詰

将
棋
の
快
楽
を
、
彼
ら
が
共
感
で
き
る
か
た
ち
で
解
き
ほ
ぐ
し
て
言
語
化

す
る
。
さ
ら
に
出
題
ミ
ス
に
対
し
て
は
、
読
者
と
と
も
に
憤
慨
し
て
み
せ

る
。
こ
こ
で
作
家
た
ち
が
立
っ
て
い
る
の
は
、
職
業
棋
士
ほ
ど
棋
力
の
高

く
な
い
読
者
に
寄
り
添
い
、
彼
ら
を
代
弁
す
る
立
場
で
あ
る
。
換
言
す
る

な
ら
ば
、
職
業
棋
士
と
読
者
の
中
間
に
位
置
し
つ
つ
、
両
者
を
接
続
す
る
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存
在
と
し
て
の
作
家
の
役
割
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ

の
よ
う
な
存
在
と
し
て
の
作
家
も
ま
た
『
将
棋
世
界
』
の
大
衆
読
者
へ
の

働
き
か
け
の
一
つ
の
役
割
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

３　

観
戦
記
者
と
し
て
の
作
家

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
始
発
期
『
将
棋
世
界
』
に
記
事
を
寄
せ

た
小
説
家
た
ち
は
、「
読
み
物
」
陣
と
し
て
大
衆
読
者
の
興
味
関
心
に
働

き
か
け
る
存
在
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
ま
た
詰
将
棋
の
魅
力
を
語
る
作

家
た
ち
は
、
職
業
棋
士
ほ
ど
の
棋
力
が
な
い
読
者
た
ち
に
寄
り
添
う
立
場

か
ら
執
筆
を
行
っ
て
い
た
。
一
方
で
、
も
う
一
つ
の
作
家
に
期
待
さ
れ
た

役
割
と
し
て
、棋
戦
の
観
戦
記
の
執
筆
が
あ
げ
ら
れ
る
。
当
初
観
戦
記
は
、

各
新
聞
の
将
棋
欄
の
記
者
が
担
当
し
て
い
た
。
な
か
で
も
そ
の
草
分
け
と

し
て
『
読
売
新
聞
』
の
菅
谷
北
斗
星
や
『
毎
日
新
聞
』
の
倉
島
竹
二
郎
が

知
ら
れ
て
い
る
。
特
に
倉
島
は
も
と
は
『
三
田
文
学
』
出
身
の
小
説
家
で

あ
り
、
一
九
三
二
［
昭
和
七
］
年
に
『
国
民
新
聞
』
に
観
戦
記
を
執
筆
し

た
の
を
契
機
に
観
戦
記
者
へ
と
転
身
し
た
　19
。
観
戦
記
者
は
高
い
棋
力
を

有
し
て
お
り
、
職
業
棋
士
の
難
解
な
将
棋
の
ね
ら
い
を
、
読
者
に
対
し
て

解
説
す
る
役
割
が
求
め
ら
れ
た
。
コ
ン
テ
ン
ツ
と
し
て
自
立
し
た
観
戦
記

は
、「
観
戦
記
文
学

0

0

0

0

0

の
龍
虎
た
る
菅
谷
北
斗
星
と
倉
島
竹
二
郎
」　20
と
称

さ
れ
る
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
文
学
作
品
に
類
す
る
質
の
も
の
と
し
て
語
ら

れ
る
に
い
た
る
。

　

ま
た
『
将
棋
世
界
』
誌
上
に
お
い
て
は
、
棋
士
の
対
局
に
立
ち
会
っ
た

作
家
に
よ
る
観
戦
記
が
寄
せ
ら
れ
た
。
一
九
四
〇
［
昭
和
一
五
］
年
七
月

号
に
は
、
菊
池
寛
に
よ
る
花
田
長
太
郎
と
木
村
義
雄
の
対
局
の
観
戦
記
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
一
九
三
六
［
昭
和
一
一
］
年
八
月
五
日
の

第
一
期
名
人
決
定
戦
第
十
八
局
の
観
戦
記
で
、も
と
は
『
東
京
日
日
新
聞
』

（
同
年
八
月
一
六
日
）
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

花
田
君
の
一
六
歩
、
木
村
君
の
七
四
歩
で
、
波
乱
の
起
り
さ
う
だ
つ
た
局

面
も
純
然
た
る
相
懸
り
の
同
形
と
な
つ
た
。［
…
…
］
木
村
君
は
い
ふ
。

『
七
四
歩
で
同
形
と
な
る
が
、
自
分
の
ほ
う
か
ら
決
め
る
の
が
イ
ヤ
で
あ

つ
た
』
／
感
想
は
簡
単
だ
が
消
費
時
間
を
見
て
も
分
る
や
う
に
、
こ
の
辺

は
単
な
る
変
化
ば
か
り
で
な
く
、
す
べ
て
の
味
や
含
み
を
考
へ
、
ま
た
敵

の
作
戦
に
陥
る
ま
い
、
何
と
か
し
て
敵
の
作
戦
を
観
破
し
て
自
己
の
行
動

を
有
利
に
導
か
う
と
、
処
々
実
々
全
智
の
火
花
を
散
ら
し
て
戦
つ
て
ゐ
る

の
で
、
わ
れ
〳
〵
の
相
懸
り
戦
と
は
ま
さ
に
天
と
地
の
相
違
だ
。
／
こ
の

形
は
今
ま
で
無
数
に
出
来
た
形
で
あ
る
。
大
分
古
い
話
だ
が
、
文
藝
春
秋

誌
上
で
素
人
将
棋
を
や
つ
た
と
き
、
梅
原
龍
三
郎
君
と
故
南
部
修
太
郎
君

が
殆
ど
ノ
ー
タ
イ
ム
で
こ
れ
と
全
然
同
じ
局
面
を
つ
く
つ
た
。
萩
原
君
が

そ
れ
を
「
と
も
か
く
も
相
懸
り
が
出
来
あ
が
つ
た
」
と
評
し
て
ゐ
た
が
、

本
局
に
は
「
と
も
か
く
」
な
ど
と
い
う
失
礼
な
言
葉
は
許
さ
れ
な
い
。
天
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才
花
田
、
木
村
両
君
が
苦
心
に
苦
心
を
重
ね
し
か
も
か
く
運
ば
ざ
る
を
得

な
か
つ
た
絶
対
抜
き
差
し
な
ら
な
い
駒
組
で
あ
る
。

（
菊
池
寛
「
待
望
の
一
戦
（
第
十
八
局
）」　21

）

　

ま
ず
、
こ
の
菊
池
寛
の
観
戦
記
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、
作
家
と
し

て
の
中
間
者
の
位
置
取
り
に
あ
る
。
感
想
戦
に
お
け
る
「
七
四
歩
で
同
形

と
な
る
が
、
自
分
の
ほ
う
か
ら
決
め
る
の
が
イ
ヤ
で
あ
つ
た
」
と
い
う
木

村
義
雄
の
「
簡
単
」
な
感
想
を
聞
い
た
菊
池
は
、
そ
の
断
片
的
な
発
話
か

ら
木
村
の
対
局
心
理
を
丁
寧
に
解
説
す
る
。
先
ほ
ど
見
た
よ
う
に
作
家
は

詰
将
棋
に
際
し
て
は
読
者
の
立
場
を
代
弁
し
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
読
者

に
向
け
て
棋
士
の
心
理
を
代
弁
し
て
み
せ
る
。
将
棋
専
門
誌
に
お
け
る
作

家
と
は
、
こ
の
よ
う
に
職
業
棋
士
と
読
者
と
の
間
に
位
置
を
と
り
つ
つ
、

誌
面
の
需
要
に
合
わ
せ
て
そ
の
距
離
を
調
整
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立

場
を
言
語
化
す
る
と
い
う
中
間
者
的
存
在
な
の
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
こ
こ
で
菊
池
が
「
大
分
古
い
話
」
と
し
て
、『
文
藝
春
秋
』
誌
上

で
の
「
素
人
将
棋
」
の
棋
譜
を
参
照
し
て
い
る
点
は
重
要
で
あ
る
。
菊
池

は
そ
れ
を
梅
原
龍
三
郎
と
南
部
修
太
郎
の
対
局
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は

記
憶
違
い
で
あ
り
、
一
九
二
八
［
昭
和
三
］
年
三
月
の
『
文
藝
春
秋
』
に

掲
載
さ
れ
た
久
米
正
雄
と
梅
原
龍
三
郎
の
対
局
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
戦
型
は
い
ず
れ
も
相
掛
か
り
で
あ
り
、一
部
に
異
同
が
あ
る
も
の
の
、

花
田
―
木
村
戦
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
局
面
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
萩
原
淳
の

講
評
に
お
い
て
も
「
手
順
に
前
後
は
あ
れ
ど
相
懸
戦
と
し
て
先
手
後
手
の

対
陣
は
堂
々
と
整
備
さ
れ
た
」　22

と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
菊
池
が
こ
こ
で

回
顧
す
る
「
と
も
か
く
も
相
懸
り
が
出
来
あ
が
つ
た
」
と
い
う
評
言
と
近

似
し
て
い
る
。
八
年
前
の
素
人
将
棋
の
棋
譜
を
、
観
戦
記
に
お
い
て
ほ
ぼ

正
確
に
参
照
す
る
菊
池
の
記
憶
力
は
驚
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
よ
う
に
過
去
の
棋
戦
の
ア
ー
カ
イ
ヴ
か
ら
棋
譜
を
参
照
す
る
記
憶
の
働

き
は
、
職
業
棋
士
た
ち
の
棋
譜
の
轍
を
踏
襲
す
る
「
定
跡
」
と
い
う
営
み

に
近
接
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
素
人
将
棋
の
対
局
と
は
い
え
、

そ
の
棋
譜
は
公
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
文
士
の
対
局
は
職
業
棋
士
の
棋

譜
と
同
様
に
、「
定
跡
」
の
よ
う
に
読
者
が
ア
ク
セ
ス
可
能
な
記
憶
の
ア
ー

カ
イ
ヴ
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
だ
。

　

し
か
し
な
が
ら
菊
池
の
観
戦
記
に
お
い
て
は
、
花
田
―
木
村
戦
に
お
け

る
局
面
が
、
ノ
ー
タ
イ
ム
で
指
さ
れ
た
素
人
将
棋
の
局
面
と
類
似
す
る
ほ

ど
、
か
え
っ
て
「
わ
れ
〳
〵
の
相
懸
り
戦
と
は
ま
さ
に
天
と
地
の
相
違
」

が
浮
き
彫
り
に
な
る
と
い
う
逆
説
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
菊
池
に
よ
っ
て

「
天
才
」
と
称
さ
れ
る
花
田
と
木
村
が
、
苦
心
の
末
に
組
み
上
げ
た
「
絶

対
抜
き
差
し
な
ら
な
い
駒
組
」
は
、
素
人
将
棋
の
同
様
の
局
面
と
決
定
的

に
異
な
る
。
表
面
上
は
素
人
将
棋
と
同
様
の
局
面
を
な
ぞ
っ
て
い
た
と
し

て
も
、
職
業
棋
士
の
将
棋
は
「
単
な
る
変
化
ば
か
り
で
な
く
、
す
べ
て
の

味
や
含
み
」
が
水
面
下
で
計
算
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
菊
池
の
観
戦
記

は
そ
の
よ
う
な
不
可
視
化
さ
れ
た
思
考
の
痕
跡
を
読
み
取
る
こ
と
に
力
点
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を
置
く
の
で
あ
る
。
職
業
棋
士
―
読
者
の
仲
介
者
と
し
て
の
作
家
の
機
能

は
こ
の
よ
う
な
形
で
発
揮
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

　

ま
た
作
家
の
手
に
な
る
特
異
な
観
戦
記
と
し
て
、『
将
棋
世
界
』

一
九
四
〇
［
昭
和
一
五
］
年
五
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
南
部
修
太
朗
「
新
古

将
棋
の
争
ひ
」　23

に
も
触
れ
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
金
易
二
郎
と
花
田
長

太
郎
の
対
局
の
観
戦
記
で
あ
り
、「
金
八
段
の
面
貌
は
決
意
の
色
動
い
て
、

応
じ
た
り
八
四
歩
！
息
を
凝
ら
す
こ
と
数
刻
、
僕
の
二
六
歩
の
予
想
は
外

れ
て
花
田
八
段
は
意
外
に
も
五
六
飛
！
」
と
い
っ
た
調
子
で
、
時
代
小
説

の
鍔
迫
り
合
い
と
見
紛
う
よ
う
な
筆
致
を
通
し
て
、
緊
迫
感
あ
る
対
局
場

面
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
対
局
の
合
間
に
棋
士
が
長
考
に
入
る
と
「
僕
」

の
饒
舌
が
そ
の
余
白
を
埋
め
、
対
局
時
間
の
推
移
と
観
戦
期
を
読
む
読
者

の
時
間
が
あ
た
か
も
同
期
さ
れ
る
か
の
よ
う
な
仕
掛
け
が
施
さ
れ
て
い

る
。
興
味
深
い
の
は
、
そ
う
し
た
饒
舌
体
を
通
し
て
語
ら
れ
る
観
戦
記
者

の
心
理
で
あ
る
。

ち
つ
と
笑
ひ
話
に
な
る
の
だ
が
僕
が
こ
の
観
戦
記
を
書
き
は
じ
め
て
か
ら

い
ろ
〳
〵
と
反
響
を
得
た
中
に
、
京
都
に
住
む
僕
の
好
敵
手
の
一
友
書
信

を
寄
せ
て
曰
く
、『
如
何
に
も
強
さ
う
な
顔
付
で
書
い
て
ゐ
る
の
が
誠
に

片
腹
痛
い
』
と
。
僕
思
わ
ず
苦
笑
を
浮
か
べ
た
が
、
た
と
へ
如
何
に
僕
が

心
細
い
棋
力
の
持
ち
主
で
あ
る
と
は
い
へ
、
准
名
人
の
八
段
諸
氏
を
お
そ

れ
て
平
つ
く
ば
つ
た
日
に
は
、
自
由
な
観
戦
記
な
ど
か
け
る
も
の
で
は
な

い
。
で
、
聞
え
る
と
定
め
し
八
段
諸
氏
の
立
腹
を
か
う
だ
ら
う
か
ら
小
さ

な
声
で
い
ふ
が
、
観
戦
記
一
年
生
の
僕
実
は
『
八
段
何
者
ぞ
？
』
と
豪
さ

う
に
腹
を
構
え
て
筆
を
執
つ
て
ゐ
る
訳
。
読
者
よ
、
諒
し
て
以
て
僕
の
棋

力
の
ほ
ど
は
笑
い
給
ひ
ね
か
し
！

（
南
部
修
太
郎
「
新
古
将
棋
の
争
ひ
」）

　

こ
こ
で
こ
と
さ
ら
露
悪
的
な
形
で
表
白
さ
れ
て
い
る
の
は
、
棋
界
の
ア

ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
と
し
て
の
小
説
家
の
立
場
で
あ
る
。
将
棋
界
の
高
位
に
あ

る
棋
士
の
対
局
に
立
ち
会
う
「
僕
」
は
、「
心
細
い
棋
力
」
の
持
ち
主
に

過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
観
戦
記
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
は
「
八
段
何
者

ぞ
？
」
と
い
う
気
概
を
腹
に
蔵
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
不
釣
り
合
い
は
滑

稽
で
は
あ
る
も
の
の
、「
強
さ
」
と
段
位
と
い
う
将
棋
界
の
序
列
化
の
機

構
か
ら
、
あ
く
ま
で
も
「
自
由
」
な
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
と
し
て
の
作
家
の

立
場
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
職
業
棋
士
の
棋
戦
に
立
ち
会
う
作
家
と

い
う
存
在
の
奇
妙
さ
と
滑
稽
さ

―
南
部
の
観
戦
記
が
対
象
化
す
る
の
は

そ
の
よ
う
な
自
身
の
立
場
そ
の
も
の
で
あ
り
、
自
覚
的
に
そ
れ
を
笑
い
飛

ば
し
、「
自
由
」
を
謳
歌
す
る
よ
う
な
特
異
な
観
戦
記
文
体
の
模
索
が
な

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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４　

む
す
び
に

―
将
棋
と
文
学
の
あ
い
だ
で

　

本
稿
で
は
始
発
期
『
将
棋
世
界
』
に
掲
載
さ
れ
た
作
家
た
ち
の
役
割
を

検
討
す
る
こ
と
で
、
文
藝
誌
と
は
異
な
る
将
棋
雑
誌
に
お
け
る
作
家
固
有

の
機
能
を
分
析
し
て
き
た
。
そ
れ
は
①
「
読
み
物
」
陣
と
し
て
の
大
衆
読

者
の
獲
得
、
②
棋
士
―
読
者
間
の
中
間
的
位
置
づ
け
と
し
て
の
そ
れ
ぞ
れ

の
立
場
の
代
弁
、
③
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
と
し
て
の
棋
界
批
評
と
自
己
対
象

化
と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

本
稿
で
検
討
し
た
始
発
期
『
将
棋
世
界
』
に
お
け
る
大
衆
読
者
の
獲
得

が
、
実
態
と
し
て
成
功
し
て
い
た
の
か
否
か
に
つ
い
て
、
残
念
な
が
ら
手

元
の
資
料
で
は
判
断
し
が
た
い
。
し
か
し
講
座
と
「
読
み
物
」
の
両
翼
で

読
者
の
期
待
を
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
と
い
う
戦
略
が
、
多
く
の
困
難
を
と
も
な

う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。『
将
棋
世
界
』一
九
四
一［
昭

和
一
六
］
年
八
月
号
の
「
編
輯
後
記
」
か
ら
は
、
そ
う
し
た
困
難
の
一
端

が
伺
え
る
。

△
講
義
物
が
少
い
と
の
お
叱
り
が
大
分
あ
っ
た
が
、
今
月
は
二
枚
落
、
飛

車
落
、
平
手
大
系
を
始
め
、
断
片
的
に
は
終
盤
二
台
、
稽
古
帖
等
、
可
成

り
の
頁
を
割
い
た
つ
も
り
で
あ
る
。
／
△
読
者
の
投
書
に
は
毎
度
な
が
ら

有
難
く
拝
見
し
て
ゐ
る
。
但
し
、内
容
に
就
い
て「
読
み
物
を
多
く
せ
よ
」、

「
研
究
物
を
多
く
せ
よ
」
と
両
端
の
注
文
が
あ
る
に
は
困
つ
て
了
ふ
。
両

方
と
も
本
誌
の
熱
心
な
読
者
で
あ
る
。

（
永
澤
「
編
輯
後
記
」　24
）

　

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
定
跡
講
座
を
求
め
る
読
者
と
娯
楽

的
な
「
読
み
物
」
記
事
を
求
め
る
読
者
と
の
間
で
の
分
断
は
解
消
さ
れ
な

か
っ
た
。
一
つ
の
雑
誌
で
そ
れ
ら
の
期
待
に
応
え
る
こ
と
は
、
難
し
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
「
熱
心
な
読
者
」
で
あ
る

だ
け
に
、
編
集
部
の
対
応
も
困
難
で
あ
っ
た
。
ま
た
一
九
四
〇
年
代
に
入

る
と
戦
局
の
悪
化
に
伴
い
、
か
つ
て
充
実
を
誇
っ
て
い
た
『
将
棋
世
界
』

の
誌
面
は
縮
小
さ
れ
は
じ
め
る
。
本
誌
に
原
稿
を
寄
せ
る
作
家
も
減
少

し
、
講
座
と
「
読
み
物
」
の
両
輪
体
制
は
か
つ
て
の
よ
う
に
維
持
で
き
な

く
な
っ
て
い
く
。
戦
時
下
に
お
け
る
娯
楽
は
肩
身
が
狭
い
も
の
と
な
り
、

一
九
四
二［
昭
和
一
七
］年
以
降
は
そ
れ
ま
で
棋
界
の
大
口
の
ス
ポ
ン
サ
ー

で
あ
っ
た
新
聞
棋
戦
の
縮
小
が
検
討
さ
れ
は
じ
め
る
。
ま
た『
将
棋
世
界
』

の
誌
面
に
お
い
て
も
、
木
村
義
雄
「
将
棋
と
戦
陣
訓
」（
一
九
四
一
［
昭
和

一
六
］
年
三
月
）
な
ど
、
時
局
に
迎
合
す
る
戦
時
色
の
強
い
記
事
が
数
を

増
し
て
い
っ
た
。

　

最
後
に
触
れ
て
お
き
た
い
の
は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
で
『
将
棋
世
界
』

一
九
四
一
［
昭
和
一
六
］
年
二
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
、
文
藝
評
論
家
・
新

居
格
の
「
将
棋
四
方
山
話
」　25
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
将
棋
と
文
学
と
の
あ

い
だ
を
、
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
通
し
て
ふ
た
た
び
架
橋
し
よ
う
と
試
み
た
示
唆
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的
な
論
考
で
あ
る
。
そ
こ
で
新
居
は
、
か
つ
て
雑
誌
『
新
青
年
』
で
企
画

さ
れ
た
井
伏
鱒
二
と
の
対
局
の
様
子
を
回
顧
し
て
い
る
。「
ヨ
イ
シ
ヨ
、
ソ

ラ
来
た
」
と
い
う
掛
け
声
で
、
早
指
し
で
行
わ
れ
た
対
局
は
、
あ
ま
り
の

早
さ
か
ら
棋
譜
が
と
れ
な
い
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
。
新
居
は
そ
れ
に
対

し
、「
め
ち
や
く
ち
や
将
棋
に
棋
譜
の
あ
り
よ
う
が
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

文
壇
将
棋
の
棋
譜
を
記
録
し
コ
ン
テ
ン
ツ
と
し
て
商
品
化
す
る
と
い
う
当

時
の
風
潮
に
対
し
て
、
ど
こ
か
冷
め
た
眼
差
し
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
さ
ら

に
続
け
て
新
居
は
「
文
壇
の
人
々
に
も
将
棋
の
好
き
な
人
が
沢
山
あ
る
。

そ
れ
ら
の
将
棋
逸
話
と
来
た
ら
数
限
り
も
な
い
」
が
、「
そ
れ
は
可
笑
し
い

丈
の
話
で
、
本
誌
の
如
き
専
門
雑
誌
に
か
く
べ
き
筋
合
い
で
は
な
い
と
思

ふ
か
ら
止
め
た
」
と
す
る
。
こ
れ
ま
で
「
読
み
物
」
と
し
て
求
め
ら
れ
て

い
た
は
ず
の
作
家
の
将
棋
に
ま
つ
わ
る
「
個
性
的
」
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
列

挙
は
、
早
々
に
断
念
さ
れ
る
。
そ
し
て
代
わ
り
に
新
居
が
描
く
の
は
、
自

身
と
木
村
義
雄
を
め
ぐ
る
以
下
の
よ
う
な
関
係
性
で
あ
っ
た
。

た
ゞ
、
わ
た
し
は
誰
か
ら
と
も
な
く
木
村
名
人
は
対
局
中
、
時
々
庭
へ
下

り
て
四
股
を
踏
む
、
す
る
と
、
天
外
の
妙
想
奇
手
が
浮
ん
で
来
る
の
だ
と

聞
い
て
ゐ
た
。［
…
…
］
／
「
よ
う
し
、
原
稿
を
か
く
の
に
詰
ま
つ
た
ら
、

庭
に
下
り
て
自
分
も
四
股
を
踏
ま
う
。
た
し
か
に
い
ゝ
方
法
だ
。
第
一
原

稿
用
紙
は
線
を
引
い
て
あ
る
こ
と
、
将
棋
盤
に
似
て
ゐ
る
。
一
字
一
字
が

非
常
な
熟
慮
の
下
に
入
れ
ら
れ
て
行
つ
て
い
ゝ
の
だ
。
そ
れ
だ
の
に
、
わ

た
し
は
井
伏
君
と
将
棋
を
指
す
と
き
に
や
う
に
、
文
字
を
抛
り
込
ん
で
来

た
。
ど
う
も
嘘
ら
し
い
が
、
木
村
名
人
の
四
股
の
話
は
真
偽
如
何
に
拘
ら

ず
、
わ
た
し
に
は
よ
き
示
唆
だ
つ
た
。
そ
ん
な
こ
と
か
ら
、
木
村
義
雄
氏

は
い
つ
も
わ
た
し
の
机
の
上
に
ゐ
る
の
で
あ
る
。

（
新
居
格
「
将
棋
四
方
山
話
」）

　

新
居
の
随
想
に
お
い
て
、
名
人
で
あ
っ
た
木
村
義
雄
と
自
身
の
執
筆
活

動
が
、
将
棋
盤
―
原
稿
用
紙
の
マ
ス
目
に
向
き
合
う
行
為
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー

を
通
し
て
接
合
さ
れ
る
。
木
村
義
雄
の
噂
話
の
真
偽
は
、
こ
こ
で
は
問
題

に
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
そ
う
し
た
逸
話
が
虚
構
で
あ
る
ほ
ど
、
将
棋
を
指

す
イ
メ
ー
ジ
は
純
化
さ
れ
、
文
学
と
い
う
虚
構
を
め
ぐ
る
営
為
と
近
接
し

て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
想
像
力
の
次
元
に
お
い
て
、
将

棋
と
文
学
の
関
係
は
対
称
的
か
つ
不
可
分
の
も
の
と
し
て
描
出
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
始
発
期
の
『
将
棋
世
界
』
に
お
い
て
は
、

作
家
た
ち
が
執
筆
陣
に
名
を
連
ね
、
将
棋
専
門
誌
と
し
て
の
雑
誌
の
性
格

を
踏
ま
え
つ
つ
、
多
様
な
表
現
が
模
索
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
は
作
家
が

実
際
に
将
棋
を
指
し
、
あ
る
い
は
自
身
と
将
棋
と
の
関
係
性
を
〈
書
く
〉

と
い
う
実
践
を
通
じ
て
、
将
棋
と
文
学
と
の
関
係
性
を
見
定
め
て
い
く
営

為
で
あ
っ
た
と
一
旦
は
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
棋

界
と
作
家
の
関
わ
り
は
、『
将
棋
世
界
』
の
戦
後
に
お
け
る
再
出
発
か
ら
、
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今
日
に
至
る
ま
で
な
お
続
い
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
文
化
史
的
分
析
を
今
後

の
研
究
課
題
と
し
た
う
え
で
、
ひ
と
ま
ず
こ
の
稿
を
閉
じ
た
い
。

１	

太
期
喬
也
・
清
水
考
妟
・
野
口
益
雄
「
将
棋
世
界
五
〇
周
年
記
念
座
談
会　

将
棋
世
界
五
〇
年
と
の
つ
き
あ
い
を
語
る
」（『
将
棋
世
界
』、一
九
八
六
［
昭

和
六
一
］年
一
〇
月
）に
お
い
て
、『
将
棋
世
界
』が「
昭
和
十
年
代
が
黎
明
期
、

二
十
年
代
か
ら
三
十
年
代
が
苦
難
期
、
四
十
年
代
が
急
成
長
期
、
五
十
年
代

が
安
定
期
」
で
あ
っ
た
と
い
う
見
取
り
図
が
示
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
用
い

る
「
始
発
期
」
は
、『
将
棋
世
界
』
創
刊
か
ら
休
刊
ま
で
の
一
九
三
七
［
昭

和
一
二
］
年
か
ら
一
九
四
四
［
昭
和
一
九
］
年
ま
で
を
指
す
。

２	

以
上
の
記
述
は
、
増
川
宏
一
『
将
棋
の
歴
史
』（
二
〇
一
三
［
平
成
二
五
］

年
二
月
、
平
凡
社
）
を
参
照
し
た
。

３	

倉
島
生
「
将
棋
」、『
文
藝
春
秋
』、
一
九
三
六
［
昭
和
一
一
］
年
三
月
。

４	

倉
島
生
「
将
棋
」、『
文
藝
春
秋
』、
一
九
三
六
［
昭
和
一
一
］
年
六
月
。

５	

瀬
尾
祐
一
「「
稽
古
事
」
か
ら
「
興
行
」
へ
？
―
―
将
棋
と
文
学
の
出
会
わ

な
い
雑
誌
と
し
て
の
『
将
棋
新
報
』」、
本
論
集
所
収
。　

６	

「
将
棋
と
文
学
研
究
の
た
め
の
基
本
デ
ー
タ
」

	
http://w

w
w
3.u-toyam

a.ac.jp/kotani/shogi/databaseindex.htm
l

７	

宮
本
生
「
編
輯
後
記
」、『
将
棋
世
界
』、一
九
三
七
［
昭
和
一
二
］
年
一
〇
月
。

８	

菊
池
寛
の
愛
棋
家
と
し
て
の
側
面
に
つ
い
て
は
、
春
原
千
秋
『
将
棋
を
愛
し

た
文
豪
た
ち
』（
一
九
九
四
［
平
成
六
］
年
三
月
、メ
デ
ィ
カ
ル　

カ
ル
チ
ュ

ア
）
に
て
詳
し
く
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

９		

菊
池
寛
「
将
棋
哲
学
」、『
将
棋
世
界
』、一
九
三
七
［
昭
和
一
二
］
年
一
一
月
。

10	

註
６
に
同
じ
。

11	

角
田
喜
久
雄
「
個
性
あ
る
棋
士
」、『
将
棋
世
界
』、
一
九
三
七
［
昭
和
一
二
］

年
一
一
月
。

12	

も
っ
と
も
将
棋
に
お
け
る
「
強
さ
」
を
客
観
化
な
ら
び
に
実
体
化
し
て
考
え

る
こ
と
に
は
留
保
が
必
要
で
あ
る
。
将
棋
に
お
け
る
「
強
さ
」
の
措
定
し
が

た
さ
に
つ
い
て
は
、
久
保
明
教
『
機
械
カ
ニ
バ
リ
ズ
ム
』（
二
〇
一
八
［
平

成
三
〇
］
年
九
月
、
講
談
社
）
に
お
け
る
分
析
が
示
唆
に
富
む
。

13	

大
澤
聡『
批
評
メ
デ
ィ
ア
論　

戦
前
期
日
本
の
論
壇
と
文
壇
』、二
〇
一
五［
平

成
二
七
］
年
一
月
、
岩
波
書
店
。

14	

「
新
版
文
壇
将
棋
天
狗
番
付
」、『
読
売
新
聞
』、
一
九
三
五
［
昭
和
一
〇
］
年

八
月
二
七
日
朝
刊
。

15	

宮
本
生
「
編
輯
後
記
」、『
将
棋
世
界
』、一
九
三
七
［
昭
和
一
二
］
年
一
二
月
。

16	

藤
沢
桓
夫
「
将
棋
随
筆
」、『
将
棋
世
界
』、一
九
四
一
［
昭
和
一
六
］
年
六
月
。

17	

藤
澤
と
は
異
な
る
立
場
の
作
家
の
詰
将
棋
論
と
し
て
は
、
甲
賀
三
郎
「
比
類

な
き
頭
の
遊
戯
」（『
将
棋
世
界
』、
一
九
三
九
［
昭
和
一
四
］
年
四
月
）
が

挙
げ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
甲
賀
は
「
詰
将
棋
の
い
ゝ
所
で
且
つ
特
徴
と
す
る
の

所
は
、
そ
の
合
理
性
に
あ
る
」
と
し
「
盤
上
の
駒
は
一
つ
と
し
て
無
駄
が
な

く
、
手
駒
に
無
駄
が
な
い
の
み
か
、
盤
上
で
取
つ
た
駒
ま
で
無
駄
が
あ
つ
て

は
な
ら
ぬ
。
全
く
数
学
で
い
ふ
必
要
に
し
て
十
分
な
駒
ば
か
り
で
成
り
立
つ

て
、
而
も
俗
詰
み
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
探
偵
小
説
作
家
と
し
て
知
ら

れ
る
甲
賀
が
、「
合
理
性
」
を
詰
将
棋
の
美
点
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
点
は

興
味
深
い
。

18	

佐
々
木
茂
索
「
詰
将
棋
合
評
会　

癪
に
障
る
」、『
将
棋
世
界
』、一
九
三
九
［
昭

和
一
四
］
年
四
月
。

19	
春
原
千
秋
『
将
棋
を
愛
し
た
文
豪
た
ち
』、
一
九
九
四
［
平
成
六
］
年
三
月
、

メ
デ
ィ
カ
ル　

カ
ル
チ
ュ
ア
。

20	

倉
島
竹
二
郎
・
菅
谷
北
斗
星
「
木
村
土
居
七
番
勝
負
の
予
想
」、『
将
棋
世
界
』、

一
九
四
〇
［
昭
和
一
五
］
年
三
月
。
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21	

菊
池
寛
「
待
望
の
一
戦
（
第
十
八
局
）」、『
将
棋
世
界
』、
一
九
四
〇
［
昭
和

一
五
］
年
七
月
。

22	

久
米
正
雄
・
梅
原
龍
三
郎
「
本
誌
主
催　

素
人
将
棋
」、『
文
藝
春
秋
』、

一
九
二
八
［
昭
和
三
］
年
三
月
。

23	
南
部
修
太
郎
「
新
古
将
棋
の
争
ひ
」、『
将
棋
世
界
』、
一
九
四
〇
［
昭
和

一
五
］
年
五
月
。

24	

永
澤
「
編
輯
後
記
」、『
将
棋
世
界
』、
一
九
四
一
［
昭
和
一
六
］
年
八
月
。

25	

新
居
格「
将
棋
四
方
山
話
」、『
将
棋
世
界
』、一
九
四
一［
昭
和
一
六
］年
二
月
。

付
記

本
稿
の
引
用
に
際
し
て
旧
字
を
新
字
に
あ
ら
た
め
、
ル
ビ
を
適
宜
省
略
し

た
。
ま
た
本
稿
の
執
筆
に
際
し
て
、『
将
棋
世
界
』
編
集
長
の
田
名
後
健

吾
氏
よ
り
貴
重
な
資
料
を
ご
提
供
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
を
申
し
上

げ
た
い
。

［
東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
博
士
課
程
］
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新
聞
将
棋
の
始
ま
り
か
ら
発
展
へ

山
口
恭
徳

　

新
聞
と
将
棋
と
の
関
わ
り
は
、
徐
々
に
変
化
し
て
き
て
い
る
が
、
日
本

将
棋
連
盟
の
経
済
面
を
支
え
る
大
き
な
柱
は
、
現
在
で
も
新
聞
社
か
ら
の

契
約
金
で
あ
る
。

　

新
聞
に
棋
戦
が
誕
生
し
て
か
ら
で
も
一
〇
〇
年
以
上
た
つ
。こ
こ
で
は
、

そ
の
始
ま
り
か
ら
新
聞
将
棋
が
発
展
し
て
い
っ
た
経
緯
を
、
明
治
、
大
正
、

昭
和
（
初
期
）
の
時
代
ご
と
に
、
実
際
の
紙
面
や
年
表
な
ど
を
基
に
し
て

振
り
返
っ
て
い
く
。

　

江
戸
時
代
に
徳
川
幕
府
の
庇
護
を
受
け
て
い
た
将
棋
家
元（
大
橋
本
家
、

大
橋
分
家
、
伊
藤
家
）
は
、
明
治
維
新
に
よ
り
経
済
的
な
基
盤
を
失
い
、

終
焉
を
迎
え
て
以
後
、
将
棋
界
は
冬
の
時
代
に
入
る
。
そ
の
中
で
新
聞
棋

戦
の
始
ま
り
は
、
一
筋
の
光
明
と
も
言
え
る
も
の
だ
っ
た
。

　

現
在
の
将
棋
界
の
隆
盛
を
見
る
と
き
、
各
棋
戦
主
催
社
の
強
力
な
ご
支

援
、
ご
協
力
、
さ
ら
に
苦
難
の
時
代
を
支
え
て
き
た
先
人
の
貢
献
・
功
績

は
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

１　

新
聞
将
棋
の
始
ま
り

　

明
治
一
〇
年
代
、
新
聞
は
政
論
中
心
の
大お

お
し
ん
ぶ
ん

新
聞
と
、
娯
楽
中
心
の
小こ

新し
ん
ぶ
ん聞

と
に
分
か
れ
て
い
た
。
大
新
聞
は
知
識
階
級
を
対
象
に
し
た
政
論
主

体
の
新
聞
で
、
小
新
聞
は
中
流
以
下
の
読
者
を
対
象
に
し
た
通
俗
的
な
新

聞
を
い
う
こ
と
が
多
か
っ
た
。

　

新
聞
に
初
め
て
詰
将
棋
が
載
っ
た
の
は
、小
新
聞
の「
有う

き

よ
喜
世
新
聞
」で
、

明
治
一
四
年
（
一
八
八
一
年
）
七
月
一
七
日
付
の
こ
と
だ
っ
た
。

１
・
１　

新
聞
詰
将
棋
の
始
ま
り

　

明
治
一
四
年
七
月
一
七
日
付
～
「
有
喜
世
新
聞
」

【
資
料
①
】
一
世
名
人
大
橋
宗
桂
著
『
術
知
象
戯
力
草
宗
桂
指
南
抄
』
＝

元
禄
一
六
年
（
一
七
〇
三
年
）
刊
＝
第
四
一
番
か
ら
引
用
。
持
ち
駒
に
誤

り
が
あ
り
、「
角
金
桂
」
で
は
な
く
、「
角
金
歩
」
だ
っ
た
。
以
後
、
月
に

一
回
程
度
連
載
さ
れ
、
約
一
年
続
い
た
。

１
・
２　

新
聞
指
し
将
棋
の
始
ま
り

　

明
治
三
一
年
（
一
八
九
八
年
）
一
月
一
日
付
～
「
萬

よ
ろ
ず

朝ち
ょ
う
ほ
う

報
」

【
資
料
②
】
伊
藤
宗
印
八
段
（
香
落
ち
）
対
小
野
五
平
七
段
（
勝
ち
）
戦

明
治
二
九
年
二
月
九
日
付
か
ら
詰
将
棋
を
連
載
し
て
い
た
「
萬
朝
報
」
は
、

同
三
一
年
一
月
一
日
付
か
ら
新
聞
で
は
初
め
て
実
戦
、
つ
ま
り
指
し
将
棋
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を
掲
載
し
た
。
以
後
、
月
に
一
回
程
度
連
載
し
て
約
一
年
続
い
た
。

「
萬
朝
報
」
は
、「
巌
窟
王
（
モ
ン
テ
・
ク
リ
ス
ト
伯
）」
や
「
あ
あ
無
情

（
レ
・
ミ
ゼ
ラ
ブ
ル
）」
の
翻
訳
な
ど
で
知
ら
れ
る
黒
岩
涙
香
（
本
名
・
周
六
）

が
創
刊
し
た
新
聞
。や
や
薄
い
赤
色
の
紙
質
を
用
い
、上
流
階
級
の
ス
キ
ャ

ン
ダ
ル
な
ど
を
暴
く
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
、「
赤
新
聞
」と
恐
れ
ら
れ
た
。

１
・
３　

新
聞
棋
戦
の
始
ま
り

 

明
治
四
一
年
（
一
九
〇
八
年
）
九
月
一
一
日
付
～
「
萬
朝
報
」

【
資
料
③
】“
高
段
名
手
勝
継
将
棊
”
一
〇
人
参
加
の
勝
ち
抜
き
戦

【
資
料
①
】「
有
喜
世
新
聞
」
明
治
一
四

年
（
一
八
八
一
年
）
七
月
一
七
日
付
。

表
記
は
現
在
の
も
の
。
一
三
手
詰
め
。

解
答
は
文
末
１

【
資
料
②
】
新
聞
に
初
め
て
載
っ
た
指
し
将
棋

（
最
上
段
）
＝
「
萬
朝
報
」
明
治
三
一
年
一
月
一
日
付
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川
井
房
郷
六
段
（
香
落
ち
）
対
簑
太
七
郎
五
段
（
勝
ち
）
戦

　

前
年
の
明
治
四
〇
年
に
神
戸
新
聞
社
が
八
段
同
士
の
対
局
を
実
現
し
た

神
戸
大
会
を
開
き
、
大
き
な
話
題
を
呼
ん
だ
こ
と
が
新
聞
棋
戦
開
始
の

き
っ
か
け
に
な
っ
た
。

　
「
萬
朝
報
」
に
よ
る
新
聞
棋
戦
の
開
始
に
よ
り
、
棋
士
に
対
局
料
が
支

払
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は
、
棋
譜
を
掲
載
し
て
も
雑
報

（
ニ
ュ
ー
ス
）
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
た
め
、
よ
ほ
ど
大
き
な
対
局
で
な

い
限
り
、
対
局
料
は
支
払
わ
れ
な
か
っ
た
。
段
位
に
か
か
わ
ら
ず
一
人
一

局
二
円
（
も
り
そ
ば
が
約
三
銭
の
時
代
）
だ
っ
た
。

　
「
萬
朝
報
」
に
三
木
愛
花
と
い
う
相
撲
史
家
と
し
て
も
知
ら
れ
る
記
者

が
い
た
。
愛
花
は
苦
し
い
時
代
の
将
棋
界
に
対
し
、
終
始
好
意
的
で
、
多

大
な
尽
力
を
し
た
。
詳
し
く
は
後
述
す
る
。

　

以
後
、
各
新
聞
が
続
々
と
棋
戦
を
掲
載
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

１
・
４　

主
な
新
聞
の
棋
戦
開
始　
※
カ
ッ
コ
内
は
開
始
年
月
日

明
治
時
代

▽
萬
朝
報
（
四
一
／
九
／
一
一
）
▽
名
古
屋
新
聞
（
四
一
／
一
一
／
一
）

▽
都
新
聞
（
四
二
／
四
／
七
）　

▽
中
外
商
業
新
報
（
四
二
／
九
／
二
六
）

▽
国
民
新
聞
（
四
二
／
一
〇
／
一
五
）
▽
中
央
新
聞
（
四
三
／
一
／

二
八
）
▽
二
六
新
報	

（
四
三
／
二
／
一
一
）
▽
横
濱
貿
易
新
報
（
四
三
／

三
／
二
）	

▽
神
戸
新
聞
（
四
三
／
三
／
一
九
）
▽
大
阪
朝
日
新
聞
（
四
四

【
資
料
③
】
新
聞
棋
戦
の
始
ま
り
。
明
治
四
一
年
九
月
掲
載
の
「
萬
朝
報
」
将
棋
欄
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／
二
／
二
五
）
▽
福
岡
日
日
新
聞
（
四
四
／
六
／
二
）	

▽
東
京
朝
日
新
聞

（
四
五
／
一
／
一
）
▽
東
京
日
日
新
聞
（
四
五
／
三
／
三
）

　

明
治
維
新
以
来
、
江
戸
幕
府
か
ら
の
保
護
を
失
う
な
ど
将
棋
界
は
苦
し

い
道
を
歩
ん
で
い
た
が
、
新
聞
棋
戦
の
開
始
に
よ
り
、
よ
う
や
く
明
る
い

光
が
差
し
込
ん
で
き
た
。

２　

新
聞
棋
戦
開
始
の
功
労
者
・
三み

き木
愛あ

い

花か

２
・
１　

略 

歴

　

三
木
愛
花
は
明
治
～
大
正
時
代
の
新
聞
記
者
。
文
久
元
年
（
一
八
六
一

年
）
四
月
五
日
生
ま
れ
。
上か

ず
さ
の
く
に

総
国
山
邊
郡
大
網
町
（
現
・
千
葉
県
大
網
白

里
市
）
出
身
。
本
名
は
貞
一
。
昭
和
八
年
二
月
六
日
死
去
。

　
「
東
京
新
誌
」「
朝
野
新
聞
」「
東
京
公
論
」
記
者
、新
聞
「
寸
鉄
」
創
刊
、

明
治
二
六
年
に
黒
岩
周
六
（
涙
香
）
が
創
刊
し
た
萬
朝
報
社
に
入
り
、
大

正
一
二
年
ま
で
記
者
と
し
て
勤
め
る
。
相
撲
通
で
、
ま
た
将
棋
欄
を
初
め

て
創
設
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。
著
作
に
漢
文
体
戯
作
『
東
都
仙
洞
綺

話
』『
東
都
仙
洞
余
譚
』『
仙
洞
美
人
禅
』
な
ど
。

２
・
２　

将
棋
界
と
愛
花

　

指
し
将
棋（
実
戦
）の
棋
譜
を
初
め
て
掲
載
し
た
新
聞
が「
萬
朝
報
」で
、

明
治
三
一
年
（
一
八
九
八
年
）
一
月
一
日
付
だ
っ
た
。
棋
戦
を
初
め
て
企

画
し
た
新
聞
も
「
萬
朝
報
」
で
、
同
四
一
年
九
月
一
一
日
付
か
ら
「
高
段

名
手
勝
継
将
棊
」
を
連
載
し
た
。
発
案
者
は
、
ど
ち
ら
も
愛
花
だ
っ
た
。

　

新
聞
棋
戦
の
開
始
に
よ
り
、
棋
士
は
初
め
て
対
局
料
を
支
払
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
段
位
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
局
二
円
だ
っ
た
。
江
戸
幕
府
か

ら
の
保
護
を
失
い
、
苦
難
の
道
を
歩
ん
で
い
た
将
棋
界
に
と
っ
て
、
新
聞

棋
戦
の
開
始
は
一
筋
の
光
明
に
な
っ
た
。
ま
た
、
愛
花
は
東
京
市
京
橋
区

明
石
町
の
自
宅
を
本
拠
に
し
て
、
月
刊
の
将
棋
雑
誌
「
将
棊
新
報
」
を
創

刊
（
四
一
年
一
二
月
号
）、
毎
号
い
ろ
い
ろ
な
テ
ー
マ
で
執
筆
し
た
。

　

さ
ら
に
、
交
流
の
少
な
か
っ
た
棋
士
同
士
の
団
結
を
唱
え
、
初
の
棋
士

団
体
「
将
棊
同
盟
會
」
の
結
成
に
尽
力
し
た
。
翌
四
二
年
八
月
八
日
に
発

会
式
を
行
い
、同
年
一
〇
月
三
日
に「
将
棊
同
盟
社
」と
名
称
を
変
更
し
た
。

　

当
時
の
棋
士
は
、
ほ
と
ん
ど
が
副
業
を
持
ち
、
裕
福
で
は
な
く
、
対
局

す
る
場
合
も
着
流
し
だ
っ
た
。
改
ま
っ
た
席
な
ど
で
は
、
袴
を
着
け
て
も

ら
い
た
い
と
考
え
た
愛
花
は
、数
着
の
セ
ル
の
袴
を
い
つ
も
備
え
て
い
た
。

　

大
正
六
年
（
一
九
一
七
年
）
一
二
月
に
は
、
関
根
金
次
郎
八
段
が
昇
段
点

を
取
っ
て
い
た
弟
子
の
土
居
市
太
郎
七
段
の
八
段
昇
段
を
認
め
な
か
っ
た

こ
と
な
ど
か
ら
愛
花
と
対
立
、
つ
い
に
関
根
は
将
棊
同
盟
社
を
退
社
す
る
。

　

一
二
年
九
月
一
日
の
関
東
大
震
災
に
よ
り
、
萬
朝
報
の
社
屋
や
愛
花
の

自
宅
が
焼
失
、「
将
棊
新
報
」
も
廃
刊
に
な
っ
た
。
ま
も
な
く
愛
花
は
萬

朝
報
を
退
社
し
た
。

　

そ
の
後
、土
居
市
太
郎
八
段
の
主
幹
に
よ
る
月
刊
誌「
将
棋
新
誌
」（
一
四
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年
一
月
号
）
が
創
刊
さ
れ
、
愛
花
も
毎
号
の
よ
う
に
健
筆
を
振
る
っ
た
。

　

愛
花
は
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
年
）
二
月
六
日
に
満
七
一
歳
で
亡
く
な

る
が
、
直
前
ま
で
『
将
棋
辞
典
』
の
刊
行
を
企
画
し
、
実
際
に
取
り
上
げ

る
項
目
を
検
討
し
て
い
る
最
中
だ
っ
た
。

　
３　

最
初
の
棋
士
団
体
「
将
棊
同
盟
會
」

３
・
１　

明
治
維
新
に
よ
る
急
激
な
衰
退
と
新
聞
棋
戦
の
開
始

　

明
治
四
一
年（
一
九
〇
八
年
）九
月
に
初
の
新
聞
棋
戦（「
萬
朝
報
」の“
高

段
名
手
勝
継
将
棊
”）
が
始
ま
る
。
以
後
、
各
新
聞
社
が
棋
戦
を
連
載
す

る
よ
う
に
な
る
。

　

新
聞
棋
戦
の
開
始
に
よ
り
対
局
料
が
支
払
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

が
、
棋
士
に
と
っ
て
は
と
て
も
大
き
な
出
来
事
だ
っ
た
。
そ
れ
で
も
副
業

が
な
け
れ
ば
生
活
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

３
・
２　
「
将
棊
同
盟
會
」
の
結
成

　

対
局
が
増
え
る
に
つ
れ
、
自
然
に
棋
士
が
顔
を
合
わ
せ
る
こ
と
も
増
え

て
く
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
「
萬
朝
報
」
記
者
の
三
木
愛
花
は
、
棋
士
が

ば
ら
ば
ら
で
は
好
取
組
も
見
ら
れ
な
い
し
、
世
間
に
も
評
価
さ
れ
に
く
い

の
で
、か
ね
て
か
ら
棋
士
の
団
結
を
望
ん
で
い
た
。
愛
花
は
「
将
棊
新
報
」

誌
上
で
棋
士
に
団
結
を
訴
え
、
明
治
四
二
年
八
月
八
日
、
よ
う
や
く
初
の

棋
士
団
体
「
将
棊
同
盟
會
」
の
結
成
ま
で
漕
ぎ
付
け
る
。

　

同
年
一
〇
月
三
日
に
「
将
棊
同
盟
社
」
と
改
称
（「
會
」
よ
り
「
社
」

の
方
が
、
規
模
が
大
き
く
見
え
る
、
と
い
う
意
見
か
ら
）
す
る
。
以
後
、

毎
月
第
一
日
曜
に
定
式
会
を
開
く
こ
と
に
決
め
、
対
局
を
行
っ
た
。
同
盟

社
専
属
棋
士
は
二
三
人
で
、「
将
棊
新
報
」（
同
四
二
年
一
一
月
号
）
に
名

簿
が
載
っ
て
い
る
の
で
転
記
す
る
。

四
段	

石
原　

勇
吉	

四
段	

太
田　

忠
翁

五
段	

堀
川　

英
歩	

四
段	

岡
村
豊
太
郎

四
段	

豊
島
太
郎
吉	

二
段	

奥
野　

一
香

四
段	

土
居
市
太
郎	

四
段	

黒
川　

潭
龍

六
段	

川
井　

房
卿	

六
段	

矢
頭　

喜
祐

六
段
格	

勝
浦
松
之
助	

六
段	

矢
島
新
太
郎

四
段	

勝
山
庄
次
郎	

四
段	

寺
田
淺
次
郎

三
段	

田
中
武
次
郎	

六
段	

簑　

太
七
郎

五
段	

村
上
由
之
助	

四
段	

森　
　

永
龍

五
段	

村
越　

為
吉	

八
段	

関
根
金
次
郎

四
段	

上
田　

愛
桂	

三
段	

鈴
木　

香
芸

八
段	

井
上　

義
雄	

（
姓
名
い
ろ
は
順
）

３
・
３　

棋
士
の
副
業
〈
段
位
は
当
該
棋
士
の
最
高
位
を
表
す
〉

　

明
治
時
代
の
棋
士
は
、
将
棋
を
指
す
だ
け
で
は
生
活
が
成
り
立
た
な



66将棋と文学スタディーズ

か
っ
た
た
め
、
ほ
と
ん
ど
が
副
業
を
持
っ
て
い
た
。
例
を
挙
げ
て
み
る
。

・	
飯
塚
力
蔵
（
龍
馬
）
八
段
→
貸
し
座
敷
（
遊
郭
）
の
主
人
。
駒
台
の
発

明
者
。
※
「
力
蔵
」
は
「
力
造
」
と
記
す
例
も
あ
る
。

・	

川
井
房
卿
七
段
→
べ
っ
甲
細
工
業
。

・	

蓑	

太
七
郎
七
段
→
富
山
の
薬
行
商
。

・	

矢
島
新
太
郎
（
五
香
）
七
段
→
小
間
物
屋
（
日
用
品
、
化
粧
品
な
ど
を

売
る
店
）。「
小
間
新
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

・	

村
上
由
之
助
（
桂
山
）
六
段
→
常
磐
津
節
（
浄
瑠
璃
の
流
派
の
一
つ
）

の
太
夫
（
語
り
手
）。

・	

豊
島
太
郎
吉
六
段
→
材
木
商
、
駒
師
。

・	

石
原
勇
吉
五
段
→
八
百
屋
。「
八
尾
勇
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

・	

奥
野
一
香
四
段
→
盤
駒
商
店
、
駒
師
。

・	

木
見
金
治
郎
九
段（
大
阪
）→
古
鉄
商
、の
ち
に
う
ど
ん
屋
を
副
業
と
し
、

弟
子
の
大
野
源
一
九
段
が
出
前
持
ち
を
し
て
い
た
こ
と
は
有
名
な
話
。

４　

	

井
上
義
雄
八
段
と
「
将
棊
同
志
會
」

　

関
根
金
次
郎
八
段
（
の
ち
の
十
三
世
名
人
）
と
並
び
称
さ
れ
た
井
上
義

雄
八
段
の
評
伝
と
、
そ
の
将
棊
団
体
「
将
棊
同
志
會
」
を
紹
介
す
る
。

　

関
根
は
三
歳
年
上
の
井
上
に
ま
ず
名
人
に
就
位
し
て
も
ら
い
た
い
、
と

公
言
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
数
年
後
に
自
分
に
名
人
位
を
譲
っ
て
も
ら
う

腹
積
も
り
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
小
野
五
平
十
二
世
名
人
が
生
存
中
の
大

正
九
年
に
井
上
は
亡
く
な
り
、「
井
上
名
人
」
は
実
現
し
な
か
っ
た
。

４
・
１　

井
上
八
段
略
歴

　

元げ
ん

治じ

二
年
（
一
八
六
五
年
）、
山
城
国
（
現
・
京
都
）
伏
見
町
字
油
掛

生
ま
れ
。
本
名
・
池
上
益
太
郎
。
生
家
は
扇
子
屋
。
大
正
九
年（
一
九
二
〇

年
）
八
月
四
日
、
五
六
歳
（
数
え
）
で
亡
く
な
っ
た
。
八
歳
の
時
に
伏
見

町
在
住
の
原
田
仁
平
二
段
に
手
ほ
ど
き
を
受
け
る
。
一
六
歳
で
大
阪
の
小

林
東
伯
斎
八
段
（
天
野
宗
歩
門
下
）
か
ら
二
段
を
許
さ
れ
る
。
一
八
歳
で

三
段
、
二
三
歳
で
五
段
、
二
八
歳
で
六
段
、
三
〇
歳
で
七
段
、
明
治
三
九

年
（
一
九
〇
六
年
）
八
段
。
連
珠
は
八
段
、
囲
碁
は
四
段
。
東
京
の
自
宅

で
は
「
囲
碁
・
連
珠
・
将
棋
教
授
」
の
看
板
を
掲
げ
た
。

４
・
２　

土
居
名
誉
名
人
の
井
上
八
段
評

　

土
居
市
太
郎
名
誉
名
人
の
回
顧
録
「
思
い
出
の
五
十
年
」（
雑
誌
「
近

代
将
棋
」
連
載
）
に
よ
る
と
、「（
井
上
八
段
の
）
棋
風
は
非
常
に
す
る
ど

く
、
且
つ
策
戦
の
駆
引
も
巧
み
で
、
押
し
も
押
さ
れ
も
せ
ぬ
棋
界
の
第
一

人
者
で
あ
っ
た
」「
下
手
名
人
の
称
あ
り
、駒
落
将
棋
は
天
下
一
品
」
だ
っ

た
、
と
い
う
。

　

関
根
八
段
と
の
対
戦
成
績
は
、
通
算
三
勝
三
敗
一
持
将
棋
と
五
分
だ
っ

た
が
、
人
気
で
は
、
関
根
に
か
な
わ
な
か
っ
た
。「
井
上
先
生
は
品
行
方
正
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で
一
切
悪
い
う
わ
さ
を
聞
か
な
い
の
に
、
関
根
先
生
に
比
し
人
気
の
立
た
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
気
持
が
陰
気
で
消
極
的
で
、
芸
能
人

に
必
要
な
楽
天
的
の
と
こ
ろ
が
少
し
も
な
い
」
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
よ
う
だ
。

４
・
３　

将
棊
同
志
會
の
結
成

　

初
の
棋
士
団
体
「
将
棊
同
盟
會
（
の
ち
将
棊
同
盟
社
）」
は
明
治
四
二

年
八
月
八
日
に
結
成
さ
れ
た
が
、
翌
四
三
年
一
月
一
六
日
に
井
上
八
段
、

矢
頭
喜
祐
六
段
ら
が
脱
退
し
て
新
た
に
「
将
棊
同
志
會
」
を
結
ん
だ
。

　

明
治
四
一
年
九
月
に
「
萬
朝
報
」
が
新
聞
棋
戦
を
開
始
し
て
か
ら
、
ほ

か
の
新
聞
社
で
も
棋
戦
を
立
ち
上
げ
る
動
き
が
出
て
き
た
。元「
国
民
新
聞
」

社
員
で
、
新
聞
販
売
店
を
し
て
い
た
佐
藤
功
二
段
（
の
ち
に
「
棋
狂
老
人
」

の
筆
名
で
観
戦
記
を
執
筆
）
か
ら
国
民
新
聞
で
も
棋
戦
を
企
画
し
、
最
初

に
関
根
対
井
上
の
八
段
対
決
を
掲
載
し
た
い
、
と
い
う
要
請
が
あ
っ
た
。

　

関
根
、
井
上
は
対
局
を
了
承
し
た
が
、
将
棊
同
盟
社
の
幹
事
・
堀
川
五

段
、
岡
村
四
段
、
奥
野
二
段
か
ら
、
こ
う
い
う
大
事
な
こ
と
は
同
盟
社
を

通
し
て
ほ
し
い
、
承
認
で
き
な
い
、
と
の
強
硬
意
見
が
出
さ
れ
た
。

　

同
盟
社
の
世
話
役
だ
っ
た
三
木
愛
花
は
、「
萬
朝
報
」の
記
者
で
も
あ
り
、

以
前
か
ら
関
根
―
井
上
戦
の
対
局
を
希
望
し
て
い
た
が
、
実
現
し
て
い
な

か
っ
た
。
恩
義
の
あ
る
愛
花
の
立
場
を
配
慮
し
て
の
意
見
だ
っ
た
。
こ
れ

ほ
ど
反
対
意
見
が
あ
る
の
で
は
、
と
関
根
は
対
局
中
止
を
決
め
た
。

　

反
対
に
井
上
は
、こ
の
機
会
に
関
根
を
中
心
と
し
た
同
盟
社
を
脱
退
し
、

国
民
新
聞
を
背
景
に
新
た
に
「
将
棊
同
志
會
」
を
結
成
し
た
。
矢
頭
喜
祐

六
段
、
勝
浦
松
之
助
六
段
、
村
上
由
之
助
五
段
、
大
崎
熊
雄
二
段
、
溝
呂

木
光
治
初
段
ら
が
参
加
、
半
年
も
立
た
ず
に
棋
士
団
体
は
分
裂
し
て
し

ま
っ
た
。
そ
の
後
、
井
上
は
「
国
民
新
聞
」
か
ら
「
中
央
新
聞
」
に
移
る

こ
と
に
な
る
。

　
５　

関
根
八
段
、
将
棊
同
盟
社
を
退
社

　

明
治
四
二
年
に
初
め
て
誕
生
し
た
棋
士
団
体
の
将
棊
同
盟
社
は
、
関
根

金
次
郎
八
段
を
中
心
棋
士
に
「
萬
朝
報
」
記
者
の
三
木
愛
花
が
世
話
役
を

務
め
て
運
営
さ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
大
正
六
年
（
一
九
一
七
年
）
に

大
問
題
が
起
き
、
関
根
と
愛
花
と
の
間
に
亀
裂
が
走
る
。

５
・
１　

経
緯
①　

関
根
、
阪
田
に
敗
れ
る

　

大
阪
の
阪
田
三
吉
八
段
は
“
打
倒
関
根
”
を
旗
印
に
し
て
戦
っ
て
き
た

が
、
大
正
二
年
に
初
め
て
関
根
に
平
手
で
勝
ち
、
四
年
に
は
小
野
五
平

十
二
世
名
人
の
許
し
を
得
て
八
段
に
昇
進
し
た
。
同
年
、“
将
棋
の
殿
様
”

と
い
わ
れ
た
柳

や
な
ぎ

澤さ
わ

保や
す
と
し惠

伯
爵
は
関
根
―
阪
田
戦
を
企
画
し
た
が
、
直
前
に

関
根
が
体
調
を
崩
し
て
辞
退
（
関
根
が
阪
田
の
先
手
番
を
主
張
し
た
が
、

認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
対
局
を
断
っ
た
、
と
い
う
説
も
あ
る
）。
そ
こ

で
井
上
義
雄
八
段
と
阪
田
が
戦
い
、
阪
田
が
平
手
で
勝
っ
た
。
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同
六
年
に
柳
澤
伯
爵
は
関
根
―
阪
田
戦
を
も
う
一
度
企
画
す
る
。
一
〇

月
八
、九
日
に
行
わ
れ
た
対
局
は
、
天
下
分
け
目
の
大
一
番
と
し
て
、
新

聞
各
紙
が
大
き
く
取
り
上
げ
た
（
棋
譜
は
「
大
阪
朝
日
新
聞
」
連
載
）。

　

本
局
に
関
根
は
敗
れ
、「
萬
朝
報
」「
将
棊
新
報
」
の
講
評
権
を
手
放
す

こ
と
に
な
る
。

５
・
２　

経
緯
②　

土
居
七
段
の
八
段
昇
進
問
題

　

関
根
の
一
番
弟
子
の
土
居
七
段
は
、
大
正
六
年
九
月
の
将
棊
同
盟
社
の

定
式
会
で
八
人
抜
き
し
て
八
段
昇
進

規
約
に
達
し
て
い
た
が
、
ま
だ
二
九

歳
と
若
い
の
で
も
う
少
し
待
っ
て
か

ら
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
関
根
を
破
っ
た
阪
田

と
同
年
一
〇
月
一
六
、一
七
日
に
平
手

で
土
居
が
勝
っ
た
こ
と
か
ら
、
将
棊

同
盟
社
幹
部
と
土
居
の
後
援
者
は
関

根
に
八
段
昇
進
を
迫
っ
た
。
関
根
は

「
自
分
の
お
鉢
に
関
係
す
る
か
ら
免
状

は
出
せ
ぬ
」
と
断
っ
た
。
当
時
、
小

野
五
平
十
二
世
名
人
は
八
七
歳
（
数

え
）
の
高
齢
で
、
次
の
名
人
に
つ
い

て
、
関
係
者
の
間
で
い
ろ
い
ろ
な
思
惑
が
あ
っ
た
。
実
際
に
将
棋
界
で
活

躍
し
て
い
た
八
段
は
、
井
上
、
関
根
、
阪
田
の
三
人
。
こ
の
中
か
ら
次
期

名
人
が
決
ま
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
中
で
も
最
有
力
候
補
だ
っ
た
関
根

に
と
っ
て
、
新
た
に
八
段
が
誕
生
す
る
こ
と
は
、
自
分
の
名
人
襲
位
に
差

し
障
る
と
考
え
て
土
居
の
八
段
昇
段
を
認
め
な
か
っ
た
。

　

結
局
、
将
棊
同
盟
社
は
関
根
の
許
し
を
得
ぬ
ま
ま
土
居
の
八
段
昇
進
を

決
定
す
る
（
一
一
月
四
日
）。
反
発
し
た
関
根
は
翌
一
二
月
に
将
棊
同
盟

社
を
退
社
し
た
。
そ
の
結
果
、「
萬
朝
報
」「
将
棊
新
報
」
の
講
評
権
は
土

居
に
移
っ
た
。

５
・
３　

関
根
、
新
団
体
「
東
京
将
棊
倶
楽
部
」
を
結
ぶ

　

退
社
し
た
関
根
は
、
弟
子
の
金
易
二
郎
七
段
ら
と
と
も
に
同
七
年
六
月

二
〇
日
、
新
た
に
棋
士
団
体
「
東
京
将
棊
倶
楽
部
」（
柳
澤
伯
爵
の
命
名
）

を
結
成
す
る
。
そ
の
後
、
関
根
は
土
居
の
八
段
昇
進
を
認
め
、
同
八
年
三

月
一
六
日
に
催
さ
れ
た
八
段
披
露
会
に
も
出
席
し
て
免
状
を
手
渡
し
た
。

　

小
野
十
二
世
名
人
が
同
一
〇
年
一
月
二
九
日
に
九
一
歳
（
数
え
）
で
亡

く
な
る
。
同
年
五
月
八
日
に
東
京
将
棊
同
盟
社
（
土
居
派
）、
東
京
将
棊

研
究
會
（
大
崎
熊
雄
七
段
派
）、
東
京
将
棊
倶
楽
部
（
関
根
派
）
の
三
派

が
合
同
で
関
根
の
名
人
披
露
會
を
開
催
、
愛
花
も
「
賛
助
」
の
立
場
で
出

席
し
た
。
将
棊
同
志
会
を
率
い
て
い
た
井
上
八
段
は
同
九
年
八
月
四
日
に

亡
く
な
っ
て
い
た
。

関
根
八
段
（
左
）
と
阪
田
八
段
と
の

天
下
分
け
目
の
一
戦
＝「
国
民
新
聞
」

大
正
六
年
一
〇
月
九
日
付
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愛
花
と
疎
遠
に
な
っ
て
い
た
関
根
だ
が
、
同
一
二
年
九
月
一
日
に
起

こ
っ
た
関
東
大
震
災
で
愛
花
の
自
宅
が
焼
失
し
た
と
聞
く
と
、
自
分
も
家

を
失
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
弟
子
の
渡
辺
東
一
四
段
に
指
示
し
て

見
舞
金
を
届
け
て
愛
花
を
感
激
さ
せ
た
、
と
い
う
。　

	

６　

小
野
十
二
世
名
人
、
九
一
歳
で
逝
去

６
・
１　

小
野
五
平
十
二
世
名
人
略
歴

　

天
保
二
年
（
一
八
三
一
年
）
一
〇
月
六
日
生
ま
れ
。
阿
波
国
脇
町
（
現
・

徳
島
県
美
馬
市
）
出
身
。
幼
名
は
土
井
喜
太
郎
。“
幕
末
の
棋
聖
”
天
野

宗
歩
か
ら
指
導
を
受
け
る
。
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
年
）
三
段
、
文
久

元
年
（
一
八
六
一
年
）
四
段
、
同
三
年
五
段
、
慶
応
三
年
（
一
八
六
七

年
）
六
段
、
明
治
一
一
年
（
一
八
七
八
年
）
七
段
、
同
一
三
年
一
〇
月
八

段
、
同
三
三
年
五
月
八
日
に
名
人
披
露
会
開
催
。
小
野
は
大
正
一
〇
年

（
一
九
二
一
年
）
一
月
二
九
日
に
亡
く
な
る
。
九
一
歳
（
数
え
）。

６
・
２　

小
野
名
人
の
訃
報
記
事

 

大
正
一
〇
年
（
一
九
二
一
年
）
一
月
三
〇
日
付

①
「
大
阪
朝
日
新
聞
」
か
ら
阪
田
三
吉
八
段
の
追
悼
談
話

《
昨
年
十
月
名
人
が
九
十
歳
祝
賀
大
棋
會
に
私
が
参
加
し
た
際
、
翁
は
私

に
對む
か

つ
て
「
俺わ
し

は
若
い
時
に
あ
る
暗
示
に
よ
つ
て
九
十
一
、二
歳
が
定
命

と
い
ふ
事
を
感
知
し
確
信
し
て
ゐ
る
、
今
度
の
會
後
名
所
な
ど
を
巡
歴
し

度
い
就
い
て
は
名
人
の
繼
承
の
事
も
生
あ
る
う
ち
に
考
慮
し
て
置
か
ね
ば

甚
だ
心
懸
り
だ
」
と
の
事
に

私
は
先
輩
關
根
八
段
が
繼
ぐ
の
至
當
な
る
事
を
力
説
し
ま
し
た
、
現
今
棋

壇
に
立
つ
も
の
に
て
準
名
人
の
八
段
格
は
氏
を
除
き
て
土
居
氏
と
自
分
だ

け
で
土
居
氏
が
關
根
門
下
の
人
な
れ
ば
こ
れ
に
異
存
あ
り
と
も
想
は
れ

ぬ
、「
迷
ふ
事
な
く
關
根
氏
に
御
決
定
あ
る
が
安
泰
で
す
」
と
重
ね
て
進

言
し
た
事
で
し
た
が
、
其
時
の
翁
が
言
筬
を
な
し
て
長
逝
さ
れ
た
の
は
棋

界
の
為
め
痛
惜
に
堪
へ
ま
せ
ぬ
（
原
文
の
マ
マ
）》

　

こ
の
記
事
か
ら
阪
田
八
段
が
「
関
根
名
人
」
襲
位
を
明
確
に
支
持
し
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。

②
「
報
知
新
聞
」
か
ら
関
根
金
次
郎
八
段
の
追
悼
談
話

《
小
野
名
人
は
先
代
名
人
伊
藤
宗
印
氏
の
後
を
承
け
て
名
人
と
な
ら
れ
た

人
で
あ
る

　

阿
波
の
産
で
同
郷
の
誼
で
故
芳
川
顯
正
伯
の
引
立
て
を
受
け
て
斯
界
に

盡
し
た
人
で
維
新
の
際
将
棋
が
衰
微
し
て
ゐ
た
の
を
同
氏
の
力
で
挽
回
し

て
現
在
で
は
柳
澤
伯
一
條
二
條
公
松
平
伯
を
始
め
華
族
界
に
勢
力
を
得
た

現
在
斯
界
の
名
人
は
大
阪
の
阪
田
八
段
横
濱
の
矢
島
七
段
千
葉
の
勝
山
五

段
東
京
の
森
五
段
其
他
多
く
あ
る
が
小
野
名
人
は
極
最
近
ま
で
日
本
倶
楽

部
に
通
つ
て
後
輩
の
為
め
指
道
の
勞
を
執
つ
た
人
格
高
い
人
で
惜
し
み
て

も
餘
り
あ
る
次
第
だ
（
原
文
の
マ
マ
）》
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７　

関
根
、
十
三
世
名
人
に

７
・
１　

大
崎
熊
雄
八
段
の
回
顧
録

　

大
正
九
年
ご
ろ
か
ら
関
根
金
次
郎
名
人
誕
生
ま
で
の
経
緯
を
、
大
崎
熊

雄
八
段
（
贈
九
段
）
が
詳
細
に
述
べ
た
文
章
を
紹
介
す
る
。
年
齢
な
ど
で

誤
り
も
あ
る
が
、
当
時
の
状
況
、
経
過
を
よ
く
表
し
て
い
る
。

《
小
野
名
人
の
死
に
よ
つ
て
名
人
問
題
は
い
よ
い
よ
本
舞
臺
に
は
入
つ
た

が
、
當
時
實
力
か
ら
言
へ
ば
第
一
に
坂
田
三
吉
師
に
指
を
屈
せ
ね
ば
な
ら

な
か
つ
た
。
土
居
師
も
新
し
く
八
段
に
な
り
坂
田
師
と
は
一
勝
一
敗
の
成
績

で
あ
つ
た
が
經
歷
人
氣
の
點
で
は
、
や
や
坂
田
師
に
劣
る
も
の
が
あ
つ
た
。

　

し
か
し
名
人
問
題
が
起
る
や
「
将
棊
同
盟
社
」
の
機
關
雜
誌
は
、
實
力

あ
り
且
前
途
に
春
秋
の
多
い
土
居
師
を
名
人
に
す
べ
し
と
主
張
し
、
毎
月

の
や
う
に
有
名
な
三
木
愛
花
翁
が
筆
を
と
つ
て
居
ら
れ
、
そ
し
て
實
際
の

と
こ
ろ
を
い
ふ
と
關
根
先
生
が
一
番
影
が
薄
い
や
う
で
あ
つ
た
。兎
も
角
、

關
根
・
坂
田
・
土
居
の
三
派
は
、
小
野
名
人
の
死
と
同
時
に
各
々
行
動
を

開
始
し
た
。（
中
略
）
坂
田
三
吉
師
に
は
關
西
将
棋
界
は
勿
論
大
阪
朝
日

が
絶
對
の
支
持
を
與
へ
て
居
た
し
、
東
京
で
も
柳
澤
伯
が
實
力
主
義
の
立

場
か
ら
支
持
し
て
ゐ
ら
れ
た
や
う
で
あ
る
。
關
根
先
生
の
方
に
は
金
（
當

時
七
段
）
が
筆
頭
に
ひ
か
へ
て
居
た
が
金
師
も
ま
だ
若
い
頃
で
社
會
的
な

力
は
極
め
て
弱
か
つ
た
。
し
か
し
其
處
へ
力
を
か
さ
う
と
し
た
の
が
、
竹

内
翁
２
と
私
と
、
そ
れ
に
東
京
朝
日
の
桑
島
俊
（
鈍
聴
子
）
氏
で
あ
る
。

其
間
種
々
の
經
緯
は
あ
つ
た
が
、
坂
田
師
に
は
私
が
柳
澤
伯
邸
で
説
き
、

三
木
氏
に
は
竹
内
翁
が
會
つ
て
、
結
局
關
根
先
生
の
「
名
人
」
繼
承
が
実

現
す
る
や
う
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
關
根
先
生
の
五
十
五
歳
の
時
で
あ
つ

た
と
思
ふ
。（
原
文
の
マ
マ
、
後
略
）》

　

こ
の
文
章
は
昭
和
一
〇
年（
一
九
三
五
年
）の
大
崎
八
段
の
口
述
を
、「
国

民
新
聞
」
将
棋
欄
で
「
棋
狂
子
」
の
筆
名
で
観
戦
記
を
担
当
し
て
い
た
倉

島
竹
二
郎
が
筆
記
し
た
も
の（「
将
棋
世
界
」昭
和
一
五
年
八
月
号
掲
載「
大

正
棋
界
の
発
展
」
宮
本
弓
彦
執
筆
か
ら
）。

７
・
２　

関
根
八
段
の
名
人
受
諾
談
話

《
今
夕
阪
田
八
段
の
參
列
は
な
か
つ
た
が
代
理
の
人
が
來
て
呉
れ
た
、
勿

論
其
處
に
は
既
に
諒
解
が
成
立
し
て
い
る
か
ら
私
は
潔
く
推
挙
を
受
け
た

次
第
で
す
、
私
は
棋
界
の
此
推
薦
に
行
つ
て
小
野
家
の
後
繼
者
と
し
て
立

つ
て
行
く
事
は
無
上
の
光
榮
と
思
ふ
と
同
時
に
棋
界
の
情
実
を
一
掃
し
て

嚴
正
の
態
度
を
持
し
て
行
き
た
い
覚
悟
で
す
（
原
文
の
マ
マ
）》

大
正
一
〇
年
（
一
九
二
一
年
）
二
月
五
日
付
「
報
知
新
聞
」

８　

東
京
将
棋
連
盟
創
立

８
・
１　

三
派
合
同
へ
の
機
運

　

大
正
一
〇
年
五
月
八
日
に
開
催
さ
れ
た
「
關
根
金
次
郎
名
人
披
露
會
」
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は
、
三
派
に
分
か
れ
て
い
た
東
京
の
棋
士
団
体
を
統
一
す
る
呼
び
水
に

な
っ
た
。
当
時
、東
京
の
棋
士
団
体
は
次
の
通
り
。
東
京
将
棊
倶
楽
部（
関

根
金
次
郎
名
人
派
）、
東
京
将
棊
同
盟
社
（
土
居
市
太
郎
八
段
派
）、
東
京

将
棊
研
究
會
（
大
崎
熊
雄
七
段
派
）。

　

棋
戦
を
主
催
し
て
い
る
新
聞
社
に
し
て
も
、
一
派
だ
け
で
は
同
じ
よ
う

な
顔
触
れ
に
よ
る
対
局
に
な
り
、
新
味
が
な
く
、
盛
り
上
が
り
に
欠
け
た
。

当
時
の
新
聞
棋
戦
は
、
ほ
と
ん
ど
が
勝
ち
抜
き
戦
で
、
所
属
棋
士
の
少
な

い
団
体
は
、
な
お
さ
ら
切
実
な
問
題
だ
っ
た
。

８
・
２　

三
派
出
場
棋
戦
「
東
西
対
抗
報
知
将
棋
」
の
開
始

　

具
体
的
な
動
き
は
「
報
知
新
聞
」
主
催
の
三
派
出
場
棋
戦
「
東
西
対
抗

報
知
将
棋
」
の
開
始
だ
っ
た
。
同
一
二
年
三
月
一
七
日
付
か
ら
連
載
が
始

ま
っ
た
。

　

対
局
者
の
顔
触
れ
は
、
東
軍
を
東
京
将
棊
倶
楽
部
の
部
員
、
西
軍
を
東

京
将
棊
同
盟
社
の
社
員
と
東
京
将
棊
研
究
會
の
會
員
の
連
合
軍
と
し
た
。

ち
な
み
に
、
こ
の
時
の
対
局
料
は
段
一
円
で
、
つ
ま
り
八
段
な
ら
八
円
の

対
局
料
だ
っ
た
。
初
戦
は
大
崎
七
段
（
香
落
ち
）
対
寺
田
梅
吉
五
段
戦
で
、

大
崎
が
勝
っ
た
。
以
後
も
大
崎
が
勝
ち
続
け
、
結
局
七
連
勝
し
た
。

　

報
知
新
聞
に
は
、
愛
棋
家
で
知
ら
れ
た
太
田
正
孝
副
社
長
（
の
ち
の
自

治
庁
長
官
）
と
将
棋
欄
担
当
の
生
駒
粂
蔵
（
筆
名
・
翺
翔
＝
こ
う
し
ょ
う

＝
鳥
が
空
高
く
飛
ぶ
こ
と
）
が
在
籍
し
、
棋
戦
の
充
実
を
考
え
、
大
崎
七

段
や
三
木
愛
花
ら
と
と
も
に
三
派
合
同
を
進
め
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
同
年
九
月
一
日
、
関
東
大
震
災
が
起
こ
り
、
新
聞
社
は
ほ
と

ん
ど
被
災
し
た
。
焼
か
れ
な
か
っ
た
の
は
報
知
、
東
京
日
日
、
都
の
三
社
だ

け
だ
っ
た
、
と
い
う
。
反
対
に
最
も
打
撃
を
受
け
た
の
は
愛
花
が
在
籍
す
る

「
萬
朝
報
」
で
、
致
命
的
な
被
害
を
受
け
た
。
時
事
新
報
、
国
民
、
毎
夕
、

読
売
、
東
京
毎
日
、
や
ま
と
、
中
央
の
各
新
聞
社
も
手
痛
い
打
撃
を
受
け
た
。

　

最
も
早
く
立
ち
直
っ
た
の
は
、
大
阪
に
大
資
本
を
持
つ
東
京
日
日
、
東

京
朝
日
の
両
新
聞
社
で
、
こ
こ
か
ら
部
数
を
急
速
に
伸
ば
し
て
い
っ
た
。

雑
誌
で
は
将
棊
同
盟
社
発
行
の「
将
棊
新
報
」が
廃
刊
に
な
っ
た
。こ
の
年
、

大
崎
七
段
後
援
会
の
大
崎
会
が
「
新
棋
戦
」
を
創
刊
し
た
が
、
第
六
号
で

震
災
に
遭
い
休
刊
し
た
（
大
正
一
五
年
五
月
に
第
二
巻
第
一
号
を
復
刊
）。

８
・
３　
「
東
京
将
棋
聯
盟
」
成
る

　

大
正
一
三
年
（
一
九
二
四
年
）
九
月
八
日
、
三
派
が
合
同
し
て
「
東
京

将
棋
聯
盟
」
を
結
成
し
た
。
現
在
の
日
本
将
棋
連
盟
は
、
こ
の
日
を
創
立

記
念
日
に
定
め
て
い
る
。
關
根
名
人
を
名
誉
会
長
、
土
居
八
段
を
会
長
、

大
崎
、
金
易
二
郎
の
両
七
段
を
副
会
長
に
選
ん
だ
。
同
時
に
太
田
正
孝
、

生
駒
粂
蔵
、
中
島
富
治
、
海
老
塚
薫
、
石
山
賢
吉
、
鰭
崎
英
朋
の
諸
氏
が

名
誉
顧
問
に
な
っ
た
。

　

参
加
棋
士
は
、
關
根
、
土
居
、
大
崎
、
金
の
ほ
か
溝
呂
木
光
治
七
段
、

花
田
長
太
郎
七
段
、
岡
村
豊
太
郎
六
段
、
宮
松
関
三
郎
六
段
、
石
井
秀
吉
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六
段
、
木
村
義
雄
六
段
、
寺
田
梅
吉
五
段
、
飯
塚
勘
一
郎
五
段
、
小
泉
兼

吉
五
段
、
金
子
金
五
郎
五
段
、
平
野
信
助
五
段
、
山
北
孫
三
郎
五
段
、
根

岸
勇
四
段
、渡
辺
東
一
四
段
、萩
原
淳
四
段
、鈴
木
禎
一
四
段
の
合
計
二
〇
人
。

　

ま
た
同
日
、大
崎
、金
の
八
段
昇
段
が
発
表
さ
れ
た
。
こ
の
年
、「
大
崎
会
」

の
後
援
会
長
・
石
山
賢
吉
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
社
長
ら
が
両
者
の
八
段
昇
段

を
関
係
者
に
根
回
し
し
て
い
た
。
土
居
八
段
は
反
対
し
た
が
、
太
田
副
社

長
の
説
得
に
条
件
付
き
で
同
意
し
た
。
そ
の
条
件
は
、
名
目
は
八
段
で
も

七
段
格
の
手
合（
半
香
）で
対
局
す
る
と
い
う「
指
込
手
合
」の
実
施
だ
っ
た
。

　

大
崎
、
金
に
続
き
同
年
九
月
（
一
〇
月
説
も
あ
り
）、
大
阪
の
木
見
金

治
郎
七
段
が
、
翌
一
四
年
二
月
に
は
花
田
七
段
が
八
段
に
昇
段
し
た
。

９　

阪
田
の
名
人
僭
称
問
題

　

大
正
一
四
年（
一
九
二
五
年
）三
月
一
二
日
付「
大
阪
朝
日
新
聞
」は「
坂

田
八
段
を
い
よ
い
よ
名
人
に
推
薦　

京
阪
神
の
多
數
有
志
か
ら
」と
題
し
、

後
援
者
に
推
さ
れ
た
阪
田
三
吉
八
段
が
名
人
を
名
乗
る
ま
で
の
経
緯
を
大

き
く
報
道
し
た
。

９
・
１　

阪
田
八
段
が
名
人
を
と
な
え
た
理
由

　

東
京
将
棋
連
盟
の
結
成
か
ら
約
半
年
の
間
に
四
人
が
八
段
に
昇
段
し
た
。

そ
れ
ま
で
将
棋
界
で
実
質
的
に
活
躍
し
て
い
た
八
段
は
、
阪
田
と
土
居
市

太
郎
の
二
人
だ
っ
た
。
阪
田
の
後
援
者
は
、
こ
の
ま
ま
い
け
ば
関
根
金
次
郎

十
三
世
名
人
の
後
継
者
は
当
然
先
輩
の
阪
田
と
考
え
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、わ
ず
か
半
年
の
間
に
八
段
が
四
人
増
え
る
と
い
う
「
八
段
乱
造
」

に
と
う
と
う
我
慢
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
が
最
大
の
理
由
だ
っ
た
。

９
・
２　
「
大
阪
朝
日
新
聞
」
の
名
人
宣
言
記
事

　

阪
田
の
真
情
と
し
て
は
「
寧
ろ
無
段
を
標
榜
し
て
『
何
等
の
拘
束
な
く

自
由
に
手
合
せ
し
て
生
涯
を
将
棋
道
に
捧
げ
た
い
』
と
の
信
念
」（
大
正

一
四
年
三
月
一
二
日
付
〈
原
文
の
マ
マ
〉
以
下
同
様
）
を
抱
い
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
阪
田
は
恩
人
と
も
言
う
べ
き
後
援
者
か
ら
の
強
い
要
請
を
断

り
き
れ
な
か
っ
た
の
だ
。「
日
本
麦
酒
の
高
橋
龍
太
郎
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の

佐
田
富
三
郎
、
大
阪
倶
樂
部
の
平
田
讓
衛
、
觀
音
林
倶
樂
部
の
那
須
善
治
、

清
交
社
同
人
、
銀
行
倶
樂
部
の
坂
野
兼
道
、
王
子
製
紙
の
堀
越
重
助
の
諸

氏
は
そ
の
部
の
代
表
の
意
味
を
以
て
ま
た
個
人
と
し
て
は
特
許
辨
理
士
の

江
田
邦
太
、（
中
略
）
京
都
の
有
力
者
等
の
紳
士
一
齊
に
起
つ
て
坂
田
氏

名
人
推
薦
を
發
議
し
た
る
と
こ
ろ
斯
界
の
愛
護
者
素
人
棋
客
の
高
段
者
で

あ
る
伯
爵
柳
澤
保
惠
氏
は
『
当
方
よ
り
御
相
談
願
は
ん
と
豫
て
よ
り
心
掛

け
居
り
候
こ
と
ゝ
て
全
然
同
感
大
賛
成
に
有
之
候
、
現
時
玄
人
筋
の
人
物

無
暗
に
昇
段
の
事
実
を
見
心
密
か
に
嘆
息
致
し
坂
田
氏
に
何
と
な
く
気
の

毒
に
存
居
候
際
と
て
何
卒
至
急
名
人
に
昇
格
の
議
希
望
の
至
り
に
不
堪
候

云
々
』
と
即
座
に
共
鳴
し
來
り
、更
に
伯
の
棋
友
福
島
行
信
、久
米
民
之
助
、
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服
部
金
太
郎
、
大
橋
新
太
郎
氏
等
東
京
紳
士
棋
客
の
団
体
で
あ
る
日
本
倶

樂
部
よ
り
も
聲
援
し
こ
ゝ
に
賛
成
者
と
い
ふ
よ
り
首
唱
者
と
見
る
べ
き
士

八
十
餘
名
に
及
ん
だ
、
固
く
辭
し
て
う
け
な
か
つ
た
坂
田
氏
も
感
激
し
遂

に
名
人
樹
立
を
快
受
す
る
こ
と
ゝ
な
つ
た
」
と
い
う
経
緯
だ
っ
た
。

９
・
３　

東
京
将
棋
連
盟
の
決
議

　
「
阪
田
名
人
」
誕
生
に
驚
い
た
東
京
将
棋
連
盟
は
、
翌
一
三
日
に
緊
急

評
議
委
員
会
を
開
き
、
関
根
名
人
在
世
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
名
人
を
名

乗
っ
た
阪
田
と
そ
の
後
援
会
の
行
動
に
対
し
、次
の
反
対
決
議
を
行
っ
た
。

《
決
議

一
、	

東
京
将
棋
聯
盟
は
八
段
阪
田
三
吉
氏
の
名
人
昇
格
を
認
め
ず

二
、	

阪
田
氏
が
実
力
を
以
て
名
人
の
段
位
を
か
ち
得
ん
と
し
て
東
京
将
棋

聯
盟
に
挑
戦
す
る
場
合
将
棋
聯
盟
は
代
表
選
手
を
選
抜
し
て
こ
れ
に
開
戦

す
る
こ
と
を
辞
せ
ず

　

右
決
議
す

　

大
正
十
四
年
三
月
十
三
日

東
京
将
棋
聯
盟

元
来
名
人
は
一
時
代
に
一
人
に
限
る
の
は
、
數
年
来
将
棋
界
の
傳
統
的
不

文
律
で
、
現
に
名
人
關
根
金
次
郎
の
厳
存
す
る
今
日
、
更
に
他
に
名
人
を　

樹
立
す
る
こ
と
は
、
将
棋
界
の
慣
習
を
無
視
し
た
暴
挙
で
素
人
の
推
薦
の

み
で
解
決
せ
ん
と
す
る
は
将
来
に
悪
弊
を
残
す
も
の
で
あ
る
（（
原
文
の

マ
マ
、
以
下
略
）》

大
正
一
四
年
三
月
一
四
日
付
「
報
知
新
聞
」　

10
“
将
棋
の
読
売
”	

大
躍
進
！

10
・
１　

八
段
同
士
の
大
型
棋
戦
開
始

　

大
正
時
代
の
末
期
、
棋
士
と
し
て
実
際
に
活
躍
し
て
い
た
八
段
は
、
土

居
市
太
郎
、
大
崎
熊
雄
、
金
易
二
郎
、
木
見
金
治
郎
、
花
田
長
太
郎
、
木

村
義
雄
（
大
正
一
五
年
〈
一
九
二
六
年
〉
四
月
一
三
日
に
八
段
免
状
授
与
）

の
六
人
だ
っ
た
。
関
根
金
次
郎
名
人
は
新
聞
棋
戦
の
優
勝
者
と
の
模
範
試

八
段
同
士
の
大
型
棋
戦
「
東
西
将
棋
八
段
優
勝
手
合
棋
譜
」
の
第
一
局

開
始
を
伝
え
る
「
読
売
新
聞
」
観
戦
記
。
昭
和
二
年
一
月
一
八
日
付 
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合
を
行
う
こ
と
が
多
か
っ
た
。“
八
段
乱
造
”
を
非
難
し
て
名
人
を
僭
称
し

た
阪
田
三
吉
は
、
東
京
将
棋
連
盟
と
絶
縁
状
態
に
陥
り
、
孤
立
し
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
八
段
が
増
え
た
こ
と
に
よ
り
八
段
同
士
で
戦
う
大
型
棋
戦

が
続
々
と
誕
生
す
る
。
そ
の
結
果
、
将
棋
界
は
飛
躍
的
に
発
展
す
る
。

　

ま
ず
動
き
始
め
た
の
が
月
刊
誌
「
講
談
倶
楽
部
」（
大
日
本
雄
辯
會
講

談
社
＝
現
・
講
談
社
）
で
、
全
八
段
出
場
の
「
平
手
對
局
八
段
總
出
勝
繼

大
棋
戦
」
を
企
画
し
、
昭
和
二
年
三
月
号
か
ら
連
載
し
た
。

　

新
聞
社
で
は
、
読
売
新
聞
が
最
も
早
く
大
々
的
に
取
り
上
げ
た
。
昭
和

二
年
一
月
一
八
日
付
か
ら
始
ま
っ
た
「
東
西
將
棋
八
段
優
勝
手
合
棋
譜
」

（
全
八
段
出
場
・
花
田
八
段
優
勝
）
で
は
、
従
来
の
一
段
扱
い
か
ら
四
段

扱
い
の
ス
ペ
ー
ス
に
し
、対
局
料
も
八
段
一
人
一
局
七
五
円
を
支
払
っ
た
。

そ
れ
ま
で
は
八
段
だ
と
一
人
一
局
一
〇
円
前
後
だ
っ
た
の
で
、
大
幅
な
増

額
に
な
っ
た
。

　

以
後
、報
知
新
聞
に
よ
る
全
八
段
出
場
「
報
知
将
棋
大
リ
ー
グ
戦
」（
同

二
年
一
月
二
二
日
付
～
）、
東
京
朝
日
新
聞
に
よ
る
名
人
八
段
出
場
の
対

抗
戦
「
本
社
将
棋
新
争
覇
戦
」（
同
二
年
二
月
二
日
付
～
）、
国
民
新
聞
に

よ
る
全
八
段
出
場「
名
家
敗
退
国
民
新
棋
戦
」（
同
四
年
三
月
三
一
日
付
～
）

な
ど
、
各
新
聞
で
大
型
棋
戦
が
続
々
と
開
始
さ
れ
た
。

10
・
２　
「
読
売
新
聞
」
の
成
り
立
ち
と
発
展

　
「
読
売
新
聞
」
は
明
治
七
年
（
一
八
七
四
年
）
一
一
月
二
日
に
創
刊
さ

れ
た
。
尾
崎
紅
葉
の
「
金
色
夜
叉
」
や
高
山
樗
牛
の
「
瀧
口
入
道
」
な
ど

を
連
載
し
て
“
文
芸
新
聞
”
と
い
わ
れ
て
い
た
。

　

大
正
一
三
年
（
一
九
二
四
年
）
二
月
二
五
日
に
第
七
代
社
長
に
就
任

し
た
正
力
松
太
郎
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
新
企
画
を
立
て
て
実
行
し
て
い
っ

た
。
例
え
ば
、
ラ
ジ
オ
版
の
創
設
（
同
一
四
年
一
一
月
一
五
日
付
）、
対

立
し
て
い
た
本
因
坊
秀
哉
と
棋
正
社
の
雁
金
準
一
七
段
と
の
囲
碁
対
局
を

実
現
（
同
一
五
年
九
月
二
七
日
付
か
ら
連
載
）、
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
も

全
米
選
抜
プ
ロ
野
球
団
の
招
聘
（
昭
和
六
年
＝
一
九
三
一
年
＝
一
〇
月
）、

再
度
の
招
聘
（
同
九
年
一
一
月
）、
東
京
巨
人
軍
の
創
設
（
同
九
年
一
二

月
）
な
ど
、
数
多
く
の
話
題
を
提
供
し
た
。
正
力
社
長
の
就
任
前
は
約

五
万
五
千
部
だ
っ
た
発
行
部
数
は
、
昭
和
一
三
年
に
は
百
万
部
を
超
え
る

大
躍
進
を
遂
げ
た
。

10
・
３　

菅す
が

谷や

北ほ
く

斗と

星せ
い

の
登
場

　
“
観
戦
記
文
学
の
草
分
け
”
と
し
て
知
ら
れ
る
菅
谷
北
斗
星
は
、
明
治

二
八
年
（
一
八
九
五
年
）
一
一
月
二
七
日
、
栃
木
県
生
ま
れ
。
本
名
・
要
。

昭
和
三
七
年
一
月
二
一
日
、
六
六
歳
で
亡
く
な
る
。
大
崎
熊
雄
八
段
（
贈

九
段
）
の
助
手
と
し
て
観
戦
記
を
執
筆
、
そ
の
後
、
読
売
新
聞
社
に
入
社

し
、
昭
和
二
年
四
月
二
四
日
付
か
ら
観
戦
記
を
執
筆
、
一
人
で
書
き
続
け

る
。
次
々
に
新
企
画
を
立
て
て
、
昭
和
一
〇
年
に
名
人
戦
が
始
ま
る
ま
で

は“
将
棋
の
読
売
”と
う
た
わ
れ
た
。
戦
後
は
タ
イ
ト
ル
戦「
九
段
戦
」「
十
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段
戦
」
の
創
設
に
力
を
尽
く
し
た
。

10
・
４　

読
売
新
聞
社
主
催
に
よ
る
戦
前
の
主
な
棋
戦

「
名
人
八
段
五
人
抜
大
棋
戦
」

「
日
本
選
手
権
爭
奪
大
棋
戦
」　
※
木
村
八
段
優
勝

「
木
村
金
子
十
番
将
棋
」　
※
木
村
八
段
の
四
連
勝
で
打
ち
切
り

「
名
人
八
七
段
勝
抜
戦
」

「
坂
田
木
村
大
棋
戦
」（
南
禅
寺
の
決
戦
）　
※
木
村
八
段
の
勝
ち

「
坂
田
花
田
大
棋
戦
」（
天
龍
寺
の
決
戦
）　
※
花
田
八
段
の
勝
ち

11　

実
力
名
人
戦
の
発
案
と
開
始

11
・
１　

関
根
名
人
の
大
英
断

　

昭
和
一
〇
年
（
一
九
三
五
年
）、
徳
川
時
代
か
ら
三
百
年
以
上
続
い
た

終
生
名
人
制
は
、
関
根
金
次
郎
名
人
の
大
英
断
で
実
力
に
よ
る
短
期
名
人

制
へ
と
大
き
く
変
貌
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
る
。そ
の
声
明
書
は
次
の
通
り
。

《
聲
明
書

　

本
會
は
時
相
の
推
移
と
棋
界
の
現
状
に
鑑
み
昭
和
十
二
年
度
を
期
し
て

三
百
年
傳
統
の
一
世
名
人
の
制
を
廢
し
こ
れ
に
代
ゆ
る
に
短
期
交
代
の
名

人
制
を
も
つ
て
し
名
人
の
選
定
は
專
ら
實
際
對
局
の
成
績
に
よ
る
こ
と
ゝ

し
近
く
こ
の
對
局
を
開
始
す
る
こ
と
に
決
せ
り

　

昭
和
十
年
三
月
廿
六
日

　
　

日
本
将
棋
聯
盟
會
々
長　

金	

易
二
郎

　

関
根
名
人
談　

私
は
棋
界
の
現
状
を
考
慮
し
、
か
ね
が
ね
後
進
に
道
を

譲
り
た
い
と
考
え
て
ゐ
た
が
、
聯
盟
で
は
私
の
意
の
あ
る
と
こ
ろ
を
諒
察

さ
れ
、
昭
和
十
二
年
七
十
歳
を
も
つ
て
名
人
位
を
退
く
こ
と
に
し
て
く
れ

ま
し
た
、
ま
た
同
時
に
舊
制
を
廢
し
時
代
に
適
應
せ
る
新
制
度
を
講
じ
棋

界
百
年
の
計
を
立
て
て
く
れ
た
、
私
は
こ
の
制
度
の
改
革
に
寄
與
し
て
年

來
の
念
願
た
る
棋
道
の
隆
盛
に
寸
功
を
致
し
得
た
る
こ
と
を
哀
心
か
ら
よ

ろ
こ
ん
で
ゐ
る
（
原
文
の
マ
マ
）	

》

昭
和
一
〇
年
三
月
二
七
日
付
「
東
京
日
日
新
聞
」

11
・
２　

立
案
者
の
中な
か
じ
ま島
富と
み

治じ

　

実
力
名
人
戦
の
実
質
的
な
立
案
者
は
、
日
本
将
棋
連
盟
顧
問
を
務
め
て

い
た
中
島
富
治
（
号
・
融
雪
。
昭
和
三
一
年
一
月
二
三
日
に
七
〇
歳
で
逝

去
）
だ
っ
た
。
中
島
は
退
役
海
軍
主
計
官
で
、
高
島
屋
飯
田
貿
易
の
顧
問

を
し
て
い
た
。
初
め
は
土
居
市
太
郎
八
段
の
後
援
者
だ
っ
た
が
、
次
第
に

将
棋
界
全
般
に
か
か
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

で
は
、
中
島
は
ど
の
よ
う
に
考
え
、
根
回
し
を
し
、
実
力
名
人
戦
を
実

行
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
中
島
が
「
週
刊
朝
日
」
の
昭
和
二
五
年
三



76将棋と文学スタディーズ

月
五
日
号
か
ら
五
月
二
八
日
号
ま
で
一
一
回
に
わ
た
り
連
載
し
た
“
将
棋

隋
筆
盤
側
三
十
年
”
の
中
か
ら
、
そ
の
個
所
を
引
用
す
る
。

《
私
が
二
度
目
に
棋
界
の
世
話
役
を
引
き
受
け
た
の
は
昭
和
三
、四
年
頃
で

あ
つ
た
。
そ
の
頃
将
棋
は
だ
い
ぶ
盛
ん
に
な
つ
て
は
い
た
が
、
そ
れ
も
き

わ
め
て
低
調
な
も
の
で
あ
つ
た
。
因
襲
久
し
き
封
建
制
は
容
易
に
改
ま
ら

ず
、
積
る
情
弊
が
少
な
か
ら
ず
棋
界
の
隆
昌
を
妨
げ
て
い
た
。（
略
）

　

い
ろ
い
ろ
と
考
え
た
あ
げ
く
、
到
達
し
た
結
論
は
、
名
人
制
度
の
変
革

と
名
人
戦
の
決
行
で
あ
つ
た
。
三
百
年
の
伝
統
を
持
つ
一
代
名
人
の
制
度

を
廃
し
て
、
実
力
に
よ
り
名
人
を
選
出
す
る
こ
と
で
あ
つ
た
。
純
然
た
る

選
手
権
制
度
で
あ
る
。（
略
）

　

だ
ん
だ
ん
に
機
は
熟
し
て
来
た
。
折
よ
く
甚
だ
好
都
合
な
情
勢
に
も
恵

ま
れ
て
、
十
分
な
自
信
を
持
ち
得
る
に
至
つ
た
の
で
、
意
を
決
し
て
麹
町

三
年
町
に
関
根
名
人
を
訪
ね
た
。
昭
和
十
年
一
月
十
四
日
、
風
の
強
い
、

寒
い
日
で
あ
つ
た
。　

　

関
根
名
人
夫
妻
は
珍
客
入
来
と
ば
か
り
心
を
こ
め
て
歓
待
し
て
く
れ

た
。
早
速
草
案
を
取
り
出
し
て
要
談
に
入
つ
た
。
棋
界
の
現
状
か
ら
将
来

に
わ
た
つ
て
子
細
に
検
討
し
、
改
革
の
や
む
を
得
ざ
る
こ
と
、
改
革
の
も

た
ら
す
効
果
の
見
通
し
な
ど
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
た
。
名
人
は
ほ
と
ん

ど
口
を
き
か
ず
、
時
々
眼
を
つ
ぶ
つ
て
考
え
て
い
た
が
、
や
が
て
口
を
開

い
て
い
と
も
静
か
に
「
結
構
で
す
、ど
う
ぞ
お
や
り
下
さ
い
」
と
い
つ
て
、

く
り
か
え
し
私
の
苦
心
に
対
し
て
謝
意
を
表
す
る
の
で
あ
つ
た
。（
略
）

　

越
え
て
三
月
十
八
日
、
全
八
段
を
拙
宅
に
招
集
し
た
。
木
見
は
大
阪
か

ら
何
ご
と
も
ご
一
任
す
る
と
申
入
れ
て
来
た
。
こ
の
日
一
新
聞
（
注
：
東

京
日
日
新
聞
）
が
「
関
根
名
人
退
位
か
」
の
大
見
出
し
で
、
三
段
抜
き
の

ト
ッ
プ
ニ
ュ
ー
ス
と
し
て
こ
の
会
同
（
注
：
会
合
の
こ
と
）
を
大
き
く
取

扱
つ
た
の
で
、
早
朝
か
ら
新
聞
社
、
通
信
社
そ
の
他
の
多
数
の
人
々
の
来

訪
を
受
け
た
。
電
話
の
ベ
ル
は
鳴
り
つ
づ
け
た
。
門
前
に
は
数
台
の
自
動

車
が
と
ま
つ
て
、
何
ご
と
か
と
近
所
の
ひ
と
び
と
を
驚
か
し
た
。

　

や
が
て
全
員
参
集
。
土
居
、
金
、
大
崎
、
花
田
、
木
村
、
金
子
の
六
人

で
あ
つ
た
。
会
議
は
階
上
の
一
室
で
開
か
れ
た
。
彼
等
は
け
さ
の
新
聞
で

大
体
推
察
し
て
い
た
が
、草
案
を
見
て
さ
す
が
に
驚
い
た
よ
う
で
あ
つ
た
。

二
時
間
に
わ
た
る
質
問
応
答
の
の
ち
全
員
喜
ん
で
賛
成
、
小
修
正
を
加
え

た
だ
け
で
こ
れ
を
可
決
し
た
。
た
だ
こ
の
企
画
が
一
年
七
八
万
円
を
要
す

る
点
に
お
い
て
実
現
を
あ
や
ぶ
む
気
配
が
濃
厚
で
あ
つ
た
。
今
の
カ
ネ
に

す
れ
ば
千
万
円
に
も
当
る
わ
け
で
、
あ
や
ぶ
む
の
が
当
然
で
あ
つ
た
。
こ

の
会
談
は
全
員
棋
界
の
前
途
を
思
う
熱
意
に
燃
え
、
極
め
て
真
剣
な
、
し

か
も
和
気
あ
い
あ
い
た
る
ふ
ん
い
き
の
う
ち
に
行
わ
れ
た
。

　

つ
づ
い
て
廿
五
日
山
王
境
内
の
茶
屋
に
臨
時
総
会
を
開
い
て
付
議
し
た

が
、
七
段
以
下
に
異
論
が
あ
っ
て
紛
糾
五
時
間
に
わ
た
つ
た
。
名
人
戦
に

反
対
す
る
の
で
は
な
く
、
八
段
の
み
が
余
り
に
恵
ま
れ
る
と
い
う
の
で
あ

つ
た
。
結
局
、
一
年
後
に
期
待
せ
よ
と
な
だ
め
て
同
意
さ
せ
た
。

　

こ
れ
で
こ
の
改
革
は
成
立
し
た
の
で
あ
つ
た
。
成
立
は
し
た
が
、
い
よ
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い
よ
名
人
戦
を
は
じ
め
る
ま
で
に
は
い
ろ
い
ろ
厄
介
な
問
題
が
起
つ
て
、

一
そ
う
名
人
戦
を
や
め
て
し
ま
お
う
か
と
癇
癪
を
お
こ
し
た
こ
と
さ
え
あ

つ
た
。（
原
文
の
マ
マ
）》

11
・
３　

阿
部
真
之
助
の
内
幕
記
事

　

名
人
戦
の
主
催
新
聞
は
、
東
京
日
日
新
聞
・
大
阪
毎
日
新
聞
だ
っ
た
。
昭

和
一
八
年
（
一
九
四
三
年
）
一
月
一
日
、
東
京
日
日
新
聞
と
大
阪
毎
日
新
聞
は

新
聞
統
制
に
よ
り
題
字
を
「
毎
日
新
聞
」
に
統
一
し
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

　

中
島
と
と
も
に
名
人
戦
の
成
立
に
か
か
わ
っ
た
の
が
東
京
日
日
新
聞
学

芸
部
長
の
阿
部
真
之

助
（
の
ち
Ｎ
Ｈ
Ｋ
会

長
）
だ
っ
た
。

　
「
サ
ン
デ
ー
毎
日
」

誌
上
に
終
生
名
人
制

へ
の
批
判
記
事
を
執

筆
し
た
阿
部
に
対
し

て
、
か
ね
て
か
ら
同

じ
意
見
を
持
っ
て
い

た
中
島
は
、
同
紙
将

棋
担
当
記
者
の
黒
崎

貞
治
郎
（
注
：「
梅
木

三
郎
」
の
筆
名
で
「
長
崎
物
語
」「
空
の
神
兵
」
な
ど
を
作
詞
）
を
通
じ
て
実
力

名
人
戦
の
創
設
を
持
ち
か
け
た
。

　

当
時
の
内
幕
を
「
近
代
将
棋
」
昭
和
二
五
年
四
月
号
（
創
刊
号
）
に
阿

部
が“
名
人
戦
の
始
ま
っ
た
頃
”と
題
し
て
寄
稿
し
て
い
る
の
で
引
用
す
る
。

《
現
在
で
も
そ
う
だ
と
思
う
が
、
大
き
な
新
聞
社
で
は
、
お
抱
え
相
撲
の

よ
う
に
し
て
、
専
属
の
棋
士
を
抱
え
て
い
た
。
中
島
の
い
う
に
は
、
自
分

の
勢
力
下
に
は
、
花
田
、
塚
田
、
坂
口
、
加
藤
等
々
の
精
鋭
分
子
が
あ
る
。

木
村
は
別
派
だ
が
、
い
よ
い
よ
名
人
戦
が
始
ま
れ
ば
、
次
期
の
名
人
た
る

公
算
は
、
木
村
に
一
番
大
き
い
。
だ
か
ら
木
村
が
こ
れ
に
反
対
す
る
理
由

が
な
い
。
最
も
難
関
だ
と
思
わ
れ
る
の
は
、
土
居
の
一
門
だ
。
土
居
は
棋

界
に
一
時
期
を
劃
し
た
天
才
で
、
も
し
関
根
と
い
う
も
の
が
な
か
つ
た
ら
、

と
つ
く
に
名
人
を
襲
う
べ
き
人
だ
つ
た
。
不
幸
に
し
て
関
根
に
頭
を
押
え

ら
れ
、
そ
の
間
に
最
盛
期
を
す
ご
し
て
し
ま
つ
た
。
今
に
し
て
実
力
を
も

つ
て
名
人
位
を
争
う
如
き
は
、
彼
の
最
も
不
快
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
土
居
が
、
毎
日
新
聞
に
専
属
し
て
い
る
こ
と
は
、
僥
倖
で
あ
る
。

毎
日
の
発
企
と
し
て
名
人
戦
を
始
め
る
な
ら
、
彼
は
義
理
合
い
上
、
反
対

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
、い
う
の
だ
つ
た
。し
か
し
私
の
懸
念
は
、

関
根
が
果
し
て
、快
く
引
退
を
決
意
す
る
や
否
や
だ
つ
た
。（
原
文
の
マ
マ
）》

　

関
根
名
人
の
胸
中
は
ど
う
だ
っ
た
か
。
作
家
で
、
観
戦
記
者
の
倉
島
竹

二
郎
は
、
そ
の
著
書
『
関
根
金
次
郎
物
語
』
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
当
時

の
関
根
の
言
葉
を
書
き
残
し
て
い
る
。

東
京
日
日
新
聞
社・
大
阪
毎
日
新
聞
社
主
催
「
名
人
決
定
大

棋
戦
」
の
第
一
局
第
一
譜
、 

花
田
長
太
郎
八
段
（
勝
ち
）
対

金
子
金
五
郎
八
段
戦
の
観
戦
記
＝
昭
和
一
〇
年
七
月
七
日
付
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《
先
代
名
人
の
小
野
さ
ん
は
六
十
九
歳
で
名
人
に
な
ら
れ
た
が
、
九
十
一

歳
ま
で
お
ら
れ
た
か
ら
、
わ
し
は
二
十
二
年
間
も
名
人
の
待
ち
ぼ
う
け
を

く
っ
た
。
自
分
の
弟
子
を
ほ
め
る
の
は
ど
う
か
と
思
う
が
、
若
い
な
が
ら

木
村
義
雄
な
ど
は
名
人
の
器う
つ
わの
よ
う
な
気
が
す
る
し
、
他
に
も
優
秀
な
棋

士
が
沢
山
い
る
。
そ
う
し
た
有
望
な
棋
士
た
ち
に
わ
し
が
な
め
た
と
同
じ

よ
う
な
思
い
を
さ
せ
た
く
な
い
。
だ
か
ら
わ
し
は
何
と
か
し
て
後
進
に

自
分
の
地
位
を
譲
る
道
は
な
い
か
と
単
に
考
え
て
い
た
。
そ
れ
が
中
島
富

治
さ
ん
と
の
話
し
合
い
で
一
代
制
の
名
人
の
廃
止
か
ら
実
力
名
人
戦
に
よ

る
名
人
へ
と
具
体
化
し
た
の
だ
が
、
最
初
わ
し
は
九
段
制
を
考
え
て
そ
れ

を
主
張
し
た
こ
と
が
あ
る
。
諸
君
も
御
承
知
の
よ
う
に
こ
れ
ま
で
八
段
以

上
は
な
く
九
段
は
名
人
と
同
じ
だ
が
八
段
の
も
う
一
段
上
の
九
段
を
つ
く

り
、そ
の
九
段
の
中
か
ら
成
績
抜
群
の
者
に
名
人
を
譲
ろ
う
か
と
思
っ
た
。

し
か
し
、
九
段
を
つ
く
る
と
い
う
だ
け
で
は
新
聞
社
に
と
っ
て
も
う
一
つ

魅
力
が
な
い
。
ど
う
し
て
も
名
人
戦
と
い
う
こ
と
に
せ
ぬ
と
パ
ッ
と
派
手

に
は
ゆ
か
ぬ
。
新
聞
社
と
し
て
は
そ
の
こ
と
で
沢
山
の
金
を
出
す
の
だ
か

ら
、
読
者
に
受
け
る
よ
う
に
ウ
ン
と
派
手
に
し
た
い
の
は
当
然
で
、
そ
れ

や
こ
れ
や
で
実
力
名
人
戦
と
い
う
制
度
に
な
っ
た
の
で
あ
る
》

　

実
力
名
人
戦
が
開
始
さ
れ
て
約
八
十
年
た
ち
、
現
在
の
将
棋
界
の
隆
盛

は
、
こ
の
関
根
名
人
の
大
英
断
に
よ
る
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

特
別
リ
ー
グ
戦
の
対
局
料
は
八
段
一
局
一
人
三
百
円
（
も
り
、
か
け
そ

ば
が
一
〇
～
一
五
銭
、
公
務
員
の
初
任
給
が
約
七
十
五
円
の
時
代
）
と
高

額
（
七
段
：
百
二
十
円
、
六
段
：
百
円
、
五
段
：
八
十
円
）
で
、
そ
れ
に

準
じ
て
ほ
か
の
新
聞
棋
戦
の
対
局
料
も
上
昇
し
、
八
段
に
と
っ
て
以
後
数

年
間
は
、
経
済
的
に
は
最
も
潤
っ
た
時
代
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

実
力
名
人
戦
が
開
始
さ
れ
た
昭
和
一
〇
年
の
一
一
月
、
関
西
の
神
田
辰

之
助
七
段
の
八
段
昇
進
を
巡
っ
て
日
本
将
棋
連
盟
は
分
裂
す
る
が
、
約
半

年
後
に
統
一
さ
れ
る
。

12　

南
禅
寺
の
決
戦
～
阪
田
三
吉
対
木
村
義
雄
戦
～　

　

昭
和
一
一
年
（
一
九
三
六
年
）
六
月
に
棋
士
団
体
の
「
将
棋
大
成
会
」

が
結
成
さ
れ
、
東
西
の
将
棋
界
は
統
一
し
た
が
、
関
根
金
次
郎
十
三
世
名

人
の
在
位
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
名
人
」
を
自
称
し
て
将
棋
界
で
た
だ
一

人
孤
立
し
て
い
た
の
が
“
関
西

の
棋
聖
”
阪
田
三
吉
だ
っ
た
。

　

読
売
新
聞
社
の
十
年
来
の
懇

請
に
応
え
て
阪
田
は
、
指
し
盛

り
の
八
段
二
人
、
木
村
義
雄
、

花
田
長
太
郎
と
対
局
す
る
こ
と

を
決
意
す
る
。
ま
ず
、
木
村
と

の
対
局
は
昭
和
一
二
年
二
月
五

日
か
ら
一
一
日
ま
で
の
一
週

阪
田
出
馬
を
伝
え
る
読
売
新
聞
の
記
事

＝
昭
和
一
一
年
一
二
月
二
四
日
付
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間
、
持
ち
時
間
各
三
〇
時
間
と
い
う
異
例
の
条
件
で
、
京
都
市
洛
東
「
南

禅
寺
」
で
行
わ
れ
た
。
後
手
番
阪
田
の
第
一
手
△
９
四
歩
に
阪
田
フ
ァ
ン

は
喝
采
し
た
が
、
軍
配
は
木
村
に
上
が
る
。
の
ち
に
“
南
禅
寺
の
決
戦
”

と
う
た
わ
れ
る
大
勝
負
だ
っ
た
。
読
売
新
聞
紙
上
に
は
「
坂
田
木
村
大
棋

戦
」
と
銘
打
っ
て
二
月
六
日
付
か
ら
三
月
一
〇
日
付
ま
で
連
載
さ
れ
た
。

続
く
対
花
田
八
段
戦
（
天
龍
寺
の
決
戦
）
に
も
阪
田
は
敗
れ
た
。

12
・
１　

一
〇
年
掛
か
り
で
実
現
に
こ
ぎ
着
け
る

　

阪
田
三
吉
八
段
が
大
阪
で
「
名
人
」
を
自
称
し
て
、
当
時
の
東
京
将

棋
連
盟
と
関
西
の
木
見
金
治
郎
八
段
派
と
絶
縁
し
た
の
が
大
正
一
四
年

（
一
九
二
五
年
）
三
月
の
こ
と
だ
っ
た
。
以
後
、
阪
田
は
大
阪
朝
日
新
聞

社
の
嘱
託
と
し
て
、
主
に
指
導
対
局
な
ど
を
行
っ
て
き
た
。

　

東
京
方
の
棋
士
と
の
対
局
を
ぜ
ひ
実
現
さ
せ
た
い
、
と
阪
田
に
働
き
か

け
る
新
聞
社
は
い
く
つ
か
あ
っ
た
が
、い
ず
れ
も
失
敗
に
終
わ
っ
て
い
た
。

中
で
も
読
売
新
聞
社
は
、
正
力
松
太
郎
社
長
の
意
向
を
受
け
た
担
当
記
者

の
菅
谷
北
斗
星
が
十
年
越
し
で
働
き
か
け
て
い
た
。

　

昭
和
八
年（
一
九
三
三
年
）九
月
五
日
、阪
田
は
明
治
四
二
年（
一
九
〇
九

年
）
か
ら
嘱
託
を
務
め
て
い
た
大
阪
朝
日
新
聞
社
を
退
職
し
た
。
当
時
、

お
よ
そ
も
り
そ
ば
が
一
〇
銭
、
大
卒
初
任
給
七
〇
円
の
時
代
で
、
阪
田

の
月
手
当
は
一
八
五
円
だ
っ
た
。
な
お
解
職
手
当
（
退
職
金
）
は
五
、

〇
〇
〇
円
が
支
払
わ
れ
た
。

　

徳
川
時
代
か
ら
三
百
年
以
上
続
い
た
終
生
名
人
制
（
一
度
名
人
位
に
就

い
た
ら
亡
く
な
る
ま
で
名
人
、と
い
う
制
度
）は
、昭
和
一
〇
年（
一
九
三
五

年
）
に
関
根
十
三
世
名
人
の
大
英
断
で
実
力
に
よ
る
短
期
名
人
制
へ
と
大

き
く
変
貌
を
遂
げ
る
。
こ
の
実
力
名
人
戦
の
開
始
が
阪
田
の
意
欲
を
か
き

立
て
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
そ
の
名
人
位
を
目
指
し
て
激
し
く
争
っ
て
い
た
棋
士
が
木
村

八
段
（
三
一
歳
）
と
花
田
八
段
（
三
九
歳
）
だ
っ
た
。

12
・
２　

菅
谷
北
斗
星
の
回
顧
録
か
ら

　

菅
谷
北
斗
星
が
回
顧
録
（『
将
棋
五
十
年
』
時
事
通
信
社
刊
）
の
中
で

当
時
の
状
況
を
述
べ
て
い
る
。“
阪
田
出
馬
”
が
具
体
的
な
動
き
に
な
っ

て
き
た
の
は
昭
和
一
一
年
の
末
ご
ろ
だ
っ
た
。

《
私
の
所
属
す
る
読
売
新
聞
社
の
主
催
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
、
読

売
の
希
望
と
し
て
名
人
位
を
争
っ
て
ツ
バ
競
り
合
い
を
展
開
し
て
い
る
木

村
、
花
田
の
両
八
段
に
白
羽
の
矢
を
立
て
た
。
坂
田
翁
か
ら
あ
る
程
度
の

内
諾
を
得
た
の
で
、こ
の
実
現
を
将
棋
大
成
会
（
注
：
現
・
日
本
将
棋
連
盟
）

に
申
込
ん
だ
。
も
と
よ
り
、
そ
の
前
に
、
木
村
、
花
田
両
氏
か
ら
、
会
さ

え
承
知
す
れ
ば
の
快
諾
は
得
て
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
大
成
会
と
し
て
は
重
大
問
題
で
、
名
人
位
の
最
有
力
争
覇
者

が
、
会
員
外
の
坂
田
八
段
に
負
け
る
よ
う
な
こ
と
で
も
あ
る
と
、
た
と
え

名
人
戦
で
優
勝
し
た
と
し
て
も
、
名
人
に
推
薦
す
る
上
に
大
き
な
支
障
を
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免
れ
な
い
か
ら
で
、
名
人
戦
を
独
占
契
約
し
て
い
る
毎
日
新
聞
社
（
注
：

当
時
の
題
字
は
東
京
日
日
新
聞
・
大
阪
毎
日
新
聞
）
の
関
係
者
も
加
わ
っ

て
、
種
々
評
議
が
行
わ
れ
た
。》

　

場
合
に
よ
っ
て
は
脱
会
し
て
で
も
阪
田
と
対
局
し
た
い
、
と
い
う
木
村

の
強
い
意
志
を
受
け
て
将
棋
大
成
会
も
了
承
し
、
つ
い
に
実
現
の
運
び
に

な
る
。
関
係
者
で
協
議
し
た
結
果
、対
局
の
条
件
は
次
の
よ
う
に
決
ま
る
。

一
、	

手
合
は
平
手
（
振
り
駒
）。

一
、	

持
時
間
は
各
三
〇
時
間
。

一
、	

対
局
日
数
は
七
日
間
。

一
、	

指
し
掛
け
の
封
じ
手
は
交
互
に
す
る
。

一
、	

対
局
中
は
泊
り
込
み
と
し
て
外
出
を
禁
ず
。

一
、	

老
齢
（
満
六
六
歳
＝
数
え
の
六
八
歳
）
の
坂
田
翁
の
た
め
に
付
き

添
い
を
認
め
る
（
令
嬢
玉
江
さ
ん
）。　

※	

対
局
場
は
南
禅
寺
の
中
の
「
南
禅
院
」
奥
の
書
院
。

　

対
局
は
表
向
き
「
振
り
駒
」
と
し
て
い
た
が
、
実
は
阪
田
の
顔
を
立
て

て
木
村
、
花
田
が
先
手
番
と
決
ま
っ
て
い
た
。

　

阪
田
は
大
正
一
一
年
（
一
九
二
二
年
）
四
月
に
花
田
長
太
郎
七
段
と
対

局
（
花
田
勝
ち
）
し
て
以
来
、
な
ん
と
一
五
年
ぶ
り
の
平
手
戦
だ
っ
た
。

12
・
３　

後
手
阪
田
の
第
一
手
は
△
九
四
歩
！

　

南
禅
寺
の
決
戦
は
、阪
田
の
端
歩
突
き
で
も
一
般
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　

先
手
木
村
の
▲
７
六
歩
に
対
し
て
△
９
四
歩
と
端
歩
を
突
い
た
阪
田
の

真
意
は
、
一
五
年
ぶ
り
の
平
手
戦
な
の
で
最
新
の
定
跡
、
研
究
を
避
け
た

と
も
、「
平
手
将
棋
は
攻
め
る
が
不
利
」
と
い
う
原
理
を
実
践
し
た
も
の

だ
と
も
い
わ
れ
た
。

　

木
村
は
、
こ
の
△
９
四
歩
に
つ
い
て
、
の
ち
に
こ
う
語
っ
て
い
る
。

《
坂
田
さ
ん
は
二
手
目
に
△
９
四
歩
と
端
歩
を
突
い
て
き
た
。

　

こ
れ
が
問
題
の
一
手
だ
っ
た
ね
ぇ
。

　

こ
の
手
が
生
き
て
、
こ
っ
ち
を
追
い
込
む
よ
う
に
な
る
と
は
考
え
な

か
っ
た
ね
。
結
局
、
こ
の
手
で
駒
組
み
が
遅
れ
て
、
あ
の
将
棋
は
駄
目
に

な
っ
た
ん
だ
か
ら
。
あ
の
手
で
随
分
、
気
が
楽
に
な
っ
た
ね
。》

「
週
刊
将
棋
」“
連
載
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
木
村
十
四
世
名
人
に
聞
く
③
”

　
　
　
昭
和
五
九
年
八
月
二
九
日
号

　

阪
田
は
こ
の
端
歩
突
き
に
つ
い
て
、
ど
う
語
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

か
つ
て
筆
者
は
、
阪
田
の
直
弟
子
・
星
田
啓
三
八
段
（
故
人
）
に
こ
の

点
を
取
材
し
た
。
星
田
青
年
が
端
歩
突
き
の
真
意
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
阪

田
は
「
時
が
た
て
ば
分
か
る
」
と
答
え
る
だ
け
だ
っ
た
、
と
い
う
。

12
・
４　

対
局
料
は
二
局
で
一
万
五
千
円
！

　

こ
の
時
の
対
局
料
は
、の
ち
に
木
村
が
二
千
五
百
円
と
明
か
し
て
い
る（「
将

棋
世
界
」
昭
和
四
八
年
八
月
号
掲
載
の
木
村
石
垣
対
談
「
真
剣
勝
負
五
十

年
」）。
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阪
田
の
対
局
料
に
つ
い
て
は
、
本
間
爽
悦
七
段
（
の
ち
八
段
）
が
直
接
北

斗
星
に
聞
い
た
、
と
し
て
二
局
で
一
万
五
千
円
だ
っ
た
、
と
公
表
し
て
い
る

（「
将
棋
世
界
」
昭
和
三
八
年
七
月
号
掲
載
「
真
説
“
王
将
”（
下
）」）。

《
翁
を
愛
す
る
菊
池
寛
氏
及
び
読
売
の
名
観
戦
記
者
と
し
て
知
ら
れ
る
菅
谷

北
斗
星
氏
（
故
人
）
の
奔
走
で
、
二
局
、
一
万
五
千
円
也
で
ま
と
ま
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
金
額
は
星
田
六
段
の
記
憶
（
二
局
、
一
万
円
）
と
多
少

違
う
が
私
は
、菅
谷
氏
か
ら
直
接
き
い
た
の
だ
か
ら
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。》

12
・
５　

北
斗
星
の
観
戦
記

　

北
斗
星
は
こ
の
観
戦
記
を
次
の
よ
う
に
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

《
坂
田
氏
は
一
々
『
有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
、
有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
』
と
お

辞
儀
を
し
て
歩
い
た
。
そ
れ
か
ら
ま
た
私
達
は
南
禅
院
に
引
き
あ
げ
て
、

迎
え
の
車
に
乗
る
の
を
待
っ
た
。

　

南
禅
院
は
石
段
の
上
に
あ
る
。
小
雨
に
煙
る
杉
木
立
か
ら
は
、
し
ず
く

が
ぽ
た
り
ぽ
た
り
と
肩
の
上
に
落
ち
た
。
坂
田
氏
は
七
日
間
の
疲
労
が
一

時
に
出
た
か
、
足
も
と
が
心
も
と
な
い
の
で
、
令
嬢
の
玉
江
さ
ん
が
抱
え

る
様
に
し
て
昇
っ
て
い
っ
た
。

　

私
は
後
か
ら
傘
を
さ
し
か
け
て
…
…
見
る
と
も
な
し
見
る
坂
田
氏
の
頸

筋
が
、
心
な
し
か
げ
っ
そ
り
肉
が
落
ち
、
や
つ
れ
た
の
を
感
じ
た
。
私
は

何
と
い
う
こ
と
な
し
に
目
頭
の
熱
く
な
る
の
を
ど
う
と
も
す
る
こ
と
が
出

来
な
か
っ
た
。

　

急
に
坂
田
氏
が
振
り
返
っ
た
。『
お
お
き
に
ご
苦
労
様
で
ご
ざ
い
ま
し
た
』

と
礼
を
言
わ
れ
た
。
私
は
傘
か
ら
顔
を
出
し
て
、『
し
ず
く
が
ひ
ど
い
で
す

ネ
』
と
答
え
た
。
ほ
ん
と
う
に
杉
の
し
ず
く
が
私
の
頰
を
濡
ら
し
た
。》

日
本
将
棋
連
盟
刊
『
菅
谷
北
斗
星
選
集 

観
戦
記
篇
』

１	

新
聞
に
初
め
て
掲
載
さ
れ
た
詰
将
棋
の
解
答

	

▲
７
四
馬　

△
９
四
玉　

▲
９
五
歩　

△
同　

玉　

▲
８
六
角　

△
同　

玉

	

▲
７
五
銀　

△
７
六
玉　

▲
８
五
馬　

△
同　

玉　

▲
８
六
金　

△
９
四
玉

	

▲
９
五
香
ま
で
、
一
三
手
詰
め
。

２	

「
竹
内
翁
」と
は
、山
形
県
酒
田
在
住
の
素
封
家
で
あ
る
竹
内
丑
松（
号
・
淇
洲
）

八
段
の
こ
と
。

【
補
遺
】
木
村
、
初
の
実
力
制
名
人
に

　

二
年
半
に
わ
た
る
実
力
名
人
戦
の
優
勝
争
い
は
、
木
村
義
雄
八
段
と
花

南
禅
寺
の
決
戦
を
伝
え
る
観
戦
記
の

最
終
譜
（
第
三
一
譜
）
＝
「
読
売
新

聞
」
昭
和
一
二
年
三
月
八
日
付
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田
長
太
郎
八
段
に
絞
ら
れ
る
。
両
八
段
に
よ
る
名
人
位
を
決
定
し
た
大
一

番
は
、
一
九
三
七
年
（
昭
和
一
二
年
）
一
二
月
五
、六
日
、
神
奈
川
県
湯

河
原
「
天
野
屋
旅
館
」
で
行
わ
れ
、
木
村
が
勝
ち
、
第
一
期
実
力
名
人
に

輝
い
た
。
こ
の
天
野
屋
で
の
大
一
番
は
、
一
九
三
八
年
（
昭
和
一
三
年
）

一
月
一
日
付
か
ら
一
三
日
付
ま
で
、
作
家
の
佐
々
木
茂
索
が
主
催
紙
の
東

京
日
日
新
聞
・
大
阪
毎
日
新
聞
に
観
戦
記
を
執
筆
し
た
。

①	

文
献
に
よ
り
「
阪
田
」「
坂
田
」
と
名
字
の
表
記
が
混
在
す
る
が
、
日
本
将

棋
連
盟
で
は
「
阪
田
」
で
統
一
し
て
い
る
。

②	

阪
田
は
昭
和
三
〇
年
（
一
九
五
五
年
）
に
名
人
・
王
将
を
追
贈
さ
れ
た
。

③	

文
中
敬
称
略

付　

将
棋
史
研
究
の
人
々

　

今
ま
で
あ
ま
り
表
に
出
て
こ
な
か
っ
た
方
を
含
め
、
将
棋
の
歴
史
を
研

究
し
て
こ
ら
れ
た
方
々
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
く
（
以
下
敬
称
略
）。

山や
ま
も
と本	

亨き
ょ
う

介す
け

（
一
九
二
三
～
一
九
九
五
）

　

大
正
一
二
年
四
月
二
九
日
、
和
歌
山
県
生
ま
れ
。
筆
名
・
天て

ん

狗ぐ

太た

郎ろ
う

。

昭
和
二
一
年
、
大
阪
日
日
新
聞
社
入
社
。
二
六
年
、
サ
ン
ケ
イ
新
聞
東
京

本
社
入
社
、
三
五
年
朝
日
新
聞
東
京
本
社
入
社
、
三
八
年
に
退
社
し
て
文

筆
生
活
に
入
る
。作
家
、将
棋
史
研
究
家
。平
成
七
年
一
一
月
一
〇
日
逝
去
。

著
書
に『
将
棋
文
化
史
』『
将
棋
庶
民
史
』『
名
棋
士
名
勝
負
』『
将
棋
名
言
集
』

『
将
棋
・
戦
国
争
覇
録
』
ほ
か
。

　
越お

ち智	

信の
ぶ
よ
し義

（
一
九
二
〇
～
二
〇
一
四
）

　

大
正
九
年
八
月
六
日
、
東
京
・
築
地
生
ま
れ
。
古
棋
書
収
集
家
。
現
在

保
存
さ
れ
て
い
る
棋
譜
は
、
昭
和
二
九
年
以
降
の
も
の
で
、
越
智
氏
が
初

め
に
保
存
、
整
理
し
た
。
同
四
四
年
に
東
京
・
日
本
橋
「
白
木
屋
」（
現
・

東
急
百
貨
店
）
で
開
催
さ
れ
た
「
将
棋
四
〇
〇
年
展
」
を
企
画
、
実
現
に

尽
力
。
翌
年
か
ら
続
く
将
棋
ま
つ
り
の
先
駆
け
に
な
っ
た
。
将
棋
史
を
語

る
う
え
で
は
必
ず
名
前
が
出
て
く
る
“
将
棋
博
士
”
だ
っ
た
。
第
二
回
大

山
康
晴
賞
受
賞
。
著
書
に
『
将
棋
の
博
物
誌
』、
編
著
に
『
将
棋
随
筆
名

作
集
』『
随
筆
選
集
・
将
棋
の
風
景
』
ほ
か
。
平
成
二
六
年
一
月
一
〇
日

逝
去
。
※
「
将
棋
世
界
」
平
成
二
六
年
七
月
号
に
追
悼
文
あ
り
。

　
加か

藤と
う	

久ひ
さ

弥や

（
一
九
〇
九
～
一
九
九
一
）

　

明
治
四
二
年
一
月
一
五
日
、
福
島
県
生
ま
れ
。
将
棋
史
研
究
家
。
昭
和

八
年
、
読
売
新
聞
福
島
支
社
へ
入
社
。
北
海
道
・
東
北
総
局
長
な
ど
を
歴

任
。
定
年
退
職
後
、
日
本
将
棋
連
盟
嘱
託
と
し
て
将
棋
史
研
究
に
打
ち
込

む
。「
将
棋
世
界
」
に
同
五
五
年
六
月
号
か
ら
五
七
年
五
月
号
ま
で
「
近

代
将
棋
史
年
表
」
を
執
筆
。
豪
華
本
『
写
真
で
つ
づ
る
将
棋
昭
和
史
』
の

巻
末
に
は
、一
八
ペ
ー
ジ
に
及
ぶ
将
棋
史
年
表
を
作
成
し
た
。
そ
の
ほ
か
、
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「
週
刊
将
棋
」
の
「
歴
史
ス
ポ
ッ
ト
」
な
ど
に
健
筆
を
振
る
っ
た
。
平
成

三
年
二
月
二
五
日
逝
去
。

東ひ
が
し

　

公こ
う
へ
い平

（
一
九
三
三
～
）

　

昭
和
八
年
七
月
二
三
日
、
兵
庫
県
神
戸
市
生
ま
れ
。
木
見
金
治
郎
九
段

に
師
事
、
上
京
し
て
梶
一
郎
九
段
門
下
に
。
奨
励
会
は
初
段
ま
で
昇
り
退

会
。
日
本
将
棋
連
盟
職
員
。
筆
名
「
紅
」
で
朝
日
新
聞
観
戦
記
者
に
な
り
、

の
ち
同
社
学
芸
部
嘱
託
。
将
棋
ペ
ン
ク
ラ
ブ
の
元
副
会
長
。
著
書
に
『
阪

田
三
吉
血
戦
譜　

全
三
巻
』『
升
田
幸
三
物
語
』『
升
田
幸
三
熱
戦
集　

上

下
』『
名
人
戦
名
局
集　

思
い
出
の
観
戦
記
』『
名
棋
士
名
局
集　

将
棋
あ

れ
こ
れ
』『
近
代
将
棋
の
あ
け
ぼ
の
』『
升
田
式
石
田
流
の
時
代
』『
名
人

は
幻
を
見
た
』『
ヒ
ガ
シ
コ
ウ
ヘ
イ
の
チ
ェ
ス
入
門
』
ほ
か
。

坂さ
か
も
と本	

一か
ず
ひ
ろ裕

（
一
九
二
六
～
一
九
八
四
）

　

大
正
一
五
年
二
月
一
七
日
、
青
森
県
下
北
郡
（
現
・
む
つ
市
）
生
ま
れ
。

青
森
県
立
五
所
川
原
農
林
高
等
学
校
教
諭
。
将
棋
の
歴
史
、
棋
譜
収
集
に

興
味
を
持
ち
、
雑
誌
「
将
棋
天
国
」
の
編
集
に
携
わ
る
。「
近
代
将
棋
」

誌
に
も
「
阪
田
三
吉
力
戦
譜
」
な
ど
を
連
載
。
著
書
に
『
将
棋
名
匠
物
語
』

が
あ
る
。
昭
和
五
九
年
五
月
二
八
日
逝
去
。

森も
り
や
ま山	

勝か
つ
ひ
こ彦

　
「
神
戸
新
聞
」
を
徹
底
的
に
調
べ
上
げ
、
そ
の
熱
意
は
中
村
浩
著
『
鬼

神
・
阪
田
三
吉
』（
講
談
社
版
）
の
巻
末
資
料
“
阪
田
三
吉
＝
棋
戦
目
録
”

に
結
実
し
た
。

増ま
す
か
わ川	

宏こ
う
い
ち一

（
一
九
三
〇
年
～
）

　

昭
和
五
年
、
長
崎
市
生
ま
れ
。
遊
戯
史
研
究
家
。
遊
戯
史
学
会
会
長
。

平
成
二
二
年
か
ら
日
本
将
棋
連
盟
の
将
棋
歴
史
文
化
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
。
同

二
六
年
、
第
二
一
回
大
山
康
晴
賞
受
賞
。
著
書
に
『
将
棋
』『
将
棋
２
』『
遊

芸
師
の
誕
生	

碁
打
ち
・
将
棋
指
し
の
中
世
史
』『
碁
打
ち
・
将
棋
指
し
の
誕

生
』『
将
棋
の
起
源
』『
碁
打
ち
・
将
棋
指
し
の
江
戸	

「
大
橋
家
文
書
」
が
明

か
す
新
事
実
』『
将
棋
の
駒
は
な
ぜ
四
〇
枚
か
』『
将
棋
の
歴
史
』
ほ
か
多
数
。

主
要
参
考
文
献

山
本
亨
介
『
将
棋
文
化
史
』
昭
和
五
五
年

東	

公
平
『
阪
田
三
吉
血
戦
譜　

（1）　

（2）　

（3）　

』
昭
和
五
三
、五
四
年

山
本
武
雄
『
改
定
新
版　

将
棋
百
年
』
昭
和
五
一
年

加
藤
治
郎
監
修
『
写
真
で
つ
づ
る
将
棋
昭
和
史
』
昭
和
六
二
年

加
藤
治
郎
監
修
『
昭
和
の
将
棋
史　

不
滅
の
名
勝
負
一
〇
〇
』
昭
和
六
三
年

「
将
棋
世
界
」
／
「
近
代
将
棋
」
／
「
週
刊
将
棋
」　

ほ
か

［
日
本
将
棋
連
盟
］
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将
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復
刻　

菊
池
寛
将
棋
関
連
文
章

西
井
弥
生
子

〔
凡
例
〕

・
旧
字
は
新
字
に
適
宜
改
め
た
。

・『
菊
池
寛
全
集
』
全
二
四
巻
（
高
松
市
菊
池
寛
記
念
館
）
お
よ
び
『
菊

池
寛
全
集
』
補
巻
一
～
五
巻
（
武
蔵
野
書
房
）
未
収
録
文
章
を
発
表
年

代
順
に
収
め
た
。

・
他
に
、
八
段
土
居
市
太
郎
、
八
段
木
村
義
雄
、
六
段
萩
原
淳
、
佐
佐
木

茂
索
、
十
一
谷
義
三
郎
、
近
藤
経
一
、
菊
池
寛
「
銷
夏
座
談
会　

将
棋
」

（『
文
藝
春
秋
』
一
九
二
八
・
八
、一
六
九
～
一
七
九
頁
）、「
菊
池
寛
の
対

局
譜
／
昭
和
六
年
一
月　

於　

文
藝
春
秋
倶
楽
部
」（
越
智
信
義
『
将

棋
の
博
物
誌
』
一
九
九
五
・一
〇
・
三
一
、
三
一
書
房
、
二
六
二
頁　

※
萩

原
淳
と
の
対
局
譜
）、「
文
豪
、
将
棋
を
語
る　

菊
池
寛
氏
、
木
村
名
人
、

金
子
八
段	

鼎
談
」（『
将
棋
世
界
』
一
九
四
〇
・一
二
、三
～
一
〇
頁
）、「
玄

人
と
素
人
熱
戦
譜
」（『
将
棋
世
界
』
一
九
四
一・
六
、三
～
一
〇
頁
）
が

あ
る
が
、
対
象
外
と
し
た
。																	

菊
池
寛
氏
談
「
金
子
氏
の
成
績
、
全
く
驚
異
」（『
読
売
新
聞
』
朝
刊
、

一
九
二
九
・
一
〇
・
二
九
、二
面
）

金
子
七
段
が
棋
界
の
逸
材
で
あ
り
、
そ
の
棋
風
名
人
の
風
格
あ
り
と
い
ふ

こ
と
は
予
て
承
知
し
て
ゐ
た
が
、
今
回
の
如
く
八
段
を
三
人
ま
で
も
連
続

薙
ぎ
倒
さ
う
と
は
、
八
段
同
志マ

マ

の
間
に
お
い
て
も
前
例
の
な
い
こ
と
で
、

全
く
驚
異
的
成
績
で
あ
る
。
木
村
八
段
と
の
対
局
は
さ
ぞ
見
物
だ
ら
う
、

自
分
は
是
非
見
て
書
い
て
み
た
い
と
思
ふ

菊
池
「
昇
段
規
定
無
し
の
手
合
」（「
将
棋
」『
文
藝
春
秋
』

一
九
三
四
・
一
二
、一
三
一
頁
）

　

萩
原
七
段
が
、
僕
の
所
へ
来
て
、（
今
年
は
成
績
が
い
ゝ
か
ら
八
段
に

な
れ
る
か
も
知
れ
ん
）
と
、
欣
ん
で
ゐ
た
が
十
月
に
な
つ
て
急
に
、（
今

年
は
規
定
が
変
つ
て
二
年
制
に
な
つ
た
か
ら
、
ど
ん
な
に
成
績
が
よ
く
つ

て
も
な
れ
ん
）
と
云
つ
て
し
よ
げ
て
ゐ
た
。（
そ
ん
な
ら
、
今
年
の
規
定

は
い
つ
定
ま
つ
た
ん
だ
？
）
と
云
つ
て
訊
い
た
ら
、（
今
年
の
初
か
ら
、

秋
に
な
つ
た
ら
変
へ
る
と
云
ふ
話
で
あ
つ
た
）
と
云
ふ
。
ぢ
や
つ
ま
り
去

年
の
規
定
は
、
今
年
の
初
で
効
力
を
無
く
し
て
ゐ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ

で
見
る
と
、
将
棋
連
盟
の
人
達
は
、
今
年
の
初
か
ら
十
月
の
初
ま
で
、
昇

段
規
定
な
し
に
、
将
棋
を
指
し
て
ゐ
た
わ
け
で
あ
る
。
も
し
、
九
月
ま
で

去
年
の
規
定
が
効
力
あ
る
も
の
な
ら
ば
、
萩
原
の
成
績
は
、
そ
の
規
定
の

適
用
を
受
け
て
も
い
ゝ
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
萩
原
の
九
月
ま
で
の
成
績
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が
、
十
月
三
日
制
定
の
規
約
の
適
用
を
受
け
る
と
云
ふ
こ
と
に
な
れ
ば
、

日
本
の
棋
士
達
は
九
ヶ
月
間
は
、
昇
段
規
定
な
し
に
将
棋
を
さ
し
て
ゐ
た

わ
け
で
あ
る
。
昇
段
規
定
の
定
ま
つ
て
ゐ
な
い
勝
負
を
、
新
聞
紙
な
ど
で

も
、
よ
く
載
せ
た
し
、
我
々
も
力
こ
ぶ
を
入
れ
て
見
て
ゐ
た
も
の
で
あ
る
。

打
者
が
、
ヒ
ツ
ト
を
飛
ば
し
た
後
で
、
二
塁
打
に
し
よ
う
か
三
塁
打
に
し

よ
う
か
と
云
つ
て
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ル
ー
ル
を
定
め
て
ゐ
る
や
う
な
も
の

だ
。
日
本
の
棋
士
な
ど
云
ふ
も
の
は
の
ん
き
な
の
だ
か
、
馬
鹿
な
の
だ
か

分
ら
な
い
。（
菊
池
）

菊
池
寛
「
序
」（
菅
谷
北
斗
星
、
大
崎
熊
雄
『
将
棋
の
指
し
方
』

一
九
三
五
・
九
・
二
四
、
博
文
館
、
一
～
二
頁
）

　

棋
戦
評
論
家
と
し
て
の
菅
谷
北
斗
星
君
の
名
は
、
あ
ま
り
に
も
有
名
で

あ
る
。
自
分
は
、
菅
谷
君
と
は
年
来
の
棋
友
で
あ
つ
て
、
そ
の
清
新
卓
抜

な
文
章
に
は
、
文
学
上
の
新
著
に
対
す
る
と
同
様
な
嗜
慾
を
そ
そ
ら
れ
ず

に
は
ゐ
ら
れ
な
い
。

　

ま
た
、
大
崎
八
段
は
、
棋
界
の
一
偉
才
で
あ
つ
て
、
そ
の
果
敢
剛
毅
の

棋
風
は
、
自
分
の
推
服
し
て
や
ま
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

本
書
は
、
こ
の
両
者
の
協
力
に
よ
つ
て
成
れ
る
も
の
、
後
者
が
、
実
践

上
か
ら
得
た
豊
富
な
経
験
を
提
供
す
れ
ば
、
前
者
は
、
将
棋
研
究
の
成
果

た
る
該
博
な
知
識
を
披
瀝
し
て
余
す
と
こ
ろ
が
な
い
。
将
棋
入
門
書
と
し

て
は
、
最
も
著
者
に
そ
の
人
を
得
た
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。

　

将
棋
研
究
の
書
は
多
い
。
ま
た
定
跡
解
説
書
の
類
も
少
く
な
い
。
し
か

し
、
初
学
者
の
た
め
の
解
説
書
で
あ
つ
て
、
本
書
の
如
く
定
跡
の
研
究
に

主
力
を
注
い
だ
も
の
は
ま
だ
な
い
。
し
か
も
そ
の
解
説
に
当
つ
て
は
、
型

破
り
の
簡
単
な
方
式
で
、
一
読
直
ち
に
将
棋
の
妙
諦
に
入
る
や
う
に
書
か

れ
て
ゐ
る
。
読
者
は
絶
対
安
心
し
て
本
書
に
頼
つ
て
い
い
。

　

そ
の
他
、
凡
そ
将
棋
に
つ
い
て
知
り
た
い
と
思
ふ
知
識
は
、
悉
く
収
め

て
こ
の
一
巻
の
中
に
あ
る
。
敢
て
初
学
者
と
い
は
ず
、
凡
そ
棋
力
の
上
達

を
望
む
者
に
と
つ
て
、
師
友
と
な
り
、
参
考
と
な
る
と
こ
ろ
が
少
く
な
い

と
思
ふ
。
棋
界
の
た
め
、
こ
の
良
著
が
博
く
普
及
さ
れ
ん
こ
と
を
願
つ
て

や
ま
な
い
。

　
　

昭
和
十
年
九
月

菊
池
寛　
　

菊
池
寛
「
人
生
は
将
棋
な
り
」（「
キ
ン
グ
大
娯
楽
園
」『
キ
ン
グ
』

一
九
三
六
・
四
、二
六
八
頁
）

人
生
は
一
局
の
棋
な
り
。

一
番
勝
負
な
り
。

指
し
直
す
こ
と
能
は
ず
。
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菊
池
寛
「
続
々
将
棋
哲
学
」（『
将
棋
世
界
』
一
九
三
八
・
一
、九
～
一
一
頁
）

　

将
棋
と
心
理
作
用

　

将
棋
の
勝
敗
は
、
各
人
の
強
弱
に
依
る
こ
と
勿
論
で
あ
る
が
、
然
し
そ

れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
非
常
に
微
妙
な
心
理
の
影
響
が
あ
る
。
技
倆
が
優

れ
て
居
な
が
ら
負
け
た
例
は
幾
何
で
も
あ
る
。

　

宝
暦
六
年
の
頃
で
あ
る
。仙
台
の
人
保
原
嘉
茂
左
衛
門
と
云
ふ
青
年
が
、

将
棋
の
天
才
と
し
て
、
修
業
の
た
め
に
江
戸
へ
出
て
来
た
。
少
年
気
を
負

ふ
て
、
眼
中
名
人
上
手
な
き
概
が
あ
つ
た
。
彼
は
修
業
の
た
め
に
、
幕
府

の
将
棋
所
伊
藤
家
に
入
門
を
願
つ
た
。
初
め
て
の
手
合
に
彼
の
相
手
を
し

た
の
は
、
八
段
伊
藤
看
寿
で
あ
つ
た
。
鬼
宗
看
の
異
名
を
取
つ
た
兄
の
九

段
宗
看
と
、
伯
仲
の
腕
が
あ
る
と
云
は
れ
た
名
手
で
あ
る
。
保
原
は
心
中

五
段
の
実
力
が
あ
る
と
確
信
し
て
居
た
。
然
る
に
、愈
々
対
局
と
な
る
と
、

看
寿
は
、
入
門
者
に
対
す
る
伊
藤
家
の
定
法
で
あ
る
と
称
し
て
、
飛
角
を

引
い
た
上
に
両
香
を
落
し
た
の
で
あ
る
、
所
謂
四
枚
落
で
あ
る
。
心
中
五

段
の
力
あ
り
と
確
信
し
て
居
た
保
原
は
、
心
の
裡
で
激
怒
し
た
。
せ
め
て

二
枚
落
な
れ
ば
兎
も
角
、
四
枚
落
と
は
何
事
ぞ
と
思
つ
た
。
い
で
、
そ
の

儀
な
ら
ば
粉
微
塵
に
し
て
呉
れ
る
と
、血
眼
に
な
つ
て
立
ち
向
つ
た
。
が
、

焦
つ
た
の
は
彼
の
不
覚
で
あ
つ
た
。
看
寿
八
段
の
応
戦
は
、
絶
妙
を
極
め

て
居
た
。
そ
れ
に
反
し
て
焦
り
に
焦
つ
た
彼
は
、
平
生
の
自
信
も
、
何
処

へ
や
ら
、
ヂ
リ
〴
〵
と
攻
め
寄
せ
ら
れ
て
、
無
残
に
も
一
敗
地
に
塗
れ
た

の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
若
き
天
才
保
原
は
慚
愧
噴
悶
の
餘
り
、
一
生

盤
面
に
向
は
な
か
つ
た
と
の
事
で
あ
る
。
が
、
看
寿
は
四
枚
落
で
相
手
を

破
つ
た
も
の
ゝ
相
手
の
実
力
を
認
め
、
後
に
三
段
の
免
状
を
送
つ
た
と
の

事
で
あ
る
。

　

そ
の
他
、
将
棋
界
古
今
無
双
の
名
手
と
云
は
る
ゝ
天
野
宗
歩
も
、
八
段

に
出
世
す
べ
き
晴
の
お
城
将
棋
に
、
強
敵
大
橋
宗
珉
に
敗
れ
て
居
る
の
で

あ
る
。
天
野
宗
歩
は
、
名
人
に
も
香
を
引
い
て
対
し
得
た
だ
ら
う
と
云
は

れ
る
ほ
ど
で
、十
一
段
と
も
云
ふ
べ
き
神
力
を
供
へ
た
名
手
で
あ
つ
た
が
、

晴
の
場
所
に
つ
い
気
怯
れ
が
し
て
、
平
生
の
技
倆
が
出
な
か
っ
た
と
云
は

れ
て
居
る
。

　

将
棋
と
慢
心

　

又
、慢
心
の
た
め
に
敗
れ
た
例
も
あ
る
。
雁
木
流
の
元
祖
檜
垣
是
安
は
、

名
人
鬼
宗
看
の
右
香
落
を
破
り
、
得
意
の
餘
り
、
凡
そ
天
下
に
予
に
角
落

を
勝
つ
べ
き
人
は
あ
ら
じ
と
、
豪
語
し
た
。
然
る
に
超
え
て
数
日
、
同
じ

宗
看
の
角
落
に
向
ひ
、
無
残
に
も
破
れ
た
ゝ
め
、
彼
は
憂
憤
の
餘
り
、
吐

血
し
て
死
ん
だ
と
伝
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。

　

将
棋
と
気
持

　

将
棋
は
、
可
な
り
気
持
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
自
分
よ
り
上
手
だ
と
怯

ぢ
て
か
ゝ
る
と
、
手
も
足
も
出
な
い
。
そ
れ
に
反
し
て
、
度
胸
よ
き
下
手

は
上
手
を
実
力
以
上
苦
し
め
得
る
の
で
あ
る
。
名
人
小
野
五
平
、
黒
田
清
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綱
の
屋
敷
へ
伺
候
す
。
座
に
先
客
あ
り
、
清
綱
来
客
に
曰
く

「
此
の
老
人
は
将
棋
が
強
い
か
ら
一
局
試
み
て
如
何
」

　

と
。
来
客
も
興
を
催
し
、五
平
翁
と
は
知
ら
ず
平
手
に
て
立
ち
向
つ
た
。

然
る
に
来
客
の
鉾
先
鋭
く
、
五
平
翁
は
四
五
段
の
人
に
対
せ
し
如
く
、
苦

辛
し
て
漸
く
勝
ち
た
る
に
、
清
綱
伯
笑
ひ
て
曰
く

「
お
い
榎
本
よ
く
指
し
た
な
。
こ
れ
は
小
野
五
平
だ
よ
」

　

と
。
蓋
し
五
稜
廓
の
勇
将
は
、
将
棋
の
達
人
と
知
ら
ず
し
て
、
そ
の
胆

力
に
依
つ
て
、
散
々
苦
し
め
た
の
で
あ
つ
た
。
実
力
は
、
初
段
の
遥
か
下

で
あ
つ
た
と
の
事
で
あ
る
。

菊
池
寛
「
新
名
人
に
就
い
て
」（『
将
棋
世
界
』
一
九
三
八
・
三
、九
頁
）

　

今
度
木
村
君
に
名
人
が
譲
ら
れ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
と
違
つ
て
、
一

番
強
い
人
に
譲
ら
れ
た
の
で
、
全
八
段
の
人
達
に
、
新
し
い
希
望
と
発
奮

を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

　

昔
の
幕
府
時
代
に
は
、
大
橋
と
か
伊
藤
と
か
云
ふ
将
棋
の
宗
家
を
継
が

な
け
れ
ば
、
絶
対
に
名
人
に
は
な
れ
な
か
つ
た
。
天
才
天
野
宗
歩
で
さ
へ

ど
う
に
も
し
よ
う
が
な
か
つ
た
の
だ
。

　

明
治
に
な
つ
て
か
ら
も
、
名
人
が
一
人
ゐ
る
と
、
ど
ん
な
強
い
人
が
出

て
も
、
そ
の
人
が
死
ぬ
か
、
自
発
的
に
退
位
で
も
し
な
け
れ
ば
、
名
人
に

は
な
れ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　

然
る
に
、
関
根
名
人
が
、
単
に
弟
子
の
木
村
君
だ
か
ら
と
云
ふ
の
で
は

な
く
、
名
人
戦
を
認
め
て
、
実
力
戦
を
展
開
し
た
上
で
、
真
に
力
の
あ
る

人
に
譲
つ
た
事
は
、
将
棋
道
の
た
め
ま
こ
と
に
歓
ば
し
い
事
で
あ
る
。

　

こ
れ
か
ら
も
将
棋
道
は
、
情
実
を
排
し
、
名
人
戦
を
飽
く
ま
で
公
明
正

大
な
も
の
に
し
て
、
ま
す
〳
〵
斯
道
の
た
め
に
発
達
さ
せ
た
い
も
の
で
あ

る
。

菊
池
寛
「
将
棋
の
追
憶
」（『
将
棋
世
界
』
一
九
三
八
・
四
、九
～
一
〇
頁
）

　

私
が
、
将
棋
を
研
究
し
出
し
た
の
は
京
都
の
大
学
生
時
代
だ
つ
た
。

　

私
は
、
少
年
時
代
か
ら
将
棋
を
指
し
て
ゐ
た
。
が
本
当
に
研
究
し
出
し

た
の
は
綾
部
に
勝
ち
た
い
た
め
だ
つ
た
。

　

私
の
中
学
時
代
の
友
人
で
綾
部
健
太
郎
と
云
ふ
男
が
ゐ
た
。
そ
の
男
が

偶
然
京
都
の
法
科
に
来
て
ゐ
た
。
彼
は
、
中
学
時
代
割
合
仲
の
い
ゝ
私
と

は
遊
び
友
達
で
あ
つ
た
が
、
私
も
京
都
の
文
科
に
ゐ
て
、
久
し
振
り
に
綾

部
と
逢
つ
て
将
棋
を
指
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
私
の
方
が
頗
る
不
利
で
あ
る
。
私
は
、
定
跡
の
本
を
買
つ

て
来
て
い
ろ
〳
〵
調
べ
た
。
そ
れ
か
ら
出
町
橋
の
東
詰
の
佐
野
春
松
と
言

ふ
床
屋
の
主
人
に
教
へ
て
貰
つ
た
。
そ
し
て
間
も
な
く
綾
部
に
勝
つ
こ
と

が
出
来
る
や
う
に
な
つ
た
。

　

以
来
東
京
で
二
枚
落
で
、
綾
部
と
指
し
た
が
、
二
枚
落
で
は
私
の
方
が

非
常
に
楽
で
あ
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
恐
ら
く
四
枚
落
位
だ
ら
う
。
そ
の

時
以
来
つ
ま
り
、
大
駒
四
枚
は
進
歩
し
た
の
で
あ
ら
う
。
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私
は
、
こ
の
床
屋
へ
は
二
年
近
く
将
棋
を
、
指
し
に
行
つ
た
。
主
人
は

で
ぶ
く
〳
〵
肥
つ
た
好
人
物
で
あ
つ
た
。お
客
の
来
な
い
ス
キ
を
見
て
は
、

よ
く
私
と
さ
し
て
く
れ
た
。
二
枚
か
ら
一
枚
ま
で
進
ん
だ
。
恐
ら
く
初
段

近
く
の
力
が
あ
る
人
だ
ら
う
と
思
ふ
。

　

隣
の
車
屋
さ
ん
も
な
か
〳
〵
強
か
つ
た
。
米
屋
の
若
い
衆
に
も
、
可
な

り
強
い
男
が
ゐ
た
。
私
は
、
一
枚
落
で
さ
ん
ざ
ん
負
か
さ
れ
た
。
あ
ま
り

に
、
く
や
し
か
つ
た
敗
局
の
盤
面
は
今
で
も
思
ひ
出
す
位
で
あ
る
。

　

私
は
、
大
分
前
、
と
云
つ
て
も
十
数
年
に
な
る
が
、
こ
の
床
屋
を
久
し

振
り
に
訪
問
し
、
主
人
の
好
き
な
酒
を
贈
つ
た
。
そ
の
後
一
二
度
訪
ね
て

行
つ
た
。
私
の
小
説
の
「
将
棋
の
師
」
や
「
歓
待
」
は
、
そ
の
当
時
の
書

い
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

私
は
、
将
棋
に
熱
中
し
て
ゐ
た
頃
は
、
旅
行
す
る
と
必
ず
行
先
々
の
有

段
者
を
訪
ね
て
行
つ
て
は
、
さ
し
て
貰
つ
た
。
私
は
、
大
阪
の
木
見
八
段

や
坂
田
名
人
も
訪
ね
た
こ
と
が
あ
る
。

　

名
古
屋
で
盲
人
棋
士
の
時
田
六
段
と
指
し
た
時
は
、
油
断
を
し
て
ゐ
た

の
で
最
初
の
一
番
は
負
け
た
。

　

相
手
を
見
く
び
つ
た
り
、
油
断
を
し
た
り
す
る
こ
と
は
将
棋
で
は
禁
物

で
あ
る
。

菊
池
寛
「
坂
田
氏
の
名
人
戦
参
加
に
就
て
」（『
将
棋
世
界
』
一
九
三
八・
七
、	

九
頁
）

　

関
西
名
人
坂
田
三
吉
氏
が
名
人
戦
に
参
加
す
る
こ
と
に
な
つ
た
こ
と

は
、
既
に
発
表
さ
れ
た
か
ら
、
読
者
諸
君
の
中
に
は
知
つ
て
ゐ
る
人
も
あ

る
と
思
ふ
。

　

坂
田
氏
が
、
僕
の
勧
誘
に
応
じ
て
名
人
戦
に
参
加
し
た
こ
と
は
、
棋
界

近
来
の
壮
挙
で
あ
る
。
坂
田
氏
を
入
れ
な
い
名
人
戦
は
、
何
と
云
つ
て
も

完
璧
と
は
云
へ
な
い
と
思
ふ
。
坂
田
氏
は
、
関
根
名
人
と
は
同
等
の
棋
位

を
持
つ
て
ゐ
た
と
云
つ
て
も
よ
い
の
で
、
他
年
関
東
の
将
棋
界
に
対
し
一
敵

国
で
あ
つ
た
の
だ
。
従
つ
て
過
去
に
於
て
、
た
し
か
に
名
人
を
名
乗
つ
て

も
よ
い
時
代
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
た
ゞ
名
人
位
に
対
す
る
王
道
が
開
か

れ
て
ゐ
な
か
つ
た
ゝ
め
、強
引
に
名
人
を
名
乗
つ
た
た
め
孤
立
に
な
つ
た
が
、

孤
立
の
ま
ゝ
で
晩
年
を
終
ら
せ
る
こ
と
は
坂
田
氏
の
た
め
に
も
、
日
本
将

棋
界
の
た
め
に
も
遺
憾
で
あ
る
と
思
ふ
。
今
度
こ
の
人
が
従
来
の
行
き
が

か
り
を
一
擲
し
て
名
人
戦
に
参
加
す
る
こ
と
は
、
日
本
棋
界
の
た
め
に
も
、

坂
田
氏
の
た
め
に
も
、
名
人
戦
の
た
め
に
も
慶
賀
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

　

六
十
九
歳
の
老
齢
に
拘
ら
ず
頗
る
元
気
だ
が
、
何
と
云
つ
て
も
多
年
盤

面
か
ら
遠
ざ
か
つ
て
ゐ
た
こ
と
は
大
き
な
不
利
で
あ
る
。
最
初
の
二
、三

局
は
そ
の
た
め
に
不
振
か
も
知
れ
な
い
が
、
や
が
て
坂
田
氏
本
来
の
面
目

を
発
揮
す
る
だ
ら
う
か
ら
、
新
聞
将
棋
の
焦
点
と
な
る
こ
と
も
遅
く
は
な

い
で
あ
ら
う
。
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菊
池
寛
「
僕
と
坂
田
三
吉
氏
／
晩
年
を
飾
る
気
魄
の
花
」（『
東
京
日
日
新

聞
』
夕
刊
、
一
九
三
八
・
七
・
一
九
、八
面
）

坂
田
三
吉
氏
が
、
突
然
僕
を
訪
ね
て
来
た
の
は
今
年
二
月
の
初
め
で
あ
つ

た
。
将
棋
を
指
し
た
い
か
ら
尽
力
し
て
く
れ
と
い
ふ
の
で
あ
つ
た
。
い
ろ

〳
〵
な
行
き
が
か
り
で
将
棋
が
指
せ
な
く
な
つ
て
ゐ
る
坂
田
氏
が
、
将
棋

を
指
し
た
い
と
い
ふ
の
は
切
実
に
し
て
神
聖
な
る
希
望
だ
。
僕
は
、
坂
田

氏
の
た
め
に　

心
か
ら
尽
力
し
よ
う
と
思
つ
た
。
し
か
し
僕
の
立
場
と
し

て
、
坂
田
氏
に
将
棋
を
指
さ
せ
る
場
所
は
、
名
人
戦
よ
り
な
い
の
で
あ
る
。

が
、
過
去
に
お
い
て
強
引
で
は
あ
る
が　

名
人
を
名
乗
つ
た
坂
田
氏
が
、

今
更
名
人
戦
に
参
加
す
る
こ
と
は
、相
当
の
苦
痛
で
あ
つ
た
に
違
ひ
な
い
。

し
か
し
、
僕
は
こ
れ
以
外
に
、
坂
田
氏
を
生
か
し
切
る
道
は
な
い
と
信
じ

て
坂
田
氏
を
説
い
た
。
坂
田
氏
も
、
大
死
一
番
、
遂
に
名
人
戦
参
加
を
決

心
し
た
。
た
ゞ
、
将
棋
を
指
し
た
さ
の
一
心
か
ら
だ
。
そ
の
一
心
あ
つ
て

こ
そ
、
関
西
名
人
の
名
に
背
か
な
い
と
思
ふ
。
こ
の
一
心
は
、
坂
田
氏
の

晩
年
を
飾
る
気
魄
の
花
だ
。
こ
の
一
心
が
あ
れ
ば　

名
人
戦
に
全
敗
し
て

も
、
坂
田
三
吉
の
名
は
棋
史
に
輝
く
と
思
つ
た
。
た
ゞ
、
去
年
木
村
、
花

田
に
連
敗
し
て
ゐ
る
た
め
に
「
坂
田
弱
し
」
の
下
馬
評
が
盛
ん
な
事
だ
。

下
馬
評
な
ど
は
極
端
か
ら
極
端
に
走
る
も
の
だ
。
往
年
の
坂
田
が　

そ
ん

な
に
弱
く
な
る
筈
は
な
い
の
だ
。た
　ゞ

盤
面
に
遠
ざ
か
つ
て
ゐ
た
の
と
、

負
け
じ
魂
か
ら
、
つ
い
奇
手
を
弄
し
過
ぎ
た
た
め
の
不
覚
な
の
だ
。
今
度

の
対
神
田
戦
で
も
、
勝
つ
て
ゐ
た
将
棋
を
、
あ
せ
つ
た
ゝ
め
に
惜
敗
し
た
。

今
二
、三
局
指
し
て
落
着
き
が
出
来
た
ら
必
ず
や
坂
田
本
来
の
面
目
を
発

揮
し
て
、
坂
田
弱
し
の
下
馬
評
を
粉
砕
す
る
だ
ら
う
と
思
つ
て
ゐ
る
。
花

田
八
段
が
棋
士
の
年
齢
は
問
題
で
な
い
。
気
魄
の
問
題
だ
と
い
つ
て
ゐ
た

が
、
坂
田
氏
は
そ
の
烈
々
た
る
闘
志
に
お
い
て　

壮
年
棋
士
の
何
人
に
も

劣
る
も
の
で
は
な
い
と
思
つ
て
ゐ
る
。
彼
は
き
つ
と
木
村
名
人
打
倒
の
野

心
を
そ
の
六
十
九
歳
の
小
躯
に
、燃
や
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。　

「
木
村
土
居
七
番
戦
予
想
」（『
文
藝
春
秋
』
一
九
四
〇
・
六
、七
九
頁
）

―
葉
書
回
答
―

一
、
い
づ
れ
に
勝
た
せ
た
い
か

一
、
い
づ
れ
が
勝
つ
と
思
ふ
か

一
、
右
の
理
由
あ
る
ひ
は
寸
感

〇
菊
池
寛

一
、
別
に
ど
ち
ら
に
勝
た
せ
た
い
と
も
思
は
な
い
が
、
次
の
名
人
戦
が
面

白
く
な
る
と
い
ふ
点
で
は
、
土
居
氏
に
勝
た
せ
た
い
。

一
、
本
命
と
い
ふ
意
味
で
木
村
氏
。

一
、
木
村
氏
の
方
が
研
究
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

究
極
へ
来
る
と
木
村
氏
の
「
研
究
」
と
土
居
氏
と
の
「
か
ん
」
と
の
戦

ひ
に
な
る
と
思
ふ
の
だ
が
、
結
局
木
村
の
「
研
究
」
が
土
居
の
「
か
ん
」

に
勝
つ
の
で
は
な
い
か
。
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菊
池
寛
「
時
代
の
相
違　

環
境
の
差
が
土
居
の
不
運
」（『
東
京
日
日
新
聞
』

夕
刊
、
一
九
四
〇
・
八
・
四
、四
面
）

　
　
　
　

５
の
二

　

私
の
や
う
な
素
人
か
ら
考
へ
る
と
、
木
村
名
人
と
土
居
八
段
の
か
う
し

た
棋
力
の
差
違
は
、そ
の
各
自
の
天
稟
の
棋
才
の
相
違
だ
と
は
思
へ
な
い
。

恐
ら
く
、
性
格
と
修
業
か
ら
来
た
差
違
で
あ
ら
う
。
木
村
名
人
は
、
そ
の

一
生
を
通
じ
て
、
如
何
な
る
一
局
を
も
、
全
力
を
も
つ
て
戦
つ
て
来
た
人

で
あ
る
。
奨
励
会
の
少
年
か
ら
聴
い
た
話
で
あ
る
が
、
大
駒
落
を
指
す
場

合
な
ど
も
、
獅
子
の
子
虫
を
搏
つ
如
く
、
全
精
神
を
傾
倒
し
盤
面
に
お
い

て
は
、
何
ら
の
容
赦
も
な
く
辛
辣
を
極
め
、
敗
勢
の
場
合
に
も
、
最
善
の

手
段
を
尽
し
て
、
負
け
て
も
ケ
レ
ン
や
ゴ
マ
カ
シ
な
ど
は
絶
対
に
や
ら
な

い
と
の
こ
と
で
あ
る
。
一
生
を
通
じ
て
、か
う
し
た
対
局
態
度
に
終
始
し
、

そ
の
類
稀
な
叡
智
を
も
つ
て
、
将
棋
を
研
究
し
た
木
村
名
人
が
、
棋
士
と

し
て
最
高
の
最
深
の
将
棋
理
論
を
味
得
し
て
ゐ
る
こ
と
は
、
当
然
な
とマ

マ

で

あ
ら
う
。

　

こ
れ
に
比
べ
る
と
、
土
居
八
段
は
、
木
村
名
人
に
比
し
て
、
大
先
輩
で

は
あ
る
が
、
ず
つ
と
苦
労
が
少
か
つ
た
の
で
は
な
い
か
。
弱
冠
に
し
て
、

豊
富
な
棋
才
に
恵
ま
れ
た
土
居
さ
ん
は
、
関
根
名
人
に
発
見
さ
れ
て
、
上

京
し
て
見
れ
ば
、
蓑
、
川
井
、
勝
浦
な
ど
の
先
輩
は
、
大
し
た
こ
と
も
な

く
、
井
上
八
段
坂
田
八
段
な
ど
の
強
敵
と
は
、
指
す
機
会
に
恵
ま
れ
ず
、

花
田
、
大
崎
な
ど
は
な
ほ
未
だ
台
頭
せ
ず
、
苦
手
も
強
敵
も
な
い
土
居
八

段
は
、
そ
の
才
分
を
適
度
に
発
揮
す
れ
ば
、
面
白
可
笑
し
く
連
勝
し
得
た

の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
土
井
八
段
の
青
年
時
代
は
、
苦
練
修
行
と
い
ふ
点

で
は
、
怖
し
く
恵
ま
れ
て
ゐ
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
土
居
八
段
に
比

ぶ
れ
ば
、
木
村
名
人
は
、
あ
ま
り
に
多
く
の
強
い
同
輩
と
先
輩
と
に
恵
ま

れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
一
局
一
局
の
勝
利
が
、
努
力
奮
闘
の
賜
物
で
あ
つ

た
の
で
あ
る
。

菊
池
寛
「
土
居
の
闘
志
“
打
倒
木
村
”
不
可
能
で
な
い
」（『
東
京
日
日
新

聞
』
夕
刊
、
一
九
四
〇
・
八
・
六
、四
面
）

　
　
　
　

５
の
三

　

一
生
を
通
じ
て
、
血
み
ど
ろ
の
血
戦
に
終
始
し
て
来
た
木
村
名
人
と
、

そ
の
境
遇
と
、
そ
の
楽
天
的
な
性
格
と
で
、
悠
々
と
し
て
将
棋
道
を
進
ん

で
来
た
土
居
八
段
と
で
は
、
そ
の
棋
才
的
天
分
は
同
一
で
あ
つ
た
と
し
て

も
、
そ
の
苦
練
修
業
か
ら
獲
得
し
た
も
の
に
、
何
ら
か
の
差
違マ

マ

が
生
じ
て

ゐ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。木
村
名
人
が
、名
人
戦
の
評
に（
土
居
さ
ん
が
、

一
局
毎
に
強
く
な
る
の
に
は
弱
つ
た
）
と
、
い
つ
て
ゐ
る
。
五
十
四
歳
の

老
棋
士
が
今
更
強
く
な
る
わ
け
も
な
い
と
思
は
れ
る
が
、
今
度
初
め
て
土

居
八
段
が
丹
心
を
籠
め
た
将
棋
を
指
し
た
と
い
ふ
意
味
に
と
つ
て
い
ゝ
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
、
そ
の
や
う
な
対
局
精
神
で
、
今
五
六
局
も

戦
へ
ば
、
打
倒
木
村
が
必
ず
し
も
不
可
能
で
は
な
い
と
い
ふ
確
信
を
、
土

居
八
段
は
掴
ん
だ
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
土
居
八
段
の
「
も
う
一
度
挑
戦
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者
に
な
り
た
い
」
と
い
ふ
感
想
に
は
、
し
み
〴
〵
と
自
信
と
希
望
と
が
感

ぜ
ら
れ
た
。

　

八
段
戦
の
優
勝
者
で
あ
る
土
居
八
段
に
は
、
是
非
と
も
准
名
人
を
贈
つ

た
ら
ど
う
だ
ら
う
か
。
ま
た
名
人
戦
の
始
ま
る
前
に
、
も
し
木
村
名
人
が

敗
退
し
た
場
合
の
処
置
を
も
考
へ
て
置
く
べ
き
で
あ
つ
た
の
だ
。
名
人
を

す
ぐ
八
段
に
降
下
す
る
な
ど
と
い
ふ
こ
と
は
、人
情
的
に
も
出
来
な
い
し
、

実
際
問
題
と
し
て
も
不
都
合
で
あ
る
。
名
人
が
敗
退
し
た
場
合
は
、
や
は

り
准
名
人
と
い
ふ
称
号
を
贈
つ
て
、
特
別
扱
ひ
を
す
べ
き
で
あ
る
。
准
名

人
に
対
し
て
は
、
八
段
戦
参
加
の
場
合
に
も
、
あ
る
特
点
を
認
む
べ
き
か
、

認
む
べ
き
で
な
い
か
、
こ
れ
は
ち
よ
つ
と
難
か
し
い
問
題
で
あ
る
。

菊
池
寛
「
僕
の
将
棋
生
活
」（『
将
棋
世
界
』
一
九
四
一
・
三
、二
～
三
頁
）

　

僕
が
、
最
初
将
棋
の
趣
味
を
養
は
れ
た
の
は
、「
萬
朝
報
」
の
た
め
で

あ
ら
う
。僕
は
、中
学
生
時
代
か
ら「
萬
朝
報
」の
愛
読
者
で
あ
つ
た
が
、「
萬

朝
報
」
は
、
新
聞
と
し
て
一
番
早
く
指
将
棋
を
掲
載
し
た
新
聞
で
、
明
治

四
十
年
前
後
か
ら
載
つ
て
ゐ
た
と
思
ふ
。

　

そ
の
頃
、
土
居
八
段
が
、
二
段
か
三
段
か
で
は
な
か
つ
た
か
と
思
ふ
。

金
さ
ん
も
す
ぐ
現
は
れ
た
や
う
に
思
ふ
。
平
手
戦
は
、
櫓
囲
ひ
が
全
盛
で

あ
つ
た
。

　

僕
が
初
て
専
門
棋
士
の
手
合
を
見
た
の
は
、
大
正
七
年
頃
で
、
土
居
対

坂
田
の
一
戦
で
あ
つ
た
。
そ
の
と
き
、
坂
田
氏
が
関
根
さ
ん
を
目
当
て
に

挑
戦
し
て
来
た
の
を
、
関
根
さ
ん
が
、
先
づ
弟
子
の
土
居
さ
ん
を
、
急
遽

八
段
に
昇
段
さ
せ
て
、
対
局
さ
せ
た
時
で
、
そ
の
対
局
は
相
当
セ
ン
セ
イ

シ
ョ
ン
を
起
し
た
も
の
だ
つ
た
。
場
所
は
、
た
し
か
日
本
倶
楽
部
で
、
僕

は
当
時
、
時
事
新
報
の
記
者
で
、
将
棋
好
き
と
云
ふ
の
で
、
社
命
で
見
物

を
命
ぜ
ら
れ
た
の
だ
が
、柳
澤
泊
や
大
橋
新
太
郎
な
ど
も
見
に
来
て
ゐ
た
。

　

土
居
さ
ん
が
敵
の
陣
中
に
角
を
打
ち
込
ん
で
勝
つ
た
の
だ
が
、
そ
の
角

打
は
、
た
ゞ
成
り
返
る
こ
と
が
出
来
る
丈
で
、
素
人
眼
に
は
、
ど
う
か
と

思
は
れ
る
や
う
な
角
打
だ
つ
た
。

　

そ
の
頃
、
日
比
谷
の
交
叉
点
近
く
に
居
た
小
野
名
人
を
、
や
は
り
新
聞

記
者
と
し
て
訪
ね
て
行
つ
た
事
が
あ
る
。
現
在
の
味
の
デ
パ
ー
ト
の
所
に

在
つ
た
ゴ
ミ
〳
〵
し
てマ

マ

路
次マ

マ

裏
に
居
ら
れ
た
や
う
に
思
ふ
。

　

そ
の
頃
、
死
ん
だ
大
崎
八
段
が
、
将
棋
を
時
事
新
報
に
新
し
く
掲
載
を

す
る
交
渉
の
た
め
に
、時
事
新
報
へ
来
た
こ
と
を
覚
え
て
ゐ
る
。
た
し
か
、

佐
藤
と
云
ふ
人
と
一
し
よ
で
あ
つ
た
。
こ
の
佐
藤
と
云
ふ
人
は
、
国
民
の

将
棋
欄
を
担
当
し
て
ゐ
た
人
で
、
将
棋
を
新
聞
紙
に
持
ち
込
む
こ
と
に
、

相
当
功
績
の
あ
つ
た
人
で
あ
る
ら
し
い
。

　

そ
の
頃
、
僕
は
湯
島
天
神
下
に
あ
つ
た
館
花
浪
路
と
云
ふ
老
人
が
開
い

て
ゐ
た
将
棋
会
所
へ
、
毎
夜
の
や
う
に
通
つ
て
ゐ
た
が
、
其
処
で
大
阪
か

ら
上
京
し
た
ば
か
り
、
少
年
棋
士
に
会
つ
た
。
そ
れ
が
、
現
在
の
萩
原
八

段
で
、
た
し
か
大
正
十
年
頃
で
あ
る
。
そ
れ
以
来
、
萩
原
君
は
、
僕
の
所

に
来
て
ゐ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
頃
、土
居
さ
ん
の
数
寄
屋
橋
の
家
へ
も
、
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二
三
度
行
つ
た
こ
と
を
記
憶
し
て
ゐ
る
。
そ
こ
で
、
花
田
さ
ん
と
飛
香
落

を
さ
し
て
貰
つ
た
こ
と
が
あ
る
。

　

僕
が
、
初
段
を
貰
つ
た
の
は
、
た
し
か
大
正
十
二
年
で
あ
る
が
、
そ
の

頃
現
在
の
木
村
名
人
が
、
僕
の
雑
司
ヶ
谷
の
家
に
稽
古
に
来
て
ゐ
た
。
そ

れ
は
、
萩
原
君
が
震
災
後
、
大
阪
へ
帰
つ
て
し
ま
つ
た
為
で
あ
る
。
木
村

名
人
は
半
年
ば
か
り
来
て
ゐ
た
や
う
に
思
ふ
。
平
手
で
、
稽
古
を
し
て
貰

つ
て
ゐ
た
が
、
一
番
も
勝
て
な
か
つ
た
が
、
そ
の
中
一
番
丈
、
危
く
勝
ち

さ
う
に
な
つ
た
事
を
記
憶
し
て
ゐ
る
。

　

そ
の
頃
、
渡
辺
七
段
も
、
僕
の
家
へ
一
、二
度
来
た
や
う
に
思
ふ
。
た

し
か
二
段
だ
つ
た
と
思
ふ
。
金
さ
ん
も
、
一
度
来
た
こ
と
が
あ
る
や
う
に

思
ふ
。
そ
の
頃
、
金
子
氏
が
、
神
楽
坂
の
近
く
に
稽
古
所
を
開
い
て
ゐ
た

が
、
や
は
り
僕
の
家
へ
一
二
度
来
た
や
う
に
思
ふ
。

　

そ
の
頃
の
方
が
、
僕
は
今
よ
り
も
、
盛
ん
に
将
棋
生
活
を
や
つ
て
ゐ
た

わ
け
で
、
大
阪
へ
行
つ
た
と
き
な
ど
、
わ
ざ
〳
〵
木
見
氏
を
訪
問
し
て
、

指
し
て
貰
つ
た
り
、
ま
た
御
苦
労
千
万
に
も
、
吹
田
ま
で
行
つ
て
坂
田
氏

を
訪
ね
た
こ
と
さ
へ
あ
る
。
そ
の
時
、
坂
田
氏
は
不
在
で
あ
つ
た
、
一
昨

年
だ
つ
た
が
、
坂
田
氏
は
将
棋
界
に
復
活
せ
ん
と
し
て
、
僕
を
訪
ね
て
来

た
が
、
そ
の
と
き
が
坂
田
氏
と
は
初
対
面
で
あ
つ
た
。

　

僕
が
、
将
棋
に
熱
心
で
あ
つ
た
の
は
、
昭
和
二
、三
年
ま
で
ゝ
、
そ
の

後
は
何
と
な
く
、
将
棋
に
遠
ざ
か
り
、
一
時
は
萩
原
君
が
や
つ
て
来
る
場

合
は
、
此
方
の
方
で
お
つ
き
合
を
す
る
や
う
な
風
に
な
つ
て
ゐ
た
。
従
つ

て
、
将
棋
界
と
の
接
触
も
少
く
な
つ
た
か
ら
、
新
八
段
な
ど
は
、
顔
も
知

ら
な
い
人
も
あ
る
位
だ
。
し
か
し
、
最
近
は
、
萩
原
君
の
外
、
梶
君
が
来

る
し
、
新
進
の
松
田
四
段
、
高
柳
二
段
な
ど
も
時
々
来
る
の
で
、
将
棋
を

指
す
機
会
が
多
く
な
つ
た
。

無
署
名
「
菊
池
寛
氏
の
投
書
」（『
将
棋
世
界
』
一
九
四
一
・
一
二
、五
一
頁
）

　

先
月
号
の
読
者
の
棋
譜
の
中
、
第
三
局
の
清
水
宮
本
両
氏
の
棋
力
を
、

十
級
位
と
鑑
定
し
て
あ
り
ま
す
が
、
十
級
と
す
れ
ば
大
成
会
の
初
段
の
人

と
二
枚
落
で
す
が
、
そ
ん
な
に
大
成
会
の
初
段
は
、
強
い
の
で
せ
う
か
。

僕
は
、
あ
の
両
氏
は
二
枚
で
は
、
絶
対
に
初
段
に
は
負
け
な
い
と
思
ひ
ま

す
。
僕
が
間
違
つ
て
居
れ
ば
、
実
際
に
対
局
を
催
し
て
、
僕
の
妄
を
啓
い

て
貰
ひ
た
い
と
思
ひ
ま
す
。

菊
池
寛
「
大
波
瀾
を
望
む
」（「
第
三
期
名
人
位
挑
戦
試
合
／
木
村
、
神
田

戦
の
予
想
」　
『
将
棋
世
界
』
一
九
四
二
・
七
、八
～
九
頁
）

　

神
田
八
段
が
、
今
回
の
名
人
位
挑
戦
者
と
な
つ
た
こ
と
は
、
全
国
の
将

棋
フ
ァ
ン
の
普
く
喝
采
す
る
と
こ
ろ
だ
と
思
ふ
。
ぜ
ひ
、
華
々
し
き
熱
戦

を
演
出
し
て
、
最
近
の
新
聞
紙
の
将
棋
冷
遇
の
情
勢
を
一
掃
し
て
貰
ひ
た

い
も
の
で
あ
る
。

　

僕
な
ん
か
の
素
人
に
は
、
こ
の
最
も
期
待
さ
れ
た
名
人
戦
の
予
想
な
ど

す
る
資
格
は
な
い
が
、
将
棋
は
と
に
か
く
、
気
魄
と
肚
と
技
術
の
争
ひ
で
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あ
る
。
殊
に
、
木
村
名
人
に
向
つ
て
行
く
の
に
は
、（
木
村
怖
る
ゝ
に
足

ら
ず
）
の
気
魄
が
、
一
番
必
要
で
あ
る
東
京
の
八
段
連
中
は
、　

悉
く
木

村
恐
怖
病
に
か
ゝ
つ
て
ゐ
る
。
木
村
名
人
に
対
し
て
は
悉
く
音
を
上
げ
て

ゐ
る
や
う
な
感
じ
で
あ
る
。
そ
こ
へ
行
く
と
、（
木
村
怖
る
ゝ
に
足
ら
ず
）

と
、
豪
語
す
る
ば
か
り
で
、
肚
の
中
で
も
さ
う
思
つ
て
ゐ
る
の
は
、
神
田

八
段
だ
け
だ
ら
う
。

　

殊
に
、
神
田
八
段
は
、
茲
一
番
と
云
ふ
勝
負
に
は
強
い
や
う
で
あ
る
。

昭
和
十
年
の
対
東
京
高
段
者
戦
に
も
、
十
勝
四
敗
の
好
成
績
を
上
げ
、
し

か
も
相
手
方
の
主
力
た
る
木
村
、
土
居
、
花
田
、
金
子
な
ど
を
薙
ぎ
倒
し

て
ゐ
る
。
強
敵
に
対
し
た
方
が
却
つ
て
力
が
出
る
や
う
な
性
格
ら
し
い
。

　

名
人
と
の
こ
れ
ま
で
の
対
局
で
は
、結
局
負
け
越
し
と
の
事
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
八
段
中
、
最
も
好
成
績
を
上
げ
て
ゐ
る
。

　

最
近
八
段
連
中
に
連
勝
し
た
松
田
六
段
な
ど
も
神
田
氏
に
か
ゝ
つ
て

は
、
一
寸
勝
手
が
違
つ
た
や
う
で
あ
る
。

　

殊
に
、
最
近
愛
息
を
国
家
の
た
め
に
、
さ
ゝ
げ
た
丈
に
、
心
胸
的
に
も
、

一
段
の
悟
道
に
はマ

マ

入
つ
て
ゐ
る
筈
で
、
そ
れ
が
今
度
の
名
人
戦
に
も
、
必

ず
何
等
か
の
形
で
あ
ら
は
れ
た
。
愛
息
の
戦
死
の
悲
し
み
を
、
じ
つ
と
こ

ら
へ
た
心
境
は
、
棋
道
に
対
す
る
大
精
進
と
な
つ
て
、
現
は
れ
て
来
る
の

で
は
な
い
だ
ら
う
か
。

　

し
か
し
、
何
し
ろ
相
手
の
名
人
は
、
古
今
未
曽
有
の
棋
士
で
あ
る
。
天

野
宗
歩
な
ど
よ
り
も
、
研
究
精
進
の
点
で
は
、
は
る
か
に
勝
つ
て
ゐ
る
の

で
は
な
い
か
。
盤
面
的
叡
智
と
超
盤
面
的
叡
智
と
が
渾
然
と
し
て
調
和
し

た
人
で
あ
る
。
気
魄
も
肚
も
十
二
分
に
持
ち
合
は
せ
た
人
で
あ
る
。
将
棋

戦
術
の
上
で
は
、
恐
ら
く
何
人
の
追
随
を
も
許
さ
な
い
で
あ
ら
う
。

　

た
ゞ
、
攻
め
る
も
の
と
守
る
も
の
と
で
は
、
攻
め
る
方
が
有
利
で
あ
る
。

神
田
八
段
は
、
玉
砕
を
期
す
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
名
人
は
さ
う
で
は
な

い
。
ぜ
ひ
と
も
勝
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
受
け
て
立
つ
横
綱
の
な
や
み

0

0

0

が
、
多

少
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

か
う
し
た
大
勝
負
に
、
神
経
や
感
情
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
禁
物
だ

が
、
そ
の
点
で
は
名
人
も
神
田
氏
も
充
分
信
頼
出
来
る
人
達
で
あ
る
。
恐

ら
く
、
最
も
純
理
的
な
猛
闘
が
つ
ゞ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

専
門
の
棋
士
達
は
、
や
は
り
名
人
有
利
を
説
く
人
が
多
い
。
し
か
し
、

神
田
八
段
が
、
一
世
一
代
の
勝
負
に
、
火
の
玉
と
な
つ
て
、
ぶ
つ
つ
か
つ

て
行
く
所
に
、
多
大
の
興
味
が
あ
る
。
も
し
、
最
初
の
一
局
を
名
人
が
失

つ
た
場
合
は
、
七
局
全
体
の
勝
負
は
天
下
の
将
棋
フ
ア
ン
を
熱
狂
さ
せ
る

に
足
る
だ
ら
う
。

　

私
は
、
新
聞
紙
に
於
け
る
将
棋
の
位
置
が
、
危
機
に
瀕
す
る
現
在
、
神

田
八
段
の
健
闘
を
望
ん
で
や
ま
な
い
。

　

と
、
云
つ
て
私
は
、
神
田
八
段
び
ゐ
き
で
も
な
け
れ
ば
、
名
人
び
ゐ
き

で
も
な
い
。
私
は
、
昭
和
の
将
棋
道
の
た
め
に
、
一
勝
一
敗
虚
々
実
々
の

大
波
乱
を
望
ん
で
止
ま
な
い
の
で
あ
る
。

　

も
し
、
神
田
八
段
が
、
手
も
な
く
敗
退
す
る
や
う
な
ら
、
木
村
名
人
の
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天
下
は
、
今
後
、
三
期
四
期
は
微
動
も
し
な
い
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。

　

恐
ら
く
、
神
田
八
段
の
挑
戦
は
、
木
村
名
人
の
王
座
を
、
ゆ
り
動
か
す

唯
一
の
チ
ヤ
ン
ス
で
あ
ら
う
。

菊
池
寛
「
序
」（
加
藤
治
郎
『
将
棋
は
歩
か
ら
』
一
九
四
九
・
三
・
一
〇
、

唯
人
社
）

　

加
藤
治
郎
氏
は
、棋
士
中
の
異
彩
で
あ
る
。
加
藤
氏
の
棋
風
の
裏
に
は
、

教
養
と
学
問
が
あ
る
。

　

将
棋
学
と
云
ふ
も
の
が
、
存
在
す
る
か
ど
う
か
は
疑
問
だ
が
、
将
棋
を

科
学
的
哲
学
的
に
解
釈
す
る
点
に
於
て
、
加
藤
氏
は
棋
士
中
第
一
人
者
で

あ
る
か
知
れ
な
い
。

　

私
は
、
加
藤
氏
か
ら
数
番
将
棋
を
教
は
つ
た
が
、
そ
の
説
明
に
は
、
他

の
棋
士
か
ら
は
聞
か
れ
な
い
や
う
な
創
意
と
新
鮮
味
が
あ
つ
た
。

　

今
度
、
加
藤
氏
は
歩
を
中
心
と
し
て
の
棋
書
を
出
版
す
る
こ
と
に
な
つ

た
。

　

歩
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
加
藤
氏
が
十
数
年
に
亘
つ
て
、
心
血
を
注
い

だ
も
の
で
あ
る
。
歩
は
、将
棋
に
於
け
る
主
食
的
位
置
に
あ
る
。
飛
角
は
、

有
力
で
あ
る
が
双
方
わ
づ
か
に
一
枚
で
あ
る
。
そ
の
他
の
駒
も
双
方
わ
づ

か
に
二
枚
で
あ
る
。
歩
は
、
九
枚
で
あ
る
。

　

い
か
に
、
九
枚
の
歩
が
棋
戦
の
大
勢
を
制
す
る
か
は
、
何
人
も
肯
定
す

る
所
で
あ
る
。
一
歩
の
有
無
、
損
失
は
勝
負
を
決
す
る
の
で
あ
る
。
歩
の

重
要
性
を
知
り
、
歩
の
使
用
法
を
知
る
こ
と
は
、
将
棋
を
知
り
、
将
棋
の

秘
訣
に
達
す
る
王
道
で
あ
る
と
云
ふ
て
も
い
ゝ
で
あ
ら
う
。

　

敗
戦
後
、
凡
て
の
物
は
栄
枯
盛
衰
が
烈
し
い
。
将
棋
丈
は
、
敗
戦
の
惨

苦
に
も
め
げ
ず
、
再
び
隆
盛
に
向
は
う
と
し
て
ゐ
る
。

　

こ
の
時
に
、
こ
の
好
著
を
得
た
の
は
、
欣
快
の
至
り
で
あ
る
。

　
　
　
　

昭
和
二
十
三
年
二
月
八
日

菊
池
寛　

菊
池
寛
「
序
」（
倉
島
竹
二
郎
『
将
棋
太
平
記
』
一
九
四
九
・
五
・
一
、
日

東
出
版
社
、
一
～
二
頁
）

　

倉
島
君
は
将
棋
の
観
戦
記
者
と
し
て
有
名
で
あ
る
が
、
本
来
は
三
田
出

身
の
文
学
者
で
あ
る
。
小
説
の
書
け
る
人
で
あ
る
。
将
棋
の
方
は
副
業
に

過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
倉
島
君
が
今
度
、
本
来
の
面
目
を
発
揮
し
て
「
将

棋
太
平
記
」
を
書
い
た
こ
と
は
、
甚
だ
会
心
の
事
で
あ
る
。

　

天
保
、
弘
化
、
嘉
永
年
間
に
於
け
る
将
棋
界
は
、
現
代
に
劣
ら
ぬ
位
、

華
や
か
な
も
の
で
あ
つ
た
。
大
橋
、
伊
藤
家
元
派
の
勢
力
が
漸
く
衰
へ
、

天
野
宗
歩
が
野
に
在
つ
て
、
天
下
に
雄
視
し
て
ゐ
た
。
上
野
房
次
郎
、
の

ち
の
名
人
伊
藤
宗
印
が
、
家
元
派
の
勢
力
挽
回
を
期
し
て
、
ひ
そ
か
に
一

剣
を
磨
い
て
ゐ
る
。
そ
の
上
野
房
次
郎
を
斃
す
べ
く
、
町
人
棋
士
市
川
太

郎
松
が
苦
心
惨
憺
し
て
ゐ
た
。
倉
島
君
は
、
さ
う
し
た
事
件
を
扱
つ
て
、

い
は
ゆ
る
勝
負
の
世
界
を
描
く
こ
と
に
成
功
し
て
ゐ
る
。
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剣
を
以
て
す
る
勝
負
の
世
界
は
、
す
で
に
時
代
お
く
れ
だ
が
、
勝
負
事

そ
の
も
の
は
我
々
に
と
つ
て
永
久
に
一
つ
の
ス
リ
ル
で
あ
る
。
聞
く
と
こ

ろ
に
よ
る
と
、
こ
の
小
説
が
「
夕
刊
み
や
こ
」
に
連
載
中
、
非
常
な
好
評

を
博
し
た
さ
う
で
あ
る
が
、や
ゝ
動
き
に
乏
し
い
将
棋
の
世
界
を
描
い
て
、

最
後
ま
で
読
者
を
引
張
つ
て
行
つ
た
倉
島
君
の
手
腕
は
推
奨
す
る
に
値
す

る
で
あ
ら
う
。
自
分
は
近
来
の
力
作
だ
と
思
つ
て
ゐ
る
。

［
駒
澤
大
学
非
常
勤
講
師
］
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坂
口
安
吾
は

　

な
ぜ
木
村
義
雄
を
書
い
た
の
か　本

多
俊
介
１

一
．
将
棋
は
安
吾
研
究
の
題
材
た
り
う
る
か

―
木
村
名
人
が
敗
け
る
話
、
あ
れ
を
私
は
読
ん
だ
ん
だ
よ
。（
略
）
坂

口
安
吾
と
い
ふ
人
が
よ
く
現
は
れ
て
る
と
思
つ
て
、
面
白
か
つ
た
。
あ
ゝ

い
ふ
こ
と
に
対
す
る
一
つ
の
熾
烈
な
興
味
が
あ
る
ん
だ
な
。
つ
ま
り
ア
ッ

プ
・
ツ
ウ
・
デ
イ
ト
の
こ
と
さ
。（
略
）
あ
ゝ
い
ふ
も
の
を
活
躍
さ
せ
る

才
能
が
君
に
は
あ
る
ん
だ
。（
略
）「
白
痴
」
と
い
ふ
の
は
…
…
。

―
あ
れ
は
い
ゝ
も
の
ぢ
や
な
い
よ
、
あ
ん
な
も
の
は
…
…
。「
白
痴
」

な
ん
か
よ
か
、
さ
つ
き
の
将
棋
の
観
戦
記
２
み
た
い
な
も
の
の
は
う
が
、

か
へ
つ
て
ゝ
い
ゝ
ん
ぢ
や
な
い
か
と
思
つ
て
る
よ
。

　

坂
口
安
吾
が〈
公
式
主
義
者
〉小
林
秀
雄
を
真
っ
向
か
ら
批
判
し
た「
教

祖
の
文
学
」（「
新
潮
」
一
九
四
七
年
〈
昭
和
二
二
年
〉
六
月
）。
そ
の
二
人
の

対
談
「
伝
統
と
反
逆
」（「
季
刊
作
品
」
第
二
号
＝
四
八
年
夏
号
）
の
一
こ
ま
だ
。

小
林
は
〈
木
村
名
人
が
敗
け
る
話
〉、
安
吾
は
自
ら
の
〈
将
棋
の
観
戦
記

み
た
い
な
も
の
〉
を
共
に
褒
め
た
。
そ
の
場
の
戯
れ
言
と
斬
り
捨
て
て
い

い
も
の
だ
ろ
う
か
。

　

安
吾
が
観
戦
記
を
書
い
た
対
局
は
次
の
通
り
だ
。
実
質
的
に
は
将
棋
観

戦
記
し
か
書
い
て
い
な
い
。

（
１
）
第
六
期
名
人
戦
第
七
局　

●
木
村
義
雄
名
人
対
○
塚
田
正
夫
八
段

（
一
九
四
七
年
〈
昭
和
二
二
年
〉
六
月
六
日
・
東
中
野
「
モ
ナ
ミ
」）

	

※	

四
勝
二
敗
一
持
将
棋
で
塚
田
が
奪
取
。

（
２
）
木
村
升
田
三
番
将
棋
第
一
局　

○
木
村
前
名
人
対
●
升
田
幸
三
八

段
（
四
七
年
一
二
月
九
日
・
名
古
屋
市
「
葵
荘
」）

	

※	

第
二
局
は
升
田
、
第
三
局
は
木
村
勝
ち
。

（
３
）
本
因
坊
・
呉
清
源
十
番
碁
第
一
局　

●
岩
本
薫
和
本
因
坊
対
○
呉

清
源
八
段
（
四
八
年
〈
昭
和
二
三
年
〉
七
月
七
～
九
日
・
小
石
川
「
も
み
ぢ
」）

	

※	

呉
の
七
勝
二
敗
一
持
碁
。

（
４
）
第
八
期
名
人
戦
第
五
局　

●
塚
田
名
人
対
○
木
村
前
名
人
（
四
九
年

〈
昭
和
二
四
年
〉
五
月
二
四
日
・
皇
居
内
「
済
寧
館
」）

	
※	

唯
一
の
名
人
戦
五
番
勝
負
。
三
勝
二
敗
で
木
村
が
奪
取
。

　

安
吾
は
（
１
）
の
観
戦
記
と
し
て
「
名
人
戦
を
観
て
」
３

（「
将
棋
世
界
」

四
七
年
七
月
）	
と
本
文
冒
頭
で
小
林
と
安
吾
が
触
れ
た
「
散
る
日
本
」（「
群



坂口安吾はなぜ木村義雄を書いたのか99

像
」
四
七
年
八
月
）
を
書
い
た
。（
２
）
に
関
し
て
は
〈
木
村
・
升
田
戦
の

日
の
未
明
〉
と
末
尾
に
記
し
た
「
坂
口
流
の
将
棋
観
」
４

（「
夕
刊
新
東
海
」

四
七
年
一
二
月
一
〇
日
付
〈
発
行
は
前
日
〉）
と
対
局
の
「
観
戦
記
」（「
夕
刊
新

東
海
」
四
八
年
一
月
三
～
二
二
日
付
、「
夕
刊
神
港
」
同
一
～
二
五
日
付
、「
九
州
タ

イ
ム
ズ
」
同
一
～
二
二
日
付
、「
夕
刊
ニ
イ
ガ
タ
」
同
一
～
二
四
日
付
、「
夕
刊
ひ
ろ

し
ま
」
同
六
～
二
五
日
付
・
各
二
〇
回
＝
休
載
日
あ
り
）
が
掲
載
５

。（
３
）
に

は
「
本
因
坊
・
呉
清
源
十
番
碁
観
戦
記
」（「
読
売
新
聞
」
夕
刊
・
四
八
年
七

月
八
～
九
日
）で
対
局
前
夜
お
よ
び
一
日
目
を
描
写
。「
呉
清
源
」（「
文
学
界
」

四
八
年
一
〇
月
）
で
人
物
論
を
執
筆
。（
４
）
に
は
観
戦
記
「
勝
負
師
」（「
別

冊
文
藝
春
秋
」
四
九
年
〈
昭
和
二
四
年
〉
八
月
）
を
執
筆
し
た
。

　

四
局
中
三
局
ま
で
が
将
棋
で
、
囲
碁
の
一
局
は
な
ぜ
か
序
盤
ま
で
を
描

い
た
観
戦
記
風
エ
ッ
セ
イ
だ
。
終
局
時
に
立
会
人
が
「
白
の
一
目
な
い
し

二
目
勝
ち
」と
異
例
の
裁
定
を
下
し
、の
ち
に
ル
ー
ル
が
整
備
さ
れ
る
き
っ

か
け
と
な
っ
た
歴
史
的
対
局
だ
が
結
末
は
描
か
れ
て
い
な
い
。

　

沢
木
耕
太
郎
は
「
散
る
日
本
」
を
一
貫
し
て
評
価
し
て
い
る
。
高
田
宏

ら
と
の
座
談
会
「
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
可
能
性
」（「
新
潮
」
八
七
年
一
二

月
）で〈
二
十
二
歳
以
降
に
読
ん
で
何
が
印
象
に
残
っ
た
か
と
い
う
と（
略
）

最
初
に
読
ん
で
驚
い
た
の
は
坂
口
安
吾
の
「
散
る
日
本
」
で
す
。（
略
）

塚
田
と
木
村
に
対
す
る
思
い
が
、
日
本
の
状
況
論
と
い
う
か
、
戦
後
の
精

神
の
有
様
に
ク
ロ
ス
し
て
く
る
。（
略
）
文
章
が
相
当
上
等
だ
と
感
じ
ま

し
た
。（
略
）
自
分
が
一
人
称
で
書
い
て
い
く
時
の
一
つ
の
祖
型
と
な
り

ま
し
た
〉と
語
っ
て
い
る
。
沢
木
は〈
囲
碁
に
つ
い
て
は
川
端
康
成
の「
名

人
」、
将
棋
に
つ
い
て
な
ら
坂
口
安
吾
の
「
散
る
日
本
」
と
い
う
傑
作
ド

キ
ュ
メ
ン
ト
を
、ぼ
く
ら
は
持
っ
て
い
る
〉（「
路
上
の
視
野
」
よ
り
・
八
二
年
・

文
藝
春
秋
）
と
も
書
き
、
彼
の
編
集
に
よ
る
「
右
か
、
左
か
―
心
に
残
る

物
語	

日
本
文
学
秀
作
選
」（
二
〇
一
〇
年
・
文
春
文
庫
）
に
は
「
散
る
日
本
」

を
収
録
し
た
。

　

米
長
邦
雄
永
世
棋
聖
は
「
将
棋
年
鑑　

平
成
一
一
年
度
版
」
で
〈
最
近

読
ん
で
感
銘
を
受
け
た
本
〉
と
し
て
「
太
宰
治
と
坂
口
安
吾
の
世
界
―
反

逆
の
エ
チ
カ
」（
齋
藤
愼
爾
編
集
・
九
八
年
・
司
書
房
）
を
挙
げ
た
。
九
九
年

の
東
急
将
棋
ま
つ
り
の
席
上
で
こ
れ
に
関
し
て
質
問
し
た
筆
者
に
「
済
寧

館
で
木
村
が
名
人
に
返
り
咲
い
た
後
、
安
吾
は
木
村
、
塚
田
、
升
田
、
大

山
（
康
晴
）
の
誰
と
帰
っ
た
で
し
ょ
う
」
と
「
勝
負
師
」
の
ラ
ス
ト
に
つ

い
て
逆
質
問
し
た
。「
大
山
先
生
」
と
の
答
え
に
「
だ
か
ら
坂
口
安
吾
は

本
物
な
ん
で
す
」
と
喝
破
し
た
。
米
長
は
遺
作
「
将
棋
の
天
才
た
ち
」（
講

談
社
・
一
三
年
）
で
「
勝
負
師
」
で
の
大
山
を
取
り
上
げ
た
。

　

坂
口
安
吾
は
太
宰
治
、
織
田
作
之
助
ら
と
共
に
「
無
頼
派
」
と
呼
ば
れ

て
終
戦
直
後
に
華
々
し
く
活
躍
し
た
。「
堕
落
論
」「
白
痴
」「
風
博
士
」「
桜

の
森
の
満
開
の
下
」「
不
連
続
殺
人
事
件
」「
信
長
」etc.

と
ジ
ャ
ン
ル
を

超
越
し
て
書
き
ま
く
っ
た
安
吾
に
は
今
な
お
多
く
の
愛
読
者
が
存
在
し
、

そ
の
作
品
と
人
物
は
研
究
の
対
象
と
な
り
続
け
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
「
散
る
日
本
」「
勝
負
師
」
や
「
呉
清
源
」
と
い
っ
た
将
棋
・
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囲
碁
関
連
作
品
は
二
〇
世
紀
の
末
頃
ま
で
は
論
じ
ら
れ
た
形
跡
が
な
い
。

関
心
な
い
、
わ
か
ら
な
い
、
あ
る
い
は
研
究
す
る
に
値
し
な
い
と
さ
れ
て

い
た
節
が
あ
る
。
講
談
社
か
ら
出
た
「
坂
口
安
吾
選
集
」（
全
一
二
巻
・
八
二

～
八
三
年
）６
に
は
将
棋
・
囲
碁
関
連
作
品
が
な
い
。「
済
寧
館
の
決
戦
」
の

終
局
直
後
に
両
対
局
者
を
升
田
、大
山
、そ
し
て
安
吾
が
囲
ん
だ
写
真
７（「

毎

日
新
聞
」
四
九
年
五
月
二
六
日
）
は
、
多
く
の
棋
書
８

に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、

安
吾
関
連
書
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
〇
〇
年
の
「
安
吾
忌
」（
二
月
一
七
日
）

で
関
係
者
や
評
論
家
に
訊
く
と
誰
も
知
ら
な
か
っ
た
。
小
林
ら
の
発
言
を

考
え
る
と
、
将
棋
・
囲
碁
関
連
作
品
の
無
視
に
よ
り
安
吾
の
全
体
像
に
は

欠
落
も
し
く
は
ひ
ず
み
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
思
い
が
浮
か
ん
だ
。

　

そ
ん
な
中
で
出
た
筑
摩
書
房
の
坂
口
安
吾
全
集
（
第
一
～
一
七
巻
＝
九
八

～
〇
〇
年
、
別
巻
＝
一
二
年
、
以
下
、
筑
摩
版
全
集
）
は
、
将
棋
・
囲
碁
関
連

の
生
前
未
発
表
作
品
や
資
料
も
多
数
掲
載
し
た
。

　

筆
者
は
前
述
の
安
吾
忌
後
に
編
集
部
を
訪
問
し
、「
散
る
日
本
」
と
「
観

戦
記
」
取
材
メ
モ
が
書
か
れ
た
二
冊
の
手
帖
を
見
る
機
会
９

を
得
た
。
こ

れ
を
き
っ
か
け
に
「
愛
棋
家　

坂
口
安
吾
」
と
題
し
た
論
考
を
将
棋
ペ
ン

ク
ラ
ブ
会
報
「
将
棋
ペ
ン
倶
楽
部
」
に
発
表
し
た
　10

。
今
回
は
一
七
年

三
月
の
「
将
棋
と
文
学
研
究
会
」
研
究
集
会
で
の
「
愛
棋
家　

坂
口
安
吾

―
そ
の
生
涯
・
作
品
と
将
棋
、『
木
村
三
部
作
』
を
中
心
に
―
」
も
含
め

て
整
理
し
て
、
新
た
な
視
点
か
ら
安
吾
と
将
棋
の
関
わ
り
を
考
え
る
。

二
．
安
吾
は
本
当
に
将
棋
を
知
ら
な
か
っ
た
の
か

　

安
吾
は
囲
碁
愛
好
家
と
し
て
知
ら
れ
、「
囲
碁
修
業
」（「
都
新
聞
」
三
八

年
六
月
二
一
～
二
三
日
）
な
ど
の
随
筆
で
自
ら
の
熱
中
ぶ
り
を
語
っ
て
い
る
。

生
前
、
二
段
免
状
（
昭
和
二
五
年
一
一
月
八
日
付
）
を
取
得
し
、
没
後
に
は

三
段
免
状
（
昭
和
三
〇
年
五
月
三
日
付
）
を
追
贈
さ
れ
て
い
る
。

　

呉
清
源
と
の
五
子
局
の
棋
譜
と
観
戦
記
（「
月
刊
読
売
」〈
四
八
年
五

月
〉）　11
も
残
っ
て
い
る
。
戦
前
に
呉
が
川
端
康
成
ら
文
壇
強
豪
を
五
子
で

負
か
し
た
の
を
覚
え
て
い
た
安
吾
は
「
六
ツ
置
こ
う
」
と
申
し
出
た
。
呉

は
下
手
が
当
時
か
ら
上
達
し
て
い
る
か
ら
と
五
子
を
主
張
し
、
押
し
切
っ

た
。
大
き
な
ハ
ン
デ
は
格
好
悪
く
、
負
け
れ
ば
み
っ
と
も
な
い
。「
教
祖

の
文
学
」に
は
、安
吾
が
小
林
と
碁
を
打
っ
た
際
の〈
彼
は
五
目
置
い
て（
ほ

ん
と
は
も
つ
と
置
く
必
要
が
あ
る
の
だ
が
、
五
ツ
以
上
は
恰
好
が
悪
い
や

と
云
つ
て
置
か
な
い
）〉
と
い
う
逸
話
が
記
さ
れ
た
。
ア
マ
は
概
し
て
実

力
不
相
応
の
手
合
い
を
選
び
が
ち
だ
。
見
栄
を
張
ら
ず
に
六
子
を
申
し
出

た
安
吾
に
真
の
囲
碁
フ
ァ
ン
の
姿
を
見
る
。〈
巨
豪
呉
氏
を
し
ば
し
ば
長

考
さ
せ
る
な
ど
熱
戦
四
時
間
〉
で
安
吾
は
白
の
大
石
を
召
し
捕
っ
た
も
の

の
盤
面
お
よ
そ
十
目
の
差
で
敗
れ
た
。
呉
を
長
考
さ
せ
る
だ
け
の
も
の
が

安
吾
に
は
あ
っ
た
。

　

一
方
で
自
ら
の
将
棋
は
〈
私
も
将
棋
は
知
ら
な
い
〉（「
散
る
日
本
」）
や

〈
私
は
将
棋
の
駒
の
動
き
方
を
知
っ
て
る
だ
け
だ
。（
略
）
私
は
そ
の
ド
ン
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ジ
リ
、
六
十
二
級
〉（「
巷
談
師
」〈「
別
冊
文
藝
春
秋
」
五
〇
年
八
月
）
な
ど
と

ひ
た
す
ら
無
知
ぶ
り
を
強
調
し
た
。
作
品
に
棋
譜
の
誤
記
が
散
見
さ
れ
る

た
め
、
過
去
に
は
筆
者
も
〈
将
棋
は
知
ら
な
い
〉
に
頷
い
て
し
ま
っ
た
の

だ
が
、
果
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。

　

塚
田
八
段
が
六
分
考
へ
て
三
四
飛
、
横
歩
を
払
つ
た
。（
略
）
三
十
八

手
の
勝
負
と
ど
こ
で
違
つ
た
手
を
指
す
か
、
ど
つ
ち
が
指
す
か
（
略
）

五
六
歩
突
き
。
そ
れ
に
き
ま
つ
て
ゐ
る
か
ら
そ
の
先
を
先
の
先
ま
で
読
ん

で
ゐ
る
由
（
略
）「
桂
が
あ
る
か
ら
、
二
四
へ
打
つ
。
そ
ん
な
手
も
あ
る

ぢ
や
ろ
。
い
ろ
い
ろ
と
、
む
つ
か
し
い
と
こ
ろ
ぢ
や
」。
土
居
八
段
は
満

悦
の
様
子
で
あ
る

（「
散
る
日
本
」・
傍
線
部
筆
者
）

　

安
吾
は
的
確
に
将
棋
用
語
を
使
っ
て
い
る
。
こ
の
点
を
将
棋
と
文
学

研
究
会
に
角
川
文
庫
の
「
散
る
日
本
」（
七
三
年
）
を
持
参
し
た
田
丸
昇
九

段
　12
に
伺
っ
た
と
こ
ろ
首
肯
さ
れ
た
。

　

安
吾
自
身
は
「
将
棋
を
指
し
た
」
と
書
か
な
か
っ
た
が
、
対
局
の
証
言

は
い
く
つ
か
残
っ
て
い
る
。

　

木
山
捷
平
の
「
酔
い
ざ
め
日
記
」（
七
五
年
・
講
談
社
）
に
は
、
昭
和

一
五
年
（
四
〇
年
）
一
月
三
日
の
欄
に
〈
坪
田
、
小
田
と
小
生
の
三
人
で

中
村
地
平
訪
問
。
坂
口
安
吾
も
来
て
い
た
。
将
棋
を
さ
し
た
り
、
十
二

時
近
く
辞
去
。（
略
）
坂
口
と
一
勝
一
敗
。（
略
）
真
杉
と
一
勝
で
あ
っ

た
〉　13

と
あ
る
。

　

若
園
清
太
郎
の「
わ
が
坂
口
安
吾
」（
七
六
年
・
昭
和
出
版
）
に
は
、三
五
年
、

長
野
県
奈
良
原
鉱
泉
で
将
棋
が
強
い
若
園
と
囲
碁
が
強
い
安
吾
と
で
互
い

に
ハ
ン
デ
を
与
え
て
対
局
し
た
話
が
出
て
く
る
。
安
吾
は
若
園
に
二
枚
落

ち
で
も
、
若
園
は
六
子
置
い
て
も
安
吾
に
歯
が
立
た
な
か
っ
た
と
い
う
。

　

文
壇
チ
ー
ム
対
抗
戦
の
証
言
も
あ
る
。
木
山
と
共
に
阿
佐
ヶ
谷
将
棋
会

の
常
連
だ
っ
た
中
村
地
平
は「
将
棋
随
筆
」（
初
出
紙
誌
未
詳
・
三
八
年
一
二
月
・

「
中
村
地
平
全
集
」
第
三
巻
＝
七
一
年
）
で
、
竹
村
書
房
（
安
吾
、
菱
山
修
三
他
）

対
阿
佐
ヶ
谷
チ
ー
ム
の
対
抗
戦
が
四
谷
の
某
料
亭
で
行
わ
れ
た
と
書
く
。

浅
見
淵
の
「
昭
和
文
壇
側
面
史
」（
六
八
年
・
講
談
社
）
の
〈
竹
村
書
房
派

と
早
稲
田
派
〉
に
は
〈
竹
村
書
房
を
背
景
に
（
略
）
坂
口
安
吾
が
総
大
将

と
な
っ
て
早
稲
田
組
に
挑
戦
を
申
し
込
ん
で
来
て
、
四
谷
見
付
の
近
く
の

長
野
屋
と
い
う
女
気
の
な
い
居
酒
屋
風
の
飲
み
屋
の
二
階
で
対
戦
し
た
。

（
略
）
早
稲
田
組
の
勝
利
で
終
わ
っ
た
が
、
そ
の
あ
と
、
そ
こ
で
竹
村
書

房
の
奢
り
で
大
酒
宴
と
な
っ
た
〉
と
あ
る
。
参
加
者
記
載
は
竹
村
組
の
安

吾
と
若
園
の
み
だ
。
村
上
護
の
「
文
壇
資
料　

阿
佐
ヶ
谷
界
隈
」（
七
七
年
・

講
談
社
）
は
、
若
園
の
証
言
と
し
て
本
郷
チ
ー
ム
（
安
吾
、
若
園
、
菱
山
、

鵜
殿
新
一
、
真
杉
）
と
阿
佐
ヶ
谷
チ
ー
ム
（
安
成
二
郎
、
井
伏
鱒
二
、
上

林
暁
、
木
山
、
太
宰
治
）
が
四
谷
の
某
料
亭
で
対
戦
し
た
と
記
し
た
。
安

吾
と
太
宰
が
指
し
て
い
た
ら
面
白
い
の
だ
が
、
両
者
の
年
譜
に
記
載
が
な
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く
、
後
年
の
証
言
で
信
憑
性
に
欠
け
る
の
が
残
念
。
チ
ー
ム
名
や
参
加
者

が
微
妙
に
異
な
る
た
め
、
同
じ
対
抗
戦
の
記
憶
違
い
か
別
の
対
抗
戦
か
は

断
定
で
き
な
い
が
、
い
ず
れ
も
安
吾
側
が
惨
敗
と
な
っ
て
い
る
。

　

山
本
亨
介
（
筆
名
・
天
狗
太
郎
）
の
「
将
棋
と
っ
て
お
き
の
話
」（
八
七
年
・

筑
摩
書
房
）
に
は
五
一
年
頃
に
友
人
と
共
に
、
安
吾
が
戦
前
に
住
ん
だ
取

手
市
に
彼
を
訪
ね
た
話
が
あ
る
。
詩
人
の
湯
口
三
郎
と
安
吾
の
将
棋
は
湯

口
の
圧
勝
で
対
局
は
一
局
の
み
、
あ
と
は
酒
盛
り
に
な
っ
た
と
い
う
。

　

棋
力
は
さ
て
お
き
、
安
吾
は
将
棋
記
事
を
熟
読
し
た
形
跡
が
あ
る
。
元

祖
「
読
む
将
」
で
あ
る
。

　

昭
和
初
期
に
は
新
聞
雑
誌
を
通
し
て
囲
碁
将
棋
熱
が
文
士
に
も
波
及
し

て
い
く
。
安
吾
も
例
外
で
は
な
い
。「
生
命
拾
ひ
を
し
た
話
」（「
囲
碁
春
秋
」

四
〇
年
一
月
）
は
〈
朝
日
新
聞
の
八
段
位
獲
得
戦
木
谷
七
段
対
久
保
松
六

段
の
対
局
で
呉
七
段
の
解
説
〉
へ
の
疑
問
に
寝
食
を
忘
れ
て
没
頭
し
て
生

命
の
危
険
を
感
じ
た
が
、
強
豪
知
人
を
探
し
回
っ
て
〈
呉
七
段
の
読
違
ひ

と
い
ふ
結
論
に
達
し
、僕
は
一
命
を
拾
つ
た
〉
と
い
う
話
。
そ
こ
に
は
〈
娯

楽
機
関
の
何
一
つ
な
い
田
舎
で
は
、
新
聞
を
読
む
の
が
最
大
の
娯
楽
で
あ

る
〉
と
あ
ら
ゆ
る
記
事
を
熟
読
す
る
自
身
の
姿
も
描
い
た
。「
横
暴
な
新

聞
販
売
店
」（
生
前
未
発
表
・
四
七
年
頃
執
筆
と
推
定
）
に
は
〈
朝
日
、
毎
日
、

読
売
、
東
京
、
時
事
の
五
紙
を
購
読
〉
と
あ
る
。

　

安
吾
は
「
戦
後
文
章
論
」（「
新
潮
」
五
一
年
九
月
）
で
戦
後
の
文
章
で
の

新
風
と
し
て
将
棋
の
観
戦
記
を
挙
げ
、
特
に
三
象
子
（
加
藤
治
郎
八
段	

＝

五
一
年
の
第
十
期
名
人
戦
〈
木
村
対
升
田
〉
で
朝
日
新
聞
に
全
六
局
の
観
戦
記
を
執

筆
）
を
〈
文
章
が
特
に
生
き
て
い
て
、
い
ち
じ
る
し
く
活
写
の
筆
力
が
鋭

い
〉
と
絶
賛
し
た
。
さ
ら
に
当
時
伊
東
市
在
住
の
安
吾
は
、
静
岡
新
聞
の

高
柳
（
敏
夫
）
八
段
を
〈
淡
々
と
し
な
が
ら
、
た
く
ま
ぬ
よ
う
な
、
し
か

し
巧
み
な
ユ
ー
モ
ア
も
あ
っ
て
、
急
所
は
ピ
ッ
タ
リ
押
え
て
い
る
し
、
田

舎
の
新
聞
に
は
モ
ッ
タ
イ
な
い
逸
材
で
す
〉
と
賞
賛
し
た
　14
の
は
将
棋
を

熟
読
し
た
証
拠
だ
。

　

雑
誌
「
文
藝
春
秋
」
は
創
設
者
の
菊
池
寛
が
大
の
将
棋
好
き
と
あ
っ
て

将
棋
欄
が
充
実
し
て
い
た
。
新
進
作
家
の
安
吾
は
戦
前
、
同
誌
に
「
海
の

霧
」（
三
一
年
九
月
）、「
蟬
」（
三
二
年
二
月
）　15

な
ど
四
作
を
載
せ
て
い
る
。

寄
稿
者
で
あ
る
彼
は
定
期
的
に
目
を
通
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

　

安
吾
は
将
棋
を
読
ん
で
い
た
か
ら
こ
そ
将
棋
が
書
け
た
。
安
吾
が
逝

去
の
二
ヶ
月
前
に
発
表
し
た
小
説
「
桂
馬
の
幻
想
」（「
小
説
新
潮
」
五
四
年

一
二
月
号
）
は
将
棋
の
天
才
木
戸
六
段
が
主
人
公
。
名
人
候
補
津
雲
八
段

と
の
一
戦
で
木
戸
は
〈
金
を
ひ
い
て
守
り
を
か
た
め
る
か
、
歩
を
つ
い
て

様
子
を
見
れ
ば
お
だ
や
か
で
あ
る
が
、
桂
を
は
ね
だ
す
と
乱
戦
模
様
に
な

る
〉
と
考
え
た
。
そ
し
て
候
補
手
の
う
ち
、〈
四
五
桂
〉
を
指
し
た

―

特
異
な
動
き
を
す
る
〈
桂
馬
〉
と
〈
幻
想
〉
と
を
組
み
合
わ
せ
た
題
名
は

秀
逸
だ
。〈
金
を
ひ
く
〉は
済
寧
館
の
決
戦
の
木
村
の
守
り
の
勝
負
手「
四
八

金
」
を
想
起
さ
せ
る
。
桂
を
〈
は
ね
だ
す
〉
と
い
う
の
も
適
切
だ
。
そ
し

て
〈
四
五
桂
〉
に
注
目
し
た
い
。
当
初
配
置
の
二
九
（
も
し
く
は
二
一
）
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か
ら
三
七
（
も
し
く
は
三
三
）
経
由
で
四
五
と
正
し
い
筋
に
桂
馬
を
跳
ね

て
い
る
。

　
「
散
る
日
本
」
で
は
〈
将
棋
を
知
ら
な
い
〉
に
続
い
て
〈
け
れ
ど
も
、

こ
の
十
年
間
、
名
人
戦
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
他
の
勝
負
、
こ
れ
と
い
ふ

手
合
に
殆
ど
負
け
て
ゐ
な
い
の
だ
か
ら
、
調
子
だ
け
で
か
う
は
行
く
筈
の

も
の
で
は
な
い
。（
略
）
木
村
名
人
は
た
し
か
に
強
い
に
相
違
な
い
（
略
）

木
村
名
人
の
一
代
前
は
関
根
名
人
と
云
つ
て
、
こ
の
人
は
将
棋
は
弱
か
つ

た
が
、将
棋
が
キ
レ
イ
で
、さ
す
が
に
名
人
の
風
格
、な
ど
と
称
せ
ら
れ
た
〉

と
記
し
て
い
る
。〈
将
棋
を
知
ら
な
い
〉
と
は
書
き
な
が
ら
も
（
両
名
人

の
強
弱
に
多
少
の
誇
張
は
あ
る
が
）
将
棋
界
の
あ
ら
ま
し
は
把
握
し
て
い

た
。
実
は
同
様
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
安
吾
は
唯
一
の
肉
声
録
音
で
も
残
し
て

い
る
。「
済
寧
館
の
決
戦
」
直
後
の
四
九
年
六
月
六
日
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
第
一
放

送
の
「
朝
の
訪
問
」
で
「
碁
や
将
棋
、
特
に
将
棋
が
非
常
に
お
好
き
な
ん

で
す
ね
」
と
の
問
い
に
は
「
い
え
、
好
き
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
よ
。
将
棋
は

僕
は
下
手
な
ん
で
す
。
碁
の
方
が
ね
、
ま
あ
い
く
ら
か
と
言
っ
た
っ
て
大

し
て
う
ま
く
な
い
け
ど
ね
」
と
言
い
な
が
ら
直
後
に
「（
将
棋
は
）
勝
負

の
決
す
る
最
後
の
瞬
間
ま
で
、
も
う
鍔
ぜ
り
合
い
み
な
い
な
も
ん
で
す
。

そ
の
激
し
さ
と
い
う
の
は
、僕
な
ん
か
み
た
い
な
野
次
馬
に
は
観
て
い
て
、

こ
ん
な
に
面
白
い
も
の
は
な
い
ん
で
す
ね
」。〈
好
き
じ
ゃ
な
い
〉け
ど〈
こ

ん
な
に
面
白
い
も
の
は
な
い
〉
と
は
安
吾
な
ら
で
は
の
表
現
だ
。

　

五
四
年
一
一
月
三
〇
日
、
故
郷
に
帰
っ
た
安
吾
は
「
新
潟
日
報
新
館
落
成

記
念
文
芸
講
演
会
」
で
畏
友
尾
崎
士
郎
と
共
に
演
台
に
上
っ
た
。
一
二
月
一

日
付
の
同
紙
朝
刊
は
〈
機
知
と
熱
の
文
学
論
／
尾
崎
、
坂
口
両
氏
講
演
会
〉

と
の
見
出
し
で
〈
ま
ず
坂
口
氏
が
演
台
に
立
ち
、
大
山
氏
に
名
人
位
を
奪

わ
れ
た
木
村
前
名
人
の
例
を
引
き
／
形
ち
、
姿
、
感
情
に
重
き
を
お
い
た

木
村
の
将
棋
は
真
理
に
重
点
を
お
く
大
山
氏
に
敗
れ
た
。
真
理
と
は
だ
れ

に
で
も
判
り
易
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
文
学
の
底
を
貫
く
も
の
は
真

理
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
／
と
坂
口
文
学
の
旗
印
を
示
せ
ば
（
略
）〉
と
報

じ
た
。
翌
年
二
月
に
亡
く
な
る
直
前
、
生
涯
最
後
の
講
演
で
二
年
前
（
五
二

年
）
の
名
人
戦
を
例
に
し
て
文
学
を
語
っ
た
こ
と
は
、
将
棋
に
対
す
る
関
心

を
最
期
ま
で
持
ち
続
け
て
い
た
何
よ
り
の
証
拠
だ
。

三
．
安
吾
は
な
ぜ
木
村
義
雄
を
書
い
た
の
か

　

安
吾
は
将
棋
観
戦
記
を
書
い
た
明
確
な
理
由
を
残
し
て
い
る
。

　
〈
こ
の
創
作
集
は
私
の
将
棋
名
人
戦
な
ら
び
に
そ
の
他
、
自
ら
意
志
し

て
そ
れ
を
目
撃
し
た
い
く
つ
か
の
棋
士
た
ち
の
心
血
を
そ
ゝ
ぐ
対
局
か

ら
、
特
に
重
大
な
も
の
ゝ
み
を
選
ん
で
一
本
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
／
主

と
し
て
、
将
棋
名
人
戦
が
主
題
に
な
つ
て
ゐ
る
が
、
私
自
身
は
、
む
し
ろ

囲
碁
に
い
さ
ゝ
か
の
タ
シ
ナ
ミ
が
あ
り
、
将
棋
の
方
は
縁
台
将
棋
の
ビ
リ

に
列
る
の
が
や
う
や
く
で
あ
る
。
／
私
は
然
し
、
内
に
全
力
を
尽
し
、
血

肉
を
賭
け
て
闘
わ
れ
る
将
棋
名
人
戦
を
好
む
〉
か
ら
始
ま
る
、
生
前
未
発



104将棋と文学スタディーズ

表
と
な
っ
た
「
後
記
」（
筑
摩
版
全
集
第
一
五
巻
）
で
あ
る
。

　

ま
た
「
碁
に
も
名
人
戦
つ
く
れ
」（「
毎
日
新
聞
大
阪
版
」四
九
年
六
月
二
九
日

付
）
で
は
〈
将
棋
の
人
気
は
い
う
ま
で
も
な
く
実
力
第
一
人
者
を
争
う
名

人
戦
の
人
気
で
あ
る
。（
略
）
碁
の
本
因
坊
戦
と
き
て
は
た
か
が
一
家
名
を

つ
ぐ
だ
け
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。（
略
）碁
も
名
人
戦
を
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

実
力
第
一
人
者
を
争
う
ギ
リ
ギ
リ
の
勝
負
で
な
け
れ
ば
決
し
て
天
下
の
人

気
を
わ
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
〉
と
囲
碁
界
に
手
厳
し
い
。
安
吾
は
〈
私

は
碁
の
大
手
合
は
時
々
見
た
〉
と
「
散
る
日
本
」
に
記
し
た
が
、
観
戦
記

を
残
し
て
い
な
い
。
観
戦
記
は
書
く
必
然
性
が
あ
っ
た
か
ら
書
い
た
の
だ
。

　

安
吾
の
将
棋
観
戦
記
は
す
べ
て
木
村
義
雄
が
対
局
者
だ
。「
散
る
日
本
」

「
勝
負
師
」
は
名
人
戦
が
舞
台
な
の
で
当
然
だ
が
、
共
に
頼
ま
れ
仕
事
で
は

な
く
、
自
主
的
に
観
戦
に
出
か
け
て
文
芸
誌
に
執
筆
し
て
い
る
。
木
村
に

惹
か
れ
た
か
ら
こ
そ
名
人
戦
に
価
値
を
見
い
だ
し
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

安
吾
は
「
文
藝
春
秋
」
三
九
年
三
月
号
に
木
村
が
書
い
た
「
双
葉
山
の

敗
因
考
察
」（
目
次
で
は
「
将
棋
と
双
葉
山
の
敗
因
」）
を
間
違
い
な
く
読
ん
だ
。

同
年
初
場
所
で
の
双
葉
山
の
七
十
連
勝
成
ら
ず
の
敗
因
を
分
析
し
た
一
文

だ
。「
散
る
日
本
」
に
〈
相
撲
の
ケ
ン
リ
」
と
の
一
節
が
出
て
く
る
が
、

木
村
は
そ
の
場
所
も
初
日
か
ら
升
席
に
通
い
、
三
日
目
、
六
十
九
連
勝
目

の
駒
ノ
里
戦
も
観
て
い
る
。
連
勝
が
途
絶
え
た
四
日
目
の
安
藝
ノ
海
戦
は

所
用
の
た
め
観
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
ま
で
の
観
戦
か
ら
双
葉
山

の
敗
因
を
詳
細
に
考
察
し
て
い
る
。
い
わ
く
〈
横
綱
の
面
目
の
為
め
に
、

成
る
べ
く
待
っ
た
を
せ
ず
、多
少
不
利
で
も
受
け
て
立
つ
と
い
ふ
観
念
が
、

病
後
の
彼
れ
に
意
外
の
重
荷
を
負
は
し
た
〉〈
横
綱
の
貫
禄
も
大
切
で
は

あ
る
が
、
そ
れ
は
決
し
て
呼
吸
が
合
は
な
い
で
も
、
無
理
に
立
つ
こ
と
を

要
求
す
る
も
の
で
は
な
い
〉〈
将
棋
は
序
盤
に
有
利
な
陣
を
布
い
て
、
中

盤
の
戦
闘
時
期
に
入
る
準
備
を
な
す
の
が
必
要
（
略
）
序
盤
の
岐
れ
が
互

角
で
な
い
と
、
後
が
な
か
な
か
面
倒
〉〈
立
上
が
り
の
綺
麗
と
い
ふ
こ
と

も
程
度
の
問
題
で
、
彼
れ
の
後
援
者
や
贔
屓
が
、
無
暗
に
立
ち
を
急
が
せ

て
、
彼
れ
の
成
績
を
汚
し
て
は
な
ら
ぬ
〉
と
双
葉
山
の
立
ち
合
い
に
つ
い

て
疑
義
を
呈
し
て
い
る
。
双
葉
山
の
「
後
の
先
」
の
立
ち
合
い
は
強
さ
と

美
し
さ
を
兼
ね
備
え
て
い
る
と
賞
賛
さ
れ
て
い
た
　16

。
連
勝
は
三
六
年

初
場
所
か
ら
始
ま
っ
た
。
一
方
で
「
第
一
期
名
人
決
定
大
棋
戦
」
は
三
五

年
か
ら
三
七
年
の
暮
れ
に
か
け
て
行
わ
れ
、
木
村
が
初
の
実
力
制
名
人
に

就
い
た
。
既
に
神
格
視
さ
れ
て
い
た
双
葉
山
へ
の
批
判
は
同
時
代
の
覇
者

で
あ
る
木
村
以
外
に
許
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
木
村
は
同
誌
の
三
八
年

一
〇
月
号
で
も
「
将
棋
と
戦
略
」
で
将
棋
の
実
際
の
読
み
を
孫
子
の
兵
法

な
ど
を
例
に
挙
げ
な
が
ら
説
い
て
い
る
。

　

感
心
し
た
安
吾
は
そ
の
後
、た
び
た
び
木
村
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

木
村
名
人
の
相
撲
観
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
が
、
相
撲
を
将
棋
の
立
場
か

ら
判
断
し
て
や
つ
て
ゐ
た
。
流
石
に
名
人
で
あ
る
。

「
大
井
廣
介
と
い
ふ
男
」（「
現
代
文
学
」
四
二
年
九
月
）
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将
棋
の
木
村
名
人
は
不
世
出
の
名
人
と
言
は
れ
、
生
き
な
が
ら
に
し
て
か

う
い
ふ
評
価
を
持
つ
こ
と
は
凡
そ
あ
ら
ゆ
る
芸
界
に
於
い
て
極
め
て
稀
れ

な
こ
と
で
あ
る
が
、
全
く
彼
は
心
身
あ
げ
て
盤
上
に
の
た
く
り
廻
る
と
い

ふ
毒
々
し
い
ま
で
に
驚
く
べ
き
闘
志
を
も
つ
た
男
で
あ
る
。

「
青
春
論
」（「
文
学
界
」
四
二
年
一
一・一
二
月
）

木
村
名
人
が
双
葉
山
を
評
し
て
、
将
棋
で
は
序
盤
に
位
負
け
す
る
と
最
後

ま
で
押
さ
れ
て
負
け
て
し
ま
ふ
。
名
人
だ
な
ど
と
云
つ
て
も
序
盤
で
立
ち

お
く
れ
て
は
そ
れ
ま
で
（
略
）
双
葉
の
如
く
、
敵
の
声
で
立
上
り
、
敵
に

立
上
り
の
優
位
を
与
へ
る
の
が
横
綱
た
る
の
貫
禄
だ
と
い
ふ
考
へ
方
は
ど

う
か
と
思
ふ
、
と
い
ふ
こ
と
を
述
べ
て
ゐ
た
。

「
大
阪
の
反
逆
」（「
改
造
」
四
七
年
四
月
）

往
年
木
村
名
人
が
覇
気
横
溢
の
こ
ろ
双
葉
山
を
評
し
て
、
将
棋
は
序
盤
に

負
け
る
と
勝
負
に
負
け
る
。
序
盤
に
位
を
制
す
る
こ
と
が
名
人
横
綱
た
る

技
術
で
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
敵
の
声
に
立
ち
上
る
の
は
解
せ
な
い
、
と
言

つ
た
。
こ
の
心
構
へ
を
名
人
は
す
で
に
自
ら
見
失
ひ
、
自
ら
逆
に
双
葉
山

の
愚
に
化
し
て
ゐ
た
。

「
散
る
日
本
」（「
群
像
」
四
七
年
八
月
）

　

安
吾
は
戦
時
中
、
大
井
が
主
幹
の
同
人
誌
「
現
代
文
学
」　17

に
精
力
的

に
作
品
を
発
表
し
た
。
同
誌
に
発
表
さ
れ
た
「
日
本
文
化
私
観
」（
四
二

年
三
月
）
は
〈
見
た
と
こ
ろ
の
ス
マ
ー
ト
だ
け
で
は
、
真
に
美
な
る
物
と

は
な
り
得
な
い
。
す
べ
て
は
、
実
質
の
問
題
だ
。
美
し
さ
の
た
め
の
美
し

さ
は
素
直
で
な
く
、
結
局
、
本
当
の
物
で
は
な
い
（
略
）
法
隆
寺
も
平
等

院
も
焼
け
て
し
ま
つ
て
一
向
に
困
ら
ぬ
。
必
要
な
ら
ば
、
法
隆
寺
を
と
り

こ
わ
し
て
停
車
場
を
つ
く
る
が
い
い
〉
と
〈
実
質
の
問
題
〉
を
語
る
。「
散

る
日
本
」の
最
後
の
一
文〈
実
質
だ
け
が
全
部
な
の
だ
〉に
先
駆
け
て
い
る
。

「
大
井
廣
介
と
い
ふ
男
」
で
安
吾
は
〈
彼
の
評
論
に
は
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
隣

に
安
藝
の
海
が
現
れ
、
野
球
も
レ
ビ
ユ
ー
も
忍
術
も
知
つ
て
ゐ
る
こ
と
が

み
ん
な
出
て
く
る
。
こ
れ
は
非
常
に
い
ゝ
所
だ
と
僕
は
思
ふ
（
略
）
生
活

の
全
部
が
文
学
の
中
へ
現
れ
て
く
る
〉
多
様
性
を
褒
め
、
本
因
坊
秀
哉
が

生
活
の
す
べ
て
を
碁
に
結
び
つ
け
て
考
え
て
い
る
点
を
至
言
と
し
て
、
さ

ら
に
木
村
を
例
に
引
く
。〈
相
撲
を
将
棋
の
立
場
か
ら
判
断
〉
と
は
「
双

葉
山
の
敗
因
考
察
」
そ
の
も
の
だ
。

　
「
青
春
論
」
の
「
三　

宮
本
武
蔵
」
で
安
吾
は
、
若
き
日
の
武
蔵
の
死

に
物
狂
い
の
闘
い
を
賞
賛
し
た
。
そ
し
て
木
村
を
若
き
日
の
武
蔵
に
比
類

す
る
者
と
し
て
共
感
を
も
っ
て
描
い
て
い
る
。

　

そ
し
て
「
大
阪
の
反
逆
」。
四
七
年
の
初
め
に
急
逝
し
た
織
田
作
之

助
を
悼
ん
で
書
か
れ
た
評
論
だ
。
織
田
の
「
可
能
性
の
文
学
」（「
改
造
」

四
六
年
一
二
月
）は
坂
田
八
段
の
端
歩（
九
四
歩
）を
題
材
に
し
て
い
る
。〈
坂
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田
の
端
の
歩
突
き
は
、
い
か
に
阿
呆
な
手
で
あ
っ
た
に
し
ろ
、
常
に
横
紙

破
り
の
将
棋
を
さ
し
て
来
た
坂
田
の
青
春
の
手
で
あ
っ
た
。（
略
）
こ
の

手
は
将
棋
の
定
跡
と
い
う
オ
ル
ソ
ド
ッ
ク
ス
に
対
す
る
坂
田
の
挑
戦
で

あ
っ
た
〉
と
肯
定
的
に
捉
え
て
い
る
。

　
「
大
阪
の
反
逆
」
が
〈
将
棋
の
升
田
七
段
が
木
村
名
人
に
三
連
勝
以
来
、

大
阪
の
反
逆
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
が
、時
々
新
聞
雑
誌
に
現
れ
は
じ
め
た
〉

と
大
阪
期
待
の
将
棋
指
し
か
ら
始
ま
る
の
は
、
坂
田
か
ら
文
学
を
論
じ
た

織
田
へ
の
こ
の
上
な
い
手
向
け
だ
。
一
方
で
〈
升
田
七
段
の
攻
撃
速
度
は

迅
速
意
外
で
、従
来
の
定
跡
が
手
お
く
れ
に
な
つ
て
し
ま
ふ
（
時
事
新
報
）〉

と
の
〈
速
度
〉
へ
の
言
及
は
「
坂
田
の
端
歩
」
否
定
の
伏
線
と
し
て
効
果

的
で
あ
る
。
安
吾
は
〈
最
初
の
一
手
に
端
歩
を
つ
い
た
と
い
ふ
衒
気
の
方

が
面
白
い
。
第
一
局
に
負
け
て
、
第
二
局
で
、
又
懲
り
も
せ
ず
、
端
歩
を

つ
い
た
と
い
ふ
馬
鹿
な
意
地
が
面
白
い
〉
と
ま
ず
は
面
白
が
る
が
、
木
村

の
〈
名
人
だ
な
ど
と
云
つ
て
も
序
盤
で
立
ち
お
く
れ
て
は
そ
れ
ま
で
で
、

（
略
）
双
葉
の
如
く
、
敵
の
声
で
立
上
り
、
敵
に
立
上
り
の
優
位
を
与
へ

る
の
が
横
綱
た
る
の
貫
禄
だ
と
い
ふ
考
へ
方
は
ど
う
か
と
思
ふ
〉
を
例
に

引
き
、〈
第
一
手
に
端
歩
を
つ
く
な
ど
と
い
ふ
の
は
馬
鹿
げ
た
こ
と
だ
〉

と
否
定
し
た
。
そ
し
て〈
私
は
先
に
坂
田
八
段
の
端
歩
の
こ
と
を
言
つ
た
。

こ
れ
は
如
何
に
も
大
阪
的
だ
。
然
し
、
大
阪
の
良
さ
で
は
な
く
、
大
阪
の

悪
さ
だ
。（
略
）
な
ぜ
な
ら
、
木
村
名
人
の
序
盤
に
位
負
け
し
て
は
勝
負

に
負
け
る
、序
盤
に
位
勝
ち
す
る
こ
と
自
体
が
力
量
の
優
位
な
の
だ
か
ら
、

と
い
ふ
オ
ル
ソ
ド
ッ
ク
ス
の
前
で
は
当
然
敗
北
す
べ
き
素
朴
な
ハ
ッ
タ
リ

に
す
ぎ
な
い
〉
と
続
け
た
。
果
た
し
て
安
吾
は
〈
織
田
は
悲
し
い
男
で
あ

つ
た
。
彼
は
あ
ま
り
に
も
、
ふ
る
さ
と
、
大
阪
を
意
識
し
す
ぎ
た
の
で
あ

る
。
あ
り
あ
ま
る
才
能
を
持
ち
な
が
ら
、大
阪
に
限
定
さ
れ
て
し
ま
つ
た
。

彼
は
坂
田
八
段
の
端
歩
を
再
現
し
て
ゐ
る
〉
と
木
村
の
双
葉
山
論
と
坂
田

の
端
歩
と
の
対
比
に
よ
り
織
田
を
語
っ
た
。
安
吾
が
将
棋
を
識
っ
て
い
た

か
ら
こ
そ
の
織
田
へ
の
挽
歌
で
あ
る
。

　

ま
た
、
安
吾
は
織
田
の
「
可
能
性
の
文
学
」
を
読
ん
で
、
木
村
の
言
う

序
盤
の
立
ち
遅
れ
が
「
坂
田
の
端
歩
」
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い

た
の
で
は
な
い
か
。
先
に
挙
げ
た
「
大
井
廣
介
と
い
ふ
男
」「
青
春
論
」

に
は
双
葉
山
の
名
前
は
な
い
。
将
棋
の
「
序
盤
の
不
利
」
と
「
双
葉
山
の

立
ち
遅
れ
」
を
結
び
つ
け
て
「
坂
田
の
端
歩
」
を
論
じ
た
の
は
「
大
阪
の

反
逆
」
が
初
め
て
だ
。
坂
田
が
「
南
禅
寺
の
決
戦
」
で
九
四
歩
を
指
し
た

の
は
「
双
葉
山
の
敗
因
考
察
」
の
二
年
前
。
木
村
は
あ
か
ら
さ
ま
に
実
名

を
記
す
の
は
控
え
た
が
、「
序
盤
の
不
利
」
が
「
坂
田
の
端
歩
」
を
示
す

と
考
え
る
の
は
不
自
然
で
は
な
い
。
安
吾
が
木
村
の
双
葉
山
論
に
お
け
る

将
棋
の
「
序
盤
の
不
利
」
＝
「
坂
田
の
端
歩
」
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
た

の
は
、
織
田
の
「
可
能
性
の
文
学
」
の
お
か
げ
だ
。

　
「
散
る
日
本
」
の
終
わ
り
間
際
で
安
吾
は
一
転
し
て
木
村
を
痛
烈
に
批

判
す
る
。
そ
れ
ま
で
安
吾
は
木
村
を
文
学
と
将
棋
と
道
は
違
え
ど
も
同
じ

志
を
持
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
。
木
村
の
敗
北
は
「
双
葉
山
の
敗
因
考
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察
」
で
自
身
が
指
摘
し
た
〈
双
葉
山
の
愚
〉
そ
の
も
の
だ
。
言
っ
て
い
る

こ
と
と
や
っ
て
い
る
こ
と
が
違
う
！
思
い
入
れ
が
強
か
っ
た
か
ら
こ
そ
裏

切
ら
れ
た
と
感
じ
、
怒
り
は
す
さ
ま
じ
か
っ
た
の
だ
。
木
村
を
〈
双
葉
山

の
愚
に
化
し
て
ゐ
た
〉
と
罵
倒
し
た
の
は
愛
情
の
裏
返
し
だ
。

　

二
人
は
戦
前
の
文
人
囲
碁
会
（
創
立
大
会
は
三
八
年
四
月
二
一
日
）
で

恐
ら
く
面
識
が
あ
っ
た
。

　

四
〇
年
一
月
一
九
日
に
は
「
文
人
囲
碁
会
将
棋
大
成
会
対
抗
戦
」
が
開

催
さ
れ
た
。
文
人
側
か
ら
は
安
吾
や
川
端
康
成
ら
、
大
成
会
側
か
ら
は
木

村
名
人
、
倉
島
竹
二
郎
ら

が
参
加
し
、〈
午
後
十
一

時
坂
口
安
吾
對
加
藤
治
郎

の
一
戦
、
坂
口
白
番
（
四

目
半
盤
面
七
目
）
の
極
差

を
以
て
敗
れ
る
に
及
ん
で

将
棋
大
成
會
二
點
の
勝
越

し
と
な
り
凱
歌
は
大
成
會

に
あ
が
つ
た
〉（「
囲
碁
春

秋
」　18	

四
〇
年
二
月
号
）。

　

安
吾
は
戦
後
、
随
筆

「
文
人
囲
碁
会
」（「
ユ
ー
モ

ア
」
四
七
年
一
月
）
で
〈
僕

が
今
迄
他
流
試
合
を
し
て
、
そ
の
図
々
し
さ
に
呆
れ
た
の
は
将
棋
さ
し
の

チ
ー
ム
で
あ
っ
た
。（
略
）
木
村
名
人
が
初
段
で
最
も
強
く
、
あ
と
は
大

概
、
三
四
級
と
い
う
と
こ
ろ
だ
が
、
彼
ら
は
碁
と
将
棋
は
違
っ
て
も
盤
面

に
向
う
商
売
な
の
だ
か
ら
、
第
一
に
場
馴
れ
て
お
り
、
勝
負
の
コ
ツ
は
、

先
ず
相
手
を
呑
ん
で
か
ゝ
る
こ
と
だ
と
い
う
勝
負
の
大
原
則
を
心
得
て
い

る
（
略
）
僕
が
碁
に
負
け
て
口
惜
し
い
と
思
っ
た
の
は
、
こ
の
将
棋
の
連

中
で
、
い
つ
か
復
讐
戦
を
や
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
も
、
こ
の
連
中
だ

け
だ
〉
と
回
想
し
た
。
自
分
の
負
け
が
チ
ー
ム
の
負
け
に
直
結
し
て
悔
し

く
な
い
訳
が
な
い
。

　

の
ち
に
「
散
る
日
本
」
で
の
対
局
開
始
直
後
に
〈
木
村
名
人
は
私
達
に

向
つ
て
、あ
な
た
方
は
洋
服
だ
し
先
が
長
い
こ
と
だ
か
ら
ど
う
ぞ
お
楽
に
、

と
言
つ
た
り
す
る
〉
と
気
さ
く
だ
っ
た
の
は
、
過
去
に
接
点
が
あ
っ
た
か

ら
だ
ろ
う
。「
観
戦
記
」で
は〈
私
た
ち
も
寝
よ
う
と
す
る
と
、木
村
前
名
人
、

私
の
と
こ
ろ
に
遊
び
に
き
た
。
／
そ
こ
で
、
私
が
釈
迦
に
説
法
と
い
う
奴

だ
が
、色
々
と
心
理
的
な
見
方
か
ら
勝
負
と
い
う
こ
と
の
本
質
に
つ
い
て
、

一
席
ま
た
ア
ジ
ル
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。（
略
）
将
棋
は
、
勝
負
は
、
こ
れ

又
常
に
創
作
で
あ
る
。（
略
）
将
棋
と
い
う
も
の
を
何
も
知
ら
な
い
私
が
、

天
下
の
前
名
人
に
三
十
分
ほ
ど
将
棋
の
講
釈
を
し
た
の
だ
か
ら
笑
わ
せ
る

が
、こ
れ
も
酒
の
せ
い
で
あ
る
〉と
記
し
た
。「
明
日
は
天
気
に
な
れ
」（「
西

日
本
新
聞
」
五
三
年
一
月
二
日
～
四
月
一
三
日
付
）
の
「
立
ち
直
り
試
合
」
で

は
名
古
屋
で
の
対
局
を
回
想
し
て
〈
私
が
こ
の
観
戦
記
を
引
き
受
け
た
の
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は
、
ひ
と
つ
は
木
村
に
な
ん
と
か
罪
ほ
ろ
ぼ
し
を
し
た
い
よ
う
な
気
持
の

せ
い
が
あ
っ
た
。
／
私
は
木
村
が
塚
田
に
敗
れ
て
名
人
位
を
失
っ
た
一
局

を
観
戦
し
て
、
木
村
敗
戦
の
有
様
を
ツ
ブ
サ
に
描
写
し
た
こ
と
が
あ
る
。

（
略
）
木
村
が
気
持
の
上
で
ダ
メ
に
な
っ
た
原
因
の
一
部
に
は
、
私
の
冷

酷
な
文
章
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
、
な
ん
と
な
く
気
が
咎
め

て
お
っ
た
の
で
あ
る
（
略
）
な
ん
と
か
し
て
木
村
を
升
田
に
勝
た
せ
、
そ

の
勝
利
の
姿
を
描
写
し
て
罪
ほ
ろ
ぼ
し
を
し
て
や
り
た
い
〉
と
木
村
へ
の

親
近
感
は
一
貫
し
て
い
た
。

　

安
吾
は
囲
碁
で
は
呉
清
源
を
高
く
評
価
し
て
い
た
。「
呉
清
源
」（「
文

学
界
」
四
八
年
一
〇
月
、
の
ち
に
「
呉
清
源
論
」
に
改
題
）
で
、
木
村
、
升
田

が
度
々
自
滅
す
る
こ
と
に
触
れ
た
上
で
〈
そ
れ
ら
の
日
本
的
な
勝
負
の
鬼

ど
も
に
比
べ
て
、な
ん
と
ま
ア
呉
清
源
は
、完
全
な
る
鬼
で
あ
り
、そ
し
て
、

完
全
に
人
間
で
は
な
い
こ
と
よ
〉
と
感
嘆
し
て
い
る
。
た
だ
し
〈
完
全
な

る
鬼
〉
に
感
心
し
た
が
「
人
間
」
呉
清
源
に
は
評
価
を
濁
し
て
い
る
。「
呉

清
源
」の
結
び
は〈
呉
清
源
が
ジ
コ
ー
サ
マ
　19
に
入
門
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
の
も
、
天
才
の
悲
劇
的
な
宿
命
で
あ
っ
た
ろ
う
と
私
は
思
う
〉。「
勝
負

師
」
の
冒
頭
で
も
川
端
康
成
ら
と
共
に
呉
を
囲
ん
だ
席
で
安
吾
は
〈
要
領

を
得
な
い
座
談
会
　20
で
、
面
白
を
か
し
く
も
な
く
、
後
味
が
わ
る
か
つ
た
。

告
白
狂
じ
み
た
我
々
文
士
と
ち
が
つ
て
、
呉
八
段
が
つ
と
め
て
傷
口
に
ふ

れ
た
く
な
い
気
持
は
わ
か
る
の
で
あ
る
が
、
も
つ
と
気
楽
に
、
言
ひ
き
れ

た
ら
、
彼
の
大
成
の
た
め
に
却
つ
て
良
か
ら
う
、
と
私
に
は
思
は
れ
た
〉

と
呉
の
翳
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

木
村
は
「
済
寧
館
の
決
戦
」
の
自
戦
記
（「
名
人
木
村
義
雄
実
戦
集　

巻
七
」）

末
尾
に
〈
梅
原
龍
三
郎
先
生
、
志
賀
直
哉
先
生
、
村
松
梢
風
先
生
、
坂
口

安
吾
先
生
そ
の
他
多
く
の
フ
ァ
ン
の
方
々
の
暖
い
御
援
助
を
生
涯
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
と
胸
に
深
く
刻
み
込
ん
で
い
る
〉
と
記
し
た
。
坂
口
家
に
は

見
返
し
に
「
昭
和
二
十
四
年
夏
／
著
者　

木
村
義
雄
／
敬
呈
／
坂
口
安
吾

先
生
」
と
墨
跡
鮮
や
か
に
記
さ
れ
た
「
こ
れ
を
読
め
ば
必
ず
強
く
な
る　

最
新
将
棋
必
勝
法
」（
四
九
年
・
世
界
社
）
が
遺
さ
れ
た
。
木
村
も
ま
た
安

吾
が
好
き
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

四
．「
勝
負
師
」
を
め
ぐ
っ
て

　
「
評
伝
坂
口
安
吾	

魂
の
事
件
簿
」（
〇
二
年
・
集
英
社
）
を
著
し
た
七
北

数
人
は
「
勝
負
師
」
を
〈
一
種
の
将
棋
観
戦
記
だ
が
、
棋
士
の
内
面
に
も

筆
が
及
び
、
知
ら
ぬ
間
に
人
生
論
に
ま
で
進
ん
で
い
く
の
で
、
小
説
的
な

要
素
も
多
分
に
あ
る
。
安
吾
の
作
家
魂
み
た
い
な
も
の
が
ギ
ュ
ッ
と
詰

ま
っ
た
傑
作
で
、
安
吾
を
知
り
た
い
人
に
は
ま
ず
こ
れ
を
薦
め
る
こ
と
に

し
て
い
る
〉（「
火
だ
る
ま
安
吾
」〈
三
〉
変
わ
ら
ぬ
「
勝
負
師
」
像
・「
中
日
新
聞
」

〇
五
年
三
月
一
四
日
付
）
と
高
く
評
価
し
て
い
る
。

　

二
〇
一
九
年
は
「
済
寧
館
の
決
戦
」
か
ら
七
〇
年
。
記
念
す
べ
き
年
を

前
に
一
八
年
四
月
、
中
公
文
庫
「
勝
負
師　

将
棋
・
囲
碁
作
品
集
」
が
出
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た
。「
木
村
三
部
作
」
と
も
呼
ば
れ
る
べ
き
三
作
～
木
村
義
雄
が
名
人
位

か
ら
転
落
し
た
「
散
る
日
本
」、
再
起
を
図
っ
た
「
観
戦
記
」、
名
人
位
に

返
り
咲
い
た
「
勝
負
師
」
～
が
初
め
て
一
冊
に
収
め
ら
れ
た
。
巻
末
エ
ッ

セ
イ
に
沢
木
耕
太
郎
が
「
散
る
日
本
」
に
触
れ
た
「
私
だ
け
の
教
科
書
」

（「
象
が
空
を
」
に
収
録
・
九
三
年
・
文
藝
春
秋
）
が
あ
る
の
は
気
が
利
い
て
い
る
。

前
述
の「
後
記
」が
入
っ
て
い
な
い
、
作
品
の
並
び
が
時
系
列
で
は
な
い
、

補
注
が
な
い
な
ど
の
残
念
な
点
は
あ
る
が
、
そ
の
意
義
は
大
き
い
。

　

実
は
「
勝
負
師
」
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
関
連
資
料
が
残
っ
て
い
る
。

（
１
）	

取
材
メ
モ
が
記
さ
れ
た
手
帖
（
安
吾
遺
品
・
新
潟
市
所
蔵
）

（
２
）	

自
筆
原
稿
（
安
吾
遺
品
・
新
潟
市
所
蔵
）

（
３
）	

初
出
誌「
別
冊　

文
藝
春
秋
」（
第
一
二
号「
夏
の
小
説
集
」四
九
年
八
月
）　

（
４
）	

作
品
集
「
勝
負
師
」（
五
〇
年
一
月
三
一
日
発
行
・
作
品
社
・
著
者
旧
蔵
・

東
洋
大
学
附
属
図
書
館
蔵
）

（
５
）	

後
記
（
生
前
未
発
表
・
筑
摩
版
全
集
第
一
五
巻
）

（
６
）	

作
品
集
に
つ
い
て
の
詫
び
状
（
二
通
・
安
吾
遺
品
・
新
潟
市
所
蔵
）

（
７
）	

談
話
（「
毎
日
新
聞
」
四
九
年
五
月
二
六
日
付
、「
将
棋
新
聞
」
第
二
九
号
〈
復

刊
第
六
号
〉
六
月
一
五
日
号
）

（
８
）	

写
真
（「
済
寧
館
の
決
戦
」
終
局
直
後
お
よ
び
開
始
時
、
控
え
室
な
ど
で
安

吾
の
姿
あ
り
）

（
９
）	

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
録
音
（
四
九
年
六
月
六
日
・
Ｎ
Ｈ
Ｋ
第
一
放
送
「
朝
の

訪
問
」・
聞
き
手
：
坂
口
英
一
郎
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
・
筑
摩
版
全
集
第
一
七
巻
）

　
（
１
）
の
手
帖
は
革
装
丁
で
手
の
ひ
ら
大
の
鎌
倉
文
庫
の
「
文
庫
手
帖
」

四
九
年
版
。
見
開
き
の
手
帖
の
無
地
欄
を
九
〇
度
回
転
さ
せ
て
一
四
ペ
ー

ジ
に
わ
た
っ
て
鉛
筆
で
縦
に
殴
り
書
き
し
て
い
る
。
坂
口
家
が
〇
五
年
二

月
に
新
潟
市
に
寄
贈
し
、
同
市
「
安
吾　

風
の
館
」（
〇
九
年
七
月
開
館
）

で
時
折
展
示
し
て
い
る
。
な
お
「
散
る
日
本
」
取
材
メ
モ
も
「
文
庫
手
帖
」

四
七
年
版
に
記
さ
れ
て
い
る
。四
四
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
鉛
筆
書
き
さ
れ
、

不
鮮
明
さ
を
補
う
た
め
万
年
筆
で
の
上
書
き
が
あ
る
。
こ
ち
ら
に
は
〈
木

村
義
雄　

北
多
摩
郡
府
中
町
分
梅
～
／
塚
田
正
夫　

杉
並
区
大
宮
前
～
／

加
藤
治
郎　

港
区
芝
小
山
町
～
／
倉
島
竹
二
郎　

鎌
倉
市
腰
越
町
～
〉
と

の
将
棋
関
係
者
住
所
（
筑
摩
版
全
集
未
収
録
）
の
記
載
あ
り
。

　
（
２
）
は
安
吾
没
後
に
出
版
社
か
ら
遺
族
に
返
却
さ
れ
、
手
帖
と
同
様

に
遺
族
が
新
潟
市
に
寄
贈
し
た
。
達
筆
で
は
な
い
が
万
年
筆
で「
無
頼
派
」

ら
し
か
ら
ぬ
（
？
）
丁
寧
な
丸
文
字
風
で
読
み
や
す
い
筆
跡
。
他
に
い
く

つ
か
発
見
。
①
最
終
段
落
〈
木
村
と
塚
田
は
自
動
車
で
帰
っ
た
〉
の
直
前

の
〈
升
田
は
木
村
の
前
に
す
す
み
で
て
、
／
「
こ
れ
で
木
村
名
人
は
歴
史

に
残
る
人
と
な
っ
た
。
名
人
位
を
と
り
返
さ
な
、
歴
史
に
残
ら
ん
」
／
斜

に
か
ま
え
て
ガ
ラ
ガ
ラ
と
力
一
杯
の
大
声
。宣
告
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

神
が
か
り
、
歴
史
が
か
り
、
と
い
う
の
だ
ろ
う
〉
は
、
取
材
メ
モ
、
自
筆

原
稿
、
初
出
誌
に
は
な
い
。
初
出
作
品
集
だ
け
に
存
在
。
②
最
後
の
一
文

で
大
山
を
描
い
た
〈
こ
の
小
男
の
勝
負
度
胸
が
〉
は
〈
こ
の
小
男
の
平
静

な
勝
負
師
が
〉（
傍
線
は
筆
者
）
に
書
き
直
さ
れ
た
。
こ
れ
を
見
て
本
文
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中
の
〈
勝
負
師
〉
の
登
場
回
数
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
一
二
回
の
う
ち
木

村
を
示
し
て
い
る
の
は
、
た
っ
た
の
一
回
。
何
と
大
山
が
八
回
。
回
数
だ

け
で
言
え
ば
〈
勝
負
師
〉
は
大
山
な
の
だ
（
残
り
は
〈
勝
負
師
と
し
て
の

魂
胆
が
弱
い
〉
と
さ
れ
た
〈
東
京
方
の
原
田
（
泰
夫
）
八
段
〉　21

、
一
般

名
詞
と
し
て
の
登
場
、
控
え
室
の
面
々
が
各
一
回
）。

　
（
３
）
中
篇
小
説
特
輯
の
一
つ
と
し
て
掲
載
。
目
次
で
隣
に
あ
る
の
は

井
伏
鱒
二
の
「
本
日
休
診
」。

　
（
４
）
全
七
篇
収
録
の
中
短
編
集
。「
勝
負
師
」
以
外
は
普
通
の
小
説
、

随
筆
。
安
吾
が
細
字
万
年
筆
の
青
イ
ン
ク
で
白
地
の
見
返
し
の
左
ペ
ー
ジ

に
〈
筆
者
自
家
用
／
門
外
不
出
〉
と
の
書
き
込
み
が
あ
っ
た
。
安
吾
は

五
一
年
に
税
金
未
払
い
に
よ
り
原
稿
料
や
蔵
書
の
差
し
押
さ
え
を
喰
っ
て

い
る
。
そ
の
中
の
一
冊
が
巡
り
巡
っ
て
母
校
東
洋
大
に
納
ま
っ
た
と
推

察
さ
れ
る
。「
勝
負
師
」
本
文
に
も
二
カ
所
の
書
き
込
み
あ
り
。
①
中
公

文
庫
「
勝
負
師
」
で
九
〇
ペ
ー
ジ
の
〈
塚
田
の
指
手
が
報
ら
せ
て
き
た
。

／
六
六
歩
〉〈
木
村
は
そ
れ
を
ノ
ー
タ
イ
ム
で
、
同
歩
〉
と
あ
る
行
か
ら

一
二
行
先
、九
一
ペ
ー
ジ
の
〈
持
ち
時
間
が
あ
と
い
く
ら
も
な
い
木
村
が
、

又
、
長
考
に
は
い
る
〉
の
右
側
に
見
返
し
と
同
じ
青
イ
ン
ク
で
線
が
引
か

れ
、
そ
の
右
上
に
〈
次
は
塚
田
の
／
指
手
な
る
／
べ
し
？
〉
と
の
書
き
込

み
あ
り
。
木
村
の
同
歩
の
直
後
な
の
で
、
確
か
に
長
考
は
塚
田
で
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
②
同
九
五
ペ
ー
ジ
の〈
木
村
、四
十
九
分
考
へ
て
、四
五
金
〉

と
あ
る
う
ち
〈
木
村
〉
の
右
側
に
線
が
引
か
れ
、
そ
こ
か
ら
の
指
示
線
の

先
に
〈
塚
田
？
〉
と
書
き
込
ま
れ
て
い
た
。
九
〇
ペ
ー
ジ
の
〈
木
村
〉
の

同
歩
の
直
後
の
手
な
の
で
〈
塚
田
〉
が
正
し
い
。
七
篇
の
う
ち
書
き
込
み

が
あ
る
の
は
「
勝
負
師
」
だ
け
。
安
吾
が
自
作
を
読
み
返
し
た
こ
と
、
自

分
が
書
い
た
手
番
の
誤
り
に
気
づ
く
程
度
の
棋
力
が
あ
る
こ
と
を
証
明
し

て
い
る
。

　
（
５
）
作
品
集
「
勝
負
師
」
は
本
来
、
観
戦
記
集
と
し
て
出
版
さ
れ
る

は
ず
だ
っ
た
。
先
に
「
後
記
」
の
冒
頭
を
挙
げ
た
が
、
こ
こ
で
は
末
尾

を
紹
介
す
る
。〈
私
は
闘
争
の
美
し
さ
を
好
む
。
好
む
の
あ
ま
り
、
や

む
べ
か
ら
ず
し
て
書
い
た
も
の
が
、
こ
の
一
冊
の
本
で
あ
る
。
ね
が
は

く
は
読
者
よ
、
闘
争
を
愛
す
る
は
よ
し
、
正
し
く
健
康
に
愛
し
、
合
理

的
に
処
理
し
て
、
再
び
戦
争
の
愚
を
く
り
か
へ
す
こ
と
を
、
激
し
く
憎

も
う
で
は
な
い
か
。
／
健
全
な
る
闘
争
に
美
神
の
宿
ら
ん
こ
と
を
。
／

一
九
四
九
・
八
・
十
六　

著
者
〉。
格
調
高
く
結
ば
れ
て
い
る
。
も
し「
後
記
」

が
載
っ
た
観
戦
記
集
が
安
吾
の
意
図
の
通
り
に
出
て
い
た
ら
、
こ
れ
ら
の

作
品
群
は
も
っ
と
陽
の
当
た
る
場
所
に
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
（
６
）「
勝
負
師
」
が
、安
吾
の
本
来
の
意
図
と
は
違
っ
た
作
品
集
に
な
っ

た
理
由
は
「
後
記
」
と
二
通
の
詫
び
状
か
ら
推
察
で
き
る
。
作
品
社
社
主

の
山
内
文
三
か
ら
の
五
〇
年
一
月
二
三
日
付
の
書
簡
は
〈
御
叱
正
の
御
葉

書
頂
戴
致
し
早
速
八
木
岡
を
参
上
せ
し
め
御
詫
申
上
候
処
御
寛
容
を
お
図

り
賜
り
御
厚
情
の
ほ
ど
御
礼
申
上
候
〉。
書
簡
中
に
出
て
く
る
同
社
の
編

集
者
で
あ
る
八
木
岡
英
治
か
ら
は
二
月
五
日
付
で
〈
勝
負
師
十
部
別
便
で
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御
送
り
申
し
ま
し
た
か
ら
御
嘉
納
く
だ
さ
る
よ
う
御
願
い
申
上
ま
す
。
／

大
変
遅
延
い
た
し
ま
し
た
上
、
ご
満
足
い
た
ゞ
け
る
や
う
な
も
の
を
作
る

こ
と
が
出
来
ず
何
と
御
詫
び
申
上
て
よ
い
か
分
り
ま
せ
ん
〉。
二
通
と
も

安
吾
が
作
品
集
に
不
満
が
あ
っ
た
と
わ
か
る
文
面
だ
。
ま
た
八
木
岡
の
文

中
の
「
十
冊
」
の
う
ち
の
一
冊
が
現
在
、
安
吾
母
校
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る

と
推
察
さ
れ
る
。

　
（
７
）
毎
日
新
聞
〈
将
棋
の
下
手
な
自
分
は
将
棋
そ
の
も
の
で
な
し
に

人
間
の
心
理
的
摩
擦
と
い
つ
た
も
の
を
見
た
く
て
観
戦
し
て
い
る
が
、
木

村
は
和
ら
い
だ
と
い
つ
て
い
い
ほ
ど
澄
ん
だ
気
持
ち
に
終
始
し
て
い
た

し
、
夜
に
な
つ
て
も
疲
労
が
み
え
な
か
つ
た
の
は
彼
が
自
己
の
ペ
ー
ス
の

ま
ま
無
理
な
く
進
ん
で
い
た
か
ら
だ
と
思
う
、
こ
れ
に
比
べ
て
塚
田
に
は

心
理
的
な
焦
り
が
あ
る
せ
い
か
、
何
か
感
じ
が
固
く
、
自
分
を
有
利
に
し

よ
う
と
意
識
す
る
個
所
で
か
え
つ
て
破
た
ん
を
招
い
て
い
た
と
思
う
〉、

将
棋
新
聞
〈
き
よ
う
観
戦
し
て
い
て
感
じ
た
こ
と
は
木
村
さ
ん
の
気
持
が

澄
み
切
つ
て
い
た
こ
と
だ
つ
た
、
五
手
目
に
木
村
さ
ん
は
三
十
三
分
の
長
考

に
ふ
け
つ
た
が
、
あ
れ
は
恐
ら
く
手
を
読
ん
だ
の
で
な
く
、
落
ち
着
き
を

取
ろ
う
と
し
て
努
力
し
た
も
の
だ
と
想
像
さ
れ
る
、
そ
し
て
そ
れ
以
後
は

と
き
ど
き
ボ
ク
に
話
し
か
け
た
り
し
て
、
ら
く
な
気
持
で
指
し
て
い
た
よ

う
だ
が
、
こ
れ
と
ア
ベ
コ
ベ
に
き
よ
う
の
塚
田
さ
ん
は
コ
チ
コ
チ
に
固
く
な

り
す
ぎ
て
い
た
よ
う
に
思
つ
た
、
そ
し
て
恐
ら
く
こ
の
気
持
を
ほ
ぐ
そ
う

と
努
力
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
ほ
ぐ
れ
て
来
な
か
つ
た
よ
う
だ
、
こ
ゝ
ら

に
も
勝
敗
を
あ
る
程
度
支
配
す
る
も
の
が
あ
つ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
〉。

　
（
８
）「
サ
ン
写
真
新
聞
」（
四
九
年
五
月
二
六
日
付
）
ほ
か
。

　
（
９
）
前
述
。
過
去
に
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
、
Ｃ
Ｄ
化
。

　

こ
こ
ま
で
関
連
資
料
が
揃
っ
て
い
る
作
品
は
稀
だ
。
格
好
の
研
究
題
材

で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

　

安
吾
は
「
大
井
廣
介
と
い
ふ
男
」
で
、
大
井
を
〈
野
球
も
レ
ビ
ュ
ー
も

忍
術
も
知
つ
て
ゐ
る
こ
と
が
み
ん
な
出
て
く
る
。
こ
れ
は
非
常
に
い
ゝ
所

だ
と
僕
は
思
ふ
（
略
）
生
活
の
全
部
が
文
学
の
中
へ
現
れ
て
く
る
〉
と
評

し
た
。
こ
れ
は
安
吾
に
も
当
て
は
ま
る
。
将
棋
は
彼
の
文
学
の
中
に
現
れ

て
い
る
。

１	

Ｎ
Ｈ
Ｋ
将
棋
講
座
に
観
戦
記
を
執
筆
し
た
同
姓
同
名
氏
は
別
人
。

２	

研
究
集
会
の
筆
者
発
表
で
「
安
吾
が
書
い
た
の
は
観
戦
記
か
？
」
と
い
う
問

題
提
起
が
あ
っ
た
。「
定
本
坂
口
安
吾
全
集
」（
全
一
三
巻
・
六
七
年
～
七
一

年
・
冬
樹
社
）
は
「
散
る
日
本
」「
勝
負
師
」
を
小
説
に
、「
観
戦
記
」
を
評

論
に
分
類
す
る
。
観
戦
記
の
枠
を
越
え
て
い
る
と
い
う
考
え
も
あ
る
が
、
こ

こ
で
は
ま
と
め
て
観
戦
記
と
し
て
扱
う
。

３	
安
吾
は
講
演
「
名
人
戦
を
み
て
」
を
行
っ
た
（
坂
口
安
吾
デ
ジ
タ
ル
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
年
譜
〈
七
北
数
人
作
成
〉
未
掲
載
）。「
毎
日
新
聞
」
四
七
年
六
月

一
一
日
付
の
「
将
棋
名
人
戦
を
語
る
会
」（
一
二
日
午
後
五
時
三
〇
分
～
・
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毎
日
ホ
ー
ル
）
で
告
知
。「
将
棋
新
聞
」
第
七
号
（
四
七
年
七
月
中
旬
号
・

将
棋
大
成
会
）
の
「
名
人
戦
講
演
会
」
報
告
に
安
吾
の
登
壇
記
録
あ
り
。「
名

人
戦
を
観
て
」
は
他
者
筆
記
の
講
演
記
録
を
転
用
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

４	
従
来
は
初
出
未
詳
。
筆
者
が
将
棋
ペ
ン
ク
ラ
ブ
会
報「
将
棋
ペ
ン
倶
楽
部（
以

下
、倶
楽
部
）」（
下
）
①
（
一
一
年
・
春
＝
第
五
五
号
）
で
報
告
。
同
作
は
「
将

棋
新
聞
」第
一
四
号（
四
八
年
三
月
一
〇
日
）に「
私
の
将
棋
観
」名
で
転
載
。

５	

従
来
は
初
出
未
詳
。「
夕
刊
新
東
海
」「
夕
刊
神
港
」「
九
州
タ
イ
ム
ズ
」
は

筆
者
が
倶
楽
部
（
下
）
①
、（
下
）
⑦
（
一
四
年
・
春
＝
第
六
一
号
）、（
下
）

⑨
（
一
七
年
・
秋
＝
第
六
八
号
）
で
、
斎
藤
理
生
大
阪
大
学
准
教
授
が
「
安

吾
・
新
興
紙
・
棋
戦
－
『
坂
口
流
の
将
棋
』『
観
戦
記
』
初
出
を
め
ぐ
っ
て
」

（「
坂
口
安
吾
研
究
」
第
二
号
・
一
六
年
春
）
で
報
告
。「
夕
刊
ニ
イ
ガ
タ
」「
夕

刊
ひ
ろ
し
ま
」
は
筆
者
が
倶
楽
部
（
下
）
⑨
で
報
告
。

６	

筆
者
は
二
〇
年
ほ
ど
前
、
桜
上
水
駅
近
く
の
そ
ば
屋
に
居
合
わ
せ
た
編
者
の

野
坂
昭
如
に
選
集
に
つ
い
て
尋
ね
た
こ
と
あ
り
。「
河
出
だ
っ
た
っ
け
？
い

い
加
減
な
も
の
で
ね
」
と
返
さ
れ
た
。
出
版
社
が
違
う
、
確
か
に
…
…
。

７	

近
年
、
新
潟
市
「
安
吾	

風
の
館
」
の
安
吾
遺
品
か
ら
も
発
見
。「
安
吾
の
将

棋
観
戦
記
」
展
（
一
七
年
一
二
月
～
一
八
年
三
月
）
で
チ
ラ
シ
に
使
用
。

８	

「
名
人
木
村
義
雄
実
戦
集　

巻
七
」（
八
一
年
・
大
修
館
書
店
）
ほ
か
。

９	

「
散
る
日
本
」の
初
出
誌
三
手
目「
五
六
歩
」は
取
材
メ
モ
で
は「
二
六
歩
」。「
勝

負
師
」
で
の
い
く
つ
か
の
棋
譜
誤
記
も
編
集
部
に
伝
え
た
。
指
摘
内
容
と
将

棋
ペ
ン
ク
ラ
ブ
会
員
の
筆
者
名
が
筑
摩
版
全
集
第
一
六
巻
に
掲
載
。

10	

国
会
図
書
館
に
収
蔵
。	

（
上
）（
〇
〇
年
・
春
＝
第
三
三
号
）
～
（
下
）
最

終
回
（
一
八
年
・
春
＝
第
六
九
号
）、
外
伝
（
一
〇
年
・
秋
＝
第
五
四
号
）

を
断
続
的
に
計
一
三
回
掲
載
。

	

Ｐ
Ｄ
Ｆ
の
ご
希
望
は
筆
者
ま
で
（shunchan1964@

yahoo.co.jp

）。

11	

筑
摩
版
全
集
未
収
録
。〈
坂
口
安
吾
デ
ジ
タ
ル
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
～
作
品
紹
介

～
０
２
２
呉
清
源
～
記
事
全
文
は
こ
ち
ら
〉
で
閲
覧
可
能
。

12	

「
将
棋
世
界
」（
九
一
年
六
月
）
の
升
田
幸
三
追
悼
号
の
表
紙
は
偶
然
、
済
寧

館
内
部
。「
将
棋
の
あ
る
風
景
④
皇
居
済
寧
館
の
雨
」
に
は
、写
真
：
森
信
雄
、

文
：
大
崎
善
生
、
編
集
長
の
田
丸
七
段
（
当
時
）
と
豪
華
メ
ン
バ
ー
が
集
結
。

13	

坪
田
（
譲
治
）、
小
田
（
嶽
夫
）
＝
「
城
外
」
で
第
三
回
芥
川
賞
を
受
賞
。

真
杉
（
静
枝
）
は
当
時
中
村
と
同
居
。
い
ず
れ
も
文
学
仲
間
。

14	

安
吾
の
慧
眼
畏
る
べ
し
。
の
ち
の
加
藤
名
誉
九
段
は
将
棋
ペ
ン
ク
ラ
ブ
初
代

名
誉
会
長
。
高
柳
名
誉
九
段
は
第
一
回
将
棋
ペ
ン
ク
ラ
ブ
大
賞
受
賞
者
。
共

に
若
く
し
て
引
退
、
文
筆
家
と
し
て
活
躍
し
た
。

15	

同
じ
号
に
は
倉
島
竹
二
郎
の
「
ひ
つ
く
り
か
へ
つ
て
ゐ
る
兄
」
も
掲
載
。

16	

双
葉
山
は
幼
少
時
に
吹
き
矢
で
右
目
を
負
傷
、
ほ
と
ん
ど
失
明
状
態
だ
っ
た

の
で
激
し
い
相
撲
は
取
り
づ
ら
く
、
後
の
先
の
立
ち
合
い
に
な
っ
た
と
い
う

説
あ
り
。

17	

発
行
の
大
観
堂
は
古
書
店
兼
出
版
業
。
ア
ン
ド
レ
・
モ
ー
ロ
ワ
の
「
フ
ラ
ン

ス
敗
れ
た
り
」（
四
〇
年
）
が
二
〇
〇
刷
を
超
え
る
大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ

た
。
文
士
の
パ
ト
ロ
ン
的
存
在
で
店
主
の
北
原
義
太
郎
い
わ
く
「
借
金
の
三

大
豪
傑
は
安
吾
さ
ん
、
檀
（
一
雄
）
さ
ん
、
そ
れ
に
あ
な
た
（
尾
崎
一
雄
）」。

新
宿
区
に
新
刊
書
店
と
し
て
現
存
。
最
近
気
づ
い
た
が
、
筆
者
の
自
宅
へ
の

大
学
合
格
連
絡
は
こ
の
店
先
の
赤
電
話
か
ら
だ
っ
た
。

18	

主
幹
の
安
永
一
は
本
因
坊
秀
哉
門
下
の
在
野
の
棋
客
。「
勝
負
師
」
に
〈
素

人
五
段
の
安
永
君
〉
と
し
て
登
場
。

19	

璽
光
様（
璽
光
尊
）。
璽
宇
教
教
祖
。
呉
は
一
時
期
、双
葉
山
と
共
に
信
者
だ
っ

た
。

20	

「
囲
碁
・
人
生
・
神
様
」（「
文
藝
春
秋
」
四
九
年
七
月
）。
参
加
者
は
他
に
豊

島
与
志
雄
、
火
野
葦
平
。

21	

実
は
安
吾
と
同
じ
新
潟
県
人
。
〇
一
年
、
筆
者
は
原
田
九
段
に
「
勝
負
師
」

を
読
ん
で
も
ら
い
感
想
を
聞
い
た
。
答
え
は
一
言
、「
安
吾
先
生
の
お
っ
し
ゃ

る
通
り
」。

［
将
棋
ペ
ン
ク
ラ
ブ
・
安
吾
の
会
］
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将
棋
場
と
文
学
場
の
交
差　

　

―
木
村
義
雄
の
人
生
観
を
契
機
と
し
て近

藤
周
吾

　

木
村
義
雄
の
人
生
観
を
紹
介
し
た
い
。

　

一
九
五
〇
年
前
後
の
日
本
で
は
、
あ
る
種
の
人
生
観
ブ
ー
ム
と
で
も
呼

ぶ
べ
き
事
態
が
起
き
て
い
た
。
こ
の
流
行
に
つ
い
て
は
以
前
に
少
し
書
い

た
こ
と
が
あ
る
。（
拙
稿
「
坂
口
安
吾
『
わ
が
人
生
観
』
を
読
む
た
め
に
」『
富

山
高
等
専
門
学
校
紀
要
』
第
４
号
、
二
〇
一
七
・
二
）

　

そ
こ
で
、
今
回
は
こ
の
流
れ
の
中
に
木
村
義
雄
の
人
生
観
を
位
置
づ
け

る
と
ど
う
な
る
か
と
い
う
の
が
、
さ
し
あ
た
り
関
心
の
的
と
な
る
。

　

ひ
い
て
は
そ
れ
が
文
学
社
会
学
、
具
体
的
に
い
え
ば
文
学
場
と
将
棋
場

の
交
差
と
い
う
、
よ
り
大
き
な
文
脈
に
接
続
で
き
な
い
か
と
構
想
し
て
み

た
い
わ
け
な
の
だ
が
、
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
現
段
階
に
お
い
て
は

か
な
り
難
し
く
、
少
な
く
と
も
私
一
人
の
手
に
は
余
る
の
で
、
こ
こ
で
は

ご
く
乱
暴
な
ラ
フ
・
ス
ケ
ッ
チ
に
止
め
ざ
る
を
得
な
い
。

　

以
下
、
内
容
の
一
部
に
お
い
て
は
以
前
に
述
べ
た
こ
と
と
重
複
す
る
と

こ
ろ
も
あ
る
が
、
次
第
に
的
を
絞
っ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

一　

私
の
人
生
観
を
語
る
こ
と
の
流
行

　

一
九
二
九
年
、
ロ
ン
ド
ン
放
送
局
は
ア
ル
ベ
ル
ト
・
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ

ン
、
バ
ー
ト
ラ
ン
ド
・
ラ
ッ
セ
ル
、
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ジ
ョ
ー
ジ
・
ウ
ェ
ル

ズ
ら
、
錚
々
た
る
学
者
や
文
化
人
か
ら
人
生
観
を
聞
き
出
す
と
い
う
ラ
ジ

オ
番
組
を
企
画
し
た
。
後
に『Living	Philosophies

』（
一
九
三
一
、ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
、続
編
も
『I	believe

』（
一
九
四
七
、ロ
ン
ド
ン
）

と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。

　

こ
れ
を
モ
デ
ル
に
し
た
日
本
版
が
、
一
九
五
〇
年
九
月
か
ら
五
一
年
九

月
に
か
け
て
雑
誌『
世
界
』に
連
載
さ
れ
、『
私
の
信
條
』（
一
九
五
一
・
一
〇
）

『
續
私
の
信
條
』（
一
九
五
一
・
一
二
）
と
し
て
岩
波
新
書
か
ら
刊
行
さ
れ
て

い
る
。
前
者
は
安
倍
能
成
、
志
賀
直
哉
、
津
田
左
右
吉
、
和
辻
哲
郎
、
荒

畑
寒
村
、
正
宗
白
鳥
、
中
野
重
治
、
柳
田
國
男
、
木
村
義
雄
ら
二
〇
名
の
、

後
者
は
恒
藤
恭
、
秋
田
雨
雀
、
三
好
達
治
、
中
野
好
夫
、
山
川
菊
栄
、
川

端
康
成
、
鈴
木
大
拙
、
呉
清
源
ら
二
〇
名
の
信
条
が
語
ら
れ
て
い
る
。
本

場
ロ
ン
ド
ン
の
続
編
で
は
「
神
と
宇
宙
と
社
会
に
つ
い
て
の
信
条
」
を
問

う
た
の
に
対
し
、
日
本
の
も
の
は
「
仕
事
と
世
の
中
の
つ
な
が
り
」
を
問

う
て
い
て
、
ス
ケ
ー
ル
に
お
い
て
は
や
や
小
ぶ
り
の
印
象
も
否
め
な
い
の

だ
が
、
敗
戦
か
ら
約
五
年
と
い
う
時
期
に
、
い
わ
ば
大
物
の
文
化
人
た
ち
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を
集
め
、
正
続
二
冊
を
刊
行
し
た
企
画
は
、
日
本
の
新
書
史
上
に
残
る
も

の
と
評
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
〈
私
の
信
条
〉
あ
る
い
は
〈
私
の
人
生
観
〉
を

語
る
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
自
体
は
、
岩
波
書
店
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
い
う
こ

と
に
は
な
ら
な
い
。
一
九
五
〇
年
前
後
の
日
本
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
見

ら
れ
た
型
で
あ
る
か
ら
だ
。も
っ
と
も
、武
者
小
路
実
篤「
自
分
の
人
生
観
」

（『
愛
と
人
生
』一
九
五
四
・
六
、池
田
書
店
）は
大
正
期
か
ら
の
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー

な
の
で
、例
外
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

刊
行
は
戦
前
で
も
戦
後
に
爆
発
的
に
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、
版
を
重
ね

た
三
木
清
『
人
生
論
ノ
ー
ト
』（
創
元
社
）
と
、書
評
な
ど
で
も
話
題
に
な
っ

た
小
林
秀
雄
『
私
の
人
生
観
』（
一
九
四
九
・
一
〇
、
創
元
社
）
の
二
冊
を
、

当
時
影
響
力
の
大
き
か
っ
た
代
表
作
と
し
て
挙
げ
る
の
が
順
当
だ
ろ
う
。

　

そ
の
他
に
も
、
正
宗
白
鳥
「
我
が
人
生
観
」（『
人
間
』
一
九
五
〇
・
六
）、

坂
口
安
吾
「
わ
が
人
生
観
」（『
新
潮
』
一
九
五
〇
・
五
、七
～
五
一
・
一
）、
河

上
徹
太
郎
「
私
の
人
生
観
」（『
新
潮
』
一
九
五
五
・
四
）
と
い
っ
た
エ
ッ
セ

イ
が
著
さ
れ
て
い
る
。
財
界
に
目
を
向
け
て
み
て
も
、
た
と
え
ば
池
田
成

彬
『
私
の
人
生
観
』（
文
藝
春
秋
新
社
）
が
一
九
五
一
年
三
月
に
刊
行
さ

れ
て
い
る
。

　

小
林
秀
雄
の
『
私
の
人
生
観
』
は
、
そ
も
そ
も
は
講
演
で
あ
っ
た
。
冒

頭
に
「
こ
の
前
こ
こ
で
お
話
し
を
依
頼
さ
れ
た
時
、「
私
の
人
生
観
」
と

い
う
課
題
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
。」
と
あ
る
か
ら
、「
私
の
人
生
観
」
を
語

る
こ
と
が
小
林
自
身
の
発
案
で
な
い
こ
と
は
明
白
だ
が
、
坂
口
安
吾
や
河

上
徹
太
郎
が
似
た
題
名
で
執
筆
す
る
と
き
に
は
、
小
林
秀
雄
と
い
う
先
蹤

を
意
識
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

人
生
観
人
生
観
と
解
り
切
っ
た
様
に
言
っ
て
い
る
が
、
本
当
は
ど
う
い
う

意
味
合
い
の
言
葉
な
の
だ
ろ
う
か
。
人
生
と
い
う
言
葉
も
観
と
い
う
言

葉
も
、
非
常
に
古
い
言
葉
で
あ
る
が
、
両
方
く
っ
つ
い
て
人
生
観
と
い

う
の
は
、
古
い
事
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
。
少
く
と
も
、
こ
の
言
葉
が
普
通

に
使
わ
れ
出
し
た
の
は
、
ご
く
近
頃
の
事
で
、
や
は
り
西
洋
の
近
代
思

想
が
這
入
っ
て
来
て
、
人
生
に
対
す
る
新
し
い
見
方
と
か
、
考
え
方
と

か
が
起
っ
た
時
か
ら
、
人
生
観
と
い
う
言
葉
も
盛
ん
に
使
わ
れ
る
様
に

な
っ
た
の
だ
と
思
う
。
併
し
そ
れ
か
と
言
っ
て
、
人
生
観
に
相
当
す
る

言
葉
は
外
国
に
は
な
い
様
で
す
。
或
る
人
の
説
に
よ
る
と
、
オ
イ
ケ
ン

のLebensanschauungen

が
人
生
観
と
訳
さ
れ
て
以
来
、
人
生
観
と
い

う
言
葉
が
広
く
使
わ
れ
る
様
に
な
っ
た
と
言
う
が
、Leben

は
人
生
だ
が

Anschauung

と
い
う
言
葉
は
観
と
は
余
程
違
う
様
だ
。
観
と
い
う
言
葉

に
は
日
本
人
独
特
の
語
感
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

小
林
秀
雄
「
私
の
人
生
観
」

　
『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
⑦
』（
二
〇
〇
一・
七
、小
学
館
）
に
よ
れ
ば
、「
人

生
観
」の
用
例
と
し
て
内
村
鑑
三「
月
曜
講
演
」（
一
八
九
八
）、田
山
花
袋「
野
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の
花
」（
一
九
〇
一
）、
国
木
田
独
歩
「
牛
肉
と
馬
鈴
薯
」（
一
九
〇
一
）、
長

与
善
郎
「
青
銅
の
基
督
」（
一
九
二
三
）
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
補
注
と
し

て「
ド
イ
ツ
語
のA

nsc

マ

マ

haung

の
訳
と
し
て
明
治
二
〇
年
代
か
ら「
―
観
」

が
接
尾
語
と
し
て
成
立
す
る
に
と
も
な
っ
て
生
じ
た
語
。」
と
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
引
用
の
前
半
の
「
古
い
事
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
」「
近
頃
の
事
」

と
い
う
小
林
の
推
測
は
正
し
い
と
言
え
る
。
だ
が
、『
大
思
想
家
の
人
生
観
』

で
知
ら
れ
る
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
ル
ド
ル
フ
・
オ
イ
ケ
ン
の
「A

nschauung

」

と
日
本
語
の
「
人
生
観
」
に
語
感
の
違
い
が
あ
る
と
す
る
の
は
、「
単
純
に

両
者
の
語
義
の
違
い
に
関
し
て
だ
け
言
え
ば
、
大
き
な
違
い
は
全
く
な
い

と
言
っ
て
よ
い
」
と
す
る
袴
谷
憲
昭
の
「
小
林
秀
雄
『
私
の
人
生
観
』
批
判
」

（『
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
論
集
』
一
九
八
八
・
一
〇
）
が
的
を
射
て
お
り
、
に
わ

か
に
肯
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

そ
れ
で
は
な
ぜ
、
小
林
秀
雄
は
こ
の
よ
う
な
差
異
を
偽
装
し
た
の
か
。

そ
れ
は
「
見
」
と
「
観
」
の
間
に
重
大
な
差
異
を
見
出
し
た
い
が
ゆ
え
で

あ
ろ
う
。

　

観
と
い
う
の
は
見
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
そ
こ
い
ら
の
も
の
が
、

電
車
だ
と
か
、
犬
こ
ろ
だ
と
か
、
そ
ん
な
も
の
が
や
た
ら
と
見
え
た
と
こ

ろ
で
仕
方
が
な
い
、
極
楽
浄
土
が
見
え
て
来
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。「
観

無
量
寿
経
」
と
い
う
御
経
に
、
十
六
観
と
い
う
も
の
が
説
か
れ
て
お
り
ま

す
。
そ
れ
に
よ
り
ま
す
と
極
楽
浄
土
と
い
う
も
の
は
、
空
想
す
る
も
の
で

は
な
い
。
ま
ざ
ま
ざ
と
観
え
て
来
る
も
の
だ
と
い
う
。
観
る
と
い
う
事
に

は
順
序
が
あ
り
、
順
序
を
踏
ん
で
観
る
修
練
を
積
め
ば
当
然
観
え
て
来
る

も
の
だ
と
説
く
の
で
あ
り
ま
す
。
先
ず
日
想
観
と
か
水
想
観
と
か
い
う
も

の
か
ら
始
め
る
。
日
輪
に
想
い
を
凝
ら
せ
ば
、
太
陽
が
没
し
て
も
心
に
は

太
陽
の
姿
が
残
る
で
あ
ろ
う
。
清
冽
玉
の
如
き
水
を
想
え
ば
、
や
が
て
極

楽
の
宝
の
池
に
清
澄
な
水
が
心
に
映
じ
て
来
る
で
あ
ろ
う
。（
下
略
）

小
林
秀
雄
「
私
の
人
生
観
」

　

武
蔵
は
、
見
る
と
い
う
事
に
つ
い
て
、
観
見
二
つ
の
見
様
が
あ
る
と
い
う

事
を
言
っ
て
い
る
。
細
川
忠
利
の
為
に
書
い
た
覚
書
の
な
か
に
、
目
付
之
事

と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
立
会
い
の
際
、
相
手
方
に
目
を
付
け
る
場
合
、
観
の

目
強
く
、
見
の
目
弱
く
見
る
べ
し
、
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。
見
の
目
と
は
、

彼
に
言
わ
せ
れ
ば
常
の
目
、
普
通
の
目
の
働
き
方
で
あ
る
。
敵
の
動
き
が
あ

あ
だ
と
か
こ
う
だ
と
か
分
析
的
に
知
的
に
合
点
す
る
目
で
あ
る
が
、
も
う
一

つ
相
手
の
存
在
を
全
体
的
に
直
覚
す
る
目
が
あ
る
。「
目
の
玉
を
動
か
さ
ず
、

う
ら
や
か
に
見
る
」
目
が
あ
る
、
そ
う
い
う
目
は
、「
敵
合
近
づ
く
と
も
、

い
か
程
も
遠
く
見
る
目
」
だ
と
言
う
の
で
す
。「
意
は
目
に
付
き
、
心
は
付

か
ざ
る
も
の
也
」、
常
の
目
は
見
よ
う
と
す
る
が
、
見
よ
う
と
し
な
い
心
に

も
目
は
あ
る
の
で
あ
る
。
言
わ
ば
心
眼
で
す
。
見
よ
う
と
す
る
意
が
目
を
曇

ら
せ
る
。
だ
か
ら
見
る
目
を
弱
く
観
の
目
を
強
く
せ
よ
と
言
う
。

同
右
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旧
制
高
校
時
代
に
実
際
に
講
演
を
聴
い
た
後
の
評
論
家
・
磯
田
光
一

は
、「
小
林
秀
雄
か
ら
一
度
、
幻
滅
を
味
わ
わ
さ
れ
た
経
験
を
私
は
持
っ

て
い
る
」
と
し
て
、「
講
演
中
に
出
て
く
る
「
観
」
と
か
「
見
」
と
い

う
語
に
私
は
辟
易
し
」、「「
小
林
秀
雄
は
ダ
メ
に
な
っ
た
…
…
」
と
感
じ

た
」
と
当
時
を
回
想
し
て
い
る
。（「
小
林
秀
雄
と
い
う
現
象

―
世
代
的
な

回
想
」『
群
像
』
一
九
八
三
・
五
。
引
用
は
『
近
代
の
感
情
革
命

―
作
家
論
集
』

一
九
八
七
・
六
、
新
潮
社
）

　

ま
た
、
前
記
の
袴
谷
憲
昭
は
、「
菩
提
樹
下
に
お
け
る
釈
尊
の
正
し
い

認
識
と
は
、
知
性
に
よ
っ
て
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
的
基

体
説
で
あ
る
「
我
」
を
剔
抉
し
否
定
す
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ

は
「
止
」
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
、「
知
性
」
と
し
て
の
「
観
」
に
よ
っ
て

の
み
果
さ
れ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
補
足
・
訂
正
し
た
。
つ
ま

り
、「
観
」
に
対
置
す
べ
き
は
「
止
」
で
あ
り
、そ
の
「
止
」
に
対
す
る
「
観
」

と
は
要
す
る
に
「
知
性
（
知
慧
）」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、

小
林
秀
雄
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
現
代
人
は
「
仏
教
は
悟
り
の
宗
教
で

あ
る
」
と
考
え
る
の
に
対
し
、
袴
谷
憲
昭
は
「
仏
教
は
知
慧	prajñā
の

宗
教
で
あ
る
」
と
捉
え
、
批
判
す
る
。

　

こ
の
よ
う
な
小
林
秀
雄
を
最
初
に
批
判
し
た
の
が
坂
口
安
吾
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
以
前
に
述
べ
た
の
で
繰
り
返
さ
な
い
が
、
要
す
る
に
安

吾
は「
青
春
論
」「
教
祖
の
文
学
」「
伝
統
と
反
逆
」『
わ
が
人
生
観
』と
い
っ

た
一
連
の
テ
ク
ス
ト
を
通
じ
て
、
小
林
秀
雄
を
、
よ
り
具
体
的
に
い
え
ば

小
林
秀
雄
の
「
見
」
と
「
観
」
の
差
異
化
を
完
膚
な
き
ま
で
に
叩
こ
う
と

し
た
と
い
う
ふ
う
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

た
だ
し
、
安
吾
の
批
判
は
主
流
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
小

林
秀
雄
の
「
見
」
と
「
観
」
を
受
け
継
ぐ
人
物
が
現
れ
た
か
ら
だ
。
そ
れ

が
木
村
義
雄
で
あ
る
。

二　

木
村
義
雄
の
人
生
観

　

将
棋
の
十
四
世
名
人
・
木
村
義
雄
の
名
を
、
将
棋
界
で
知
ら
ぬ
者
は
い

な
い
。
か
つ
て
は
世
襲
制
だ
っ
た
名
人
が
実
力
制
に
変
わ
っ
て
最
初
の
名

人
に
な
っ
た
の
が
木
村
だ
っ
た
か
ら
だ
。
そ
の
木
村
義
雄
は
、
棋
士
で
あ

る
一
方
で
、
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
の
顔
を
持
つ
。
今
回
は
そ
こ
に
注
目
し
て
み

よ
う
。

　

た
と
え
ば
、「
実
力
と
い
ふ
も
の
」（『
将
棋
世
界
』
一
九
五
〇
・
一
）
と
い

う
エ
ッ
セ
イ
が
あ
る
。
そ
こ
で
木
村
は
「
読
者
が
実
力
を
養
ひ
、
自
ら
充

実
味
を
感
ず
る
ま
で
」
の
「
五
つ
の
段
階
」
は
「
見
・
観
・
察
・
修
・
反

な
の
で
あ
る
。」
と
し
て
、「
実
力
と
い
ふ
も
の
は
も
つ
と
尊
敬
を
払
ふ
べ

き
で
は
な
い
か
と
考
へ
る
。」
と
結
論
し
た
。
木
村
義
雄
が
小
林
秀
雄
を

読
ん
で
い
た
か
ど
う
か
、
現
段
階
で
は
確
証
が
な
い
も
の
の
、
こ
こ
で
い

う
「
見
」
と
「
観
」
は
、小
林
秀
雄
の
人
生
観
と
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
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木
村
義
雄
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、『
私
の
信
條
』
に
も
エ
ッ
セ

イ
を
寄
せ
て
い
た
。
初
出
は『
世
界
』（
一
九
五
一
・
一
）所
収
の「
私
の
信
條
」

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
高
木
貞
治
・
里
見
弴
・
木
村
義
雄
・
中
野
重
治
の
連

名
と
な
っ
て
い
る
。
高
木
貞
治
は
一
九
四
〇
年
に
文
化
勲
章
を
受
け
た
理

学
博
士
で
あ
り
、
里
見
弴
と
中
野
重
治
は
作
家
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
文

化
人
と
肩
を
並
べ
て
い
る
こ
と
自
体
に
、
木
村
義
雄
の
果
た
し
た
も
う
一

つ
の
功
績
が
窺
い
知
れ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
将
棋
の
実
力
に
お
い
て
第

一
人
者
で
あ
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
将
棋
場
、
す
な
わ
ち
各
界
に
お
け
る
将

棋
界
の
地
位
を
押
し
上
げ
、
い
わ
ゆ
る
有
名
性
を
獲
得
し
た
と
い
う
意
味

に
お
い
て
も
、
木
村
義
雄
の
功
績
は
大
き
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な

ら
な
い
。

　

さ
て
、
木
村
義
雄
の
「
私
の
信
條
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
ほ
ど
長
い
文
章

で
は
な
い
し
、
今
と
な
っ
て
は
将
棋
界
に
お
い
て
も
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て

い
な
い
文
章
で
あ
ろ
う
か
ら
、
資
料
と
し
て
こ
こ
に
再
掲
し
て
お
く
こ
と

に
し
た
い
。

　

ま
ず
、「
略
歴
」
を
す
べ
て
引
用
し
よ
う
。「
東
京
出
身
、
明
治
三
十
八

年
二
月
生
、
幼
少
よ
り
將
棋
に
興
味
を
抱
き
、
大
正
七
年
慶
應
普
通
部
中

退
後
外
務
省
に
給
仕
と
し
て
勤
務
の
傍
棋
道
に
志
す
。
同
十
五
年
八
段
と

な
り
昭
和
十
三
年
よ
り
十
年
間
名
人
、
同
二
十
四
年
再
び
名
人
位
に
卽
き

今
日
に
到
る
。
著
書
「
將
棋
大
観
」「
私
の
三
十
五
年
」「
木
村
將
棋
」
等
。」

　

続
い
て
、
本
文
を
す
べ
て
引
く
。

　

信
條
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
誰
だ
つ
て
、
そ
う
簡
単
に
得
ら
れ
る
も
の

で
は
な
い
と
思
う
。
文
字
の
上
に
お
い
て
、
一
應
道
徳
的
な
も
の
は
首
肯

さ
れ
て
も
、
そ
こ
に
體
驗
の
裏
付
が
な
け
れ
ば
、
ほ
ん
と
う
の
信
條
、
不

動
の
信
條
に
は
な
ら
な
い
。
藝
道
修
行
の
面
に
お
い
て
も
、
色
色
な
場
合

に
遭
遇
し
て
、
種
種
の
體
驗
を
經
な
け
れ
ば
、
身
に
つ
く
や
う
な
信
條
は

得
ら
れ
な
い
。

　

私
の
場
合
で
い
う
な
ら
、
三
四
段
時
分
、
棋
道
に
對
す
る
こ
う
と
思
つ
た

信
條
も
、
さ
ら
に
修
行
の
年
數
を
經
て
、
五
段
、
六
段
と
昇
る
頃
に
は
、
い

つ
か
そ
の
信
條
が
動
搖
し
、
懐
疑
的
に
な
つ
て
、
考
へ
方
も
違
つ
て
く
る
。

殊
に
生
活
的
に
大
き
な
變
化
に
直
面
す
る
と
、
例
え
ば
過
去
十
年
間
の
よ

う
な
日
本
人
の
誰
も
が
體
驗
し
た
激
動
期
に
揉
ま
れ
る
と
、
き
び
し
い
生

活
面
か
ら
の
影
響
で
、
藝
道
修
行
に
對
す
る
考
え
方
も
變
つ
て
く
る
こ
と
が

少
な
く
な
い
。
思
え
ば
な
さ
け
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
社
會
的
な
變
化

か
ら
、
現
實
的
な
日
常
生
活
に
影
響
を
蒙
る
こ
と
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
。

　

將
棋
の
戰
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
う
し
た
局
面
の
變
化
に
次
か
ら
次
と
遭

遇
し
、
經
驗
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
綜
合
的
な
判
斷
か
ら
、
各
人
各

樣
の
信
條
が
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。將
棋
の
戰
に
お
い
て
も
、

實
戰
と
い
う
も
の
に
な
れ
ば
、
神
の
み
が
知
る
と
思
わ
れ
る
種
々
な
場
合

が
生
じ
て
、
決
し
て
定
跡
通
り
に
は
な
ら
な
い
。
時
に
は
定
跡
に
す
ら
懐

疑
的
に
な
る
こ
と
が
稀
れ
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
こ
に
進
歩
も
あ
れ
ば
飛

躍
も
培
わ
れ
る
よ
う
な
氣
が
す
る
。
結
局
は
、
視
野
が
廣
く
な
ら
な
け
れ
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ば
、
批
判
眼
も
判
斷
力
も
つ
か
な
い
。
從
つ
て
身
に
な
る
信
條
は
得
ら
れ

な
い
よ
う
に
思
う
。

　

棋
道
に
お
け
る
現
在
の
私
の
信
條
と
い
え
ば
、
修
行
道
を
凝
視
し
て
、

ひ
た
す
ら
な
精
進
あ
る
の
み
で
あ
る
。
名
人
戰
と
か
、
名
人
位
と
か
は
、

人
間
の
必
要
に
應
じ
て
作
つ
た
制
度
で
あ
り
、
名
稱
で
あ
る
、
と
い
う
考

え
方
も
成
立
は
す
る
が
、
名
人
戰
と
か
名
人
位
な
ど
と
い
う
大
寫
し
に
出

會
う
と
、
忽
ち
人
間
的
な
弱
點
が
露
呈
し
て
、
こ
れ
に
眩
惑
さ
れ
易
い
。

　

私
は
若
い
人
は
こ
の
大
寫
し
に
眩
惑
さ
れ
て
も
い
い
と
思
う
。
私
の
過

去
に
も
そ
う
い
う
時
代
が
あ
つ
た
。
眩
惑
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
ひ
た

む
き
な
精
進
と
な
り
、
自
己
の
内
容
を
充
實
出
來
る
な
ら
結
構
で
あ
る
。

が
、
將
棋
の
如
く
、
藝
道
修
行
の
面
と
、
技
倆
を
戰
わ
す
勝
負
道
と
の
二

つ
の
面
を
思
う
時
、
兎
角
勝
利
の
大
寫
し
に
眩
惑
さ
れ
て
、
ほ
ん
と
う
の

修
行
道
を
見
忘
れ
る
惧
れ
が
あ
る
。

　

勝
た
ん
が
た
め
の
研
究
で
あ
り
、
勝
た
ん
が
た
め
の
修
行
で
あ
る
。
と

い
え
ば
、
こ
れ
は
人
生
に
お
い
て
も
適
用
さ
れ
る
と
思
う
が
、
こ
れ
の
み

に
熱
中
す
る
と
、
修
行
道
と
い
う
道
を
見
失
つ
て
、
勝
負
道
の
邪
道
に
陥

り
易
い
。
こ
う
な
つ
て
は
、
常
時
思
想
が
動
搖
し
て
、
到
底
信
條
な
ど
と

い
う
も
の
は
得
ら
れ
な
い
。

　

こ
れ
は
私
の
獨
斷
で
あ
る
。
或
は
獨
善
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
が
、

私
は
人
間
に
生
を
享
け
た
か
ら
に
は
、
人
間
的
な
在
り
方
に
徹
し
た
い
と

思
つ
て
い
る
。思
つ
て
い
て
も
到
底
徹
し
切
れ
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
が
、

す
く
な
く
と
も
人
生
修
行
に
い
そ
し
み
た
い
と
思
つ
て
い
る
。

　
「
人
生
」
な
ど
と
い
え
ば
、
廣
大
無
邊
な
も
の
で
、
誰
だ
つ
て
容
易
に

達
し
得
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
と
思
う
。
し
か
し
私
に
は
人
生
修
行

の
線
と
、藝
道
修
行
の
線
と
は
並
行
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

廣
大
無
邊
な
人
生
も
、
藝
道
の
線
に
よ
つ
て
、
或
る
高
度
に
す
す
む
こ
と

が
出
來
れ
ば
、
或
は
人
生
の
線
も
高
度
に
達
し
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
て
い
る
。
か
り
に
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
藝
道
修
行
は
修
正
の
も
の

で
あ
る
以
上
、
人
生
修
行
に
も
お
そ
ら
く
極
點
は
あ
る
ま
い
。
私
の
過

去
に
戰
わ
さ
れ
た
千
數
百
局
の
公
開
對
局
を
通
覧
し
て
も
、
な
さ
け
な
い

こ
と
に
滿
足
な
將
棋
が
一
局
も
な
い
。
甘
え
れ
ば
三
、四
局
は
あ
ろ
う
が
、

そ
れ
等
は
總
て
負
け
た
將
棋
で
あ
る
。

　

勝
負
に
勝
つ
た
が
故
に
制
度
上
名
人
位
に
就
い
て
は
い
る
が
、
私
は
人

樣
か
ら
名
人
な
ど
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
恥
し
い
。
將
棋
道
を
學
ぶ
も
の
と

し
て
、
修
行
道
か
ら
い
え
ば
、
現
在
や
つ
と
山
麓
に
達
し
た
富
士
登
山
者

に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
か
ら
が
一
合
目
、
二
合
目
と
嶮
岨
な
道
を
切
り
拓
い

て
行
く
先
達
の
程
度
と
思
つ
て
い
る
。
思
え
ば
前
途
瞭
遠
で
あ
る
。
し
か

し
精
進
の
一
歩
一
歩
を
ふ
み
し
め
て
行
け
ば
、
心
力
の
つ
づ
く
限
り
は
前

進
す
る
こ
と
が
出
來
る
と
考
え
る
。
盤
上
に
お
け
る
勝
敗
の
、
棋
士
と
し

て
は
重
大
で
あ
る
が
、
將
棋
道
の
有
難
さ
に
、
修
行
道
を
凝
視
し
て
行
く

こ
と
が
よ
り
大
切
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
。

木
村
義
雄
「
私
の
信
條
」



将棋場と文学場の交差―木村義雄の人生観を契機として119

　

将
棋
界
で
は
「
た
ど
り
来
て
、
未
だ
山
麓
」
は
升
田
幸
三
の
名
言
と
し

て
語
り
継
が
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
升
田
の
好
敵
手
で
あ
っ
た
木
村
義

雄
が
す
で
に
「
現
在
や
つ
と
山
麓
に
達
し
た
富
士
登
山
者
」
の
比
喩
を
用

い
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
将
棋
フ
ァ
ン
と
し
て
は
興
味
深
い
。
も
ち
ろ
ん
、

将
棋
を
上
達
す
る
上
で
の
教
訓
と
し
て
読
ん
で
も
、非
常
に
た
め
に
な
る
。

　

た
だ
し
、
先
に
見
て
お
い
た
小
林
秀
雄
と
坂
口
安
吾
の
対
立
を
思
う
と

き
、
や
は
り
小
林
秀
雄
的
な
「
見
」
と
「
観
」
が
読
み
取
れ
て
し
ま
う
。

そ
れ
は
つ
ま
り
、
人
生
観
を
語
る
木
村
義
雄
は
、
か
つ
て
は
実
力
主
義
者

で
あ
っ
た
の
だ
と
し
て
も
、こ
の
時
点
で
は
す
っ
か
り
芸
道
修
行
の
面（
修

行
道
）
と
、
技
倆
を
戦
わ
す
勝
負
道
（
将
棋
道
）
の
二
つ
の
面
を
器
用
巧

み
に
使
い
分
け
る
「
教
祖
」
と
化
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
こ
と

だ
。
要
す
る
に
、
坂
口
安
吾
的
な
視
点
か
ら
見
る
と
、
木
村
義
雄
は
ほ
と

ん
ど
小
林
秀
雄
な
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
常
識
的
に
は
、
木
村
義
雄
は
何
ら
間
違
っ
た
こ
と
を
言
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
将
棋
の
実
力
と
人
格
を
兼
ね
備
え
て
い

る
優
れ
た
人
物
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、文
字
ど
お
り
の
意
味
で
始
祖
と
な
り
、

爾
後
の
棋
界
の
礎
を
築
い
た
と
も
言
え
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う

な
意
味
で
は
全
く
も
っ
て
批
判
さ
れ
る
謂
わ
れ
は
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
で
も
こ
の
問
題
に
こ
だ
わ
る
所
以
は
、
坂
口
安
吾
の

文
学
や
観
戦
記
を
理
解
す
る
上
で
は
、
こ
の
一
点
が
極
め
て
重
要
に
な
る

か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
坂
口
安
吾
の
慧
眼
は
、
す
で
に
大
成
し
た
木
村

義
雄
と
い
う
よ
り
は
、
塚
田
正
夫
や
升
田
幸
三
、
大
山
康
晴
と
い
っ
た
次

世
代
の
棋
士
た
ち
の
活
躍
を
見
越
し
て
い
た
。
要
す
る
に
、
そ
の
世
代
交

替
に
目
を
凝
ら
し
て
い
た
と
言
っ
て
も
い
い
。
そ
し
て
、
そ
の
後
の
将
棋

の
歴
史
を
知
る
私
た
ち
に
と
っ
て
、
こ
の
慧
眼
に
は
本
当
に
驚
嘆
さ
せ
ら

れ
る
。

　

そ
れ
は
言
い
換
え
る
と
、
文
学
的
に
見
る
だ
け
で
は
了
解
で
き
な
い
坂

口
安
吾
が
、
将
棋
を
媒
介
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
手
に
取
る
よ
う
に
理
解

で
き
る
と
い
う
驚
き
で
も
あ
る
。
将
棋
の
技
術
的
な
面
か
ら
だ
け
捉
え
る

の
で
は
な
く
、
残
さ
れ
た
棋
士
の
文
章
を
作
家
の
文
章
と
交
差
さ
せ
対
話

さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
相
貌
が
浮
か
び
上
が
る
こ
と
も
あ
る
と

い
う
例
を
見
る
思
い
が
す
る
。
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
の

か
。
坂
口
安
吾
が
囲
碁
好
き
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
大
き
な

要
因
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
説
明
が
つ
か
な
い
こ
と
の
よ
う
に
私
に

は
思
わ
れ
る
の
だ
。

三　

将
棋
場
と
文
学
場
の
交
差

　

将
棋
の
人
気
は
い
う
ま
で
も
な
く
実
力
第
一
人
者
を
争
う
名
人
戦
の
人

気
で
あ
る
。
昨
日
の
名
人
も
ひ
と
た
び
棋
力
衰
え
る
や
平
八
段
と
な
り
時

に
Ｂ
Ｃ
級
へ
落
ち
る
こ
と
も
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
で
あ
る
。
実
力
だ
け
で

争
う
勝
負
と
い
う
も
の
は
残
酷
き
わ
ま
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
激
し
さ
、
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必
死
の
力
闘
が
人
気
を
生
む
の
で
あ
る
。坂

口
安
吾
「
碁
に
も
名
人
戦
つ
く
れ
」

　

坂
口
安
吾
は
、
将
棋
の
実
力
制
に
な
っ
た
名
人
戦
を
こ
の
よ
う
に
高
く

評
価
し
て
い
た
。
明
ら
か
に
実
力
主
義
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
こ
の
文
章
が
掲
載
さ
れ
た
大
阪
版
『
毎
日
新
聞
』

（
一
九
四
九
・
五
・
二
九
）
に
は
、「
名
人
位
か
く
て
木
村
氏
へ

―
第
八
期

将
棋
名
人
戦
最
終
局
」
と
、
木
村
義
雄
・
塚
田
正
夫
・
大
山
康
晴
「
熱
戦

を
顧
み
て

―
木
村
・
塚
田
・
大
山
会
談
」
と
い
う
記
事
も
載
っ
て
い
た
。

　

坂
口
安
吾
が
個
人
的
に
囲
碁
将
棋
に
入
れ
あ
げ
て
い
る
と
い
う
見
方
も

成
立
す
る
だ
ろ
う
が
、
私
は
少
し
違
う
見
方
を
し
て
み
た
い
。
そ
こ
で
論

点
を
文
学
社
会
学
の
方
面
へ
と
ス
ラ
イ
ド
し
て
み
よ
う
。

　

ジ
ゼ
ル
・
サ
ピ
ロ
『
文
学
社
会
学
と
は
な
に
か
』（
二
〇
一
七
・
七
、
鈴

木
智
之
・
松
下
優
一
訳
、
世
界
思
想
社
）
の
紹
介
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

セ
バ
ス
チ
ャ
ン
・
デ
ュ
ボ
ア
の
一
連
の
研
究
で
は
、
同
業
者
の
承
認
と
、

有
名
性
の
獲
得
に
は
区
別
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
有

名
性
の
獲
得
は
、
限
定
的
な
サ
ー
ク
ル
内
で
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
は
異
な

り
、
そ
こ
か
ら
脱
し
一
般
的
に
認
め
ら
れ
る
に
は
、
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク

な
も
の
と
し
て
で
な
く
、
有
名
性
を
測
る
諸
指
標
の
蓄
積
過
程
に
注
目
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
見
方
だ
。

　

も
し
戦
後
に
お
い
て
将
棋
場
と
い
う
も
の
が
ま
さ
に
生
成
し
つ
つ
あ
っ

た
の
だ
と
す
れ
ば
、
将
棋
が
木
村
義
雄
と
と
も
に
有
名
性
を
獲
得
す
る
そ

の
過
程
に
目
を
凝
ら
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
将
棋
界
と
い
う
限
定
的
な

サ
ー
ク
ル
内
で
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
単
に
将
棋
が
強
け
れ
ば
そ
れ
で

よ
い
。
と
こ
ろ
が
、
将
棋
界
を
離
れ
て
、
将
棋
場
自
体
の
地
位
を
向
上
さ

せ
る
た
め
に
は
メ
デ
ィ
ア
に
取
り
上
げ
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
木
村
義
雄
の
エ
ッ
セ
イ
群
を
捉
え
て
み
る

必
要
が
あ
る
。

　

木
村
義
雄
・
辰
野
隆
・
藤
澤
庫
之
助
「
座
談
会　

勝
負
と
人
生
」（『
文

芸
公
論
』
一
九
四
九
・
一
二
）、
木
村
義
雄
「
実
力
と
い
ふ
も
の
」（『
将
棋
世

界
』
一
九
五
〇
・
一
）、
木
村
義
雄
「
私
の
信
條
」（『
世
界
』
一
九
五
一
・
一
）、

木
村
義
雄
・
藤
澤
庫
之
助
・
天
野
大
三
「
将
棋
と
人
生
―
わ
が
修
行
は
芸

道
の
中
に
あ
り
」（『
財
政
』
一
九
五
一
・
一
）、
加
藤
信
・
坂
口
安
吾
・
木

村
義
雄
「
呉
・
藤
澤
十
番
碁
を
語
る
」（『
読
売
新
聞
』
一
九
五
一
・
七
・
四
）、

木
村
義
雄
「
恩
師
」（
誠
文
堂
新
光
社
編
『
私
の
人
生
訓
』
一
九
五
二
・
六
、

誠
文
堂
新
光
社
）
等
々
。

　

こ
れ
ら
の
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
を
見
れ
ば
、
木
村
義
雄
が
名
人
に
復
位
し
た

と
き
、
棋
士
が
人
生
を
語
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
後
輩
棋
士
に
残
し
、
将

棋
場
の
地
位
向
上
を
図
っ
た
状
況
が
具
体
的
に
了
解
で
き
る
。
そ
の
後
、

升
田
幸
三
、
大
山
康
晴
、
米
長
邦
雄
と
い
っ
た
人
気
棋
士
た
ち
が
、
文
筆

の
み
な
ら
ず
、
講
演
な
ど
で
、
こ
の
木
村
の
遺
産
を
継
承
し
て
い
く
こ
と

に
な
る
の
は
周
知
の
と
お
り
だ
が
、
そ
れ
が
今
日
に
お
い
て
当
た
り
前
だ
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か
ら
と
い
っ
て
当
時
か
ら
当
た
り
前
の
こ
と
だ
っ
た
と
結
論
す
る
の
は
拙

速
に
過
ぎ
よ
う
。

　

そ
の
意
味
で
は
、
将
棋
の
名
人
で
あ
る
木
村
義
雄
が
岩
波
新
書
『
私
の

信
條
』
に
多
く
の
作
家
や
研
究
者
と
と
も
に
エ
ッ
セ
イ
を
寄
せ
た
こ
と
は

画
期
的
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
当
時
の
文
壇
や
財
界
に
自
ら
を
組
み
込
み
、

将
棋
場
の
地
位
向
上
を
図
る
諸
指
標
の
蓄
積
過
程
の
一
階
梯
で
あ
っ
た
と

捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。

　

ち
な
み
に
、
囲
碁
で
は
呉
清
源
が
「
私
の
信
條
」（『
世
界
』

一
九
五
一
・
七
）
を
残
し
て
い
る
こ
と
も
、
最
後
に
一
言
付
け
加
え
て
お
こ

う
。
初
出
で
は
、
青
野
季
吉
・
清
水
幾
太
郎
・
千
田
是
也
・
呉
清
源
の
四

名
の
連
名
で
あ
っ
た
。

　

坂
口
安
吾
が
碁
に
も
名
人
戦
つ
く
れ
と
い
っ
た
の
は
、「
目
下
の
棋
士
の

力
で
は
名
人
戦
を
争
う
と
結
局
名
人
位
が
呉
八
段
に
行
く
、
つ
ま
り
中
国

へ
持
っ
て
行
か
れ
て
し
ま
う
、
そ
れ
を
怖
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
巷
説
で

あ
る
が
、
こ
ん
な
バ
カ
な
話
は
な
い
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
呉
清
源
を
実
力

主
義
に
よ
り
押
し
上
げ
た
か
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
図
ら
ず
も

文
筆
の
世
界
で
は
呉
清
源
は
木
村
義
雄
と
肩
を
並
べ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

坂
口
安
吾
に
限
ら
ず
、
多
く
の
作
家
た
ち
が
当
時
、
囲
碁
や
将
棋
に
関

心
を
持
っ
て
い
た
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お

け
る
あ
る
種
の
格
付
け
が
進
行
し
て
い
た
と
い
う
文
脈
を
押
さ
え
な
け
れ

ば
正
し
く
理
解
で
き
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
木
村
義
雄
が
将

棋
道
だ
け
で
な
く
、
修
行
道
を
持
ち
出
し
た
こ
と
の
意
味
も
、
こ
の
コ
ン

テ
ク
ス
ト
を
押
さ
え
な
け
れ
ば
理
解
で
き
な
い
。
言
い
換
え
る
と
、
坂
口

安
吾
の
見
方
だ
け
で
も
、
木
村
義
雄
の
視
点
だ
け
で
も
、
当
時
の
将
棋
と

文
学
の
状
況
を
十
全
に
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
に
な
ぞ
ら
え
て
言
う
な
ら
、
一
九
五
〇
年
前

後
と
い
う
時
代
は
、
文
学
場
と
将
棋
場
が
漸
近
し
て
い
た
時
代
だ
っ
た
と

総
括
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
広
義
の
文
学
者
た
ち
と
肩
を
並
べ

る
こ
と
に
よ
り
、
棋
界
は
そ
の
社
会
的
な
礎
を
築
き
上
げ
て
き
た
と
、
ひ

と
ま
ず
は
言
え
そ
う
で
あ
る
。
文
壇
の
側
も
ま
た
、
棋
界
を
巻
き
込
む
こ

と
に
よ
っ
て
、
従
来
の
文
壇
の
在
り
方
を
変
え
て
い
こ
う
と
し
て
い
た
の

か
も
し
れ
な
い
、
と
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
今
日
の
状
況
と
は
異
な
る
文
脈
や
差
異
を
多
分
に
含

ん
だ
一
九
五
〇
年
前
後
の
将
棋
場
と
文
学
場
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
い
ま

だ
研
究
の
端
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
は
、
エ
リ
ア
ス
と
と
も
に
、
科
学
的
諸
学
問
が
「
あ
ま
り
に

狭
隘
な
事
実
的
基
礎
に
立
脚
す
る
単
一
的
人
間
モ
デ
ル
を
、
検
討
に
付
さ

れ
る
人
間
存
在
の
限
ら
れ
た
断
片
を
も
と
に
し
て
構
築
す
る
」
の
を
や
め

る
よ
う
に
願
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
学
問
の
そ
れ
ぞ
れ
が

「
そ
れ
固
有
の
説
明
類
型
を
、
網
羅
的
か
つ
排
他
的
な
も
の
と
し
て
」
提

示
す
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
学
問
が
そ
の
「
人
間
モ
デ
ル
」
―
―
経
済
的
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人
間
、
精
神
医
学
的
人
間
、
精
神
分
析
学
的
人
間
、
言
語
的
人
間
、
法
律

的
人
間
、
宗
教
的
人
間
、
美
学
的
人
間
、
性
愛
的
人
間
、
社
会
学
的
人
間

な
ど

―
を
唯
一
可
能
な
も
の
と
し
て
擁
護
す
る
よ
う
に
仕
向
け
る
学
問

的
エ
ス
ノ
セ
ン
ト
リ
ズ
ム
（ethnocentrism

e

）
は
、
一
部
門
の
実
践
の

な
か
で
、も
し
く
は
一
分
野
の
非
常
に
特
殊
な
経
験
を
も
と
に
観
察
さ
れ
、

分
析
さ
れ
た
も
の
を
人
間
行
動
全
般
へ
と
一
般
化
す
る
よ
う
に
導
く
の
で

あ
る
。

ベ
ル
ナ
ー
ル
・
ラ
イ
ー
ル
『
複
数
的
世
界
　
社
会
諸
科
学
の
統
一
性
に
関

す
る
考
察
』
二
〇
一
六・五
、
村
井
重
樹
訳
、
青
弓
社

　

わ
れ
わ
れ
は
今
後
、
将
棋
と
文
学
と
い
う
新
し
い
研
究
の
場
を
構
築
し

て
い
く
途
上
で
、
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
で
も
あ
る
名
人
や
観
戦
記
者
で
も
あ
る
作

家
と
向
き
合
っ
て
い
く
必
要
に
迫
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
と
き
に
は
や
は

り
、
ラ
イ
ー
ル
の
、
ノ
ル
ベ
ル
ト
・
エ
リ
ア
ス
や
フ
ェ
ル
ナ
ン
・
ブ
ロ
ー
デ

ル
を
踏
ま
え
た
右
の
よ
う
な
言
葉
に
も
耳
を
傾
け
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

付
記

引
用
に
は
『
坂
口
安
吾
全
集
』（
一
九
九
八
―
二
〇
一
二
、
筑
摩
書
房
）、『
小

林
秀
雄
全
作
品
』
17
、
18
（
二
〇
〇
四
、
新
潮
社
）
を
用
い
た
。

［
富
山
高
等
専
門
学
校
］



将棋と棋士をこよなく愛した作家の山口瞳への追想123

将
棋
と
棋
士
を
こ
よ
な
く
愛
し
た

　

作
家
の
山
口
瞳
へ
の
追
想

田
丸　

昇

　

私
は
、
将
棋
を
愛
好
し
た
作
家
の
山
口
瞳
と
将
棋
界
と
の
関
わ
り
、
私

的
に
交
流
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
を
元
に
し
て
、
山
口
の
人
生
の
一
端
を

振
り
返
っ
て
み
た
い
。

　

山
口
は
、
ま
じ
め
で
気
が
小
さ
い
会
社
員
の
日
常
生
活
と
物
悲
し
さ
を

綴
っ
た
『
江
分
利
満
氏
の
優
雅
な
生
活
』
の
小
説
で
、
一
九
六
三
年
に

三
七
歳
で
第
四
八
回
直
木
賞
を
受
賞
し
た
。
あ
る
選
考
委
員
は
「
皮
肉
あ

り
、
私
小
説
あ
り
、
随
想
あ
り
で
、
筋
と
い
う
も
の
は
別
に
な
い
け
れ
ど

全
体
か
ら
《
ひ
と
つ
の
新
鮮
な
詩
》
を
感
じ
た
」
と
評
し
た
。

　

山
口
は
「
週
刊
新
潮
」
の
伝
説
的
編
集
者
だ
っ
た
斉
藤
十
一
か
ら
依
頼

さ
れ
、『
男
性
自
身
』
と
い
う
表
題
の
エ
ッ
セ
ー
の
連
載
を
一
九
六
三
年

の
末
か
ら
始
め
た
。
自
身
の
身
辺
雑
記
や
率
直
な
物
言
い
を
綴
っ
た
軽
妙

な
筆
致
は
、
読
書
の
共
感
を
呼
ん
で
支
持
さ
れ
た
。
そ
し
て
一
九
九
五
年

に
六
九
歳
で
亡
く
な
る
ま
で
の
三
一
年
間
、
一
回
も
休
載
す
る
こ
と
な
く

書
き
続
け
た
。
連
載
回
数
は
一
六
一
四
回
に
及
ん
だ
。

　

山
口
は
、
幼
少
の
頃
か
ら
将
棋
が
好
き
だ
っ
た
。
三
〇
代
に
洋
酒
メ
ー

カ
ー
の
サ
ン
ト
リ
ー
（
当
時
は
寿
屋
）
の
宣
伝
部
に
Ｐ
Ｒ
誌
の
編
集
者
と

し
て
勤
務
し
て
い
た
頃
は
、
将
棋
が
強
い
同
僚
を
自
宅
に
呼
ん
で
指
す
こ

と
が
よ
く
あ
っ
た
。

　

や
が
て
、
山
口
の
将
棋
好
き
は
棋
士
た
ち
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

一
九
六
〇
年
代
後
半
に
は
人
気
棋
士
の
芹
沢
博
文
八
段
、
中
原
誠
八
段
、

米
長
邦
雄
七
段
（
肩
書
は
い
ず
れ
も
当
時
。
以
下
の
棋
士
も
同
じ
）
ら
が
、

東
京
・
国
立
の
山
口
の
自
宅
を
訪
れ
て
交
流
し
た
。

　

治
子
夫
人
の
話
に
よ
る
と
、
芹
沢
八
段
は
来
る
な
り
「
奥
さ
ん
、
お
茶

な
ん
か
い
り
ま
せ
ん
よ
。
ダ
ル
マ
（
サ
ン
ト
リ
ー
ウ
ィ
ス
キ
ー
の
オ
ー
ル

ド
）
と
氷
が
あ
れ
ば
十
分
で
す
」
と
注
文
し
、ぐ
び
ぐ
び
と
飲
み
続
け
た
。

芹
沢
は
名
う
て
の
酒
豪
だ
っ
た
。
中
原
八
段
が
来
た
と
き
に
、
有
名
蕎
麦

店
の
人
が
茹
で
た
て
の
蕎
麦
を
出
す
と
、
中
原
は
「
う
ま
い
蕎
麦
は
、
す

ぐ
に
食
べ
な
き
ゃ
」
と
言
っ
て
、
色
紙
に
揮
毫
し
て
い
た
筆
を
箸
に
持
ち

替
え
た
。
夫
人
は
「
子
ど
も
み
た
い
」
と
ほ
ほ
笑
ん
だ
と
い
う
。
山
口
は
、

米
長
七
段
と
競
馬
の
話
で
盛
り
上
が
っ
た
。
米
長
が
明
子
夫
人
と
弁
当
持

参
で
競
馬
場
に
出
か
け
、
立
見
席
で
観
戦
す
る
こ
と
に
好
感
を
覚
え
た
と

い
う
。

　

山
口
夫
妻
は
、
明
晰
な
頭
脳
で
一
流
棋
士
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
彼
ら
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の
素
顔
や
性
格
が
明
る
く
て
親
し
み
や
す
い
こ
と
に
驚
い
た
。
山
口
の
将

棋
熱
は
さ
ら
に
高
ま
っ
て
い
っ
た
。

　

山
口
は
自
ら
働
き
か
け
て
、
文
芸
誌
の
「
小
説
現
代
」
で
『
山
口
瞳
血

涙
十
番
勝
負
』
と
い
う
自
戦
記
を
兼
ね
た
エ
ッ
セ
ー
の
連
載
を
一
九
七
〇

年
か
ら
始
め
た
。
山
口
が
当
代
の
一
流
棋
士
一
〇
人
と
、「
飛
車
落
ち
」

の
ハ
ン
デ
ィ
戦
で
対
局
す
る
企
画
だ
っ
た
。
当
時
は
世
間
に
あ
ま
り
知
ら

れ
て
い
な
か
っ
た
将
棋
界
の
有
様
や
棋
士
の
姿
を
、
将
棋
フ
ァ
ン
の
み
な

ら
ず
一
般
の
人
た
ち
に
も
伝
え
た
い
、
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
。

　

山
口
は
『
血
涙
十
番
勝
負
』
で
、
大
山
康
晴
名
人
、
中
原
十
段
、
二
上

達
也
八
段
、
原
田
泰
夫
八
段
、
米
長
八
段
ら
の
棋
士
と
対
局
し
た
。
こ
う

し
た
「
お
好
み
対
局
」
で
は
、
プ
ロ
が
ア
マ
に
勝
ち
を
譲
る
こ
と
が
時
に

あ
る
。
し
か
し
、
棋
士
た
ち
と
山
口
は
真
剣
勝
負
の
よ
う
に
戦
っ
た
。

　

プ
ロ
棋
士
を
相
手
に
懸
命
に
戦
っ
て
呻
吟
す
る
様
を
率
直
に
綴
っ
た
自

戦
記
は
、
そ
の
健
闘
ぶ
り
や
心
持
ち
が
読
者
の
共
感
を
呼
ん
だ
。
ま
た
、

文
中
で
紹
介
す
る
棋
士
の
ユ
ニ
ー
ク
な
素
顔
、
少
し
辛
口
の
棋
界
評
論
な

ど
に
よ
っ
て
、世
間
の
将
棋
と
棋
士
に
対
す
る
関
心
は
高
ま
っ
て
い
っ
た
。

対
局
で
記
録
係
を
務
め
た
奨
励
会
員
（
棋
士
の
卵
）
に
は
、
温
か
い
言
葉

で
激
励
し
た
。

　

山
口
は
『
血
涙
十
番
勝
負
』
で
、
三
勝
六
敗
一
分
の
成
績
を
挙
げ
て
大

い
に
健
闘
し
た
。《
こ
れ
は
僕
の
血
と
涙
の
書
で
あ
る
。
い
ま
、
ア
ベ
ベ

と
一
緒
に
一
万
メ
ー
ト
ル
を
走
っ
た
よ
う
な
気
分
で
い
る
。
全
棋
譜
は
、

決
し
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
》
と
、
最
後
に
綴
っ
た
。

　

こ
の
企
画
は
好
評
を
博
し
た
。
引
き
続
い
て
『
続
血
涙
十
番
勝
負
』
が

始
ま
り
、
山
口
は
木
村
義
雄
十
四
世
名
人
、
塚
田
正
夫
九
段
、
内
藤
国
雄

九
段
、
加
藤
一
二
三
・
九
段
、
大
内
延
介
八
段
ら
と
、「
角
落
ち
」
の
ハ
ン

デ
ィ
戦
で
対
局
し
た
。

　

私
が
作
家
と
い
う
職
業
の
人
を
初
め
て
見
た
の
は
、
奨
励
会
（
棋
士
養

成
機
関
）
の
三
段
だ
っ
た
二
〇
歳
ぐ
ら
い
の
頃
。
東
京
・
千
駄
ヶ
谷
の
旧

将
棋
会
館
の
ロ
ビ
ー
で
、
多
く
の
棋
士
と
談
笑
し
て
い
た
の
が
山
口
だ
っ

た
。
棋
士
に
な
れ
ば
、
あ
ん
な
著
名
人
と
親
し
く
話
が
で
き
る
ん
だ
と
、

羨
望
の
思
い
を
抱
い
た
も
の
だ
。

　

私
は
二
〇
代
は
じ
め
の
頃
、
同
世
代
の
奨
励
会
員
ら
と
共
同
で
、『
棋

友
』
と
い
う
表
題
の
同
人
雑
誌
を
定
期
的
に
出
し
て
い
た
。
私
た
ち
同
人

に
と
っ
て
、
本
作
り
の
作
業
は
も
ち
ろ
ん
初
め
て
の
経
験
で
、
み
ん
な
で

書
い
た
自
戦
記
・
講
座
・
随
筆
な
ど
の
文
章
は
稚
拙
な
内
容
だ
っ
た
。
た

だ
若
者
が
抱
く
夢
と
熱
気
は
充
満
し
て
い
た
と
思
う
。
一
九
七
一
年
に
創

刊
し
た
『
棋
友
』
は
、二
年
後
に
諸
事
情
に
よ
っ
て
休
刊
す
る
こ
と
に
な
っ

た
（
通
巻
で
一
三
号
）。

　

一
九
七
三
年
二
月
。
前
年
に
四
段
に
昇
段
し
て
棋
士
に
な
っ
た
私
（
当

時
二
二
歳
）
は
、『
棋
友
』
を
山
口
に
読
ん
で
も
ら
い
た
い
と
思
い
、
バ
ッ
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ク
ナ
ン
バ
ー
を
何
冊
か
自
宅
に
送
っ
た
。
将
棋
に
例
え
れ
ば
、
ア
マ
級
位

者
が
自
分
の
棋
譜
を
プ
ロ
高
段
者
に
講
評
を
お
願
い
す
る
よ
う
な
も
の
だ

が
、
恐
れ
を
知
ら
な
い
の
は
若
者
の
特
権
で
あ
る
。

　

そ
れ
か
ら
数
日
後
、
私
の
と
こ
ろ
へ
山
口
か
ら
返
信
の
ハ
ガ
キ
が
届
い

た
。《「
棋
友
」
有
難
う
。
こ
の
テ
の
雑
誌
は
大
好
き
で
す
。
マ
ラ
ソ
ン
大

会
か
ら
ミ
ジ
メ
君
の
話
ま
で
、
全
部
読
み
ま
し
た
。
休
刊
は
、
な
ん
と
も

残
念
で
す
。
お
ヒ
マ
が
出
来
ま
し
た
ら
、
ぜ
ひ
遊
び
に
来
て
く
だ
さ
い
。

何
人
で
来
ら
れ
て
も
歓
迎
し
ま
す
》
と
い
う
文
面
だ
っ
た
。

　

私
は
と
て
も
う
れ
し
か
っ
た
。
そ
の
好
意
に
甘
え
て
、
同
人
仲
間
で
弟

弟
子
で
あ
る
沼
春
雄
三
段
と
一
緒
に
、
山
口
の
自
宅
を
訪
れ
た
。
白
亜
の

洋
館
風
の
建
物
だ
っ
た
。
私
た
ち
は
応
接
間
に
通
さ
れ
た
。
奥
の
壁
に
は
、

高
さ
三
メ
ー
ト
ル
、
幅
四
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
大
き
な
書
架
が
設
置
さ
れ
て

い
て
、
文
学
全
集
、
事
典
、
美
術
書
な
ど
が
ぎ
っ
し
り
と
並
ん
で
い
た
。

　

山
口
は
、
自
宅
で
定
期
的
に
棋
士
か
ら
指
導
を
受
け
て
い
た
。
そ
の
棋

士
は
山
口
英
夫
五
段
。
中
央
線
の
沿
線
に
住
ん
で
い
る
若
い
棋
士
、
と
い

う
山
口
の
希
望
を
受
け
て
人
選
さ
れ
た
。
山
口
五
段
は
「
英
ち
ゃ
ん
流
」

と
呼
ば
れ
た
中
飛
車
を
創
案
し
た
棋
士
で
、
愛
称
が
戦
法
名
に
付
い
た
初

め
て
の
例
だ
っ
た
。

　

当
日
は
月
に
一
回
の
指
導
日
。
応
接
間
に
将
棋
盤
が
五
面
ほ
ど
並
べ
ら

れ
て
い
て
、テ
レ
ビ
で
見
た
こ
と
が
あ
る
著
名
人
が
将
棋
を
指
し
て
い
た
。

タ
レ
ン
ト
の
大
橋
巨
泉
だ
っ
た
。
ほ
か
の
参
加
者
は
、
放
送
作
家
の
安
倍

徹
郎
、
競
馬
評
論
家
の
赤
木
駿
介
、
出
版
社
の
編
集
者
な
ど
。
山
口
は
そ

の
将
棋
仲
間
の
集
ま
り
を
「
山
口
組
」
と
称
し
た
。
あ
の
団
体
と
は
も
ち

ろ
ん
関
係
な
い
。
飛
び
道
具
は
、
将
棋
の
駒
だ
け
で
あ
る
。

　

山
口
は
、
盤
は
榧
（
か
や
）、
駒
は
黄
楊
（
つ
げ
）、
駒
台
は
桑
（
く
わ
）

と
、
将
棋
の
道
具
は
最
高
級
の
材
質
の
も
の
を
設
え
た
。
脇
息
や
ち
り
箱

の
備
品
も
用
意
し
た
。
ま
る
で
プ
ロ
公
式
戦
の
対
局
室
の
よ
う
だ
っ
た
。

　

山
口
は
「
キ
ャ
ウ
ジ
ン
の
弟
弟
子
で
す
よ
」
と
、
私
を
巨
泉
に
紹
介
し

た
。
キ
ャ
ウ
ジ
ン
（
狂
人
）
と
は
米
長
八
段
の
こ
と
。
奔
放
で
時
に
は
常

軌
を
逸
し
た
よ
う
な
発
想
や
生
き
方
を
し
て
い
た
の
を
、
肯
定
的
に
表
現

し
た
。

　

巨
泉
は
大
学
時
代
、
麻
雀
よ
り
も
将
棋
が
好
き
だ
っ
た
と
い
う
。
そ
の

後
、
山
口
と
親
し
く
な
っ
た
の
を
き
っ
か
け
に
将
棋
に
熱
中
し
、
米
長
に

個
人
指
導
を
受
け
て
い
た
。
巨
泉
が
司
会
を
務
め
て
い
た
深
夜
の
人
気
番

組
『
11
Ｐ
Ｍ
』
で
は
、
若
手
棋
士
同
士
の
「
目
か
く
し
将
棋
」、
巨
泉
と

女
流
棋
士
の
対
局
な
ど
、
将
棋
の
企
画
を
た
び
た
び
取
り
上
げ
た
。
中
で

も
ユ
ニ
ー
ク
だ
っ
た
の
は
、
棋
士
が
公
式
戦
で
指
し
た
悪
手
を
「
次
の
一

手
」
に
出
し
た
こ
と
で
、
視
聴
者
に
大
受
け
だ
っ
た
と
い
う
。
巨
泉
な
ら

で
は
の
ア
イ
デ
ア
で
あ
っ
た
。

　

私
は
巨
泉
と
「
飛
車
落
ち
」
の
手
合
い
で
指
し
た
。
山
口
の
影
響
を
受

け
て
定
跡
に
精
通
し
て
い
て
、
攻
め
が
強
か
っ
た
。
ア
マ
二
段
ぐ
ら
い
の
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棋
力
が
あ
っ
た
。

　

山
口
と
は
「
角
落
ち
」
の
手
合
い
で
指
し
た
。
同
じ
大
駒
落
ち
の
飛
車

落
ち
に
比
べ
て
「
平
手
」
に
近
く
、
ア
マ
四
、五
段
の
強
豪
で
も
プ
ロ
に

勝
つ
の
は
大
変
で
あ
る
。
山
口
の
将
棋
は
、
定
跡
を
き
っ
ち
り
と
習
得
し

て
本
格
的
だ
っ
た
。
相
撲
の
ハ
ズ
押
し
の
よ
う
に
、
じ
わ
じ
わ
と
攻
め
て

優
位
を
広
げ
て
い
く
指
し
方
は
、プ
ロ
と
の
駒
落
ち
戦
で
力
を
発
揮
し
た
。

私
は
別
に
緩
め
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
い
つ
も
負
け
そ
う
に
な
っ
た
。

　

山
口
は
自
身
の
将
棋
に
つ
い
て
、「
序
盤
は
有
段
者
、
中
盤
は
一
級
、

終
盤
は
六
級
」
と
控
え
め
に
語
っ
た
。
将
棋
フ
ァ
ン
の
中
に
は
「
ど
う
せ

旦
那
芸
さ
」
と
冷
や
や
か
に
言
う
人
も
い
た
が
、
町
道
場
の
荒
く
れ
将
棋

と
は
一
線
を
画
し
た
。「
将
棋
は
男
の
芸
事
」
だ
と
提
唱
し
、
棋
士
か
ら

指
導
を
受
け
る
こ
と
が
一
番
の
上
達
法
で
あ
る
と
説
い
た
。

　

山
口
組
の
メ
ン
バ
ー
が
、
将
棋
会
で
合
間
に
か
わ
す
雑
談
の
内
容
は
多

岐
に
及
ん
で
面
白
か
っ
た
。
巨
泉
が
所
有
し
た
馬
が
競
馬
の
レ
ー
ス
で
優

勝
し
た
、
安
倍
が
脚
本
を
書
い
て
い
る
時
代
劇
『
必
殺
仕
置
人
』
が
同
じ

時
間
帯
の
『
木
枯
ら
し
紋
次
郎
』
を
視
聴
率
で
抜
い
た
、
赤
木
が
時
代
小

説
で
作
家
デ
ビ
ュ
ー
す
る
、
な
ど
と
明
る
い
話
題
が
多
か
っ
た
。

　

山
口
に
は
当
日
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
か
ら
将
棋
番
組
へ
の
出
演
依
頼
が
あ
っ
た
。

中
原
名
人
と
角
落
ち
の
手
合
い
で
お
好
み
対
局
を
指
す
企
画
で
あ
る
。
山

口
が
「
テ
レ
ビ
将
棋
は
な
あ
…
…
」
と
渋
っ
た
様
子
を
見
せ
る
と
、
巨
泉

が
「
中
原
な
ん
か
、
や
っ
つ
け
ち
ゃ
い
な
さ
い
よ
。
別
に
ハ
ゲ
な
ん
か
気

に
す
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
」
と
、
励
ま
し
と
も
冷
や
か
し
と
も
つ
か
ぬ

こ
と
を
言
っ
て
、
一
同
は
大
笑
い
し
た
。

　

夕
食
の
時
間
に
な
る
と
、
み
ん
な
で
地
下
の
食
堂
に
席
を
移
し
、
治
子

夫
人
の
心
づ
く
し
の
手
料
理
に
舌
鼓
を
打
っ
た
。
そ
し
て
、
お
酒
が
ほ
ど

よ
く
回
っ
て
く
る
と
、
雑
談
か
ら
議
論
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
。

巨
泉
「
奨
励
会
制
度
に
問
題
が
あ
る
。
若
手
を
伸
ば
さ
な
い
団
体
は
発
展

し
な
い
」

赤
木
「
三
段
か
ら
四
段
に
な
る
の
に
、
年
間
で
た
っ
た
二
人
だ
け
な
ん
で

す
ね
」

山
口
「
将
棋
連
盟
の
運
営
が
ま
ず
い
ん
だ
な
」

安
倍
「
将
棋
界
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
確
立
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
ね
」

田
丸
「
そ
こ
で
私
た
ち
は
、
ち
ゃ
ち
で
す
が
同
人
雑
誌
の
『
棋
友
』
を
出

し
ま
し
た
」

巨
泉
「
競
馬
界
の
体
質
も
昔
は
古
か
っ
た
が
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
発
展

で
良
く
な
っ
た
」

　

山
口
の
自
宅
で
の
将
棋
会
は
、
優
雅
な
将
棋
サ
ロ
ン
の
趣
と
、
談
論
風

発
の
雰
囲
気
が
混
在
し
た
、
居
心
地
の
良
い
空
間
だ
っ
た
。

　

ま
た
、
近
く
に
住
む
漫
画
家
の
滝
田
ゆ
う
、
編
集
者
の
嵐
山
光
三
郎
、

作
家
の
常
盤
新
平
、
俳
優
（
後
年
に
映
画
監
督
）
の
伊
丹
十
三
な
ど
、
将

棋
を
指
さ
な
い
著
名
人
も
よ
く
訪
れ
た
。
山
口
の
自
宅
は「
国
立
文
化
村
」
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の
中
心
地
に
な
っ
て
い
た
よ
う
だ
。

　

私
た
ち
『
棋
友
』
の
同
人
は
、
そ
の
後
も
山
口
の
自
宅
で
行
わ
れ
た
将

棋
会
に
た
び
た
び
呼
ば
れ
た
。
将
棋
を
指
す
の
も
話
を
す
る
の
も
、
若
者

た
ち
と
の
ほ
う
が
楽
し
か
っ
た
よ
う
だ
。

　

将
棋
会
が
終
わ
っ
た
後
、
山
口
の
自
宅
か
ら
一
キ
ロ
ほ
ど
の
南
武
線
・

谷
保
駅
の
近
く
に
あ
る
、
も
つ
焼
き
が
お
い
し
い
「
文
蔵
」
に
行
く
こ
と

が
あ
っ
た
。
そ
の
小
さ
な
居
酒
屋
の
店
主
は
、
山
口
の
著
書
『
居
酒
屋　

兆
治
』
の
主
人
公
の
モ
デ
ル
と
し
て
知
ら
れ
、
高
倉
健
の
主
演
で
映
画
化

さ
れ
た
。
夫
婦
で
ひ
っ
そ
り
と
三
〇
年
ほ
ど
営
み
、
二
〇
〇
六
年
に
諸
事

情
で
閉
店
し
た
。

　

あ
る
日
、
山
口
は
急
ぎ
の
原
稿
を
書
く
こ
と
に
な
り
、
別
の
部
屋
の
文

机
の
前
に
座
っ
て
書
き
出
し
た
。
四
〇
〇
字
詰
め
の
原
稿
用
紙
に
万
年
筆

で
執
筆
し
て
い
る
様
子
は
、
外
か
ら
ち
ら
り
と
見
え
た
。
将
棋
を
指
し
て

い
る
と
き
以
上
に
、
当
然
な
が
ら
真
剣
な
表
情
だ
っ
た
。

　

山
口
が
「
週
刊
新
潮
」
に
長
期
連
載
し
て
い
た
『
男
性
自
身
』
の
エ
ッ

セ
ー
で
は
、
将
棋
界
や
棋
士
の
話
題
が
よ
く
登
場
し
た
。

　

一
九
七
六
年
四
月
二
〇
日
、現
在
の
将
棋
会
館
の
落
成
式
が
開
か
れ
た
。

来
賓
と
し
て
出
席
し
た
山
口
、
放
送
作
家
の
安
倍
、
田
丸
五
段
、
真
部
一

男
五
段
、
伊
藤
果
四
段
の
五
人
は
、
式
の
後
は
新
宿
の
歌
舞
伎
町
に
連
れ

立
っ
て
行
っ
た
。
ま
だ
陽
が
高
か
っ
た
の
で
開
い
て
い
る
店
は
少
な
く
、

新
潟
料
理
の
店
に
た
ま
た
ま
入
っ
た
。
山
口
は
、
そ
の
日
の
様
子
を
次
の

よ
う
に
綴
っ
た
。

　
《
ゴ
ー
ル
デ
ン
街
で
飲
み
、
そ
れ
か
ら
、
田
丸
さ
ん
と
安
倍
さ
ん
の
三

人
で
、田
丸
さ
ん
の
婚
約
者
で
あ
る
谷
川
治
恵
嬢
の
家
へ
行
っ
た
。（
中
略
）

谷
川
嬢
は
、
さ
す
が
に
棋
士
の
妻
と
な
る
人
だ
け
あ
っ
て
、
将
棋
盤
を
出

し
て
待
っ
て
い
た
。
安
倍
さ
ん
と
谷
川
さ
ん
の
将
棋
を
見
な
が
ら
ウ
イ
ス

キ
イ
を
飲
ん
だ
》

　

説
明
を
加
え
る
と
、
谷
川
嬢
は
当
時
ア
マ
で
、
現
在
は
女
流
棋
士
五
段
。

実
家
の
小
金
井
と
山
口
の
自
宅
の
国
立
は
同
じ
方
向
な
の
で
、
成
り
行
き

か
ら
タ
ク
シ
ー
に
三
人
で
同
乗
し
て
向
か
っ
た
。
そ
れ
か
ら
一
ヵ
月
後
、

私
は
谷
川
と
結
婚
式
を
挙
げ
た
。
山
口
に
も
出
席
し
て
も
ら
っ
た
。

　

山
口
に
は
長
年
の
願
望
が
あ
っ
た
。
プ
ロ
野
球
の
監
督
を
一
試
合
だ
け

務
め
る
こ
と
、
名
人
戦
の
第
一
局
の
観
戦
記
を
書
く
こ
と
だ
っ
た
。

　

そ
の
後
者
が
一
九
七
四
年
の
名
人
戦
（
中
原
名
人
―
大
山
九
段
）
第
一

局
で
実
現
し
た
。
山
口
の
観
戦
記
は
、
作
家
ら
し
い
洞
察
力
の
あ
る
棋
士

評
、
対
局
室
の
細
や
か
な
描
写
、
独
自
に
得
た
様
々
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
な

ど
、
将
棋
関
係
者
や
読
者
に
好
評
だ
っ
た
。
敗
勢
に
な
っ
た
中
原
名
人
の

泣
き
そ
う
な
表
情
に
つ
い
て
は
、《
市
谷
の
自
衛
隊
の
バ
ル
コ
ニ
ー
に
立
っ

た
三
島
由
紀
夫
の
顔
だ
と
気
が
つ
い
た
》
と
表
現
し
た
。
ま
た
、《
私
は
、

棋
士
に
は
ど
う
し
て
「
人
間
国
宝
」
と
か
「
無
形
文
化
財
」
の
称
号
が
与
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え
ら
れ
な
い
の
か
》
と
、
棋
士
を
称
賛
す
る
持
論
を
述
べ
た
。

　

将
棋
と
棋
士
を
こ
よ
な
く
愛
し
た
山
口
は
、
自
ら
将
棋
連
盟
の
「
宣
伝

部
長
」
と
名
乗
り
、
将
棋
の
普
及
に
尽
く
す
労
を
い
と
わ
な
か
っ
た
。
と

こ
ろ
が
、
あ
る
時
期
か
ら
将
棋
界
や
棋
士
と
距
離
を
置
く
よ
う
に
な
り
、

将
棋
も
指
さ
な
く
な
っ
た
。

　

治
子
夫
人
の
話
に
よ
る
と
、
将
棋
界
の
宣
伝
係
と
し
て
役
目
を
果
た
し

た
気
持
ち
と
、
健
康
上
の
理
由
か
ら
だ
と
い
う
。
将
棋
を
指
す
と
血
圧
が

上
が
り
、
ア
イ
ス
ノ
ン
を
頭
に
巻
い
て
指
す
こ
と
も
あ
っ
た
。
ほ
か
に
、

あ
る
ト
ラ
ブ
ル
が
起
因
し
た
よ
う
だ
。
詳
細
に
つ
い
て
は
言
葉
を
濁
し
た

が
、
山
口
が
と
く
に
親
し
く
し
て
い
た
二
人
の
棋
士
と
考
え
方
で
行
き
違

い
が
生
じ
、
不
和
に
な
っ
た
と
い
う
。
山
口
の
思
い
入
れ
が
深
く
な
る
に

つ
れ
、
そ
れ
を
鬱
陶
し
い
と
感
じ
た
状
況
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

山
口
は
そ
の
後
、
甲
子
園
で
活
躍
し
た
地
元
の
都
立
高
校
の
野
球
部
を

応
援
し
た
り
、
温
泉
旅
行
に
出
か
け
た
り
、
水
彩
画
を
描
い
た
り
し
て
、

余
暇
を
の
ん
び
り
と
過
ご
し
た
。

　

一
九
八
七
年
に
河
口
俊
彦
六
段
、
観
戦
記
者
の
東
公
平
ら
が
中
心
に

な
っ
て
「
将
棋
ペ
ン
ク
ラ
ブ
」
が
設
立
さ
れ
た
。
将
棋
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム

の
活
性
化
、
将
棋
に
関
わ
る
ラ
イ
タ
ー
の
待
遇
改
善
、
文
壇
将
棋
会
の
開

催
、
な
ど
を
趣
旨
に
し
た
。
山
口
は
そ
の
際
に
相
談
を
受
け
た
。
趣
旨
に

賛
同
す
る
と
と
も
に
、
優
れ
た
文
章
を
書
い
た
人
た
ち
に
贈
る
「
将
棋
ペ

ン
ク
ラ
ブ
大
賞
」
の
選
考
委
員
を
引
き
受
け
た
。
さ
ら
に
、
山
口
は
以
前

に
勤
務
し
て
い
た
サ
ン
ト
リ
ー
に
持
ち
か
け
、
大
賞
の
賞
金
を
協
賛
す
る

よ
う
に
話
を
つ
け
て
く
れ
た
。

　

山
口
は
、
将
棋
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
確
立
を
か
ね
て
か
ら
提
唱
し
て
い

た
。
良
い
批
評
家
が
い
な
い
世
界
は
発
展
し
な
い
と
考
え
て
い
た
。
そ
の

意
味
で
、
観
戦
記
者
ら
の
地
位
や
待
遇
の
向
上
を
願
っ
て
い
た
。
実
は
、

山
口
は
作
家
に
な
る
前
、
少
な
い
ス
ペ
ー
ス
で
簡
潔
に
書
か
な
く
て
は
い

け
な
い
、新
聞
の
将
棋
欄
の
観
戦
記
を
読
ん
で
文
章
を
勉
強
し
た
と
い
う
。

と
く
に
加
藤
治
郎
名
誉
九
段
の
観
戦
記
が
参
考
に
な
っ
た
そ
う
だ
。

　

私
は
、
山
口
が
長
期
連
載
し
て
い
た
『
男
性
自
身
』
シ
リ
ー
ズ
で
の
軽

妙
で
滋
味
あ
ふ
れ
る
筆
致
が
好
き
だ
っ
た
。
一
九
七
八
年
か
ら
成
人
の
日

（
当
時
は
一
月
一
五
日
）
の
新
聞
紙
上
に
サ
ン
ト
リ
ー
の
広
告
が
毎
年
掲

載
さ
れ
た
と
き
、
山
口
は
新
成
人
に
向
け
て
簡
潔
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
っ

た
。
年
に
一
回
の
う
え
に
、
翌
年
は
対
象
の
読
者
は
変
わ
る
が
、
い
つ
も

素
晴
ら
し
い
内
容
だ
っ
た
。
そ
の
ひ
と
つ
を
抜
粋
で
紹
介
す
る
。

　
《
二
十
歳
の
諸
君
！　

今
日
か
ら
酒
が
飲
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
っ

た
ら
大
間
違
い
だ
。
今
日
か
ら
酒
を
飲
む
こ
と
に
つ
い
て
勉
強
す
る
資
格

を
得
た
だ
け
な
の
だ
。
仮
免
許
な
の
だ
。
酒
を
飲
む
こ
と
は
分
を
知
る
こ

と
で
、
酒
の
上
の
約
束
を
守
り
な
さ
い
。
諸
君
は
、
い
つ
で
も
、
試
さ
れ

て
い
る
の
だ
。
と
こ
ろ
で
、
か
く
言
う
私
自
身
で
あ
る
が
、
実
は
、
い
ま

だ
に
、
仮
免
許
が
と
れ
な
い
の
だ
。
諸
君
！　

こ
の
人
生
、
大
変
な
ん
だ
》
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人
生
の
先
輩
が
新
成
人
に
助
言
す
る
形
に
な
っ
て
い
る
が
、
最
後
は
年

代
の
違
い
を
超
え
て
共
感
し
合
う
こ
と
で
、
新
成
人
だ
け
で
な
く
一
般
の

読
者
か
ら
も
評
判
を
呼
ん
だ
。

　

山
口
は
晩
年
、
糖
尿
病
を
患
い
、
前
立
腺
が
ん
の
疑
い
で
除
去
手
術
を

受
け
た
。
ほ
か
の
部
位
に
も
腫
瘍
が
生
じ
、入
退
院
を
繰
り
返
し
て
い
た
。

入
院
す
る
前
に
黒
沢
明
監
督
の
映
画
『
生
き
る
』
を
見
て
い
た
ら
、
家
族

に
「
こ
ん
な
映
画
を
見
る
の
か
」
と
驚
か
れ
た
が
、
山
口
は
葬
式
場
面
の

左
卜
全
を
見
た
か
っ
た
と
い
う
。
入
院
中
に
検
査
の
合
間
に
外
出
許
可
が

出
る
と
、
後
楽
園
ウ
ィ
ン
ズ
で
皐
月
賞
の
馬
券
を
買
っ
た
り
、
ホ
テ
ル
で

コ
ー
ヒ
ー
を
満
喫
し
た
。

　

一
九
九
五
年
三
月
、
私
は
風
邪
が
悪
化
し
た
の
で
、
地
元
の
荻
窪
病
院

に
行
っ
た
。
そ
の
待
合
室
で
山
口
夫
妻
と
ば
っ
た
り
会
っ
た
。
二
月
に
受

け
た
検
査
の
結
果
を
聞
き
に
来
た
と
い
う
。
久
し
ぶ
り
に
会
っ
た
山
口
か

ら
は
「
君
は
エ
イ
ズ
の
検
査
か
ね
」
と
、
と
ん
だ
挨
拶
を
受
け
て
し
ま
っ

た
。
毒
舌
は
健
在
だ
っ
た
。
私
が
山
口
の
姿
を
見
た
の
は
、
そ
れ
が
最
後

と
な
っ
た
。

　

山
口
の
病
状
は
ま
す
ま
す
悪
化
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
で
も
七
月
に
直
木

賞
の
選
考
会
に
出
席
し
て
、
作
家
仲
間
と
小
説
の
話
を
し
て
い
る
と
、
体

の
痛
み
を
し
ば
し
忘
れ
た
と
い
う
。
八
月
に
容
体
が
急
変
す
る
と
、
小
金

井
の
病
院
の
ホ
ス
ピ
ス
棟
に
緊
急
入
院
し
た
。

　

そ
し
て
一
九
九
五
年
八
月
三
〇
日
、
山
口
は
肺
が
ん
に
よ
っ
て
六
九
歳

で
死
去
し
た
。

　

山
口
は
『
男
性
自
身
』
の
エ
ッ
セ
ー
を
三
一
年
間
に
わ
た
っ
て
連
載
し

た
が
、
死
が
急
で
あ
っ
た
た
め
に
、
結
果
的
に
一
回
も
休
載
す
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
そ
の
最
終
回
に
は
、《
ど
う
や
っ
て
死
ん
で
い
っ
た
ら
い
い

の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ば
か
り
考
え
て
い
る
。
唸
っ
て
唸
っ
て
（
あ
れ
を
断

末
魔
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
）。
カ
ク
ン
と
別
の
世
界
に
入
っ
て
ゆ
く
の
だ

ろ
う
か
》
と
い
う
一
節
が
書
か
れ
て
い
た
。

　

将
棋
連
盟
は
、
山
口
が
将
棋
界
に
果
た
し
た
功
績
に
感
謝
し
、
七
段
の

免
状
を
追
贈
し
た
。

　

私
は
、
山
口
と
そ
れ
ほ
ど
濃
密
な
付
き
合
い
を
し
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
が
、
そ
の
時
々
の
思
い
出
は
今
で
も
鮮
明
に
残
っ
て
い
る
。

　

山
口
は
京
都
に
旅
行
し
た
と
き
、
地
元
の
知
人
に
紹
介
さ
れ
て
よ
く

通
っ
た
祇
園
の
店
が
あ
っ
た
。
小
料
理
屋
「
山
ふ
く
」
で
食
事
を
し
て
か

ら
、
バ
ー
「
サ
ン
ボ
ア
」
に
寄
る
の
が
定
番
だ
っ
た
。
私
も
京
都
に
行
く

と
、
同
じ
コ
ー
ス
を
た
ど
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

　

そ
の
バ
ー
の
七
〇
代
の
マ
マ
は
、
マ
ス
タ
ー
の
急
死
に
よ
っ
て
三
〇
代

で
初
め
て
店
に
入
っ
た
。
洋
酒
の
銘
柄
も
ろ
く
に
知
ら
な
か
っ
た
が
、
常

連
客
の
山
口
に
助
言
さ
れ
て
カ
ク
テ
ル
の
作
り
方
を
少
し
ず
つ
覚
え
た
。

私
が
そ
の
ひ
と
つ
の
ド
ラ
イ
・
マ
テ
ィ
ー
ニ
を
飲
ん
で
、
山
口
の
思
い
出
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を
マ
マ
に
語
っ
て
い
る
と
、
当
人
が
扉
を
開
け
て
入
っ
て
く
る
よ
う
な
気

が
し
た
。

　

私
は
東
京
・
西
荻
窪
の
地
元
の
居
酒
屋
で
、
以
前
か
ら
知
っ
て
い
た
山

口
の
子
息
の
山
口
正
介
（
作
家
で
映
画
評
論
家
）
を
た
ま
に
見
か
け
る
こ

と
が
あ
る
。席
が
隣
同
士
に
な
る
と
、生
前
の
山
口
や
山
口
組
の
メ
ン
バ
ー

に
つ
い
て
雑
談
を
か
わ
し
た
。
山
口
の
自
宅
に
あ
っ
た
五
組
の
立
派
な
盤

駒
の
こ
と
を
聞
く
と
、
あ
る
伝
手
を
介
し
て
す
べ
て
処
分
し
た
と
い
う
。

話
し
ぶ
り
で
は
、
安
価
に
た
た
か
れ
た
よ
う
だ
。
子
息
は
将
棋
を
指
さ
な

い
の
で
仕
方
な
い
が
、
誰
か
に
形
見
と
し
て
一
組
で
も
譲
っ
て
い
た
ら
よ

か
っ
た
の
に
と
、
私
は
残
念
な
思
い
を
し
た
。【
文
中
敬
称
略
】

［
将
棋
棋
士
・
九
段
］　
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文壇ゴシップと詰将棋

三浦	卓

　新聞や週刊誌にとって、現在でも将棋は重要なコンテンツのひとつである。芸能ゴシッ

プも同様であるが、かつては文壇ゴシップもまた然りであった。例えば 1922（大正 11）

年に創刊された『サンデー毎日』にも将棋や文壇ゴシップが早い時期から見られる。こ

こで紹介するのは、その『サンデー毎日』1926（大正 15）年 10 月 10 日号に掲載された、

堤寒三漫作「文壇詰将棋新題」というその両者の融合ともいえる記事である。

　堤寒三はこの時期の『サンデー毎日』に度々文壇を戯画化した漫画をよせているが、

本記事も詰将棋の配された 9 × 9 の盤の上部に「菊池王将」、右に「中村飛将」、左に「佐

藤角将」の似顔絵が描かれた漫画が大きな存在感を放っている。本文では、冒頭から「本

局文盤の大局を見ますに、菊池王方は新進川端、横光、菅、石濱の歩が中心となつて防

御に備へ…」と作家たちが駒に喩えられていて、「攻方」もまた「渡仏昇天の龍と成つ

た中村飛車」「合評会あたりの連絡を示す佐藤角将」「猪突的不同調同人の香車を従へて」

などと同様である。まだ歩にすぎない新感覚派同人を従えた菊池寛王に、『文芸春秋』

への対抗の拠点として『新潮』のコラム欄の名を冠した『不同調』を主催した中村武羅

夫と、原稿料をめぐる論争で菊池寛と対抗的な見解を示していた佐藤春夫が飛車角とし

て攻め込むといった形で、文壇のある部分の構図が詰将棋として表現されている。指し

手も「詰方△三三龍。（本局の主眼点はこの一手です。龍がフランスへの生命の洗濯に

出掛る前、犠牲的に玉砕主義に出たら）」のように、いちいち文壇ゴシップ的文脈で意

味付けられている。実際の詰め手にこういった意味を持たせ、しかも本当に詰む、とい

う知的遊戯となっているのである。

　将棋を比喩として用いる『小説神髄』以来の伝統と言えるのかはともかく、当時の文

壇がどのように把握されていたのかが見えると同時に、文壇（ゴシップ）と将棋のファ

ン層の重なりも感じさせる貴重な資料ではあるだろう。本当に詰んでいるのかは、詰将

棋がてんで駄目な私には真偽が確かめられない故、国会図書館などで記事を探して各自

確認されたい。

［志學館大学］
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日
本
の
近
代
小
説
は

　
　

将
棋
か
ら
始
ま
っ
た
？

小
谷
瑛
輔

一
、
日
本
の
近
代
小
説
は
将
棋
か
ら
始
ま
っ
た

　

将
棋
と
文
学
の
関
係
、
と
い
う
関
心
を
日
本
近
代
文
学
研
究
者
に
話
し

て
み
る
と
、「
何
を
奇
矯
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
か
」
と
い
う
よ
う
な

眼
で
見
ら
れ
る
か
、
ま
た
は
好
意
的
に
受
け
止
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て

も
、「
全
く
考
え
た
こ
と
も
な
い
視
点
で
新
鮮
だ
」
と
い
う
反
応
を
受
け

る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

　

日
本
の
近
代
文
学
が
遊ゲ

ー
ム戯

、
特
に
将
棋
と
い
か
に
関
わ
っ
て
き
た
か
、

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
文
壇
に
お
い
て
も
研
究
に
お
い
て
も
、
こ
れ

ま
で
議
論
に
な
る
機
会
が
乏
し
か
っ
た
よ
う
だ
。そ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
？

　

そ
れ
は
一
つ
に
は
、「
芸
術
」「
文
学
」
と
い
う
領
域
を
こ
と
さ
ら
に

遊ゲ
ー
ム戯

と
区
別
し
、
そ
れ
と
は
無
縁
の
も
の
と
見
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
真

摯
で
高
尚
な
も
の
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
構
築
し
て
き
た
日
本
近
代
文
学

の
歴
史
に
よ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
ま
ず
、
こ
の
点
に
つ

い
て
吟
味
し
て
お
き
た
い
。

　

た
と
え
ば
、
現
在
で
も
様
々
な
面
で
純
文
学
の
象
徴
と
見
な
さ
れ
て
い

る
芥
川
龍
之
介
は
、「
真
の
芸
術
家
は
勝
負
事
は
き
ら
ひ
な
ん
だ
よ
１

」
と

述
べ
て
、
友
人
と
遊ゲ

ー
ム戯

で
対
戦
す
る
こ
と
を
頑
な
に
拒
否
し
て
い
た
と
い

う
。
ま
た
、戦
後
に
な
っ
て「
文
学
」の
理
念
を
再
建
し
よ
う
と
し
た
雑
誌『
近

代
文
学
』
に
つ
い
て
は
、
坂
口
安
吾
が
「
君
た
ち
の
雑
誌
は
肩
が
凝
つ
て

仕
様
が
な
い
が
詰
碁
と
詰
将
棋
を
載
せ
て
く
れ
な
い
か
ナ
、
と
言
つ
て
、

平
野
謙
に
叱
ら
れ
た
２

」
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
残
さ
れ
て
い
る
が
、
高
邁

な
文
学
理
念
を
追
求
す
る
た
め
に
は
、
箸
休
め
的
な
も
の
で
あ
っ
て
さ
え

遊ゲ
ー
ム戯

的
な
も
の
を
近
接
さ
せ
る
こ
と
は
強
く
拒
否
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
い
う
偏
頗
と
も
い
え
る
価
値
観
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
注
意
し
た
い
の
は
、
こ
れ
ら
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
本
来
的
に

遊ゲ
ー
ム戯

が
文
学
か
ら
遠
い
も
の
だ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
逆
に
、
将
棋
と
い
う
遊ゲ

ー
ム戯

が
常
に
文
学
の
近
傍
に
あ
り
、
し
か
も

そ
れ
が
文
学
と
深
く
関
わ
る
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
続
け
て
い
た
か
ら
こ

そ
産
ま
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
ま
ず
は
、
挑
発
的
な
仮
説
を
述
べ
る
こ
と
か
ら
本
稿
の
議
論
を

始
め
て
み
た
い
。
そ
も
そ
も
日
本
の
近
代
小
説
は
将
棋
か
ら
始
ま
っ
た
の

で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
で
「
小
説
」
の
理
念
を
最
初
に
説
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い
た
と
言
わ
れ
る
の
は
坪
内
逍
遥
の『
小
説
神
髄
３

』だ
が
、そ
こ
で
彼
は
、

次
の
よ
う
に
「
象
棋
」
の
比
喩
を
用
い
て
「
小
説
」
を
書
く
と
は
ど
う
い

う
こ
と
な
の
か
の
説
明
を
試
み
て
い
た
４

。

　

小
説
の
作
者
た
る
者
は
専
ら
そ
の
意
を
心
理
に
注
ぎ
て
、
我
が
仮
作
た

る
人
物
な
り
と
も
、
一
度
篇
中
に
い
で
た
る
以
上
は
、
こ
れ
を
活
世
界
の

人
と
見
做
し
て
、
そ
の
感
情
を
写
し
い
だ
す
に
、
敢
て
お
の
れ
の
意
匠
を

も
て
善
悪
邪
正
の
情
感
を
作
り
設
く
る
こ
と
を
ば
な
さ
ず
、
た
だ
傍
観
し

て
あ
り
の
ま
ま
に
模
写
す
る
心
得
に
て
あ
る
べ
き
な
り
。
譬
え
ば
人
間
の

心
を
も
て
象
棋
の
棋
子
と
見
做
す
と
き
に
は
、
そ
の
直
き
こ
と
飛
車
の
如

き
情
も
尠
か
ら
ざ
る
べ
く
、
行
く
道
常
に
よ
こ
さ
ま
な
る
心
の
角
も
多
か

る
べ
し
。
桂
馬
の
飄
軽
な
る
、
香
車
の
料
簡
な
き
、
あ
る
い
は
王
将
の
才

に
富
て
機
に
臨
み
変
に
応
ず
る
縦
横
無
尽
な
る
も
あ
れ
ば
、
た
だ
進
む
べ

き
前
あ
る
を
知
り
て
左
右
に
避
く
べ
き
道
を
知
ら
ざ
る
匹
歩
庸
歩
も
尠
か

ら
ず
。
お
の
が
じ
し
な
る
挙
動
を
し
て
、
こ
の
世
局
を
渡
る
も
の
か
ら
、

直
な
る
飛
車
も
生
長
な
れ
ば
む
か
し
の
飛
車
に
お
な
じ
か
ら
ず
、
角
も
世

故
に
長
ず
る
に
い
た
れ
ば
、
直
な
る
道
を
も
行
く
こ
と
あ
る
べ
し
、
あ
る

い
は
王
将
も
匹
歩
の
手
に
か
か
り
、
あ
る
い
は
慮
り
な
き
香
車
に
し
て
金

銀
を
得
る
こ
と
も
あ
り
な
ん
。
囲
棋
者
は
造
化
の
翁
に
し
て
、
棋
子
は
即

ち
人
間
な
り
。
造
化
の
配
剤
の
不
可
思
議
な
る
、
傍
観
で
観
る
と
は
大
い

に
異
な
り
。「
彼
の
金
ほ
ど
な
く
彼
方
へ
な
り
こ
み
進
ん
で
王
手
と
な
る

べ
か
ら
ん
。」
と
思
う
に
違
い
て
、
一
匹
歩
に
た
ち
ま
ち
道
を
ふ
た
が
れ

つ
つ
避
退
く
べ
き
ひ
ま
だ
に
の
う
し
て
、桂
馬
の
餌
食
と
な
る
こ
と
あ
り
。

さ
れ
ば
人
間
も
こ
れ
に
お
な
じ
く
栄
達
落
魄
必
ず
し
も
人
間
の
性
質
に
伴

わ
ざ
る
か
ら
、
あ
る
い
は
才
子
に
し
て
業
を
な
さ
ざ
る
あ
り
、
あ
る
い
は

庸
人
に
し
て
志
し
を
得
る
あ
り
。
千
状
万
態
、
千
変
万
化
、
因
果
の
関
係

の
駁
雑
な
る
、
予
め
図
定
む
べ
か
ら
ず
。
故
に
小
説
を
綴
る
に
当
り
て
、

よ
く
人
情
の
奥
を
穿
ち
、
世
態
の
真
を
得
ま
く
ほ
り
せ
ば
、
宜
し
く
他
人

の
象
棋
を
観
て
、そ
の
局
面
の
成
行
を
ば
人
に
語
る
が
如
く
に
な
す
べ
し
。

も
し
一
言
一
句
た
り
と
も
傍
観
の
助
言
を
下
す
と
き
に
は
、
象
棋
は
已
に

作
者
の
象
棋
と
な
り
て
、
他
の
某
々
ら
が
囲
し
た
る
象
棋
と
は
い
う
べ
か

ら
ず
。「
あ
な
此
処
は
い
と
拙
し
、
も
し
予
な
り
せ
ば
斯
な
す
べ
し
、
箇

様
箇
様
に
行
う
べ
き
に
。」
と
思
わ
る
る
廉
も
改
め
ず
し
て
、
た
だ
あ
り

の
ま
ま
に
写
し
て
こ
そ
、
初
め
て
小
説
と
も
い
わ
る
る
な
れ
。

　
「
小
説
」
と
い
う
概
念
は
、
現
在
で
は
も
は
や
説
明
を
要
し
な
い
親
し

い
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
か
つ
て
は
「
卑
小
な
巷
説
で
あ
り
、
卑
下
す

べ
き
つ
た
な
い
た
わ
む
れ
の
作
品
と
い
う
意
味
５

」
で
し
か
な
か
っ
た
。

逍
遥
が
『
小
説
神
髄
』
を
書
く
ま
で
は
、
現
在
と
同
じ
よ
う
な
芸
術
ジ
ャ

ン
ル
と
し
て
の
意
味
で
は
「
小
説
」
と
い
う
言
葉
の
イ
メ
ー
ジ
は
共
有
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
６

。
も
ち
ろ
ん
、
滝
沢
馬
琴
の
よ
う
な
戯
作

の
イ
メ
ー
ジ
な
ら
ば
共
有
さ
れ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
逍
遥
は
そ
れ
と
は
異
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な
る
も
の
と
し
て
「
小
説
」
を
新
た
に
提
唱
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た

め
に
は
、
日
本
人
が
既
に
知
っ
て
い
る
他
の
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
を
借
り
る

必
要
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
母
体
と
な
っ
た
イ
メ
ー
ジ
こ
そ
、
将
棋

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
は
、
将
棋
と
い
う
も
の
が
、
ま

さ
に
人
間
た
ち
の
織
り
成
す
ド
ラ
マ
を
現
実
世
界
と
は
別
の
時
空
に
再
現

し
て
み
せ
る
一
つ
の
形
態
で
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

将
棋
と
い
う
虚
構
空
間
に
逍
遥
が
見
出
し
た
も
の
を
詳
細
に
検
討
し
て

み
よ
う
。
個
々
の
石
の
性
能
に
区
別
の
な
い
囲
碁
と
は
異
な
っ
て
、
将
棋

に
は
多
様
な
性
質
の
駒
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
駒
は
そ
の
性
質
に
基
づ
い

て
動
く
。
そ
の
よ
う
に
、
現
実
の
人
間
世
界
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に

個
性
的
な
性
格
を
も
っ
た
人
々
が
、
各
自
の
性
格
に
基
づ
い
て
刻
々
と
変

化
す
る
人
間
関
係
や
状
況
を
形
作
り
、
そ
の
状
況
に
合
わ
せ
て
人
々
が
ま

た
行
動
を
起
こ
す
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
モ
デ
ル
に
小
説
を
考
え
る
べ
き

だ
。
逍
遥
が
言
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
も
ち
ろ
ん
、
現
実
の
世
界
と
い
う
の
は
、
優
れ
た
者
が
勝
ち
、

劣
っ
た
者
が
負
け
る
、
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
も
の
で
は
な
い
。
現
実
世

界
の
複
雑
性
も
含
め
て
「
模
写
」
す
る
こ
と
が
新
た
な
「
小
説
」
の
使
命

で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
性
質
が
一
定
不
変
で
あ
り
、
た
だ
ち
に
結

果
に
結
び
付
く
よ
う
な
単
純
な
世
界
観
で
は
不
十
分
で
あ
る
。

　

将
棋
の
駒
の
性
質
は
、
必
ず
し
も
一
定
不
変
の
も
の
で
は
な
く
、
駒
が

成
っ
て
性
能
が
変
化
す
る
こ
と
も
あ
る
。
人
間
も
ま
た
、
状
況
に
よ
っ
て

大
き
く
成
長
し
た
り
、
性
格
を
変
え
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
。
ま
た
、

歩
で
金
に
対
抗
す
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
に
、
個
々
の
駒
の
優
劣
が
結
果
の

優
劣
に
直
結
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
も
将
棋
の
面
白
い
と
こ
ろ
だ
が
、
人

間
社
会
も
同
様
で
、「
栄
達
落
魄
必
ず
し
も
人
間
の
性
質
に
伴
わ
ざ
る
」
の

で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
複
雑
な
様
態
を
再
現
す
る
こ
と
を
「
小
説
」
の
目

標
と
す
る
に
あ
た
っ
て
、
将
棋
は
格
好
の
モ
デ
ル
と
な
り
得
た
の
で
あ
る
。

　

逍
遥
が
言
っ
て
い
る
こ
と
に
は
、
も
う
一
つ
興
味
深
い
点
が
あ
る
。
そ

れ
は
、
将
棋
を
指
す
よ
う
に
小
説
を
書
く
の
で
は
な
く
、
他
人
同
士
の
将

棋
を
観
戦
し
て
そ
の
様
子
を
報
告
す
る
よ
う
に
小
説
を
書
く
べ
き
だ
、
と

い
う
こ
と
だ
。
逍
遥
は
、
将
棋
の
対
局
で
は
な
く
、
将
棋
の
観
戦
報
告
を

小
説
創
作
に
対
応
す
る
も
の
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　

素
朴
に
考
え
れ
ば
、
作
中
の
出
来
事
と
い
う
の
は
あ
く
ま
で
も
小
説
の

書
き
手
が
産
み
出
す
も
の
で
あ
っ
て
、
小
説
を
書
く
こ
と
に
似
て
い
る
の

は
、
将
棋
の
局
面
を
作
り
出
す
こ
と
、
す
な
わ
ち
将
棋
を
指
す
こ
と
、
と

い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
。し
か
し
、逍
遥
が
あ
え
て
観
戦
の
類
比
を
採
っ

た
の
は
、
小
説
の
書
き
手
と
し
て
の
存
在
感
や
思
想
を
露
骨
に
見
せ
て
し

ま
う
近
世
の
戯
作
の
文
体
を
改
め
、
あ
り
の
ま
ま
に
写
し
出
す
よ
う
な
文

体
、
あ
た
か
も
書
き
手
の
恣
意
な
ど
ど
こ
に
も
入
り
込
ん
で
い
な
い
か
の

よ
う
に
装
う
文
体
を
目
指
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
こ
の
小
説
観
自
体
は
、
の
ち
の
小
説
家
の
間
で
も
見
解
が
分
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か
れ
る
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
物
語
を
提
示
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
れ

を
語
る
存
在
に
積
極
的
に
目
を
向
け
さ
せ
る
文
体
を
模
索
し
た
芥
川
龍
之

介
な
ど
は
、
こ
う
し
た
逍
遥
の
ス
タ
イ
ル
を
欺
瞞
的
な
も
の
と
し
て
む

し
ろ
問
題
化
す
る
こ
と
を
試
み
た
と
言
え
る
７

。
柳
田
泉
が
、「
逍
遥
は
、

傍
観
模
写
を
つ
よ
く
意
識
し
た
あ
ま
り
、
さ
し
手
の
あ
る
こ
と
を
忘
れ
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
駒
は
、
さ
し
手
の
意
の
ま
ま
に
動
く
の
で
、
ひ
と
り
で

に
動
く
の
で
は
な
い
８

」
と
批
判
し
て
い
る
の
も
同
様
の
問
題
に
関
わ
る

点
で
あ
ろ
う
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
日
本
に
お
い
て
小

説
の
概
念
は
将
棋
の
イ
メ
ー
ジ
を
そ
の
源
流
の
一
つ
と
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
小
説
の
創
作
と
は
将
棋
に
お
け
る
対
局
に
対
応
す

る
も
の
な
の
か
観
戦
に
対
応
す
る
も
の
な
の
か
、
す
な
わ
ち
、
作
家
の
存

在
を
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
る
の
か
、
と
い
っ
た
点
ま
で
考
察
す
る
こ
と

が
可
能
と
な
っ
た
の
も
、
将
棋
の
イ
メ
ー
ジ
を
借
り
た
こ
と
に
依
拠
し
て

い
た
の
だ
。

二
、
将
棋
と
日
本
近
代
文
学
の
歩
み

　

将
棋
が
日
本
近
代
文
学
の
成
立
に
関
わ
る
と
言
え
る
点
は
、
そ
れ
だ
け

で
は
な
い
。
岡
本
嗣
郎
９

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

新
聞
将
棋
と
新
聞
小
説
は
不
思
議
な
相
関
関
係
に
あ
る
。
二
つ
は
そ
の
出

発
点
か
ら
、
ぴ
っ
た
り
歩
調
を
合
わ
せ
て
新
聞
の
中
に
そ
の
地
歩
を
固
め

て
い
っ
た
。
新
聞
の
大
衆
化
と
と
も
に
、
新
聞
社
の
販
売
政
策
に
欠
か
せ

ぬ
娯
楽
と
し
て
、
将
棋
と
小
説
が
選
ば
れ
た
こ
と
に
、
そ
の
原
因
は
あ
る

よ
う
だ

　

よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
だ
が
、
日
本
近
代
に
お
い
て
小
説
の
シ
ェ
ア
が
拡

大
し
て
い
く
決
定
的
な
契
機
と
し
て
、
新
聞
小
説
が
あ
っ
た
。
小
説
が
新

聞
を
利
用
し
て
読
者
層
を
拡
大
し
て
い
っ
た
の
と
同
時
に
、新
聞
も
ま
た
、

人
気
作
家
の
小
説
を
掲
載
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
部
数
を
伸
ば
し
た
わ
け
だ

が
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
小
説
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
位
置
に
あ
っ
た
の
が
、

囲
碁
や
将
棋
で
あ
っ
た
。

　

た
と
え
ば
、
夏
目
漱
石
が
朝
日
新
聞
社
に
入
社
し
た
の
は
明
治
四
十
年

四
月
で
、
大
正
五
年
に
亡
く
な
る
ま
で
専
属
作
家
と
し
て
多
く
の
作
品
を

発
表
し
て
い
く
が
、
こ
の
時
期
は
、
新
聞
棋
戦
が
定
着
し
て
い
く
時
期
で

も
あ
っ
た
　10

。

　

新
聞
棋
戦
を
早
く
に
採
用
し
た
新
聞
は
明
治
四
十
一
年
の
『
萬
朝
報
』

で
、
こ
れ
に
続
く
よ
う
に
多
く
の
新
聞
が
次
々
と
新
聞
棋
戦
を
取
り
入
れ

て
い
く
が
、『
東
京
朝
日
新
聞
』
が
「
敗
退
将
棋
新
手
合
」
と
し
て
棋
譜
の

掲
載
を
始
め
た
の
は
、
明
治
四
五
年
一
月
一
日
で
あ
る
。
実
は
こ
の
日
は
、

い
わ
ゆ
る
「
修
善
寺
の
大
患
」
後
に
、『
東
京
朝
日
新
聞
』
へ
の
復
帰
作
を
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連
載
し
始
め
る
に
あ
た
っ
て
の

漱
石
の
挨
拶
「
彼
岸
過
迄
に
就

て
　11
」
が
掲
載
さ
れ
た
日
で
も

あ
る
。
単
に
日
付
が
一
致
し
て

い
る
だ
け
で
は
な
い
。「
彼
岸

過
迄
に
就
て
」
と
、
新
た
に
始

ま
っ
た「
敗
退
将
棋
新
手
合（
第

一
回
）」
は
、
ま
さ
に
同
じ
ペ
ー

ジ
に
、
組
み
合
わ
せ
て
ち
ょ
う

ど
上
二
段
を
占
め
る
よ
う
な
形

で
掲
載
さ
れ
て
い
た
　12

。

　

現
在
流
通
し
て
い
る
よ
う

な
、
日
本
近
代
文
学
の
象
徴
、

国
民
文
学
の
象
徴
と
し
て
の
高

尚
な
漱
石
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ

て
見
れ
ば
、
復
帰
作
に
漱
石
が

添
え
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
将
棋
記

事
と
セ
ッ
ト
で
配
置
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
若
干
の
違
和
感
を
与

え
る
か
も
し
れ
な
い
。し
か
し
、

将
棋
欄
と
文
芸
欄
が
同
じ
ペ
ー

ジ
に
配
置
さ
れ
る
こ
と
は
、
現
代
で
も
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
巻
頭
言

で
も
述
べ
た
通
り
、
日
露
戦
争
と
い
う
、
新
聞
の
売
り
上
げ
の
た
め
に
は

好
都
合
な
コ
ン
テ
ン
ツ
が
終
了
し
て
し
ま
っ
た
後
、
そ
の
代
わ
り
の
娯
楽

と
し
て
求
め
ら
れ
た
の
が
将
棋
と
小
説
で
あ
っ
た
と
い
う
意
味
で
は
、
こ

う
し
た
関
係
は
む
し
ろ
当
然
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　

実
際
、
漱
石
は
こ
こ
で
、「
成
る
べ
く
面
白
い
も
の
を
書
か
な
け
れ
ば
済

ま
な
い
」「
新
聞
小
説
と
し
て
存
外
面
白
く
読
ま
れ
は
し
な
い
だ
ら
う
か
」

と
、「
面
白
」
さ
へ
の
志
向
、
あ
え
て
言
い
換
え
て
み
れ
ば
娯
楽
性
志
向
を
、

繰
り
返
し
宣
言
し
て
い
る
。
漱
石
の
こ
の
文
章
は
、
文
学
研
究
の
文
脈
で

は
し
ば
し
ば
「
自
分
は
自
然
派
の
作
家
で
も
な
け
れ
ば
象
徴
派
の
作
家
で

も
な
い
（
中
略
）
自
分
は
是
等
の
主
義
を
高
く
標
榜
し
て
路
傍
の
人
の
注

意
を
惹
く
程
に
、
自
分
の
作
物
が
固
定
し
た
色
に
染
付
け
ら
れ
て
ゐ
る
と

い
ふ
自
信
を
持
ち
得
ぬ
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
、
当
時
流
行
し
て
い
た
自

然
主
義
な
ど
へ
の
漱
石
の
距
離
や
自
負
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
が

ち
だ
が
、「
主
義
」
を
標
榜
す
る
こ
と
を
排
し
て
漱
石
が
掲
げ
た
も
の
は
何

よ
り
も
ま
ず
「
面
白
」
さ
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
将
棋
と
同
じ
ペ
ー

ジ
に
掲
載
さ
れ
る
よ
う
な
文
脈
に
お
い
て
表
明
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
は
、
改
め
て
注
目
し
て
お
く
べ
き
事
実
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち

漱
石
は
、自
身
の
作
品
が
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
、あ
る
い
は
社
会
に
お
い
て
、

将
棋
と
と
も
に
娯
楽
的
な
機
能
を
持
つ
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い

る
こ
と
、
つ
ま
り
小
説
が
将
棋
と
近
接
し
た
文
化
的
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
こ
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と
に
つ
い
て
、
自
覚
的
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

漱
石
は
、
も
っ
と
初
期
の
頃
か
ら
、
将
棋
を
巧
み
に
取
り
入
れ
て
創
作

を
行
っ
て
い
た
　13

。

　
「
坊
つ
ち
や
ん
　14
」
は
、「
親
譲
り
の
無
鉄
砲
で
小
供
の
時
か
ら
損
ば
か

り
し
て
居
る
」と
書
き
始
め
ら
れ
、「
お
れ
」の
様
々
な「
無
鉄
砲
」エ
ピ
ソ
ー

ド
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
で
も
、
事
態
が
展
開
し
て
い
く
上
で
最
も

決
定
的
と
な
っ
た
の
は
、
将
棋
を
め
ぐ
る
出
来
事
で
あ
る
。

あ
る
時
将
棋
を
さ
し
た
ら
卑
怯
な
待
駒
を
し
て
、
人
が
困
る
と
嬉
し
さ
う

に
冷
や
か
し
た
。
あ
ん
ま
り
腹
が
立
つ
た
か
ら
、
手
に
在
つ
た
飛
車
を
眉

間
へ
擲
き
つ
け
て
や
つ
た
。
眉
間
が
割
れ
て
少
々
血
が
出
た
。
兄
が
お
や

ぢ
に
言
付
け
た
。
お
や
ぢ
が
お
れ
を
勘
当
す
る
と
言
ひ
出
し
た
。

　

こ
の
冒
頭
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
物
語
の
結
末
、
袂
に
入
っ
て
い
た
卵
を

衝
動
的
に
野
だ
の
顔
面
に
叩
き
つ
け
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
乱
闘
の
場
面
と

類
似
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
似
て
い
る
の
は
単
に
、
手
元

に
あ
っ
た
も
の
を
相
手
の
顔
に
叩
き
つ
け
る
、
と
い
う
身
体
動
作
上
だ
け

の
こ
と
で
は
な
い
。

　
「
お
れ
」は
、野
だ
や
赤
シ
ャ
ツ
と
対
抗
し
、あ
る
種
の
知
恵
比
べ
に
よ
っ

て
悪
事
を
暴
き
出
し
、
追
い
詰
め
る
と
こ
ろ
ま
で
い
く
の
だ
が
、
彼
ら
は

「
言
葉
巧
み
」
な
弁
解
に
よ
っ
て
言
い
逃
れ
を
し
よ
う
と
す
る
。
言
葉
の

や
り
取
り
に
よ
っ
て
は
相
手
が
ま
だ
降
参
し
て
い
な
い
段
階
で
「
お
れ
」

が
彼
ら
に
暴
行
を
加
え
た
と
き
、「
是
は
乱
暴
だ
、
狼
藉
で
あ
る
。
理
非

を
弁
じ
な
い
で
腕
力
に
訴
へ
る
の
は
無
法
だ
」
と
赤
シ
ャ
ツ
が
抗
議
す
る

よ
う
に
、法
的
に
は「
お
れ
」の
側
が
瑕
疵
を
抱
え
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

悪
事
を
行
っ
て
も
、
十
分
な
証
拠
が
残
っ
て
お
ら
ず
、「
言
葉
巧
み
」
な

弁
解
が
成
功
す
れ
ば
法
的
に
は
罰
さ
れ
な
い
、
と
い
う
の
が
社
会
の
ル
ー

ル
で
あ
り
、
野
だ
と
赤
シ
ャ
ツ
は
そ
の
ル
ー
ル
の
範
囲
内
で
戦
お
う
と
し

て
い
る
わ
け
だ
が
、「
お
れ
」
は
、
そ
の
ル
ー
ル
を
守
っ
て
い
た
と
し
て

も
「
卑
怯
」
な
ふ
る
ま
い
と
い
う
も
の
が
あ
る
、と
い
う
価
値
観
の
も
と
、

法
を
逸
脱
し
て
「
正
義
」
の
私
刑
を
敢
行
す
る
。
こ
の
二
つ
の
生
き
方
の

対
比
に
本
作
の
一
つ
の
テ
ー
マ
を
見
る
と
き
、
冒
頭
の
将
棋
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
は
、
ま
さ
に
そ
れ
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

気
付
く
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
将
棋
に
お
け
る
ル
ー
ル
は
社
会
の
ル
ー
ル
の
類
比
と
な
っ
て

い
る
わ
け
だ
が
、
登
場
人
物
が
物
語
世
界
内
で
社
会
の
ル
ー
ル
を
こ
の
よ

う
に
逸
脱
し
て
い
く
だ
け
で
な
く
、
漱
石
の
「
坊
つ
ち
や
ん
」
執
筆
と
い

う
行
為
そ
の
も
の
も
、
当
時
の
文
壇
の
お
約
束
の
逸
脱
と
し
て
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
柄
谷
行
人
　15
は
、当
時
優
位
に
な
り
つ
つ
あ
っ

た
「
小
説
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
意
識
の
貧
し
さ
や
限
界
に
漱
石
が
自
覚
的

で
あ
り
、「
小
説
」
の
お
約
束
の
逸
脱
を
漱
石
が
目
指
し
て
い
た
こ
と
、

小
説
と
は
異
な
る
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
「
ピ
カ
レ
ス
ク
」
た
る
「
坊
つ
ち
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や
ん
」
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
作
品
の
一
つ
と
し
て
書
か
れ
た
こ
と
な
ど
を

論
じ
て
い
る
。
柄
谷
の
議
論
が
示
唆
的
な
点
は
、
漱
石
は
そ
の
よ
う
に
小

説
か
ら
逸
脱
し
よ
う
と
し
て
小
説
を
書
い
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
逆
説
的

な
こ
と
を
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
あ
る
。
稿
者
の
立
場
か
ら
言
い
換
え

れ
ば
、
そ
も
そ
も
小
説
と
い
う
も
の
に
は
、
小
説
か
ら
の
逸
脱
、
と
い
う

よ
う
な
自
己
言
及
的
、
自
己
否
定
的
な
モ
チ
ー
フ
を
扱
う
機
能
が
備
わ
っ

て
い
て
、
そ
れ
こ
そ
が
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
重
要
な
特
徴
な
の
だ
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
回

路
を
導
入
す
る
ア
イ
テ
ム
と
し
て
、
漱
石
は
将
棋
を
扱
っ
た
の
で
あ
る
。

『
東
京
朝
日
新
聞
』
が
新
聞
棋
戦
を
開
始
し
て
定
着
さ
せ
て
い
く
「
彼
岸

過
迄
」
以
降
の
作
品
、す
な
わ
ち
後
期
三
部
作
と
呼
ば
れ
る
「
行
人
」「
心
」

で
も
、
漱
石
は
将
棋
を
作
中
に
登
場
さ
せ
る
。

　
「
行
人
」
で
は
、お
重
が
岡
田
に
「
あ
な
た
の
顔
は
将
棋
の
駒
見
た
い
よ
」

と
軽
口
を
言
う
よ
う
な
形
で
「
将
棋
」
の
語
が
登
場
す
る
　16
の
だ
が
、
残

念
な
が
ら
こ
の
時
期
、『
東
京
朝
日
新
聞
』
で
は
「
敗
退
将
棋
新
手
合
」
の

連
載
は
ち
ょ
う
ど
休
止
中
で
あ
っ
た
。
一
二
月
二
六
日
か
ら
、「
行
人
」
の

隣
の
ペ
ー
ジ
で
「
敗
退
将
棋
新
手
合
」
が
再
開
す
る
と
、
漱
石
は
先
の
将

棋
の
く
だ
り
を
「
将
棋
の
駒
が
ま
だ
祟
つ
て
る
と
見
え
る
ね
　17
」
と
登
場

人
物
が
再
び
引
き
合
い
に
出
す
会
話
を
描
い
て
い
る
。
ま
た
、
一
週
間
後

に
は
将
棋
の
駒
を
相
手
の
額
に
投
げ
つ
け
る
と
い
う
「
坊
つ
ち
や
ん
」
の

よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
再
び
描
い
て
も
い
る
　18

。「
兄
」の
章
か
ら
次
の「
帰

つ
て
か
ら
」
の
章
に
移
っ
て
も
、
や
は
り
、
顔
を
将
棋
の
駒
に
喩
え
る
話

が
再
度
持
ち
出
さ
れ
る
　19

。
こ
れ
ら
は
、
作
品
そ
の
も
の
を
滑
稽
で
娯
楽

的
な
も
の
と
す
る
た
め
の
ア
イ
テ
ム
と
し
て
、
娯
楽
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
り
新

聞
紙
面
上
で
隣
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
将
棋
を
用
い
て
い
る
例
と
言
え
る
。

　

後
期
三
部
作
の
最
後
の
作
品
「
心
」
で
も
、
将
棋
イ
メ
ー
ジ
の
利
用
は

継
続
さ
れ
る
。
青
年
の
「
私
」
が
帰
省
し
た
際
、
死
期
を
悟
っ
た
よ
う
な

父
親
の
言
葉
と
、
対
照
的
に
楽
観
し
て
い
る
母
親
の
言
葉
と
の
両
方
を
聞

い
て
、
父
親
の
病
状
を
判
断
し
あ
ぐ
ね
て
い
る
場
面
　20
で
あ
る
。
そ
こ
で

父
親
の
病
状
が
実
際
は
ど
う
な
の
か
を
表
現
す
る
の
が
、
父
親
と
将
棋
と

の
関
わ
り
な
の
で
あ
る
。「
父
は
此
前
の
冬
に
帰
つ
て
来
た
時
程
将
棋
を

差
し
た
が
ら
な
く
な
つ
た
。
将
棋
盤
は
ほ
こ
り
の
溜
つ
た
儘
、
床
の
間
の

隅
に
片
寄
せ
ら
れ
て
あ
つ
た
」
と
い
う
さ
り
げ
な
い
一
節
だ
が
、
こ
の
描

写
が
、
母
親
の
楽
観
が
当
た
っ
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
と
い
う
仕
掛
け
と

な
っ
て
い
る
。
母
親
は
「
私
」
と
父
親
に
将
棋
を
指
す
こ
と
を
勧
め
、「
私
」

は
将
棋
盤
の
ほ
こ
り
を
拭
く
の
だ
が
、
そ
の
後
、
将
棋
が
指
さ
れ
る
場
面

が
描
か
れ
る
こ
と
は
つ
い
に
な
い
。
父
親
に
と
っ
て
、
健
康
に
生
き
る
こ

と
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
は
ま
さ
に
将
棋
を
指
す
こ
と
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
や
は
り
、
掲
載
紙
面
の
隣
に
ま
さ
に
将
棋
が
局
面

図
付
き
で
ビ
ジ
ュ
ア
ル
に
展
開
し
て
い
る
こ
と
、
健
康
な
読
者
な
ら
ば
そ

う
し
た
娯
楽
を
日
常
的
に
楽
し
め
る
、
と
い
う
こ
と
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
活

用
し
て
い
る
と
言
え
る
。
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た
だ
、
こ
れ
ら
を
、
新
聞
読
者
が
小
説
と
同
時
に
視
野
に
入
れ
る
手
近

な
も
の
の
利
用
、
あ
る
い
は
安
直
な
読
者
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
理
解
し
て

済
ま
せ
る
の
は
十
分
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
将
棋
は
、
た
と
え

ば
「
心
」
と
い
う
小
説
内
の
父
親
の
人
生
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
と
同

時
に
、
新
聞
紙
上
に
お
け
る
、
こ
の
「
心
」
と
い
う
小
説
作
品
そ
の
も
の

と
機
能
的
に
等
価
な
も
の
で
も
あ
る
か
ら
だ
。「
心
」
に
と
っ
て
将
棋
は
、

作
品
内
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
と
同
時
に
、
作
品
自
身
の
娯
楽
的
コ
ン
テ
ン

ツ
と
し
て
の
あ
り
よ
う
を
端
的
に
示
す
イ
メ
ー
ジ
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
二
重
化
し
た
形
で
「
将
棋
」
と
作
品
を
関
わ
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
漱

石
が
示
し
て
い
る
の
は
、
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
、
メ
デ
ィ
ア
や
社
会

に
お
け
る
自
己
の
あ
り
よ
う
を
作
中
で
も
対
象
化
し
て
み
せ
る
よ
う
な
入

れ
籠
構
造
を
持
ち
得
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
作
中
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
、
漱
石
が
産
み
出
し

た
虚
構
世
界
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
産
み
出
す
漱
石
自
身
の
問
題
、

あ
る
い
は
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
問
題
、
さ
ら
に
は
言
葉
と
い
う
媒
体

の
持
つ
問
題
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
小
説
に
は

そ
の
よ
う
な
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
機
能
が
備
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
、
こ
こ
で
ひ
そ
か
に
開
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
、
小
説
と
遊
戯
の
差
別
化

　

前
節
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
漱
石
は
こ
れ
ら
の
将
棋
作
品
を
書
く
こ

と
に
よ
っ
て
、
小
説
を
将
棋
と
差
別
化
し
よ
う
と
し
た
の
だ
、
と
言
え
る

か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
小
説
は
新
聞
紙
上
に
お
い
て
単
に
将
棋
と

並
列
の
存
在
と
な
る
だ
け
で
は
な
く
、
将
棋
よ
り
も
一
つ
メ
タ
の
レ
ベ
ル

に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
小
説
は
、
ひ
と
ま
ず
は

将
棋
と
並
列
の
存
在
で
あ
る
こ
と
は
否
定
し
が
た
い
わ
け
だ
が
、
そ
う
し

た
自
己
の
位
置
を
自
己
言
及
的
に
対
象
化
す
る
機
能
を
も
持
っ
て
い
る
点

に
お
い
て
、
将
棋
と
は
差
別
化
さ
れ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
現
代
の
将
棋
フ
ァ
ン
の
我
々
は
、
こ
れ
が
小
説
だ
け
の
特

徴
で
あ
っ
て
将
棋
に
は
あ
り
得
な
い
こ
と
だ
、
と
い
う
見
方
が
不
十
分
な

も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
将
棋
に
お
い
て
も
、
将

棋
を
規
定
す
る
枠
組
み
そ
の
も
の
を
問
い
返
す
よ
う
な
指
し
手
や
詰
将
棋

作
品
は
あ
り
得
る
か
ら
だ
。
詰
将
棋
作
品
で
い
え
ば
若
島
正
『
華
麗
な
詰

将
棋
』
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
作
品
　21
や
「
最
後
の
審
判
　22
」
が
有
名
で
あ

る
し
、
将
棋
の
文
化
や
世
界
を
支
え
る
価
値
観
を
問
い
返
す
こ
と
が
盤
上

で
実
現
さ
れ
得
る
こ
と
は
、
久
保
明
教
『
機
械
カ
ニ
バ
リ
ズ
ム
　23
』
が
近

年
の
Ａ
Ｉ
将
棋
の
例
か
ら
論
じ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
そ
の
よ
う
な
将
棋
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
が
明
晰
に
理
解
さ
れ

始
め
た
の
は
近
年
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
漱
石
が
そ
こ
に
考
え
を
巡
ら
せ
る
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こ
と
は
も
ち
ろ
ん
難
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
代
的
な
限
界
の
も
と

に
お
い
て
、
漱
石
は
、
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
、
あ
る
い
は
自
身
の
芸
術

家
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
将
棋
と
は
異
な
る
高
み
に
位
置
付
け
よ
う
と
も

試
み
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

漱
石
が
、
自
身
が
将
棋
的
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
甘
ん
じ

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
他
の
側
面
か
ら
も
見
て
み
よ
う
。
た
と
え
ば

彼
は
「
娯
楽
と
云
ふ
や
う
な
物
に
は
別
に
要
求
も
な
い
。
玉
突
は
知
ら
ぬ

し
、
囲
碁
も
将
棋
も
何
も
知
ら
ぬ
　24
」
と
述
べ
る
談
話
を
残
し
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
韜
晦
で
あ
る
。
新
聞
紙
面
に
将
棋
と
並
ぶ
よ
う
な

形
で
自
身
の
作
品
を
発
表
し
、
作
中
で
も
将
棋
を
取
り
込
む
な
ど
、
将
棋

と
密
接
に
関
わ
っ
て
創
作
活
動
を
行
っ
て
い
た
漱
石
は
、
日
常
生
活
に
お

い
て
も
友
人
た
ち
と
将
棋
を
指
し
て
い
た
。

　

た
と
え
ば
漱
石
の
日
記
　25
に
は
「
五
月
二
十
八
日　

金
（
中
略
）
将
棋

を
さ
す
。
豊
隆
に
一
度
負
け
る
。
二
度
目
に
は
虚
子
の
助
言
で
勝
つ
。
新

と
や
る
、
う
ま
く
負
け
る
。
新
と
虚
子
と
や
る
。
勝
負
の
つ
か
ぬ
う
ち
に

帰
る
」
と
い
う
よ
う
な
く
だ
り
が
見
え
る
し
、「
火
燵
し
て
得
た
る
将
棋

の
詰
手
哉
　26
」、「
炭
団
い
け
て
雪
隠
詰
の
工
夫
哉
　27
」
と
い
う
よ
う
な
、

将
棋
を
詠
ん
だ
俳
句
も
残
さ
れ
て
い
る
。
自
分
よ
り
も
棋
力
の
低
い
友
人

が
将
棋
へ
の
興
味
を
失
わ
な
い
よ
う
に
「
う
ま
く
負
け
る
」
と
い
う
よ
う

な
指
導
対
局
的
な
心
配
り
や
、
詰
将
棋
を
解
く
日
常
の
描
写
、
ま
た
将
棋

を
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
程
度
の
初
心
者
が
使
う
と
は
思
え
な
い「
雪
隠
詰
」

な
ど
と
い
う
語
彙
か
ら
見
て
も
、
将
棋
は
漱
石
の
身
近
に
確
か
に
あ
っ
た

こ
と
が
分
か
る
。

　

そ
の
よ
う
な
漱
石
が
、
あ
え
て
将
棋
を
「
何
も
知
ら
ぬ
」
と
ま
で
述
べ

た
理
由
は
何
な
の
か
。
そ
れ
は
、こ
の
談
話
に
付
さ
れ
た
「
文
士
の
生
活
」

と
い
う
タ
イ
ト
ル
と
も
関
わ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。我
々
か
ら
し
て
み
れ
ば
、

漱
石
が
友
人
た
ち
と
将
棋
を
指
し
て
い
る
日
常
の
一
コ
マ
は
、
文
士
の
生

活
と
し
て
特
に
違
和
感
が
あ
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か

し
漱
石
自
身
が
「
文
士
」
と
し
て
読
者
に
与
え
た
い
印
象
は
、
ど
う
や
ら

そ
れ
と
は
違
っ
て
い
た
よ
う
な
の
だ
。
将
棋
の
よ
う
な
遊ゲ

ー
ム戯

と
は
本
質
的

に
懸
け
離
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
自
身
の
小
説
の
芸
術
的
価
値
を
打
ち
立

て
よ
う
と
し
た
芥
川
の
よ
う
な
志
向
が
、
既
に
漱
石
に
も
あ
っ
た
、
と
見

る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

冒
頭
で
も
触
れ
た
芥
川
の
例
に
戻
ろ
う
。
芥
川
も
ま
た
、「
勝
負
事
」

を
忌
避
し
て
い
る
こ
と
を
繰
り
返
し
語
っ
て
い
た
　28
わ
け
だ
が
、
彼
が

遊ゲ
ー
ム戯

を
拒
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
も
、
彼
の
生
活
や
関
心
が
遊ゲ

ー
ム戯

と
縁
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
芥
川
も
実
際
に

は
や
は
り
将
棋
に
親
し
ん
で
い
た
時
期
が
あ
っ
た
は
ず
な
の
で
あ
り
　29

、

ま
た
、
作
品
の
中
で
も
、
漱
石
に
劣
ら
ず
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
仕
掛

け
を
産
み
出
す
装
置
と
し
て
行
軍
将
棋
を
用
い
た
「
少
年
続
編
　30
」
を
書

い
て
も
い
る
　31

。

　

ま
た
、
芥
川
の
友
人
た
ち
も
、
揃
っ
て
将
棋
を
指
し
て
い
た
。
文
壇
将
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棋
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
集
め
た
文
献
で
頻
出
の
名
前
を
挙
げ
て
い
く
と
、
菊

池
寛
、
久
米
正
雄
、
瀧
井
孝
作
、
佐
佐
木
茂
索
、
南
部
修
太
郎
、
小
島
政

二
郞
、な
ど
と
な
る
　32
が
、要
す
る
に
芥
川
の
『
新
思
潮
』
以
来
の
盟
友
や
、

「
龍
門
の
四
天
王
」
達
は
揃
っ
て
将
棋
を
愛
好
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
芥

川
に
師
事
し
た
堀
辰
雄
に
つ
い
て
も
将
棋
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
残
っ
て
い
る
　33

し
、
同
じ
く
後
輩
筋
に
あ
た
る
横
光
利
一
と
川
端
康
成
は
、
二
人
一
緒
に

写
っ
て
い
る
写
真
の
代
表
と
し
て
現
在
知
ら
れ
て
い
る
も
の
が
ま
さ
に
将

棋
を
指
し
て
い
る
写
真
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
も
ち
ろ
ん
、
文
壇
で
強
い
影

響
力
を
持
っ
た
菊
池
寛
が
将
棋
を
愛
好
し
て
周
囲
に
も
勧
め
て
い
た
こ
と

と
無
縁
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

西
井
弥
生
子
　34
が
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
菊
池
寛
は
、
文
学
観
、
芸
術

観
と
深
く
関
わ
る
形
で
将
棋
を
捉
え
、
そ
の
考
え
に
基
づ
い
て
文
壇
で

様
々
な
活
動
を
展
開
し
て
い
た
。「
勝
負
事
は
ど
う
も
や
る
気
が
起
ら
な

い
　35
」
と
の
芥
川
の
主
張
は
、『
中
央
公
論
』
の
「
勝
負
事
の
興
味
」
特

集
　36
で
菊
池
寛
ら
が
芸
術
と
勝
負
事
を
対
置
し
て
勝
負
事
の
意
義
を
芸
術

に
拮
抗
し
得
る
も
の
と
し
て
論
じ
る
な
ど
、
芸
術
を
将
棋
な
ど
の
遊ゲ

ー
ム戯

の

類
比
で
捉
え
よ
う
と
す
る
論
調
が
強
く
な
っ
て
い
る
中
で
、
そ
れ
へ
の
反

発
と
し
て
現
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
逆
に
言
え
ば
、
彼
の
「
芸
術
至
上
主

義
」
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
、
こ
の
よ
う
に
、
と
も
す
れ
ば
当
然
の
前
提
と
し

て
浸
透
し
か
ね
な
い
小
説
と
遊ゲ

ー
ム戯

と
の
近
接
性
を
こ
と
さ
ら
に
否
定
し
て

み
せ
る
身
振
り
に
よ
っ
て
演
出
さ
れ
、
提
示
さ
れ
た
面
も
あ
っ
た
の
だ
。

　

芥
川
が
、
自
身
は
決
し
て
将
棋
を
指
さ
な
い
か
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を

こ
と
さ
ら
に
作
ろ
う
と
し
た
の
は
、将
棋
と
縁
遠
か
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、

全
く
そ
の
逆
に
、
将
棋
が
常
に
文
学
の
近
傍
に
あ
り
、
友
人
た
ち
が
、
将

棋
と
文
学
を
近
接
し
た
も
の
と
見
な
す
よ
う
な
文
学
観
、
芸
術
観
を
提
示

し
て
さ
え
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
あ
え
て
異
な
る
芸
術
観
を
示
す
必
要
性

を
感
じ
て
い
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。

　

芥
川
の
死
後
も
含
め
、
菊
池
寛
は
文
藝
春
秋
社
の
社
長
と
し
て
文
壇
で

影
響
力
を
強
め
て
い
っ
た
が
、
将
棋
は
、
芸
術
理
念
的
に
も
、
文
壇
の
人
脈

的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
上
も
、
重
要
な
も
の
と
し
て
存
在
し
続
け
る
こ
と

に
な
る
。
人
脈
形
成
上
、
将
棋
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
大
規
模
な
例
と

し
て
は
、
井
伏
鱒
二
ら
の
阿
佐
ヶ
谷
文
士
会
も
同
様
で
あ
る
　38

。
日
本
近

代
文
学
の
歴
史
の
一
側
面
は
、
そ
の
よ
う
に
将
棋
と
の
近
接
性
を
自
然
な
も

の
と
し
て
受
容
す
る
流
れ
と
、
漱
石
や
芥
川
の
よ
う
に
、
そ
れ
に
深
く
影
響

さ
れ
つ
つ
も
そ
れ
に
あ
え
て
対
抗
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
芸
術
的
イ
メ
ー
ジ
を

打
ち
立
て
よ
う
と
す
る
流
れ
と
の
拮
抗
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
、
将
棋
の
文
学
論
的
可
能
性

　

冒
頭
で
触
れ
た
坂
口
安
吾
と
平
野
謙
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
含
め
、
日
本
の

近
代
小
説
は
、
一
方
で
は
遊ゲ

ー
ム戯

と
近
接
し
た
も
の
と
し
て
展
開
し
な
が
ら
、

他
方
で
は
イ
メ
ー
ジ
の
上
に
お
い
て
遊ゲ

ー
ム戯

と
の
差
別
化
を
図
る
こ
と
に
よ
っ
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て
ジ
ャ
ン
ル
の
意
義
を
打
ち
立
て
よ
う
と
す
る
流
れ
も
並
行
し
て
い
た
。
大

衆
文
学
と
純
文
学
、
と
い
う
よ
う
な
二
項
対
立
も
、
こ
う
し
た
こ
と
の
延

長
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
権
威
や
主
流
を
こ
と
さ

ら
に
形
成
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
遊ゲ

ー
ム戯

性
を
否
認
す
る
側
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
と
言
う
べ
き
か
、
そ
の
よ
う
に
遊ゲ

ー
ム戯

性
を
排
除

す
る
こ
と
の
欺
瞞
を
突
く
こ
と
は
、
文
学
論
争
の
、
あ
り
得
べ
き
重
要
な

論
点
と
し
て
潜
在
し
続
け
て
い
た
。

　

先
に
触
れ
た
坂
口
安
吾
は
、
織
田
作
之
助
、
太
宰
治
ら
と
と
も
に
、
無

頼
派
、
あ
る
い
は
新
戯
作
派
と
呼
ば
れ
た
が
、
既
成
文
壇
の
権
威
に
対
す

る
反
抗
を
そ
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
い
る
。
当
時
圧
倒
的
な
権
威
と
見
な

さ
れ
て
い
た
の
は
、「
小
説
の
神
様
」
と
さ
え
言
わ
れ
た
志
賀
直
哉
で
あ
っ

た
。
そ
の
志
賀
直
哉
に
彼
ら
が
批
判
を
試
み
た
文
章
に
は
、
共
通
し
て
将

棋
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
織
田
作
之
助
の
志
賀
直
哉
批
判
の
文
章
と
し
て
知
ら
れ
る
「
可

能
性
の
文
学
　38
」
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
坂
田
の
端
の
歩
突
き
は
、
い
か
に
阿
呆
な
手
で
あ
つ
た
に
し

ろ
、
つ
ね
に
横
紙
破
り
の
将
棋
を
さ
し
て
来
た
坂
田
の
青
春
の
手
で
あ
つ

た
。
一
生
一
代
の
対
局
に
二
度
も
続
け
て
こ
の
や
う
な
手
を
以
て
戦
つ
た

坂
田
の
自
信
の
ほ
ど
に
は
呆
れ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
し
か
し
、
六
十
八
歳

の
坂
田
が
一
生
一
代
の
対
局
に
こ
の
端
の
歩
突
き
と
い
ふ
棋
界
未
曾
有
の

新
手
を
試
し
て
み
た
と
い
ふ
青
春
に
は
、一
層
驚
か
さ
れ
る
で
は
な
い
か
。

　

織
田
作
之
助
は
、
無
謀
な
ほ
ど
に
挑
戦
的
な
初
手
を
指
し
て
敗
北
し
た

坂
田
三
吉
に
自
ら
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
志
賀
直
哉
的
な
も
の
と
は

異
な
る
自
身
の
文
学
観
を
示
そ
う
と
し
た
　39

。

　

織
田
作
之
助
が
こ
の
月
、
結
核
で
大
量
喀
血
し
て
倒
れ
、
翌
年
亡
く
な

る
と
、
安
吾
は
「
織
田
は
悲
し
い
男
で
あ
つ
た
。
彼
は
あ
ま
り
に
も
、
ふ

る
さ
と
、
大
阪
を
意
識
し
す
ぎ
た
の
で
あ
る
。
あ
り
あ
ま
る
才
能
を
持
ち

な
が
ら
、
大
阪
に
限
定
さ
れ
て
し
ま
つ
た
。
彼
は
坂
田
八
段
の
端
歩
を
再

現
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
　40
」
と
、
織
田
の
限
界
を
悼
ん
で
み
せ
る
が
、
こ

の
文
章
で
安
吾
は
同
時
に
、
注
目
す
る
棋
士
を
坂
田
三
吉
か
ら
当
時
台
頭

し
つ
つ
あ
っ
た
升
田
幸
三
に
ず
ら
し
、
ま
た
志
賀
直
哉
批
判
の
論
点
も
微

妙
に
ず
ら
し
な
が
ら
、
や
は
り
定
跡
将
棋
の
打
破
と
い
う
観
点
か
ら
の
志

賀
直
哉
批
判
と
い
う
ス
タ
ン
ス
を
受
け
継
ぐ
論
陣
を
張
っ
て
い
る
。
安
吾

は
そ
れ
を
、
単
な
る
織
田
の
受
け
売
り
と
し
て
で
は
な
く
、「
坂
口
流
の

将
棋
観
　41
」
と
し
て
自
身
の
名
に
引
き
受
け
て
語
り
さ
え
す
る
の
で
あ
る
。

将
棋
の
勝
負
が
、
い
つ
に
よ
ら
ず
、
相
手
の
さ
し
た
一
手
だ
け
が
当
面
の

相
手
に
き
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
却
々
そ
う
い
う
も
の
じ
ゃ
な
く

て
、
両
々
お
互
に
旧
来
の
型
と
か
将
棋
と
い
う
も
の
に
馴
れ
合
っ
て
さ
し

て
い
る
も
の
で
、
そ
の
魂
、
根
性
の
全
部
を
あ
げ
て
た
だ
当
面
の
一
手
を
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相
手
に
、
そ
れ
に
一
手
勝
ち
す
れ
ば
よ
い
、
そ
う
い
う
勝
負
の
根
本
の
原

則
が
ハ
ッ
キ
リ
確
立
さ
れ
て
は
お
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
は
じ
め
て
升
田

八
段
が
や
っ
た
の
だ
ろ
う
と
私
は
思
う
。
／
私
の
文
学
な
ど
も
同
じ
こ
と

で
、
谷
崎
潤
一
郎
と
か
志
賀
直
哉
と
か
、
文
章
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ

れ
は
た
だ
文
章
に
す
ぎ
な
い
。

　

こ
う
し
た
動
き
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
太
宰
治
も
ま
た
、
志
賀
直
哉

を
罵
倒
し
た
こ
と
で
有
名
な
「
如
是
我
聞
　42
」
で
、次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

普
通
の
小
説
と
い
ふ
も
の
が
、
将
棋
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
あ
い
つ
の
書

く
も
の
な
ど
は
、
詰
将
棋
で
あ
る
。
王
手
、
王
手
で
、
さ
う
し
て
詰
む
に

き
ま
つ
て
ゐ
る
将
棋
で
あ
る
。
旦
那
芸
の
典
型
で
あ
る
。

　

太
宰
に
よ
れ
ば
、
志
賀
の
小
説
は
、
相
手
の
い
る
将
棋
の
対
局
で
さ
え

な
く
、
詰
将
棋
に
過
ぎ
な
い
。
用
い
る
比
喩
は
織
田
や
安
吾
と
微
妙
に
異

な
っ
て
い
る
が
、
答
が
決
ま
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
窮
屈
な
文
学
観
を
批

判
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
よ
り
強
い
批
判
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

こ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
定
跡
や
詰
将
棋
の
比
喩
に
よ
っ
て
、
単
に
既
成
文

壇
の
権
威
や
そ
れ
へ
の
盲
目
的
追
従
を
表
現
し
た
、と
い
う
こ
と
に
加
え
て
、

も
う
一
つ
の
効
果
が
機
能
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。将
棋
を
愛
好
し
、

自
身
の
創
作
に
つ
い
て
も
戯
作
性
、「
遊
び
」
の
側
面
を
明
示
的
に
掲
げ
た

彼
ら
か
ら
す
れ
ば
、
小
説
と
は
そ
も
そ
も
遊ゲ

ー
ム戯

的
、
将
棋
的
な
も
の
で
あ

る
。
志
賀
直
哉
的
な
作
品
の
窮
屈
な
と
こ
ろ
は
、
自
ら
の
内
な
る
将
棋
性
、

遊ゲ
ー
ム戯

性
を
否
認
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
、
彼
ら
の
比
喩
は
、
将

棋
の
中
で
批
判
対
象
を
定
跡
将
棋
や
詰
将
棋
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
位

置
付
け
る
こ
と
だ
け
に
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
自
他
の

文
学
観
を
将
棋
に
な
ぞ
ら
え
て
語
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
批
判
対
象
の

隠
蔽
さ
れ
て
い
る
性
質
を
暴
き
出
す
、戦
略
的
な
比
喩
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。

　

本
稿
で
挙
げ
た
の
は
、
将
棋
と
文
学
が
関
わ
る
例
の
ほ
ん
の
一
部
に
過

ぎ
な
い
。
し
か
し
、
逍
遥
に
せ
よ
、
漱
石
や
芥
川
や
『
近
代
文
学
』
同
人

の
「
文
士
」「
芸
術
」
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
の
問
題
に
せ
よ
、
志
賀
直
哉
的

な
文
学
観
の
是
非
を
め
ぐ
る
議
論
に
せ
よ
、
文
学
と
は
何
か
、
文
学
と
は

ど
う
あ
る
べ
き
か
を
め
ぐ
る
そ
の
時
期
ご
と
の
中
心
的
な
テ
ー
マ
に
、
た

び
た
び
将
棋
が
関
わ
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
偶
然
の
こ
と
で

は
あ
る
ま
い
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
そ
れ
ら
を
可
能
と
し
た
の
は
、
将

棋
と
い
う
も
の
が
持
つ
、
物
語
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
強
度
で
は
な
か
っ
た

か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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１	

恒
藤
恭
『
旧
友
芥
川
龍
之
介
』（
朝
日
新
聞
社
、
昭
和
二
四
年
八
月
）

２	

坂
口
安
吾
「
娯
楽
奉
仕
の
心
構
へ
―
―
酔
つ
て
ク
ダ
ま
く
職
人
が
心
構
へ
を

説
く
こ
と
―
―
」（『
文
学
界
』
昭
和
二
二
年
一
一
月
）

３	
坪
内
逍
遙
『
小
説
神
髄
』（
松
月
堂
、
明
治
一
八
年
九
月
）

４	

日
本
近
代
文
学
会
運
営
委
員
会
「
特
集
遊
戯
と
文
学
の
力
学
―
―
将
棋
を
視

座
と
し
て
【
特
集
の
趣
旨
】」（『
日
本
近
代
文
学
会
会
報
』、
平
成
二
八
年
四

月
）
は
こ
の
点
に
注
目
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

５	

藤
井
貞
和
『
日
本
〈
小
説
〉
原
始
』（
大
修
館
、
平
成
七
年
一
二
月
）

６	

亀
井
秀
雄
『「
小
説
」
論
―
―
『
小
説
神
髄
』
と
近
代
』（
岩
波
書
店
、
平
成

一
一
年
九
月
）

７	

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
小
谷
瑛
輔
『
小
説
と
は
何
か
？
―
―
芥
川
龍
之
介
を

読
む
』（
ひ
つ
じ
書
房
、
平
成
二
九
年
一
二
月
）
で
詳
し
く
論
じ
た
。

８	

柳
田
泉
『『
小
説
神
髄
』
研
究
』（
春
秋
社
、
昭
和
四
一
年
一
一
月
）。
た
だ

し
柳
田
は
「
象
棋
に
つ
い
て
は
何
も
知
ら
な
い
の
で
、
こ
の
例
を
是
非
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
（
中
略
）
象
棋
の
例
の
と
こ
ろ
は
、
そ

の
ま
ま
読
み
流
し
て
も
ら
う
と
す
る
」
と
ほ
と
ん
ど
読
み
飛
ば
し
て
い
る
。

９	

岡
本
嗣
郎
『
９
四
歩
の
謎　

孤
高
の
棋
士
・
坂
田
三
吉
伝
』（
集
英
社
、
平

成
九
年
三
月
）

10	

本
論
集
所
載
の
山
口
恭
徳
論
文
に
詳
し
い
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

11	

漱
石
「
彼
岸
過
迄
に
就
て
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
四
五
年
一
月
一
日
）

12	

矢
口
貢
大
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

13	

本
稿
で
触
れ
る
漱
石
の
将
棋
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
将
棋
関
連
作
品
の
多
く
に
つ
い

て
は
、春
原
千
秋
『
将
棋
を
愛
し
た
文
豪
た
ち
』（
メ
デ
ィ
カ
ル
カ
ル
チ
ュ
ア
、

平
成
六
年
三
月
）
で
も
整
理
さ
れ
て
い
る
。

14	

夏
目
漱
石
「
坊
つ
ち
や
ん
」（『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
明
治
三
九
年
四
月
）

15	

柄
谷
行
人
『
増
補	

漱
石
論
集
成
』（
平
凡
社
、
平
成
一
三
年
八
月
）

16	

漱
石「
行
人　

友
達（
七
）」（『
東
京
朝
日
新
聞
』（
大
正
元
年
一
二
月
一
二
日
）

17	

漱
石
「
行
人　

兄
（
二
）」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
大
正
二
年
一
月
一
一
日
）

18	

漱
石
「
行
人　

兄
（
九
）」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
大
正
二
年
一
月
一
八
日
）

19	

漱
石「
行
人　

帰
つ
て
か
ら（
八
）」（『
東
京
朝
日
新
聞
』大
正
二
年
三
月
五
日
）

20	

漱
石「
心	

先
生
の
遺
書（
四
十
）」（『
東
京
朝
日
新
聞
』大
正
三
年
六
月
一
日
）

21	

若
島
正
『
華
麗
な
詰
将
棋
―
―
盤
上
の
ラ
ビ
リ
ン
ス
』（
光
文
社
、
平
成
五

年
六
月
）。『
盤
上
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ア
』（
河
出
書
房
新
社
、平
成
一
三
年
七
月
）

に
も
再
録
。

22	

縫
田
光
司
「
最
後
の
審
判
」（『
詰
将
棋
パ
ラ
ダ
イ
ス
』
平
成
九
年
一
月
）

23	

久
保
明
教
『
機
械
カ
ニ
バ
リ
ズ
ム
』（
講
談
社
、
平
成
三
〇
年
九
月
）

24	

夏
目
漱
石
氏
「
文
士
の
生
活
」（『
大
阪
朝
日
新
聞
』
大
正
三
年
三
月
二
二
日
）

25	

『
夏
目
漱
石
全
集	

第
二
十
巻
』（
岩
波
書
店
、
平
成
一
五
年
一
一
月
）

26	

明
治
三
二
年
頃
に
漱
石
が
使
用
し
て
い
た
手
帳
、
引
用
は
『
漱
石
全
集	

第

十
七
巻
』（
岩
波
書
店
、
平
成
一
四
年
八
月
）

27	

夏
目
漱
石
、高
浜
虚
子
宛
書
簡
、明
治
三
二
年
一
二
月
一
一
日
、引
用
は
『
漱

石
全
集	

第
二
十
巻
』（
岩
波
書
店
、
平
成
一
四
年
一
一
月
）

28	

恒
藤
恭
の
証
言
の
他
に
、
芥
川
龍
之
介
「
私
の
生
活
」（『
文
章
倶
楽
部
』
大

正
九
年
一
月
）、「
中
央
文
学
の
問
に
答
ふ
」（『
中
央
文
学
』
大
正
九
年
六
月
）、

「
現
代
十
作
家
の
生
活
振
り
」（『
文
芸
倶
楽
部
』
大
正
一
四
年
一
月
）
な
ど
。

友
人
に
将
棋
を
や
め
る
よ
う
勧
め
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
、
小
穴
隆
一

宛
書
簡
（
大
正
一
一
年
五
月
二
一
日
）
な
ど
も
残
っ
て
い
る
。
な
お
、
こ
れ

ら
を
含
め
、
芥
川
龍
之
介
の
将
棋
関
連
文
章
に
つ
い
て
は
、
章
瑋
「
芥
川
龍

之
介
と
将
棋
と
そ
の
周
辺
」（
将
棋
と
文
学
研
究
会
口
頭
発
表
、
平
成
二
九

年
一
一
月
一
九
日
）
で
網
羅
的
に
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
本
稿
は
そ
の
示
唆

に
拠
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

29	
自
身
の
体
験
を
題
材
に
し
た
芥
川
龍
之
介
「
絹
帽
子
」（
未
定
稿
、大
正
五
年
、

大
正
一
〇
年
補
筆
）、「SODOM

Y

の
発
達（
仮
）」（
未
定
稿
、年
次
未
詳
）、「
冬

と
手
紙
と
」（『
中
央
公
論
』
昭
和
二
年
七
月
）
な
ど
に
、
将
棋
に
親
し
む
様

子
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
息
子
に
西
洋
将
棋
を
買
っ
た
こ
と
を
妻
に
報
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告
す
る
書
簡
も
残
さ
れ
て
い
る
（
芥
川
文
宛
書
簡
、
昭
和
二
年
三
月
一
日
）。

30	

芥
川
龍
之
介
「
少
年
続
編
」（『
中
央
公
論
』
大
正
一
三
年
五
月
）

31	
こ
れ
ら
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
小
谷
瑛
輔
「
芥
川
龍
之
介
に
お
け
る

「sentim
entalism

」、「
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
」、「
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
タ

リ
ズ
ム
」
―
―
「
羅
生
門
」、「
葱
」
か
ら
「
少
年
」
ま
で
」（『
芥
川
龍
之
介

研
究
』
平
成
三
〇
年
九
月
）
で
詳
し
く
論
じ
た
。

32	

小
谷
瑛
輔
「
将
棋
と
文
学
研
究
文
献
人
名
索
引
」
平
成
三
〇
年
九
月
、

http://w
w
w
3.u-toyam

a.ac.jp/kotani/shogi/author_index.pdf

33	

井
伏
鱒
二
「
堀
君
と
将
棋
の
香
車
」（『
文
芸
』
昭
和
二
八
年
八
月
）

34	

西
井
弥
生
子
「「
石
本
検
校
」
の
世
界
―
―
菊
池
寛
の
将
棋
―
―
」（『
青
山

語
文
』
平
成
二
九
年
三
月
）

35	

芥
川
龍
之
介
「
現
代
十
作
家
の
生
活
振
り
」（『
文
芸
倶
楽
部
』
大
正
一
四
年

一
月
）

36	

『
中
央
公
論
』
大
正
一
三
年
六
月

37	

青
柳
い
づ
み
こ
、
川
本
三
郎
監
修
『
阿
佐
ヶ
谷
会
文
学
ア
ル
バ
ム
』（
幻
戯

書
房
、
平
成
一
九
年
八
月
）

38	

織
田
作
之
助
「
可
能
性
の
文
学
」（『
改
造
』
昭
和
二
一
年
一
二
月
）

39	

斎
藤
理
生
「
方
法
と
し
て
の
坂
田
三
吉
―
―
織
田
作
之
助
の
作
品
と
将
棋
」

（『
日
本
近
代
文
学
』
平
成
二
九
年
五
月
）

40	

坂
口
安
吾
「
大
阪
の
反
逆
」（『
改
造
』
昭
和
二
二
年
四
月
）

41	

坂
口
安
吾
「
坂
口
流
の
将
棋
観
」（『
教
祖
の
文
学
』
草
野
書
房
、
昭
和
二
三

年
四
月
、
た
だ
し
引
用
は
『
坂
口
安
吾
全
集
』
17
巻
、
筑
摩
書
房
、
平
成
二

年
一
二
月
）

42	

太
宰
治
「
如
是
我
聞
（
四
）」（『
新
潮
』
昭
和
二
三
年
七
月
）

［
富
山
大
学
］
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の
助
成
を
受
け
て
行
わ
れ
て
い
ま
す
。


