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「〝
読
む
将
〟
の
ス
ス
メ
展
」
開
催
報
告

杉
本
佳
奈

町
田
市
民
文
学
館
こ
と
ば
ら
ん
ど
（
東
京
都
町
田
市
）
で
は
、

二
〇
二
二
年
四
月
二
十
九
日
か
ら
六
月
二
十
六
日
に
か
け
て
、
企
画
展

「
将
棋
作
品
を
ひ
も
と
く
！
〝
読
む
将
〟
の
ス
ス
メ
展
」
を
開
催
し
た
。

近
代
以
降
の
将
棋
を
題
材
と
し
た
文
学
作
品
の
歴
史
を
辿
り
、
作
家
の
直

筆
原
稿
や
取
材
メ
モ
、
マ
ン
ガ
原
画
、
愛
用
の
駒
な
ど
の
多
彩
な
資
料
を

展
観
。
時
代
に
よ
っ
て
変
化
し
て
き
た
将
棋
の
楽
し
み
方
の
変
遷
を
追
い

な
が
ら
、
各
時
代
に
生
ま
れ
た
作
品
を
紹
介
す
る
展
示
構
成
と
し
、
小
説
、

随
筆
、
俳
句
、
短
歌
、
マ
ン
ガ
、
ア
ニ
メ
、
映
画
、
作
家
が
書
い
た
観
戦

記
と
い
っ
た
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
を
取
り
上
げ
た
。
本
稿
は
、
本
展

を
担
当
し
た
学
芸
員
で
あ
る
筆
者
が
、
準
備
か
ら
実
施
の
記
録
を
簡
潔
に

ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
今
後
、
他
機
関
で
同
様
の
展
覧
会
を
企
画
す
る

こ
と
が
あ
っ
た
折
な
ど
に
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

展
覧
会
の
企
画
を
提
案
し
た
の
は
、
二
〇
一
八
年
夏
の
こ
と
。
以
前
か

ら
将
棋
を
題
材
と
し
た
文
学
作
品
が
多
く
あ
る
こ
と
に
は
個
人
的
に
関
心

を
抱
い
て
い
た
が
、
こ
の
時
期
に
、
将
棋
作
品
と
し
て
は
羽
海
野
チ
カ

『
３
月
の
ラ
イ
オ
ン
』
や
白
鳥
士
郎
『
り
ゅ
う
お
う
の
お
し
ご
と
！
』
の

ア
ニ
メ
化
、
大
崎
善
生
『
聖
の
青
春
』
や
瀬
川
晶
司
『
泣
き
虫
し
ょ
っ
た

ん
の
奇
跡
』
の
実
写
映
画
化
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス
が
相
次
ぎ
、
将

棋
界
で
は
史
上
最
年
少
棋
士
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
し
た
藤
井
聡
太
の
活
躍
、

羽
生
善
治
の
永
世
七
冠
達
成
と
国
民
栄
誉
賞
受
賞
な
ど
、
将
棋
フ
ァ
ン
の

み
な
ら
ず
世
間
的
に
大
き
な
注
目
を
浴
び
る
話
題
が
続
い
て
い
た
。
時
流

に
沿
っ
た
テ
ー
マ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
企
画
が
通
り
、
二
〇
二
一
年
度

中
の
開
催
が
決
ま
っ
た
。
二
〇
一
九
年
夏
に
は
日
本
将
棋
連
盟
に
協
力
依

頼
の
打
診
を
済
ま
せ
、
展
示
の
内
容
を
固
め
る
た
め
に
資
料
調
査
や
先
行

研
究
調
査
を
進
め
て
い
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
で

い
く
つ
か
の
企
画
展
の
開
催
が
延
期
と
な
り
、
本
企
画
は
一
旦
白
紙
に
。

二
〇
二
一
年
六
月
に
な
っ
て
翌
年
度
春
季
の
開
催
が
決
定
し
、
そ
こ
か
ら

本
格
的
な
準
備
を
始
め
た
。

ま
ず
、
資
料
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
て
展
示
構
成
を
検
討
し
た
。
当
館

の
展
示
室
の
規
模
で
あ
れ
ば
、
紹
介
す
る
作
品
を
あ
る
時
代
の
も
の
に
限

定
し
て
も
企
画
展
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
、
各
時
代
に
豊
富

な
作
品
数
・
資
料
数
が
あ
る
こ
と
は
確
認
で
き
て
い
た
。
ま
た
、
手
法
と

し
て
は
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
や
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
と
い
っ
た
ジ
ャ
ン
ル
別
、

〝
元
奨
〟
を
描
い
た
も
の
や
女
流
棋
士
を
テ
ー
マ
に
し
た
作
品
な
ど
主
題

別
に
紹
介
す
る
こ
と
も
検
討
し
た
が
、
一
作
品
の
中
に
様
々
な
要
素
が
絡
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ん
で
い
る
こ
と
が
多
く
、
書
か
れ
た
時
代
背
景
、
作
者
や
作
風
も
全
く
違

う
作
品
を
一
括
り
に
す
る
の
は
困
難
と
い
う
結
論
に
至
り
、
無
理
に
分
類

す
る
方
法
は
取
ら
な
い
こ
と
に
し
た
。
将
棋
を
題
材
と
し
た
作
品
は
、
将

棋
受
容
の
変
化
や
同
時
代
の
将
棋
界
の
動
向
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
て

い
た
た
め
、
そ
れ
を
見
せ
る
た
め
に
は
編
年
体
に
す
る
の
が
適
切
だ
と
判

断
し
、
近
代
か
ら
現
在
ま
で
を
四
つ
の
時
代
に
分
け
て
、
各
時
代
の
代
表

的
な
作
家
・
作
品
を
紹
介
し
て
い
く
構
成
と
し
た
。

資
料
と
し
て
は
、
ジ
ャ
ン
ル
や
表
現
方
法
に
こ
だ
わ
ら
ず
広
く
将
棋
を

描
い
た
文
学
作
品
の
関
連
資
料
を
選
定
し
、
神
奈
川
近
代
文
学
館
を
は
じ

め
と
し
た
博
物
館
施
設
、
作
家
本
人
な
ど
か
ら
借
用
し
た
。
ま
た
、
文
学

資
料
だ
け
で
は
な
く
、
作
家
の
愛
用
し
た
駒
等
、
将
棋
関
連
の
物
品
も
展

示
す
る
こ
と
に
し
た
。
出
品
資
料
の
詳
細
は
、
一
覧
表
を
参
照
し
て
い
た

だ
き
た
い
。
な
お
、
本
展
で
は
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り
遠
方
か
ら
の
資
料

借
用
は
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、
将
棋
と
文
学
に
関
連
す
る
重
要

な
資
料
は
今
回
取
り
上
げ
た
ほ
か
に
も
数
多
く
あ
る
こ
と
を
言
い
添
え
て

お
き
た
い
。

展
覧
会
タ
イ
ト
ル
は
、
当
初
「
将
棋
文
学
展
」
の
仮
称
を
つ
け
て
い
た

が
、
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
な
ど
の
作
品
も
紹
介
す
る
内
容
の
た
め
、
固
い
イ

メ
ー
ジ
に
な
ら
な
い
よ
う
に
再
考
し
た
。
一
般
の
方
に
は
馴
染
み
の
な
い

〝
読
む
将
〟
と
い
う
単
語
を
思
い
切
っ
て
使
っ
た
の
は
、
あ
え
て
引
っ
掛

か
り
を
覚
え
さ
せ
る
こ
と
で
関
心
を
引
く
狙
い
が
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
タ

イ
ト
ル
だ
け
で
「
将
棋
」
に
関
連
す
る
こ
と
は
伝
え
た
い
と
考
え
、
副
題

と
し
て
「
将
棋
作
品
を
ひ
も
と
く
！
」
と
付
け
て
意
味
を
補
完
し
た
。

ポ
ス
タ
ー
・
チ
ラ
シ
等
の
広
報
物
の
メ
イ
ン
ビ
ジ
ュ
ア
ル
に
つ
い
て
は
、

担
当
者
と
し
て
は
当
初
、
一
作
品
の
イ
ラ
ス
ト
で
展
示
全
体
の
内
容
を
表

象
で
き
な
い
と
い
う
懸
念
が
あ
り
、
将
棋
駒
や
本
な
ど
を
モ
チ
ー
フ
と
し

て
「
将
棋
と
文
学
」
を
想
起
す
る
よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
に
し
よ
う
か
と
考
え

て
い
た
。
他
の
学
芸
員
と
も
議
論
を
重
ね
た
結
果
、
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え

る
こ
と
を
重
視
し
て
作
品
を
用
い
る
べ
き
と
い
う
方
向
性
に
決
ま
り
、
若

い
世
代
の
来
館
を
促
し
た
い
と
い
う
館
の
方
針
も
あ
っ
て
、
二
〇
二
二
年

年
七
月
か
ら
の
ア
ニ
メ
放
送
開
始
が
発
表
さ
れ
て
い
た
山
本
崇
一
朗
『
そ

れ
で
も
歩
は
寄
せ
て
く
る
』
の
イ
ラ
ス
ト
使
用
を
打
診
す
る
こ
と
に
し
た
。

無
事
に
ご
快
諾
い
た
だ
き
、
う
る
し
と
歩
が
将
棋
盤
の
前
に
並
ん
だ
第
一

局
雑
誌
掲
載
時
の
扉
絵
を
用
い
た
デ
ザ
イ
ン
に
な
っ
た
（
画
像
１
参
照
）。

会
期
中
に
は
、
関
連
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
対
談
、
講
演
会
、
文
学
散
歩
を

実
施
。
当
館T

w
itter

ア
カ
ウ
ン
ト
で
は
、
展
示
作
品
の
一
部
を
紹
介
す

る
「
推
し
本
」
企
画
を
開
催
し
て
多
く
の
反
響
を
得
ら
れ
た
。『
朝
日
新

聞
』『
神
奈
川
新
聞
』
を
は
じ
め
と
し
た
新
聞
各
紙
に
展
覧
会
紹
介
記
事

が
掲
載
さ
れ
た
ほ
か
、『
別
冊
少
年
マ
ガ
ジ
ン
』
六
月
号
掲
載
の
伊
奈
め

ぐ
み
「
将
棋
の
渡
辺
く
ん
」
作
中
で
は
、
本
展
準
備
中
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が

紹
介
さ
れ
た
。

本
展
は
、
将
棋
と
文
学
を
テ
ー
マ
に
し
た
初
め
て
の
展
覧
会
と
い
う
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こ
と
で
、
着
眼
点
が
よ
く
先
駆
的
な
企
画
だ
っ
た
と
評
価
し
て
い
た

だ
け
た
。
来
館
者
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
か
ら
、
観
覧
者
傾
向
は
二
十

代
が
十
二
％
、
三
十
代
が
十
二
％
、
四
十
代
が
十
九
％
、
五
十
代
が

二
十
二
％
、
六
十
代
が
十
四
％
と
、
幅
広
い
世
代
に
関
心
を
持
た
れ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
近
代
以
降
の
文
学
と
の
関
わ
り
と
い
う
テ
ー
マ
に

絞
っ
た
内
容
で
は
あ
っ
た
が
、「
将
棋
の
歴
史
も
追
え
る
構
成
に
な
っ
て

い
て
興
味
深
か
っ
た
」
と
い
う
感
想
も
い
た
だ
い
た
。

最
後
に
、
本
展
の
開
催
に
際
し
て
ご
協
力
を
賜
っ
た
多
く
の
関
係
者
、

関
係
機
関
に
、
こ
の
場
を
借
り
て
御
礼
申
し
上
げ
る
。

［
町
田
市
民
文
学
館
こ
と
ば
ら
ん
ど

学
芸
員
］

実
施
報
告

■
解
説
文
■

プ
ロ
ロ
ー
グ
　
　〝
読
む
将
〟
と
は
？

将
棋
は
古
代
イ
ン
ド
の
チ
ャ
ト
ラ
ン
ガ
と
い
う
盤
上
遊
戯
を
起
源
と

し
、
平
安
時
代
中
期
に
は
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
十
五

～
十
六
世
紀
に
は
持
ち
駒
の
使
用
が
で
き
る
日
本
独
自
の
ル
ー
ル
が
作
ら

れ
、
九
×
九
マ
ス
の
盤
と
四
十
枚
の
駒
を
使
用
す
る
現
在
の
将
棋
（
本
将

棋
）
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
現
在
の
参
加
人
口
は
五
百
三
十
万
人
と
言
わ

れ
、
広
く
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

将
棋
の
楽
し
み
方
は
、
指
す
こ
と
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
十
年
程
前

か
ら
対
局
の
ネ
ッ
ト
中
継
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
影
響
で
、
観
戦
を

趣
味
に
す
る
〝
観
る
将
〟
と
呼
ば
れ
る
フ
ァ
ン
が
増
え
、
現
在
で
は
そ
の

派
生
形
と
し
て
将
棋
関
連
の
文
章
を
読
む
〝
読
む
将
〟、
棋
士
の
イ
ラ
ス

ト
を
描
く
〝
描
く
将
〟
や
将
棋
イ
ベ
ン
ト
の
写
真
を
撮
影
す
る
〝
撮
る
将
〟

な
ど
が
現
れ
、
将
棋
の
楽
し
み
方
が
多
様
化
し
て
い
ま
す
。

「
将
棋
関
連
の
文
章
」
と
一
言
で
言
っ
て
も
、
定
跡
や
詰
将
棋
を
解
説

す
る
棋
書
、
対
局
の
観
戦
記
、
棋
士
の
エ
ッ
セ
イ
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
、

小
説
や
マ
ン
ガ
な
ど
の
創
作
物
と
多
種
多
様
で
す
。
本
展
で
は
そ
の
う
ち

の
文
学
作
品
に
焦
点
を
当
て
、
近
代
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
歴
史
を
辿

【画像 1】展覧会チラシ表面
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り
ま
す
。
将
棋
の
こ
と
は
よ
く
知
ら
な
い
と
い
う
方
も
、
本
展
を
通
し
て

将
棋
の
世
界
に
触
れ
、〝
読
む
将
〟
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
て
く
だ
さ
い
。

第
一
章
　
　
将
棋
×
文
学
の
は
じ
ま
り
～
明
治
か
ら
戦
前
～

明
治
か
ら
昭
和
初
期
、
文
士
の
傍
に
は
い
つ
も
将
棋
が
あ
り
ま
し
た
。

日
本
近
代
文
学
の
幕
開
け
と
な
っ
た
坪
内
逍
遥
の
小
説
論
『
小
説
神
髄
』

に
は
、
そ
れ
ま
で
日
本
に
は
な
か
っ
た
「
小
説
」
と
い
う
概
念
を
伝
え
る

た
め
に
、
身
近
な
存
在
で
あ
っ
た
将
棋
が
た
と
え
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
将
棋
と
小
説
は
ど
ち
ら
も
、
近
代
に
お
い
て
新
聞
を
通
じ

て
発
展
し
ま
し
た
。

『
小
説
神
髄
』
と
出
会
い
文
学
の
道
を
志
し
た
幸
田
露
伴
は
、
近
代
文

学
を
代
表
す
る
作
家
で
あ
り
、
将
棋
史
研
究
の
基
礎
を
築
い
た
人
物
で
も

あ
り
ま
す
。

露
伴
と
と
も
に
文
壇
の
愛
棋
家
と
称
さ
れ
る
菊
池
寛
は
、
自
ら
創
刊
し

た
「
文
藝
春
秋
」
誌
面
に
将
棋
関
連
記
事
を
掲
載
、
棋
士
の
支
援
も
積
極

的
に
行
い
ま
し
た
。
来
客
が
あ
る
と
、
ま
ず
社
長
室
に
置
か
れ
た
将
棋
盤

で
一
局
指
す
の
が
お
決
ま
り
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
そ
こ
に
自
然
と
文
壇

の
将
棋
サ
ロ
ン
が
形
成
さ
れ
ま
し
た
。

日
本
に
お
け
る
ミ
ス
テ
リ
の
草
分
け
で
あ
る
江
戸
川
乱
歩
も
将
棋
を
趣

味
と
し
、
探
偵
小
説
と
将
棋
の
類
似
性
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。

◆
井
伏
鱒
二
と
将
棋
を
通
し
た
文
士
の
交
遊

戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
て
、
文
学
者
の
将
棋
サ
ロ
ン
と
し
て
最
大
規
模

を
誇
っ
た
阿
佐
ヶ
谷
将
棋
会
。
一
九
三
八
年
、
井
伏
鱒
二
の
直
木
三
十
五

賞
受
賞
を
祝
し
て
、
阿
佐
ヶ
谷
駅
前
の
中
華
料
理
店
・
ピ
ノ
チ
オ
に
集

ま
っ
た
の
が
始
ま
り
で
す
。
阿
佐
ヶ
谷
将
棋
界
に
は
井
伏
の
ほ
か
に
太
宰

治
や
安
成
二
郎
、
上
林
暁
、
木
山
捷
平
と
い
っ
た
阿
佐
ヶ
谷
界
隈
に
住
む

三
十
人
ほ
ど
の
文
士
た
ち
が
参
加
し
、
時
に
は
文
藝
春
秋
、
早
稲
田
、
創

元
社
、
本
郷
な
ど
ほ
か
の
文
士
将
棋
会
と
の
対
抗
戦
で
親
睦
を
図
り
ま
し

た
。
戦
時
下
、
仲
間
が
次
々
と
召
集
さ
れ
て
い
く
状
況
下
で
「
清
福
を
楽

し
む
」
こ
と
を
目
的
に
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

戦
後
、
阿
佐
ヶ
谷
将
棋
会
は
「
阿
佐
ヶ
谷
会
」
と
名
を
変
え
て
将
棋
を

指
す
機
会
は
減
り
、
一
九
七
二
年
に
は
解
散
し
ま
す
が
、
井
伏
の
将
棋
を

通
し
た
交
遊
は
続
き
ま
し
た
。
小
沼
丹
や
三
浦
哲
郎
、
庄
野
潤
三
、
観
戦

記
者
の
天
狗
太
郎
ら
と
将
棋
を
楽
し
ん
だ
ほ
か
、
近
く
に
住
ん
で
い
た
棋

士
・
大
山
康
晴
と
も
交
流
し
ま
し
た
。

第
二
章
　
　
棋
士
へ
の
関
心
の
高
ま
り
～
戦
後
昭
和
～

戦
時
中
は
下
火
と
な
っ
て
い
た
庶
民
の
将
棋
熱
は
戦
後
間
も
な
く
再
興

し
、
全
国
各
地
で
縁
台
将
棋
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
文
学
界
で

は
、
近
代
の
既
成
文
学
へ
の
批
判
を
行
っ
た
無
頼
派
と
呼
ば
れ
る
作
家
た
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ち
が
、
自
ら
の
文
学
論
を
将
棋
に
な
ぞ
ら
え
て
展
開
し
ま
し
た
。
特
に
織

田
作
之
助
は
棋
士
・
坂
田
三
吉
に
強
い
関
心
を
寄
せ
て
、
自
ら
の
文
学
と

重
ね
ま
し
た
。
織
田
の
影
響
を
受
け
た
北
條
秀
司
に
よ
る
戯
曲『
王
将
』は
、

映
画
化
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
化
も
さ
れ
て
国
民
的
ヒ
ッ
ト
作
と
な
り
ま
す
。

一
般
家
庭
に
も
テ
レ
ビ
が
普
及
し
た
一
九
六
二
年
に
は
テ
レ
ビ
棋
戦
が

始
ま
り
、
お
茶
の
間
で
プ
ロ
の
対
局
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
山
口
瞳
や
藤
沢
桓
夫
と
い
っ
た
作
家
た
ち
は
、
文
章
を
通
じ

て
個
性
的
な
棋
士
た
ち
の
魅
力
を
伝
え
ま
し
た
。

賭
け
将
棋
で
生
計
を
立
て
る
〝
真
剣
師
〟
を
題
材
に
し
た
作
品
や
、
将

棋
ミ
ス
テ
リ
が
数
多
く
生
ま
れ
た
の
も
こ
の
頃
で
す
。

将
棋
に
な
ぞ
ら
え
た
文
学
論

織
田
作
之
助
は
評
論
『
可
能
性
の
文
学
』
で
、
一
世
一
代
の
大
勝
負
に

お
い
て
初
手
で
端
歩
を
突
く
と
い
う
定
跡
破
り
の
手
を
放
っ
た
棋
士
・
坂

田
三
吉
と
自
分
を
重
ね
合
わ
せ
、
志
賀
直
哉
を
代
表
と
す
る
〝
日
本
の
伝

統
的
小
説
の
定
跡
〟
を
最
高
権
威
と
す
る
文
壇
を
批
判
、
文
学
の
可
能
性

を
切
り
開
い
て
い
く
気
概
を
綴
り
ま
す
。
発
表
直
後
に
死
去
し
た
た
め
本

作
が
絶
筆
と
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
続
く
よ
う
に
坂
口
安
吾
は
「
大
阪
の

反
逆
」
や
「
坂
口
流
の
将
棋
観
」、
太
宰
治
は
『
如
是
我
聞
』
で
、
将
棋

に
た
と
え
な
が
ら
文
壇
の
権
威
を
批
判
す
る
挑
戦
的
な
文
学
論
を
展
開
し

て
い
ま
す
。

坂
田
三
吉
を
描
い
た
作
品

北
條
秀
司
の
戯
曲
『
王
将
』
は
、
貧
し
い
生
ま
れ
な
が
ら
独
学
で
将
棋

を
学
び
、
天
才
と
う
た
わ
れ
た
坂
田
三
吉
の
破
天
荒
な
生
涯
を
描
い
て
い

ま
す
。
辰
巳
柳
太
郎
が
主
演
し
た
一
九
四
七
年
の
初
演
以
来
、
何
度
も
再

演
さ
れ
、
映
画
化
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
化
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

作
品
に
よ
っ
て
、
戦
後
下
火
だ
っ
た
国
民
の
将
棋
熱
は
復
活
し
ま
し
た
が
、

創
作
物
と
し
て
誇
張
さ
れ
た
面
や
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
部
分
も
事
実
だ
と
受

け
取
ら
れ
、
偏
っ
た
棋
士
像
を
定
着
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
り
ま
し
た
。

一
九
六
一
年
に
は
、
同
じ
く
坂
田
を
モ
デ
ル
と
し
た
楽
曲
「
王
将
」（
西

條
八
十
・
作
詞
、
船
村
徹
・
作
曲
）
を
村
田
英
雄
が
歌
い
、
大
ヒ
ッ
ト
し

て
い
ま
す
。

棋
士
の
魅
力
を
伝
え
る

対
局
料
だ
け
で
は
生
活
が
で
き
な
い
棋
士
が
多
か
っ
た
時
代
、
山
口
瞳

は
、
個
性
的
な
棋
士
た
ち
を
一
般
の
人
に
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
自
戦
記

を
発
表
し
ま
す
。
当
時
、
第
一
線
で
活
躍
中
だ
っ
た
米
長
邦
雄
や
中
原
誠
、

大
山
康
晴
と
い
っ
た
棋
士
と
駒
落
ち
で
対
局
し
、
棋
譜
の
解
説
だ
け
で
な

く
、
魅
力
あ
ふ
れ
る
棋
士
た
ち
の
素
顔
を
小
説
風
に
紹
介
し
、
大
き
な
話

題
を
呼
び
ま
し
た
。

一
九
八
七
年
に
は
、
将
棋
と
文
章
を
愛
す
る
作
家
や
棋
士
、
新
聞
棋
戦

の
解
説
を
書
く
観
戦
記
者
な
ど
の
親
睦
団
体
「
将
棋
ペ
ン
ク
ラ
ブ
」
が
設
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立
さ
れ
て
い
ま
す
。

〝
真
剣
師
〟
と
い
う
生
き
方

昭
和
後
期
ま
で
は
、
棋
戦
に
出
場
し
て
対
局
料
や
賞
金
を
得
る
棋
士
と

は
別
に
、賭
け
将
棋
で
生
計
を
立
て
る〝
真
剣
師
〟
が
存
在
し
て
い
ま
し
た
。

真
剣
師
を
主
人
公
と
し
た
夢
枕
獏
『
風
果
つ
る
街
』
は
、「
新
宿
の
殺

し
屋
」
と
し
て
名
を
馳
せ
た
小
池
重
明
の
存
在
に
影
響
を
受
け
て
書
か
れ

ま
し
た
。
小
池
に
惚
れ
込
み
、
晩
年
を
支
え
た
団
鬼
六
は
、
そ
の
破
滅
的

な
生
涯
を
『
真
剣
師
小
池
重
明
』
と
し
て
ま
と
め
て
い
ま
す
。

棋
士
と
は
ま
た
別
の
魅
力
を
感
じ
さ
せ
る
真
剣
師
は
、
実
際
に
は
い
な

く
な
っ
た
現
在
も
様
々
な
作
品
に
登
場
し
て
い
ま
す
。

将
棋
ミ
ス
テ
リ

江
戸
川
乱
歩
が
「
将
棋
は
ど
こ
か
探
偵
小
説
的
な
味
を
持
つ
て
い
る
」

と
指
摘
し
た
と
お
り
、
様
々
な
可
能
性
を
検
討
す
る
視
野
の
広
さ
や
ひ
ら

め
き
、
相
手
の
思
考
を
読
む
力
な
ど
、
将
棋
と
ミ
ス
テ
リ
に
は
共
通
し
た

も
の
が
あ
り
ま
す
。

元
々
、
探
偵
作
家
ク
ラ
ブ
（
現
・
日
本
推
理
作
家
協
会
）
で
は
将
棋

会
が
開
か
れ
る
ほ
ど
愛
棋
家
の
ミ
ス
テ
リ
作
家
は
多
く
い
ま
し
た
が
、

一
九
六
六
年
に
江
戸
川
乱
歩
賞
を
受
賞
し
た
斎
藤
栄
『
殺
人
の
棋
譜
』
を

皮
切
り
に
、
多
く
の
将
棋
ミ
ス
テ
リ
が
書
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

日
影
丈
吉
「
将
棋
を
指
す
鸚
鵡
」
の
よ
う
に
、
将
棋
の
専
門
誌
に
連
載
さ

れ
た
作
品
も
あ
り
ま
す
。

第
三
章
　
　
ス
タ
ー
棋
士
の
誕
生
と
サ
ブ
カ
ル
へ
の
広
が
り

　
　
　
　
　
　
～
平
成
～

平
成
に
入
り
、「
羽
生
フ
ィ
ー
バ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
社
会
現
象
が
起
こ

り
ま
し
た
。
史
上
最
年
少
で
竜
王
位
を
獲
得
、
一
九
九
六
年
に
は
全
タ
イ

ト
ル
を
独
占
し
た
羽
生
善
治
の
活
躍
は
、
若
い
女
性
将
棋
フ
ァ
ン
が
生
ま

れ
る
き
っ
か
け
と
な
り
ま
す
。
村
山
聖
、
佐
藤
康
光
と
い
っ
た
羽
生
世
代

の
棋
士
も
注
目
さ
れ
、
作
品
の
モ
デ
ル
に
も
な
り
ま
し
た
。

平
成
期
の
作
品
の
特
徴
と
し
て
、
女
性
の
書
き
手
が
増
え
た
こ
と
や
、

近
年
相
次
い
で
映
画
化
さ
れ
た
大
崎
善
生
『
聖
の
青
春
』、
瀬
川
晶
司
『
泣

き
虫
し
ょ
っ
た
ん
の
奇
跡
』
な
ど
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
名
作
が
生
ま
れ

た
こ
と
、
能
條
純
一
『
月
下
の
棋
士
』
を
筆
頭
と
し
た
マ
ン
ガ
や
ラ
イ
ト

ノ
ベ
ル
と
い
っ
た
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
将
棋
作
品
が
人
気
を
得
た
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
ま
す
。
羽
海
野
チ
カ
『
３
月
の
ラ
イ
オ
ン
』、
白
鳥
士
郎
『
り
ゅ

う
お
う
の
お
し
ご
と
！
』、
伊
奈
め
ぐ
み
『
将
棋
の
渡
辺
く
ん
』、
山
本
崇

一
朗
『
そ
れ
で
も
歩
は
寄
せ
て
く
る
』
な
ど
、
様
々
な
目
線
か
ら
将
棋
を

描
い
た
サ
ブ
カ
ル
作
品
が
若
い
世
代
を
中
心
に
楽
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

※
第
三
章
に
は
節
は
設
け
ず
、
作
品
ご
と
に
資
料
を
紹
介
し
た
。
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第
四
章
　
　
多
様
化
す
る
将
棋
の
楽
し
み
～
平
成
か
ら
令
和
へ
～

二
〇
一
〇
年
代
に
入
り
、
ネ
ッ
ト
配
信
で
対
局
の
中
継
や
将
棋
の
番
組

が
放
送
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
棋
士
の
人
柄
や
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
、
対
局

の
合
間
に
と
る
食
事
や
お
や
つ
な
ど
に
も
注
目
が
集
ま
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。〝
観
る
将
〟
と
呼
ば
れ
る
フ
ァ
ン
も
増
え
、
将
棋
の
楽
し
み
方
が
広

が
り
ま
し
た
。

ま
た
、
近
年
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
将
棋
ソ
フ
ト
の
精
度
が
格
段
に
向
上
し

た
こ
と
に
よ
り
、
将
棋
道
場
な
ど
に
足
を
運
ば
な
く
て
も
、
ア
プ
リ
を
用

い
て
一
人
で
対
局
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
Ａ
Ｉ

の
進
歩
は
、
棋
士
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
対
局
が
企
画
さ
れ
た
り
、
対
局
の

中
継
に
お
い
て
形
勢
判
断
が
数
字
で
表
さ
れ
た
り
と
、
プ
ロ
の
世
界
に
も

影
響
を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
将
棋
界
の
大
き
な
変
化
を
受
け
て
、
棋
士
と
食
を
テ
ー
マ
に

し
た
作
品
や
Ａ
Ｉ
作
品
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
作
品
が
生
ま
れ
る
な
ど
、
創

作
の
世
界
に
も
新
し
い
風
が
吹
い
て
い
ま
す
。

棋
士
の
食
事
・
お
や
つ

プ
ロ
の
公
式
戦
に
は
持
ち
時
間
が
決
め
ら
れ
て
い
て
、
最
長
の
名
人
戦

七
番
勝
負
で
は
各
人
九
時
間
、
二
日
間
か
け
て
一
局
が
行
わ
れ
ま
す
。
長

時
間
に
わ
た
り
思
考
を
巡
ら
せ
る
た
め
、
食
事
休
憩
が
挟
ま
る
だ
け
で
な

く
、
盤
に
向
か
い
な
が
ら
栄
養
補
給
の
飲
食
を
す
る
こ
と
も
あ
り
、〝
観

る
将
〟
に
と
っ
て
は
対
局
者
の
個
性
や
心
理
を
推
察
で
き
る
ポ
イ
ン
ト
に

な
っ
て
い
ま
す
。
近
年
は
、
人
気
棋
士
が
選
ん
だ
昼
食
が
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー

に
取
り
上
げ
ら
れ
た
り
、
同
じ
お
や
つ
を
買
い
求
め
る
人
が
続
出
し
た
り

と
話
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

松
本
渚
『
将
棋
め
し
』
に
は
実
在
す
る
店
の
メ
ニ
ュ
ー
が
登
場
し
、
対

局
に
挑
む
棋
士
の
心
理
が
食
べ
物
と
絡
め
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。

Ａ
Ｉ
の
進
歩
と
将
棋
界
へ
の
影
響

棋
士
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
将
棋
ソ
フ
ト
が
対
局
す
る
非
公
式
棋
戦
と
し
て

行
わ
れ
た
電
王
戦
は
ニ
コ
ニ
コ
生
放
送
で
配
信
さ
れ
、
若
い
世
代
を
中
心

と
し
た
新
た
な
将
棋
フ
ァ
ン
を
獲
得
す
る
き
っ
か
け
と
な
り
ま
し
た
。
こ

の
電
王
戦
に
材
を
取
っ
た
映
画
「
Ａ
Ｗ
Ａ
Ｋ
Ｅ
」
は
、
ソ
フ
ト
開
発
者
の

視
点
か
ら
棋
士
と
の
対
局
を
描
い
て
い
ま
す
。

現
在
多
く
の
対
局
中
継
で
は
、
形
勢
を
Ａ
Ｉ
に
よ
っ
て
数
値
化
し
た

「
評
価
値
」
が
画
面
上
に
表
示
さ
れ
ま
す
が
、
Ａ
Ｉ
が
出
し
た
最
善
手
が

指
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
心
な
い
コ
メ
ン
ト
が
流
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
そ
ん
な
光
景
へ
の
違
和
感
か
ら
生
ま
れ
た
の
が
、
芦
沢
央
『
神
の
悪

手
』
に
収
録
さ
れ
た
短
篇
小
説
「
盤
上
の
糸
」
で
す
。
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エ
ピ
ロ
ー
グ
　
　
将
棋
作
品
の
こ
れ
か
ら

将
棋
を
題
材
と
し
た
文
学
作
品
は
、
そ
の
時
々
の
将
棋
界
の
動
向
も
反

映
し
な
が
ら
生
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
二
〇
一
七
年
に
史
上
最
年
少
棋
士
と

し
て
デ
ビ
ュ
ー
し
て
以
降
、
破
竹
の
勢
い
で
活
躍
し
て
い
る
藤
井
聡
太
の

影
響
を
受
け
、
現
在
再
び
ブ
ー
ム
を
迎
え
て
い
る
将
棋
。

プ
ロ
に
よ
る
団
体
戦
が
企
画
さ
れ
た
り
、
将
棋
を
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
捉

え
た
り
、
将
棋
を
ベ
ー
ス
と
し
た
新
た
な
ゲ
ー
ム
が
考
案
さ
れ
る
な
ど
、

新
時
代
を
迎
え
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
変
化
を
受
け
て
、
こ
れ
か
ら
ど

ん
な
作
品
が
生
ま
れ
て
く
る
の
か
期
待
し
な
が
ら
、
ぜ
ひ
〝
読
む
将
〟
ラ

イ
フ
を
楽
し
ん
で
く
だ
さ
い
。

◆
将
棋
に
魅
せ
ら
れ
た
作
家
た
ち

十
の
二
百
二
十
乗
と
い
う
天
文
学
的
な
組
み
合
わ
せ
が
あ
る
と
言
わ
れ

て
い
る
将
棋
の
指
し
手
。
対
局
は
、
無
限
の
可
能
性
の
中
か
ら
一
手
一
手

が
選
ば
れ
、
二
人
が
対
話
す
る
よ
う
に
進
め
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
こ
に

言
葉
を
選
び
物
語
を
紡
い
で
い
く
文
学
と
の
類
似
性
を
感
じ
て
か
、
盤
上

に
生
ま
れ
る
ド
ラ
マ
性
に
魅
せ
ら
れ
て
か
、
近
代
文
学
の
誕
生
以
来
、
多

く
の
作
家
が
将
棋
に
関
心
を
持
っ
て
き
ま
し
た
。

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
作
家
愛
蔵
の
駒
や
、
小
説
家
の
視
点
で
書
か
れ

た
観
戦
記
、
将
棋
が
詠
ま
れ
た
俳
句
や
短
歌
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

■
主
な
資
料
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
■

※
資
料
名
の
前
の
数
字
は
出
品
資
料
一
覧
の
番
号

５

安
成
二
郎
『
夜
知
麻
多
』

歌
集
。「
歌
つ
く
り
将
棋
を
さ
し
て
を
ら
る
べ
き
身
と
思
は
ね
ど
こ
れ

ぞ
楽
し
き
」「
新
聞
の
将
棋
読
み
を
り
て
こ
の
朝
も
膳
の
味
噌
汁
を
冷
ま

し
け
る
か
も
」
と
い
っ
た
将
棋
に
ま
つ
わ
る
短
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
ほ

か
、
露
伴
宅
を
訪
れ
た
際
の
こ
と
を
「
八
畳
の
客
間
す
が
し
く
菊
さ
し
て

床
の
間
に
置
く
は
将
棋
盤
の
み
」
な
ど
と
詠
ん
で
い
る
。

７

安
成
二
郎
『
白
雲
の
宿
』

随
筆
集
。「
露
伴
先
生
と
木
村
名
人
対
局
」
で
は
、
一
九
三
三
年
一
月

十
三
日
、
露
伴
が
自
宅
に
木
村
義
雄
を
招
き
、
初
手
合
い
を
し
た
と
き
の

棋
譜
を
掲
載
し
て
い
る
。
久
々
に
棋
士
と
対
局
を
す
る
機
会
を
得
た
露
伴

は
、
床
の
間
に
香
を
焚
き
、
自
分
で
茶
を
入
れ
て
歓
待
し
、
新
し
い
白
檀

の
盤
と
自
分
で
字
を
書
い
た
駒
を
用
い
た
と
い
う
。

12
「
文
藝
春
秋
」
第
二
巻
第
三
号

「
文
壇
敗
退
将
棋
（
第
一
回
）」
掲
載
。
対
局
者
は
里
見
弴
と
田
中
純
、

菊
池
寛
が
講
評
、
木
村
義
雄
が
総
評
を
担
当
し
て
い
る
。
菊
池
は
「
将
棋

の
分
か
ら
な
い
方
に
は
気
の
毒
だ
が
、
編
集
者
の
道
楽
だ
と
思
つ
て
許
し
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て
く
れ
た
ま
へ
」
と
綴
り
、
出
場
予
定
者
と
し
て
久
米
正
雄
、
佐
々
木
茂

索
、
直
木
三
十
五
、
川
端
康
成
、
小
川
未
明
な
ど
の
名
前
を
挙
げ
て
い
る
。

15

江
戸
川
乱
歩
旧
蔵
将
棋
盤
、
駒
、
駒
台
（
画
像
２
参
照
）

盤
は
懇
意
に
し
て
い
た
宮
松
関
三
郎
七
段
（
当
時
）
の
口
利
き
で
購
入

し
た
も
の
。
側
面
は
漆
塗
。
裏
面
に
は
関
根
金
次
郎
十
三
世
名
人
の
揮
毫

（「
勝
機
」「
昭
和
十
三
年
十
月
吉
日
」「
十
三
世
名
人

関
根
金
次
郎
」）

と
駒
型
の
押
印
が
あ
る
（
画
像
３
参
照
）。
駒
は
豊
島
龍
山
作
、
書
体
が
安

清
の
盛
り
上
げ
駒
。
展
示
し
た
際
の
盤
面
は
、
一
九
五
〇
年
に
行
わ
れ
た

大
下
宇
陀
児
対
乱
歩
戦
の
投
了
図
を
再
現
し
た
。
本
局
は
探
偵
作
家
ク
ラ

ブ
の
将
棋
会
と
し
て
日
本
将
棋
連
盟
本
部
で
行
わ
れ
た
う
ち
の
一
局
で
、

「
将
棋
世
界
」
一
九
五
〇
年
三
月
号
に
、
探
偵
作
家
ク
ラ
ブ
の
会
員
・
高

柳
敏
夫
七
段
（
当
時
）
の
解
説
付
き
で
紹
介
さ
れ
た
。

23

井
伏
鱒
二
『
ジ
ヨ
ン
万
次
郎
漂
流
記
』

第
六
回
直
木
三
十
五
賞
受
賞
作
。
授
賞
式
の
通
知
を
受
け
た
井
伏
が
羽

織
袴
で
文
藝
春
秋
社
社
長
室
を
訪
れ
た
と
こ
ろ
、
菊
池
寛
は
来
客
と
将
棋

を
指
し
、
社
員
の
永
井
龍
男
ら
が
そ
れ
を
観
戦
し
て
い
る
の
を
目
の
当
た

り
に
し
て
驚
い
た
と
い
う
。
受
賞
祝
い
を
ピ
ノ
チ
オ
で
開
催
し
た
の
が
、

阿
佐
ヶ
谷
将
棋
会
の
始
ま
り
。

27

ピ
ノ
チ
オ
想
定
復
元
図

大
正
末
に
永
井
龍
男
の
次
兄
が
開
い
た
中
華
料
理
店
。
店
名
の
「
ピ
ノ

チ
オ
」
は
、
当
時
評
判
と
な
っ
て
い
た
佐
藤
春
夫
の
翻
訳
童
話
か
ら
と
ら

れ
た
。
阿
佐
ヶ
谷
将
棋
会
は
こ
の
店
の
離
れ
で
行
わ
れ
て
い
た
。
本
図
は

『「
杉
並
文
学
館
―
井
伏
鱒
二
と
阿
佐
ヶ
谷
文
士
」
展
示
図
録
』（
二
〇
一
〇

年

杉
並
区
立
郷
土
博
物
館
）
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
。

28

上
林
暁
・
浜
野
修

将
棋
二
百
番
星
取
表

暁
の
杜
（
上
林
）
と
浜
野
里
（
浜
野
）
が
三
年
越
し
で
指
し
た
阿
佐
ヶ

谷
将
棋
会
の
星
取
り
表
。
井
伏
鱒
二
『
荻
窪
風
土
記
』
で
も
触
れ
ら
れ
て

【画像 2】江戸川乱歩旧蔵将棋盤・駒・駒台
（立教大学江戸川乱歩記念大衆文化研究センター蔵）

【画像 3】画像 2 の将棋盤裏面
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い
る
も
の
。
欄
外
に
は
、
井
伏
灘
（
井
伏
鱒
二
）、
小
田
ヶ
嶽
（
小
田
嶽

夫
）、
亀
井
山
（
亀
井
勝
一
郎
）、
太
宰
潟
（
太
宰
治
）、
捷
平
山
（
木
山

捷
平
）、
地
平
洋
（
中
村
地
平
）、
古
ヶ
谷
（
古
谷
鋼
武
）、
田
畑
川
（
田

畑
修
一
郎
）、
阿
佐
ヶ
谷
（
安
成
二
郎
）
の
名
が
連
ね
ら
れ
て
い
る
。

30

将
棋
竹
帛
杯
ト
ロ
フ
ィ
ー

三
浦
哲
郎
旧
蔵
品
。
将
棋
竹
帛
会
は
、
一
九
六
八
年
十
月
二
十
日
に
、

藤
原
審
爾
の
肝
入
り
で
発
足
さ
れ
た
将
棋
会
。「
竹
帛
」
は
古
代
中
国
で

竹
簡
や
布
帛
に
文
字
を
書
い
た
こ
と
か
ら
書
物
や
歴
史
を
指
す
こ
と
を
意

味
し
、
優
勝
者
は
優
勝
カ
ッ
プ
に
名
前
を
書
い
た
リ
ボ
ン
を
結
び
つ
け
る

な
ら
わ
し
に
な
っ
た
。
井
伏
鱒
二
宅
（
後
に
小
沼
丹
宅
）
に
お
い
て
開
か

れ
、
三
浦
、
庄
野
潤
三
と
そ
の
息
子
、
将
棋
評
論
家
の
天
狗
太
郎
（
山
本

亨
介
）、
画
家
・
新
本
燦
根
な
ど
が
参
加
し
た
。

37

織
田
作
之
助
「
可
能
性
の
文
学
」
原
稿

「
改
造
」
一
九
四
六
年
十
二
月
に
掲
載
さ
れ
た
。
掲
載
さ
れ
た
も
の
と

比
較
す
る
と
異
同
が
多
い
た
め
改
稿
を
重
ね
た
こ
と
が
窺
え
る
が
、
直
筆

原
稿
は
部
分
的
に
し
か
残
っ
て
な
い
た
め
詳
細
は
不
明
。

43
「
学
園
新
聞
」

井
上
靖
の
詩
「
半
生
」
掲
載
。
一
九
三
一
年
に
坂
田
三
吉
が
関
根
金
次

郎
と
対
局
し
た
際
に
残
し
た
と
さ
れ
る
言
葉
「
銀
が
泣
い
て
い
る
」
に
感

化
さ
れ
て
書
か
れ
た
。
推
敲
さ
れ
て
『
詩
集

北
國
』
に
収
録
さ
れ
た
。

45

北
條
秀
司
『
王
将
』

表
題
作
の
ほ
か
三
作
品
を
収
録
。「
王
将
」
は
新
国
劇
の
た
め
に
書
き

下
ろ
さ
れ
た
戯
曲
。
本
書
に
収
め
ら
れ
た
の
は
、
坂
田
三
吉
と
関
根
金
次

郎
と
の
初
手
合
い
か
ら
、
坂
田
の
妻
・
小
春
の
死
ま
で
を
描
い
た
第
一
部
。

そ
の
後
「
続
王
将
」
と
し
て
第
二
部
、「
王
将
終
篇
」
と
し
て
第
三
部
が

書
か
れ
、
十
幕
十
二
場
の
全
三
部
構
成
と
な
っ
た
。

展
示
し
た
の
は
神
奈
川
近
代
文
学
館
の
西
條
八
十
文
庫
の
も
の
で
、
西

條
宛
献
呈
署
名
本
。

47

劇
団
青
年
座
『
王
将
』
チ
ラ
シ
お
よ
び
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

主
演
：
緒
形
拳
。
緒
形
は
高
校
生
の
頃
に
辰
巳
柳
太
郎
主
演
の
『
王
将
』

を
観
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
役
者
を
志
し
、
文
化
祭
で
同
作
を
上
演
し
た

際
に
も
坂
田
を
演
じ
て
い
る
。
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は
北
條
秀
司
の
「
拳

へ
」、
倉
島
竹
二
郎
の
「
坂
田
翁
の
心
意
気
」、
升
田
幸
三
の
談
話
「
三
吉

に
つ
い
て
の
あ
れ
こ
れ
」
な
ど
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

57

創
棋
界
『
白
雨
―
創
棋
界
詰
将
棋
作
品
集
―
』

「
朝
日
新
聞
」「
将
棋
世
界
」
や
「
詰
将
棋
パ
ラ
ダ
イ
ス
」
に
掲
載
さ
れ
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た
藤
沢
桓
夫
の
創
作
詰
将
棋
が
再
録
さ
れ
、
自
作
解
説
も
寄
せ
ら
れ
て
い

る
。
タ
イ
ト
ル
は
藤
沢
が
命
名
、
表
紙
の
書
き
文
字
も
藤
沢
の
手
に
よ
る

も
の
。

58

将
棋
名
人
戦
・
毎
日
新
聞
復
帰
記
念
「
特
別
棋
戦
」
第
一
局

千
駄
ヶ
谷
の
将
棋
会
館
で
行
わ
れ
た
対
局
。
大
内
延
介
棋
王
（
当
時
）・

丸
田
祐
三
九
段
戦
、
加
藤
一
二
三
九
段
・
二
上
達
也
九
段
戦
を
大
山
康
晴

十
五
世
名
人
、
山
口
瞳
、
斎
藤
栄
が
観
戦
し
て
い
る
。
こ
の
頃
か
ら
、
観

戦
記
に
作
家
が
起
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。

59

井
上
光
晴

創
作
ノ
ー
ト

中
原
誠
五
冠
（
当
時
）
に
加
藤
一
二
三
九
段
が
挑
ん
だ
第
二
十
八
期
王

将
戦
第
二
局
の
観
戦
記
の
原
稿
が
書
か
れ
て
い
る
。
中
原
の
封
じ
手
２
五

歩
を
見
て
控
室
の
棋
士
た
ち
が
ざ
わ
め
き
立
ち
、
検
討
を
繰
り
返
す
様
子

や
、「
松
の
内
な
の
で
カ
ツ
丼
し
か
用
意
し
て
い
な
い
と
い
う
係
の
者
に
、

天
ぷ
ら
定
食
は
で
き
な
い
の
か
と
再
度
問
い
返
す
加
藤
棋
王
の
金
時
に
似

た
顔
に
は
、
ま
る
で
童
子
の
表
情
に
浮
か
ぶ
理
不
尽
さ
が
あ
ふ
れ
て
い
」

る
な
ど
、
盤
外
の
対
局
者
の
様
子
に
至
る
ま
で
つ
ぶ
さ
に
捉
え
て
書
き
留

め
て
い
る
。

60
「
将
棋
ペ
ン
ク
ラ
ブ
通
信
」
創
刊
号

井
上
光
晴
に
よ
る
「
将
棋
と
は
何
か
」
を
巻
頭
に
掲
載
。
団
鬼
六
は
「
棋

士
が
将
棋
を
指
し
て
作
っ
た
一
局
の
棋
譜
が
原
作
だ
と
す
る
な
れ
ば
観
戦

記
ラ
イ
タ
ー
は
そ
の
原
作
を
映
画
化
す
る
人
だ
」「
名
人
戦
の
名
局
を
観

戦
記
ラ
イ
タ
ー
の
名
調
子
で
読
ん
だ
時
の
感
激
と
い
う
も
の
は
文
芸
の
名

作
を
読
ん
だ
時
の
感
動
と
相
通
じ
る
も
の
が
あ
る
」
と
綴
り
、
観
戦
記
者

の
専
門
性
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
ほ
か
に
作
家
と
し
て
山
口
瞳
、
三
浦

綾
子
、
津
村
秀
介
、
斎
藤
栄
、
観
戦
記
者
と
し
て
山
本
亨
介
や
木
屋
太
二
、

棋
士
と
し
て
二
上
達
也
や
加
藤
治
郎
な
ど
が
寄
稿
し
て
い
る
。

61
「
季
刊
将
棋
ペ
ン
ク
ラ
ブ
」
第
二
号

一
九
八
八
年
一
月
三
十
日
に
、
東
京
・
将
棋
会
館
の
大
広
間
と
特
別
対

局
室
で
行
わ
れ
た
第
一
回
文
壇
将
棋
大
会
の
様
子
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

山
口
瞳
、
渡
辺
淳
一
、
色
川
武
大
が
世
話
人
を
務
め
、
作
家
や
マ
ン
ガ
家
、

編
集
者
や
俳
優
な
ど
八
十
一
名
が
参
加
。
原
田
泰
夫
、
谷
川
浩
司
と
い
っ

た
棋
士
も
参
加
し
て
賑
わ
っ
た
。

69

斎
藤
栄
『
殺
人
の
棋
譜
』

第
十
二
回
江
戸
川
乱
歩
賞
受
賞
作
。
応
募
の
際
は
「
王
将
に
児
あ
り
」

と
い
う
タ
イ
ト
ル
だ
っ
た
が
、
選
考
委
員
の
一
人
で
あ
る
木
々
高
太
郎
の

助
言
に
よ
り
改
題
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
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115
『
り
ゅ
う
お
う
の
お
し
ご
と
！
』
一
巻
プ
ロ
ッ
ト
（
抜
粋
）

一
巻
執
筆
前
に
書
か
れ
た
も
の
。
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
作
品
と
し
て
将
棋
を

題
材
と
す
る
意
義
を
示
し
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
設
定
や
各
章
の
詳
細
プ
ロ
ッ

ト
、
続
編
の
構
想
な
ど
を
約
一
二
〇
〇
〇
字
に
わ
た
っ
て
綴
っ
て
い
る
。

116
『
り
ゅ
う
お
う
の
お
し
ご
と
！
』
タ
イ
ト
ル
案

「
Ｊ
Ｓ
（
じ
ぇ
ー
え
す
）」「
最
弱
な
竜
王
と
小
学
生
な
弟
子
」「
あ
い

が
か
り
」「
竜
王
？

つ
よ
い
よ
ね
。」
な
ど
多
数
の
案
が
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
最
終
的
に
採
用
さ
れ
た
「
り
ゅ
う
お
う
の
お
し
ご
と
！
」
は
、

編
集
者
か
ら
の
提
案
。

121
『
将
棋
め
し
』
取
材
ノ
ー
ト

作
中
で
の
最
終
局
の
対
局
場
と
し
て
設
定
さ
れ
た
、
山
梨
県
甲
府
市
に

あ
る
常
磐
ホ
テ
ル
を
取
材
し
た
と
き
の
も
の
。
常
磐
ホ
テ
ル
で
は
実
際
に

タ
イ
ト
ル
戦
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
井
伏
鱒
二
や
山
口
瞳
、
松
本
清

張
が
定
宿
に
し
て
い
た
。

129
『
Ａ
Ｗ
Ａ
Ｋ
Ｅ
』
撮
影
に
使
用
さ
れ
た
将
棋
駒

稚
山
作
、
書
体
は
菱
湖
の
彫
り
駒
。
山
田
篤
宏
監
督
が
木
下
グ
ル
ー
プ

新
人
監
督
賞
グ
ラ
ン
プ
リ
の
賞
金
を
使
い
、
東
京
・
将
棋
会
館
の
売
店
で

購
入
し
た
も
の
。
撮
影
前
に
は
、
若
葉
竜
也
が
持
ち
歩
い
て
指
し
手
の
練

習
を
す
る
の
に
用
い
た
。

134

芦
沢
央
・
若
島
正

往
復
メ
ー
ル

詰
将
棋
を
題
材
と
し
た
「
ミ
イ
ラ
」
執
筆
に
際
し
て
、
詰
将
棋
作
家
・

若
島
正
に
相
談
し
た
際
の
や
り
取
り
。
芦
沢
が
作
品
の
ア
イ
デ
ア
を
伝
え

た
わ
ず
か
七
時
間
後
に
、
若
島
が
例
題
を
作
っ
て
提
示
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。

140

尾
崎
一
雄
旧
蔵
将
棋
駒

安
清
作
の
書
き
駒
。
欅
製
の
将
棋
盤
と
共
に
、
俳
優
・
上
山
草
人
が
秘

蔵
し
て
い
た
大
名
道
具
を
尾
崎
士
郎
が
引
取
り
、
士
郎
の
没
後
に
遺
族
が

一
雄
に
贈
っ
た
も
の
。
サ
イ
ズ
は
歩
兵
が
高
さ
三
・
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

幅
二
・
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
王
将
が
高
さ
四
・
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
幅

三
・
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
か
な
り
大
き
い
。
本
資
料
に
つ
い
て
は
、「
将

棋
世
界
」
一
九
七
二
年
十
二
月
号
掲
載
の
尾
崎
一
雄
の
エ
ッ
セ
イ
「
欅
の

将
棋
盤
」
に
詳
し
い
。

143

中
島
敦
旧
蔵
将
棋
駒

女
流
駒
師
・
増
田
信
華
作
、
書
体
は
金
龍
の
彫
り
駒
。
敦
が
教
師
と
し

て
勤
め
て
い
た
横
浜
高
等
女
学
校
（
現
・
横
浜
学
園
高
等
学
校
）
の
卒
業

生
か
ら
、
将
棋
盤
、
駒
台
と
共
に
贈
ら
れ
た
も
の
。
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※
解
説
文
お
よ
び
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
は
基
本
的
に
展
示
し
た
も
の
だ
が
、
寄
稿
に

あ
た
り
多
少
手
を
加
え
た
部
分
が
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

■
関
連
イ
ベ
ン
ト
■

芦
沢
央
（
作
家
）
×
佐
々
木
大
地
（
棋
士
）
対
談

「
将
棋
小
説
の
た
の
し
み
」

実
施
日
：
二
〇
二
二
年
五
月
七
日

『
神
の
悪
手
』
を
元
に
、
執
筆
の
き
っ
か
け
や
裏
話
、
棋
士
の
視
点
か

ら
み
た
作
品
の
描
写
等
に
つ
い
て
、
お
二
人
に
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。
開

催
の
前
週
に
佐
々
木
が
七
段
に
昇
段
、
前
日
に
第
三
十
五
期
竜
王
戦
五
組

ラ
ン
キ
ン
グ
戦
優
勝
を
果
た
し
た
お
祝
い
に
始
ま
り
、
終
始
和
や
か
な
雰

囲
気
の
イ
ベ
ン
ト
と
な
っ
た
。

小
谷
瑛
輔
講
演
会
「
文
学
の
中
の
将
棋
」

実
施
日
：
二
〇
二
二
年
五
月
二
十
八
日

坪
内
逍
遥
に
始
ま
り
夏
目
漱
石
、
菊
池
寛
、
芥
川
龍
之
介
な
ど
、
近
代

文
学
の
中
に
描
か
れ
た
将
棋
と
そ
の
意
味
に
つ
い
て
お
話
し
い
た
だ
い
た
。

文
学
散
歩
～
将
棋
会
館
周
辺
を
歩
く
～

実
施
日
：
二
〇
二
二
年
六
月
十
一
日

将
棋
作
品
に
登
場
す
る
ス
ポ
ッ
ト
お
よ
び
、
村
上
春
樹
ゆ
か
り
の
地
な

ど
周
辺
の
文
学
関
連
の
地
も
巡
っ
た
。
所
要
時
間
は
解
説
含
め
て
二
時
間

四
十
五
分
、
歩
行
距
離
は
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
程
度
。

主
な
ル
ー
ト

Ｊ
Ｒ
千
駄
ヶ
谷
駅
構
内
「
王
将
」
駒
→
新
将
棋
会
館
移

転
予
定
地
→<

将
棋
め
し>

ス
テ
ー
キ
屋
Ｃ
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｏ
あ
め
み
や
・
東

京
厨
房
・
ア
ン
フ
ォ
ラ
→
「
３
月
の
ラ
イ
オ
ン
」
マ
ン
ホ
ー
ル
→<

将

棋
め
し>

鳩
や
ぐ
ら
・
Ｌ
Ａ
Ｉ
Ｔ
Ｉ
Ｅ
Ｒ
→
東
京
新
詩
社
跡
→
鳩
森
八

幡
神
社
→
将
棋
会
館
→<

将
棋
め
し>

ほ
そ
島
や
→
外
苑
西
通
り
（
ビ

ク
タ
ー
ス
タ
ジ
オ
・
河
出
書
房
新
社
・
ホ
ー
プ
軒
）
→
国
立
競
技
場
・
秩

父
宮
記
念
ギ
ャ
ラ
リ
ー
→
神
宮
球
場
→
明
治
神
宮
外
苑
い
ち
ょ
う
並
木
→

青
山
霊
園
→
東
京
メ
ト
ロ
乃
木
坂
駅
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■
来
館
者
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
（
一
部
）
■

自
由
記
述
欄
よ
り

・
将
棋
は
テ
レ
ビ
で
見
る
だ
け
じ
ゃ
な
い
と
強
く
感
じ
ま
し
た
。

将
棋
は
推
理
小
説
に
似
る
と
乱
歩
が
言
っ
た
通
り
、
将
棋
に
は

盤
上
だ
け
に
収
ま
ら
な
い
魅
力
的
な
ポ
イ
ン
ト
が
多
数
あ
り
、

そ
の
１
つ
が
文
学
と
し
て
表
れ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
い

い
企
画
展
で
し
た
。（
十
代
）

・
特
別
将
棋
に
興
味
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
な
ん
と
な
く
来
て

み
た
が
大
変
面
白
か
っ
た
。
文
士
た
ち
の
た
し
な
み
で
あ
り
、

か
つ
て
は
庶
民
に
広
く
愛
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
が
今
は
マ

ン
ガ
や
ミ
ス
テ
リ
等
で
親
し
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
興
味
深
か
っ

た
。『
神
の
悪
手
』
は
読
ん
で
み
た
い
。（
三
十
代
）

・
作
家
の
方
の
観
戦
記
は
、
ま
さ
に
文
学
作
品
と
い
う
べ
き
レ
ベ

ル
の
高
さ
で
胸
を
打
た
れ
た
。
明
治
か
ら
令
和
ま
で
の
文
学
作

品
が
一
堂
に
会
し
、
か
つ
堅
苦
し
す
ぎ
ず
、
見
ど
こ
ろ
の
多
い

展
覧
会
だ
っ
た
。（
五
十
代
）

10代
5.3％

20代
12.3％

30代
11.9％

40代
18.9％

50代
21.6％

60代
13.7％

70代
8.8％

80代
3.1％

無回答
3.1％

10代未満
1.3％

男性
63.9％

女性
33.9％

無回答
2.2％

その他
0.0％

無回答
0.4％

大変満足
60.4％

満足
32.2％

ふつう
6.2％

やや不満足
0.9％

不満足
0.0％

年代性別

満足度
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No. 種別 資料名 年 所蔵・提供機関等 備考

第一章　将棋×文学のはじまり ～明治から戦前～

1 書籍 坪内逍遥『小説神髄』
（復刻版・日本近代文学館） 1983 年 町田市民文学館蔵

2 印刷物 明治時代の新聞記事（複製）

幸田露伴「五重塔」
第 1回目掲載の「国
会 」1891 年 11 月 7
日号、初めての新聞
棋戦である川井房郷
六段対簑太七郎五段
戦が掲載された「万
朝報 」1908 年 9 月
11日号。

3 切り文字
幸田露伴

「将棋は玄妙なる娯楽の具な
り。~」

出 典は『 露 伴 全 集　
別 巻 上 』（1980 年　
岩波書店）。初出は
1899 年刊行の小野
五平『将棋秘訣』に
寄せた序文。

4 書籍 幸田露伴『碁と将棋』
（国史講習会） 1922 年 アカシヤ書店蔵

5 書籍 安成二郎『夜知麻多』
（草木屋出版部） 1938 年 神奈川近代文学館

蔵 ※

6 書籍 安成二郎『子を打つ』
（アルス） 1925 年 神奈川近代文学館

蔵
短篇小説「将棋」収
録。

7 書籍 安成二郎『白雲の宿』
（越後屋書房） 1943 年 神奈川近代文学館

蔵 ※

8 切り文字 菊池寛「将棋はとにかく愉快
である。~」

出典は「将棋世界」
第 1巻第 2 号。

9 雑誌 「将棋世界」
第 1巻第 2 号

1937 年
11月 アカシヤ書店蔵

菊池寛「将棋哲学」、
角田喜久雄「個性あ
る棋士」掲載。

10 雑誌 「新小説」
第 26 巻第 10 号

1921年
10 月

神奈川近代文学館
蔵

菊池寛「将棋の師」
掲載。

11 雑誌 「文藝春秋」
第 1巻第 11号

1923 年
11月

神奈川近代文学館
蔵

菊池寛「石本検校」
掲載。

12 雑誌 「文藝春秋」
第 2 巻第 3 号

1924 年
3 月

神奈川近代文学館
蔵 ※

「〝読む将〟のススメ展」出品資料一覧

備考欄［ ※ ］：本文【主な資料のキャプション】参照
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13 書籍 倉島竹二郎『将棋太平記』
（日東出版社） 1949 年 アカシヤ書店蔵

倉島は慶応義塾大学
在学中から菊池と親
交があった。菊池の
死の前日も菊池宅で
将棋を指しており、
そのときに本書の序
文を書いてもらって
いる。

14 切り文字 江戸川乱歩「将棋はどこか探
偵小説的な味を持つている」

出典は「宝石」第 6
巻第 4 号。

15 その他 江戸川乱歩旧蔵
将棋盤、駒、駒台

立教大学江戸川乱
歩記念大衆文化研
究センター蔵

※

16 写真パネル 江戸川乱歩・大下宇陀児
乱歩邸にて 1952 年 データ提供：

箕輪町郷土博物館

No.15 の将棋盤を挟
んで座る二人が写っ
ている。

17 雑誌 「宝石」第 6 巻第 4 号 1951年
4 月

立教大学江戸川乱
歩記念大衆文化研
究センター蔵

乱歩邸にて行われた
探偵作家将棋大手合
の様子が紹介されて
いる。

18 書籍 江戸川乱歩旧蔵の棋書
立教大学江戸川乱
歩記念大衆文化研
究センター蔵

「将棋大講座」シリー
ズ 全 10 巻（1935-
1936 年　平凡社）、

『将棋虎之巻』（1913
年　 大 野 萬 歳 館 ）、
天野宗歩原著・土居
市 太 郎 細 講『 将 棋
精選細講』上下巻

（1924 年　大野萬歳
館）、木村義雄『将
棋 大 観 』（1928 年　
誠文堂新光社）。

19 書籍 角田喜久雄『妖棋伝』
（文化書院） 1947 年 神奈川近代文学館

蔵

20 書籍 角田喜久雄『風雲将棋谷・
折鶴七変化』（立風書房） 1970 年 町田市民文学館蔵

「 風 雲 将 棋 谷 」は
1938 年から「講談
倶楽部」に連載され
た作品。本書は新装
版。

21 直筆物 三井永一画「風雲将棋谷」
挿絵原画 町田市民文学館蔵 立風書房版の挿絵。

全 7 枚。
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　井伏鱒二と将棋を通した文士の交遊

22 写真パネル 阿佐ヶ谷会の人々
データ提供：
ホームページ

「稀覯本の世界」

木 山 捷 平、藤 原 審
爾、井伏鱒二、河盛
好蔵、上林暁、瀧井
孝作、加藤治郎八段

（当時）、村上菊一郎、
亀井勝一郎、青柳瑞
穂、小沼丹、天狗太
郎（山本亨介）、外
村繫、小田嶽夫、梅
崎春生、浅見淵、寺
崎 浩、戸 石 泰 一 が
写っているもの。

23 書籍 井伏鱒二『ジヨン万次郎漂流
記』（河出書房） 1937 年 神奈川近代文学館

蔵 ※

24 書籍 井伏鱒二『荻窪風土記』
（新潮社） 1982 年 杉並区立郷土博物

館蔵

25 直筆物
井伏鱒二「阿佐ヶ谷将棋会―
豊多摩郡井荻村（七）―」原
稿

杉並区立郷土博物
館蔵

26 雑誌 「新潮」第 78 巻第 8 号 1981年
8 月

杉並区立郷土博物
館蔵

井伏鱒二「阿佐ヶ谷
将棋会―豊多摩郡井
荻村（七）―」掲載。

27 パネル 「ピノチオ想定復元図」 1941年頃 データ提供：杉並
区立郷土博物館 ※

28 印刷物 上林暁・浜野修
将棋二百番星取表（複製）

1939 年
12月20日-

データ提供：
日本近代文学館 ※

29 写真パネル 井伏鱒二邸にて 1961年
6 月 29 日

出典：『 新 潮日本
文学アルバム 46　
井伏鱒二』

（1994 年、新潮社）

井伏鱒二、大山康晴
名人（当時）、藤原
審爾が写っているも
の。写真の原本を保
管している井伏家の
ご指示で、書籍をス
キャンしたデータを
使用した。

30 その他 将棋竹帛杯トロフィー 神奈川近代文学館
蔵 ※

31 雑誌 「風報」第 9 巻第 6 号 1962 年
6 月

神奈川近代文学館
蔵

三浦哲郎の随筆「将
棋盤」掲載。

32 直筆物 庄野潤三画　
対局中の井伏鱒二

1977 年
5 月1日

神奈川近代文学館
蔵

生田将棋会にて。他
のページには、小沼
丹や庄野の次男・和
也の姿も描かれてい
る。

33 書籍 小沼丹『井伏さんの将棋』
（幻戯書房） 2018 年 町田市民文学館蔵
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第二章　棋士への関心の高まり ～戦後昭和～

34 切り文字 中勘助　俳句「銀やぐら」 1945 年
10 月 25 日

疎開も兼ねて移住し
ていた静岡県で、縁
台将棋について詠ん
だ句。出典は『中勘
助全 集　 第 十四巻　
詩歌』（1990 年　岩
波書店）。

35 写真パネル 縁台将棋 1953 年
8 月

データ提供：
毎日新聞社

新宿サービ スセン
ター前に開かれた縁
台将棋の様子。

　将棋になぞらえた文学論

36 写真パネル 坂田三吉 1938 年
9 月

データ提供：
毎日新聞社

37 直筆物 織田作之助「可能性の文学」
原稿 日本近代文学館蔵 ※

38 雑誌 「改造」第 28 巻第 4 号 1947 年
4 月 個人蔵 坂口安吾「大阪の反

逆」掲載。

39 雑誌 「将棋世界」第 11巻第 7 号 1947 年
7 月 アカシヤ書店蔵 坂口安吾「名人戦を

観て」掲載。

40 書籍 坂口安吾『教祖の文学』
（草野書房） 1948 年 神奈川近代文学館

蔵
「坂口流の将棋観」
「観戦記」収録。

41 書籍 坂口安吾『勝負師』（作品社） 1950 年 神奈川近代文学館
蔵

42 書籍 太宰治『如是我聞』
（復刻版・日本近代文学館） 1992 年 神奈川近代文学館

蔵

初版は 1948 年。太
宰の絶筆となった評
論。

　坂田三吉を描いた作品

43 印刷物 「学園新聞」 1947 年
3 月 21日

神奈川近代文学館
蔵 ※

44 書籍 井上靖『詩集 北國』（創元社） 1958 年 神奈川近代文学館
蔵 「半生」収録。

45 書籍 北條秀司『王将』（新月書房） 1949 年 神奈川近代文学館
蔵 ※

46 印刷物 劇団横浜葡萄座公演『王将』
チラシおよびプログラム

1955 年
7 月

神奈川近代文学館
蔵

47 印刷物 劇団青年座『王将』
チラシおよびパンフレット

1977 年
8 月

神奈川近代文学館
蔵 ※

48 印刷物 劇団青年座『王将』
演劇台本

神奈川近代文学館
蔵

49 パネル 西條八十「王将」 歌詞全文を展示。

50 印刷物 「男の夜明け / 王将」楽譜
（全音楽譜出版社） 1962 年 神奈川近代文学館

蔵
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　棋士の魅力を伝える

51 雑誌 「小説現代」第 8 巻第 1号 1970 年
1月

神奈川近代文学館
蔵

山口瞳「血涙十番勝
負」連載第 1回目掲
載。

52 書籍 山口瞳『血涙十番勝負』
（講談社） 1972 年 アカシヤ書店蔵

53 書籍 山口瞳『続・血涙十番勝負』
（講談社） 1974 年 アカシヤ書店蔵

54 書籍 藤沢桓夫『小説将棋水滸伝』
（文藝春秋） 1967 年 アカシヤ書店蔵

55 書籍 藤沢桓夫『小説棋士銘々伝』
（講談社） 1975 年 アカシヤ書店蔵

56 書籍 藤沢桓夫『将棋百話』（弘文社） 1974 年 アカシヤ書店蔵

57 書籍
創棋界『白雨―創棋界詰将棋
作品集―』

（全日本詰将棋連盟）
1982 年 アカシヤ書店蔵 ※

58 写真パネル 将棋名人戦・毎日新聞復帰記
念「特別棋戦」第 1局

1976 年
10 月 5 日

データ提供：
毎日新聞社 ※

59 直筆物 井上光晴　創作ノート 1978-
1979 年

神奈川近代文学館
蔵 ※

60 雑誌 「将棋ペンクラブ通信」
創刊号

1987 年
11月 27 日 アカシヤ書店蔵 ※

61 雑誌 「季刊将棋ペンクラブ」
第 2 号 1988 年春 アカシヤ書店蔵 ※

　〝真剣師〟という生き方

62 パネル 夢枕獏『風果つる街』
本文抜粋

63 書籍 夢枕獏『風果つる街』
（実業之日本社） 1987 年 夢枕獏蔵

64 書籍 中平邦彦『棋士・その世界』
（講談社文庫） 1979 年 夢枕獏蔵

『風果つる街』執筆
に際して参考にした
資料。

65 雑誌 「kotoba」第 43 号 2021年春 個人蔵
夢枕獏と湯川恵子の
対談「真剣師たちの
いた時代」掲載。

66 雑誌 「週刊少年キング」
16 巻 50 号

1978 年
12 月11日 個人蔵

つのだじろう「5 五
の龍」掲載。主人公
である中学生・駒形
竜の家に真剣師の男
が現れるところから
物語が始まる。

67 書籍 向後つぐお『すっ飛びの桂馬』
1～ 6 巻（日本文芸社）

1984-
1986 年 個人蔵

68 書籍 団鬼六『真剣師小池重明』
（イースト・プレス） 1995 年 個人蔵
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　将棋ミステリ

69 書籍 斎藤栄『殺人の棋譜』（講談社） 1966 年 神奈川近代文学館
蔵 ※

70 書籍 斎藤栄『王将殺人』（光文社） 1974 年 アカシヤ書店蔵

71 書籍 斎藤栄『黒い王将　激闘編』
（集英社） 1977 年 アカシヤ書店蔵

72 書籍 斎藤栄『黒い王将　雄飛編』
（集英社） 1978 年 アカシヤ書店蔵

73 書籍 山村正夫『振飛車殺人事件』
（立風書房） 1977 年 アカシヤ書店蔵

74 書籍 竹本健治『将棋殺人事件』
（CBS ソニー出版） 1981年 アカシヤ書店蔵

75 書籍 本岡類『飛車角歩殺人事件』
（講談社） 1984 年 個人蔵

76 書籍 亜木冬彦『殺人の駒音』
（角川書店） 1992 年 アカシヤ書店蔵

77 直筆物 日影丈吉「将棋を指す鸚鵡」
連載第 1回目原稿

神奈川近代文学館
蔵

「週刊将棋」1984 年
3 月 29 日号掲載。

第三章　スター棋士の誕生とサブカルへの広がり ～平成～

78 直筆物 能條純一『月下の棋士』原画 横手市増田まんが
美術館蔵

1 巻表紙、1 巻の氷
室と滝川が将棋会館
の特別対局室で初め
て対面する場面から
抜粋した 24 枚。

79 パネル 大崎善生『聖の青春』
本文抜粋

80 書籍 大崎善生『聖の青春』 大崎善生蔵

単行本（2000 年 講
談社）、青い鳥文庫版

（2003 年　講談社）、
角川文 庫 版（2015
年 KADOKAWA）、
角 川 つ ば さ 文
庫 版（2016 年 
KADOKAWA）。

81 書籍 中野英伴写真集『棋神』
（東京新聞出版局） 2007 年 大崎善生蔵

村山聖を写したペー
ジに、大崎がエッセ
イを寄せている。

82 その他 村山聖八段昇段記念扇子 1995 年 大崎善生蔵 揮毫されている文字
は「大局観」。

83 その他 『聖の青春』
映画豪華版ブルーレイ 2017 年 大崎善生蔵
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84 その他 将棋盤、駒 大崎善生蔵

『聖の青春』で描か
れている、1997 年
2 月 28 日に行われ
た第 10 期竜王戦 1
組羽生善治名人（当
時）対村山聖八段（当
時 ）戦 で、村 山 が
70 手目に 7 五飛と
指した局面の盤面を
再現した。

85 パネル 瀬川晶司『泣き虫しょったん
の奇跡』本文抜粋

86 書籍 瀬川晶司『泣き虫しょったん
の奇跡』（講談社） 2006 年 瀬川晶司蔵

87 印刷物 映画「泣き虫しょったんの奇
跡」ポスター 2018 年 瀬川晶司蔵

88 印刷物
映画「泣き虫しょったんの奇
跡」パンフレット、チラシ、
宣伝用うちわ

2018 年 瀬川晶司蔵

89 印刷物 映画「泣き虫しょったんの奇
跡」台本 瀬川晶司蔵

90 その他
第 5 回全国中学生選抜将棋選
手権大会　名札および優勝ト
ロフィー

1984 年
8 月 3 日 瀬川晶司蔵

91 その他
第 53 回全日本アマチュア将
棋名人戦全国大会　優勝賞状
およびトロフィー

1999 年
9 月 6 日 瀬川晶司蔵

92 書籍 山本崇一朗『それでも歩は寄
せてくる』1-11巻（講談社）

2019 年
-2022 年 個人蔵

93 印刷物 『それでも歩は寄せてくる』
第 1局扉絵原稿（デジタル）

データ提供：
講談社 第1局扉絵、第10局。

94 その他 『それでも歩は寄せてくる』
関連グッズ 個人蔵

95 印刷物 アニメ「それでも歩は寄せて
くる」第 1話台本 TBS テレビ蔵

96 印刷物 アニメ「それでも歩は寄せて
くる」第 1話絵コンテ

データ提供：
TBS テレビ

97 パネル
アニメ「それでも歩は寄せて
くる」美術設定、キャラクター
設定

データ提供：
TBS テレビ

98 印刷物 アニメ「それでも歩は寄せて
くる」ポスター TBS テレビ蔵

99 動画 アニメ「それでも歩は寄せて
くる」ティザー PV（60 秒） 2022 年 データ提供：

TBS テレビ

100 パネル 『それでも歩は寄せてくる』
歩・うるし等身大パネル

観覧記念撮影コー
ナーとして設置した。
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101 書籍 伊奈めぐみ『将棋の渡辺くん』
1巻、6 巻（講談社）

2015-
2022 年 個人蔵

102 直筆物 『将棋の渡辺くん』原画 伊奈めぐみ蔵
1 巻 表 紙、3 巻 26
話、4 巻表紙・13 話・
20 話・28 話。

103 直筆物 『将棋の渡辺くん』ラフ 伊奈めぐみ蔵 4 巻表紙、6 巻 2 話・
3 話。

104 直筆物 『将棋の渡辺くん』
カットイラスト 伊奈めぐみ蔵

105 印刷物 渡辺明名刺 伊奈めぐみ蔵

『将棋の渡辺くん』5
巻 5 話で紹介されて
いる「すみっコぐら
し」の名刺。

106 書籍
原作 : かとりまさる
マンガ : 安藤慈朗　

『しおんの王』1巻（講談社）
2004 年 個人蔵

かとりまさるは元女
流棋士・林葉直子の
ペンネーム。

107 書籍 柴田ヨクサル『ハチワンダイ
バー』1巻（集英社） 2006 年 個人蔵

108 書籍 羽海野チカ『3 月のライオン』
1巻（白泉社） 2008 年 個人蔵

109 書籍 南 Q 太『ひらけ駒！』1巻
（講談社） 2011年 個人蔵

110 書籍
原作 : 左藤真道
マンガ : 市丸いろは

『将棋指す獣』1巻（新潮社）
2018 年 個人蔵

111 書籍 鍋倉夫『リボーンの棋士』
1巻（小学館） 2018 年 個人蔵

112 書籍 くずしろ『永世乙女の戦い方』
1巻（小学館） 2019 年 個人蔵

113 書籍 柳本光晴『龍と苺』1巻
（小学館） 2020 年 個人蔵

114 書籍
白鳥士郎『りゅうおうのおし
ごと！』1巻

（SB クリエイティブ）
2015 年 個人蔵

115 印刷物 『りゅうおうのおしごと！』
1巻プロット（抜粋）

2014 年
8 月 25 日

データ提供：白鳥
士郎 ※

116 印刷物 『りゅうおうのおしごと！』
タイトル案

2015 年
6 月12 日

データ提供：白鳥
士郎 ※

117 書籍 『りゅうおうのおしごと！』
翻訳版

SB クリエイティブ
蔵

韓国版、台湾版、ベ
トナム版。

118 印刷物 アニメ「りゅうおうのおしご
と！」台本、ブルーレイ 2018 年 SB クリエイティブ

蔵
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第四章　多様化する将棋の楽しみ ～平成から令和へ～

　棋士の食事・おやつ

119 書籍 松本渚『将棋めし』1～ 6 巻
（KADOKAWA）

2016-
2020 年 個人蔵

120 印刷物 『将棋めし』原稿（デジタル） データ提供：
KADOKAWA

第 1話より11 枚、3
巻表紙。

121 直筆物 『将棋めし』取材ノート 2019 年 松本渚蔵 ※

122 写真パネル 『将棋めし』取材写真 2016-
2019 年

データ提供：
松本渚

将棋会館および常磐
ホテルを取材したと
きのもの。

123 印刷物 ドラマ「将棋めし」ポスター 2017 年 松本渚蔵

　AI の進歩と将棋界への影響

124 動画 『AWAKE』予告動画 2020 年 データ提供：
キノフィルムズ

125 印刷物 『AWAKE』ポスター 2020 年 キノフィルムズ蔵
126 印刷物 『AWAKE』台本 個人蔵

127 印刷物 『AWAKE』フロアプラン データ提供：
キノフィルムズ

役者の配置と動線、
カメラをどこに置い
て撮るかを書いた見
取り図。

128 印刷物 『AWAKE』絵コンテ データ提供：
キノフィルムズ

129 その他 『AWAKE』撮影に使用され
た将棋駒 山田篤宏蔵 ※

130 書籍 芦沢央『神の悪手』（新潮社） 2021年 個人蔵

表題作のほか「弱い
者」「ミイラ」「盤上
の糸」「恩返し」を収
録した、将棋を題材
とした短篇小説集。

131 直筆物 「恩返し」取材メモ 芦沢央蔵

駒師の取材のため、
山形県天童市の工
人・掬水を訪れた際
のもの。

132 雑誌 「週刊新潮」第 65 巻第 5 号 2020 年
2 月 6 日 新潮社蔵 「神の悪手」連載第 1

回目掲載。

133 書籍 若島正『盤上のパラダイス』
（三一書房） 1988 年 芦沢央蔵 「ミイラ」執筆に際し

て参考にした資料。

134 印刷物 芦沢央・若島正
往復メール（抜粋）

2020 年
4 月14 日

データ提供：芦沢
央 ※

135 印刷物 芦沢央・飯塚祐紀七段
往復メール（抜粋）

2020 年
10 月 20 日
-24 日

データ提供：芦沢
央

「盤上の糸」に出てく
る棋譜考案のために
交わされたやり取り。
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136 印刷物 『神の悪手』表現書き分けの
ためのメモ（複製）

データ提供：芦沢
央

雑誌に掲載した 5 作
品を単行本にまとめ
る際、似た表現を避
けるために練り直し
たメモ。

137 印刷物 『神の悪手』初校ゲラ 新潮社蔵

エピローグ

138 雑誌 「Number」将棋特集号 個人蔵

1010 号（2020 年
9 月 17 日 ）、1018
号（2021 年 1 月 21
日）、1044 号（2022
年 2 月 3 日）。

　将棋に魅せられた作家たち

139 その他 江戸川乱歩旧蔵将棋駒
（無銘・3 種類）

立教大学江戸川乱
歩記念大衆文化研
究センター蔵

140 その他 尾崎一雄旧蔵将棋駒 神奈川近代文学館
蔵 ※

141 その他 尾崎一雄　日本将棋連盟
二段免状

1971年
10 月1日

神奈川近代文学館
蔵

免状に署名をしてい
る加藤一二三八段

（当時）が自宅まで届
けてくれ、その際に
記念に一局指したと
いう。

142 写真パネル 将棋を指す中島敦 データ提供：神奈
川近代文学館

143 その他 中島敦旧蔵将棋駒 神奈川近代文学館
蔵 ※

144 直筆物
中島敦創作ノート
断片三十八「聴初汎夜想曲」
漢詩ほか

神奈川近代文学館
蔵

ノートの所々に棋譜
が書かれている。

145 パネル
古沢太穂　俳句

「いま若き」「響かせて」
「将棋びと」「駒ひびかす」

1975-76 年

出典は『古沢太穂全
集』（2013 年　新俳
句人連盟）。初出は

「将棋」。

146 印刷物 古沢太穂・花村元司対局棋譜
（複写）

1969 年
9 月 29 日

神奈川近代文学館
蔵

飛車落ちで対局した
もの。

147 パネル 岡野大嗣　短歌「ねばらずに」
「窓辺から」「将棋盤と」

出典は『サイレンと
犀』（2014 年　書肆
侃侃房）。

148 パネル 穂村弘　短歌「新緑の」
出典は『水中翼船炎
上中』（2018 年　講
談社）。

149 パネル
朝吹真理子　第五十九期 王
座戦二次予選決勝 第五局観
戦記（抜粋）

出典は 2011 年 4 月
8 日 -19 日「日本経
済新聞　夕刊」。
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150 パネル 高橋弘希　第七十七期名人戦
七番勝負第一局観戦記（抜粋）

出典は 2019 年 4 月
13 日「朝日新聞」。

151 パネル 芦沢央　第七十八期名人戦七
番勝負第一局観戦記（抜粋）

出 典 は 2020 年 6
月 22 日「毎日新聞　
夕刊」。

152 パネル
柚月裕子　第九十二期ヒュー
リック杯棋聖戦五番勝負第一
局観戦記（抜粋）

出典は 2021 年 6 月
10 日「産経新聞」。

展示風景




