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技
に
魅
了
さ
れ
た
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あ
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二
十
七
年
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二
月
末
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俄
か
に
信
憑
性
が
あ
る
よ
う
に
思
え
て
き
た
。 

帰
り
に
竹
林
寺
山
天
文
台
と
遥
照
山
に
案
内
し
て
頂
き
眼
下
に
拡
が
る
瀬
戸
内
海
を
見
て
帰
路
に
つ
い
た
。 

と
こ
ろ
で
、
阿
倍
晴
明
の
登
場
す
る
作
品
を
演
じ
た
役
者
は
野
村
萬
斎
等
多
く
い
る
が
何
と
言
っ
て
も 

昨
年
ア
イ
ス
ス
ケ
ー
ト
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
フ
ィ
ギ

ュ
ア
フ
リ
ー
で
陰
陽
師
の
世
界
を
完
成
さ
せ
た
羽
生
選
手
の 

演
技
に
魅
了
さ
れ
た

一
人
で
あ
る
。 

 

昭
和
十
五
年
頃
麓
の
桃
や
陸
稲
の
土
地
不
足
解
消
の
為
に
、
約
五
十
戸
が
入
植
し
た
そ
う
で
あ
る
が 

今
は
石
化
金
雀
枝
や
黄
金
桧
葉
等
の
花
卉
栽
培
を
続
け
て
い
る
。 

し
か
し
戸
数
も
半
減
し
分
教
場
も
閉
鎖
さ
れ
て
い
た
。
山
頂
に
は
顕
彰
碑
、
晴
明
神
社
、
観
測
跡
が
あ
る
。 

竹
林
寺
山
天
文
台
の
近
く
の
阿
部
山
で
日
本
史
上
屈
指
の
陰
陽
師
が
天
体
観
測
を
し
た
と
い
う
伝
説
が 

俄
か
に
信
憑
性
が
あ
る
よ
う
に
思
え
て
き
た
。 

 

昼
は
地
元
の

「

 

田
口
う
ど
ん
」
で
腹
拵
え
を
し
て
、
天
台
宗
の
古
刹
明
王
院
に
立
ち
寄
り
そ
の
後 

平
安
時
代
の
有
名
な
陰
陽
師
、
阿
倍
晴
明
が
、
天
体
観
測
の
た
め
に
居
を
構
え
た
と
い
う
言
い
伝
え 

か
ら

「

 

阿
部
山
」
と
名
付
け
ら
れ
た
山
を
目
指
し
た
。
こ
の
山
は

一
八
八
セ
ン
チ
反
射
望
遠
鏡
の
あ
る 

国
立
天
文
台
岡
山
天
体
物
理
観
測
所
の
竹
林
寺
山
の
す
ぐ
西
に
位
置
す
る
。 

 

紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
に
浅
口
市
鴨
方
地
方
の
寒
そ
う
め
ん
の
門
干
し
が
あ
る
。 

一
度
見
た
い
と
思
い
民
ク
の
川
上
氏
に
頼
み
農
家
を
友
達
と
訪
れ
た
。 

 

晴
天
と
水
に
恵
ま
れ
た
鴨
方
で
は
明
治
の
頃
か
ら
盛
ん
に
作
ら
れ
て
を
り
、
朝
の
二
時
頃
か
ら 

粉
を
機
械
に
入
れ
て
煉

っ
た
も
の
を
、
箸
を
使
っ
て
二
メ
ー
ト
ル
近
く
ま
で
延
ば
し
て
い
き
門
干
に 

す
る
。
あ
ざ
や
か
な
手
つ
き
に
感
心
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。 
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Ｊ
Ｒ
岡
山
駅
前
の
地
下
街
か
ら
市
内
電
車
の
乗
り
場

へ
行
く
通
路
の
壁
に
、
県
下
の
観
光
地
が 

紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
に
浅
口
市
鴨
方
地
方
の
寒
そ
う
め
ん
の
門
干
し
が
あ
る
。 

冬
の
風
物
詩

「

 

門
干
し
」
と
陰
陽
師
ゆ
か
り
の
山
を
行
く 


