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た
く
さ
ん
の
茶
碗
を
一
気
に
持

ち
上
げ
る
技
、
首
を
斬
っ
た
雀

を
再
び
飛
び
去
ら
せ
る
技
、
紙

を
燃
や
し
て
も
焦
げ
な
い
技
な

ど
―
　
全
部
で
　
種
類
も
の
人

３３

を
驚
か
せ
る
技
を
紹
介
し
、
中

・
下
巻
で
タ
ネ
を
図
入
り
で
解

き
明
か
し
て
い
ま
す
。
大
方
は

ト
リ
ッ
ク
を
用
い
た
手
品
の
類

い
で
す
が
、
中
に
は
数
学
理
論

を
応
用
し
た
数
当
て
や
、
空
気

圧
や
静
電
気
な
ど
を
う
ま
く
使

っ
た
「
お
も
し
ろ
科
学
実
験
」

の
よ
う
な
技
も
含
ん
で
い
ま
す
。

　
忘
年
会
や
ク
リ
ス
マ
ス
会
を

は
じ
め
、
何
か
と
宴
会
の
多
い

こ
の
季
節
、
余
興
の
ネ
タ
に
お

困
り
の
方
は
ぜ
ひ
岩
瀬
文
庫
へ

ど
う
ぞ
。
江
戸
時
代
仕
込
み
の

手
妻
な
ど
、
い
か
が
で
す
か
？

　
江
戸
時
代
、
遊
び
に
も
真
剣
に
興
じ
て
上
手
に
場
を
盛
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
 粋
 

い
き

な
大
人
の
条
件
の
一
つ
で
し
た
。
そ
の
た
め
さ
ま
ざ
ま
な
遊
び
の
ル
ー
ル
ブ
ッ
ク
や

酒
席
の
座
興
の
ハ
ウ
ツ
ー
本
な
ど
が
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
本
書
も
そ
の
う
ち
の
一

つ
、
寛
政
　
年
（
１
７
９
９
）
年
に
 離
  夫
 と
い
う
人
物
（
詳
細
は
不
明
）
に
よ
っ
て

り
 
ふ

１１

刊
行
さ
れ
た
、
お
座
敷
な
ど
で
披
露
す
る
手
妻
（
手
品
）
の
指
南
書
で
す
。

　
上
・
中
・
下
の
３
巻
か
ら
成
っ
て
お
り
、
ま
ず
上
巻
で
手
妻
の
い
ろ
い
ろ
　
―
手

を
触
れ
ず
に
 煙
管
 を
く
る
く
る
回
す
技
、
 徳
  利
 の
口
か
ら
水
を
噴
き
出
さ
せ
る
技
、

き
 
せ
 
る
 

と
っ
 く
り

 盃
  席
  玉
  手
  妻
 

は
い
 
せ
き
 
た
ま
 
て
 
づ
ま

（
　
―
　
）
３
冊
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古
墳
時
代
終
末
期
に
な
る
と
、

古
墳
に
埋
葬
さ
れ
る
者
は
小
さ
な

集
落
単
位
の
有
力
者
に
ま
で
拡
大

し
、
古
墳
が
密
集
し
て
築
か
れ
ま

し
た
。
面
積
１
・
　
挨
の
佐
久
島

７６

で
は
　
基
の
古
墳
が
全
島
域
に
分

４６

布
し
、
昭
和
　
年
に
、
南
山
大
学

４１

に
よ
っ
て
５
基
の
古
墳
の
石
室
実

測
と
山
の
神
塚
古
墳
の
発
掘
調
査

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
発
掘
調
査
さ
れ
た
山
の
神
塚
古

墳
は
直
径
約
　
ｍ
の
円
墳
で
、
全

１２

長
８
・
８
ｍ
の
 擬
  似
 

ぎ
 
じ

 両
 

り
ょ
う

 袖
  式
 の
横

そ
で
 し
き

穴
式
石
室
は
、
玄
室
（
奥
室
）
が

緩
や
か
な
胴
張
り
形
を
呈
す
る
複

室
構
造
で
、
奥
室
・
前
室
・
 羨
 道

え
ん

は
 立
 

り
っ

 柱
 

ち
ゅ
う

 石
 に
よ
っ
て
区
切
ら
れ
て

せ
き

い
ま
す
。
玄
室
内
部
に
は
佐
久
石

で
造
ら
れ
た
組
み
合
わ
せ
 石
  棺
 を

せ
っ
 か
ん

置
き
、
そ
の
周
囲
に
は
多
く
の
 須
 
す

 恵
  器
 、
 耳
  環
 １
点
、
 臼
  玉
 １
点
が

え
 
き
 

じ
 
か
ん
 

う
す
 だ
ま

副
葬
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
築
造
時

期
は
出
土
遺
物
に
よ
っ
て
７
世
紀

後
半
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
秋
葉
山
一
号
墳
は
、
奥
壁
が
多

段
積
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
竪
穴
系

横
口
式
石
室
と
推
定
さ
れ
、
本
古

墳
群
で
最
も
古
い
も
の
で
す
。
そ

の
他
の
古
墳
は
い
ず
れ
も
直
径
　１０

ｍ
前
後
の
小
規
模
な
円
墳
で
、
単

室
構
造
の
横
穴
式
石
室
を
設
け
て

い
ま
す
。
 石
  垣
 一
号
墳
、
平
地
一

し
 
が
け

号
墳
、
平
古
三
号
墳
の
石
室
は
、

強
い
胴
張
り
形
を
呈
し
、
平
地
一

号
墳
、
平
古
三
号
墳
で
は
玄
室
と

羨
道
が
立
柱
石
に
よ
っ
て
区
切
ら

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
平
古
三
号
墳

に
は
佐
久
石
の
組
み
合
わ
せ
石
棺

が
置
か
れ
て
い
ま
し
た
。
平
古
五

号
墳
は
玄
室
の
長
さ
が
５
ｍ
を
超

え
、
無
袖
式
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
古
墳
は
７
世
紀
代
に

築
造
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

平
坦
地
が
わ
ず
か
な
島
に
数
多
く

の
古
墳
が
立
地
す
る
こ
と
は
、
三

河
湾
を
生
活
の
拠
点
と
し
海
上
交

通
を
支
配
し
た
集
団
が
存
在
し
、

後
に
は
「
 折
  島
  海
  部
 」
と
な
っ
て

さ
く
 し
ま
 
あ
 
ま

天
皇
家
に
 贄
 を
献
上
し
た
た
め
と

に
え

思
わ
れ
ま
す
。

▼

写
真
は
「
 葛
篭
 へ
入
り

つ
 
づ
 
ら

 紐
 を
結
び
封
を
す
る
に
、
中
な
る
人

ひ
も

自
由
に
抜
け
出
ず
る
」
と
い
う
大
技
。
お
客
の
中
に
仕
込
ん
だ

協
力
者
と
、
２
人
掛
か
り
で
大
脱
出
に
挑
み
ま
す
。


