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囲
碁
の
起
源
を
た
ど
る
と
、
発
祥
地
は

お
そ
ら
く
中
国
、
成
立
の
時
期
は
不
明
と

さ
れ
る
も
の
の
、
と
て
つ
も
な
く
長
い
歴

史
を
持
つ
こ
と
は
確
か
で
す
。
黒
と
白
の

石
を
交
互
に
置
く
19
×
19
目
の
碁
盤
は
、

気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
局
面
の
変
化
を
は

ら
ん
で
お
り
、
あ
た
か
も
小
宇
宙
が
そ
こ

に
あ
る
か
の
よ
う
で
す
。

　

囲
碁
に
関
連
す
る
言
葉
や
故
事
も
数

え
き
れ
な
い
ほ
ど
存
在
し
ま
す
。
例
え

ば
「
捨
て
石
」「
一
目
置
く
」「
白
黒
つ
け

る
」、
さ
ら
に
は
「
死
活
問
題
」
や
「
八
百

長
」
な
ど
も
囲
碁
に
由
来
す
る
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
三
国
志
に
は
、
関か
ん
う羽

が
腕
に
受

け
た
矢
の
毒
を
骨
か
ら
削
り
取
る
と
い
う

荒
療
治
を
受
け
る
際
、
常
人
な
ら
気
絶
す

る
ほ
ど
の
激
痛
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
囲
碁
を
打
ち
つ
つ
平
然
と
凌し
の

い
だ
と

い
う
豪
傑
ぶ
り
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
我
が
国
で
は
幕
末
薩
摩
の
下
級
藩
士

だ
っ
た
若
き
日
の
大
久
保
利
通
が
、
囲
碁

を
通
し
て
権
力
者
島
津
久
光
に
近
づ
き
、

そ
れ
を
契
機
に
才
腕
を
い
か
ん
な
く
発
揮

し
て
、
つ
い
に
維
新
の
大
業
を
成
し
遂
げ

た
と
い
う
話
も
有
名
で
す
。

　

日
本
に
過
去
幾
多
の
名
人
が
現
れ
ま
し

た
が
、
中
で
も
本ほ
ん
い
ん
ぼ
う
ど
う
さ
く

因
坊
道
策
（
江
戸
前
期
、

現
在
の
大
田
市
仁
摩
町
馬
路
出
身
）
や
本

因
坊
秀し
ゅ
さ
く策

（
江
戸
後
期
、
尾
道
市
因
島
出

身
）
は
そ
の
圧
倒
的
強
さ
か
ら
「
碁
聖
」
と

呼
ば
れ
ま
す
。
し
か
し
、
視
野
を
世
界
に

広
げ
た
と
き
、
別
格
の
大
功
労
者
と
い
え

る
の
が
益
田
市
高
津
出
身
の
本
因
坊
薫く
ん
わ和

こ
と
岩
本
薫
で
す
。「
原
爆
下
の
対
局
」
で

も
名
高
い
第
3
期
本
因
坊
戦
を
制
し
て
棋

界
の
頂
点
を
極
め
た
だ
け
で
な
く
、
そ
れ

ま
で
ほ
ぼ
東
ア
ジ
ア
だ
け
の
嗜
み
で
あ
っ

た
囲
碁
を
世
界
的
競
技
と
す
る
た
め
、
私

費
を
投
じ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
北
米
、
南
米

に
次
々
と
拠
点
を
築
い
た
か
ら
で
す
。

　

平
成
11
年
11
月
29
日
に
97
歳
で
亡
く

な
っ
た
岩
本
薫
に
対
し
、
益
田
市
は
そ
の

後
名
誉
市
民
の
称
号
を
贈
り
ま
し
た
。
ま

た
、
市
制
施
行
60
周
年
と
な
る
平
成
24
年

に
は
大
田
市
、
尾
道
市
な
ど
全
国
の
囲
碁

ゆ
か
り
の
市
町
の
代
表
を
招
い
て
囲
碁
サ

ミ
ッ
ト
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

没
後
20
年
を
迎
え
る
こ
の
秋
、
日
本
棋

院
益
田
支
部
で
は
高
津
公
民
館
の
一
角
に

顕
彰
碑
を
建
立
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
に
刻
ま

れ
る
本
因
坊
薫
和
本
人
の
筆
跡
に
よ
る

「
囲
碁
を
世
界
に
」
の
ペ
ン
文
字
は
、
そ
の

情
熱
を
も
っ
と
も
強
く
注
い
だ
事
績
を
端

的
に
表
す
6
字
と
い
え
ま
す
。

　

萩
市
須
佐
歴
史
民
俗
資
料
館
で
は
、

9
月
7
日
㈯
か
ら
11
月
24
日
㈰
ま
で
、

企
画
展
「
旦だ
ん
な那
様
が
や
っ
て
き
た
〜
益

田
か
ら
須
佐
へ 

近
世
益
田
家
の
幕
明

け
〜
」が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。「
旦
那

様
」
と
は
益
田
氏
の
こ
と
で
、
須
佐
で

は
江
戸
時
代
の
領
主
と
し
て
親
し
ま
れ

て
い
ま
す
。
本
連
載
で
は
、
益
田
氏
と

須
佐
の
関
係
を
紹
介
し
ま
す
。

　　

益
田
氏
と
須
佐
の
関
わ
り
が
古
文
書

に
表
れ
る
の
は
、
周す
お
う防

・
長な
が
と門

（
山
口

県
）
の
大
名
大お
お
う
ち内

氏
の
滅
亡
直
前
の
こ

と
で
す
。
弘こ
う
じ治
2
（
1
5
5
6
）
年
頃
、

大
内
氏
最
後
の
当
主
義よ
し
な
が長

と
そ
の
重
臣

内
藤
隆た
か
よ世

が
益
田
藤ふ
じ
か
ね兼

に
宛
て
て
、
須

佐
郷
・
多た
ま万

郷
（
田
万
川
）
と
小お
が
わ川

郷
の

う
ち
鍋な
べ
や
ま山

を
預
け
て
い
ま
す
。
大
内
氏

は
毛
利
氏
や
吉
見
氏
の
侵
攻
を
受
け
、

滅
亡
の
危
機
に
あ
り
ま
し
た
。
さ
ら
に

益
田
氏
ま
で
離
反
し
て
は
困
る
と
い
う

こ
と
で
、
益
田
氏
が
希
望
し
た
こ
れ
ら

の
地
を
預
け
た
よ
う
で
す
。

　

結
局
、
大
内
氏
は
滅
亡
し
、
益
田
氏

は
長
門
国
阿あ
ぶ
ぐ
ん

武
郡
（
山
口
県
北
部
）
の

沿
岸
部
を
支
配
下
に
お
さ
め
ま
し
た
。

　

阿
武
郡
沿
岸
に
は
日
本
海
交
易
を
進

め
る
上
で
重
要
な
港
が
多
く
あ
り
ま
し

た
。
こ
の
頃
、平ひ
ら
ど戸

（
長
崎
県
平
戸
市
）

の
大
名
松ま
つ
ら浦

隆た
か
の
ぶ信

は
、
益
田
氏
の
有
力

な
一
族
益
田
兼か
ね
た
か貴

に
宛
て
て
、
交
易
上

の
協
力
関
係
の
締
結
の
申
し
入
れ
を
快

諾
し
、
須
佐
や
江え
さ
き崎
に
船
を
送
っ
た
際

に
は
便
宜
を
は
か
っ
て
ほ
し
い
と
依
頼

し
て
い
ま
す
。
須
佐
が
重
要
な
港
だ
と

い
う
認
識
が
九
州
の
大
名
に
も
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
重
要
な
須
佐
で
す
が
、

永え
い
ろ
く禄
5（
1
5
6
2
）年
に
、益
田
氏
が

毛
利
氏
の
援
軍
と
し
て
尼あ
ま
ご子

氏
方
の

三み
す
み隅

氏
の
板い
た
い
が
わ

井
川
城（
美
都
町
板
井
川
）

を
攻
略
し
た
隙
に
、
吉
見
氏
に
よ
っ
て

落
と
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

こ
う
し
て
益
田
氏
と
須
佐
の
関
係
は

い
っ
た
ん
途
切
れ
て
し
ま
い
ま
す
が
、

益
田
氏
と
須
佐
は
江
戸
時
代
以
前
か
ら

関
わ
り
が
あ
り
ま
し
た
。
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