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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



134将棋と文学スタディーズ

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



日本の近代小説は将棋から始まった？137

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
］


