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は
じ
め
に

❶
本
稿
の
目
的

❷
民
俗
学
が
対
象
と
す
る
競
技
お
よ
び
相
撲

❸
近
世
末
期
以
降
の
神
事
相
撲
と
興
行
相
撲
組
織

❹
ア
マ
チ
ュ
ア
相
撲
と
素
人
相
撲

❺
結
語

　

昨
今
、
日
本
の
相
撲
、
特
に
大
相
撲
や
ア
マ
チ
ュア
相
撲
の
動
態
は
、
相
撲
に
付
与
さ
れ
た
「
国
技
」

と
い
う
呼
称
、
お
よ
び
そ
れ
に
付
随
し
て
共
有
さ
れ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
を
揺
る
が
し
つつ
あ
る
。
大
相
撲
に

お
け
る
外
国
人
力
士
の
台
頭
、
ア
マ
チ
ュ
ア
相
撲
に
よ
る
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
正
式
種
目
登
録
へ
の
動
き
な
ど
、

選
手
構
成
、
組
織
の
運
営
方
針
や
競
技
の
形
態
な
ど
の
多
様
な
展
開
が
そ
の
大
き
な
要
因
の
ひ
と
つ
で
あ

る
。
そ
の一方
、
力
士
の
人
間
性
や
所
作
な
ど
に
つい
て
は
、
宗
教
的
な
言
説
を
基
盤
と
し
た一種
の
様
式

美
と
さ
れ
、「
品
格
」、「
品
位
」
と
いっ
た
言
説
と
絡
み
合
い
な
が
ら
、「
日
本
の
伝
統
的
競
技
」
の
代

表
的
な
も
の
、
つ
ま
り
「
国
技
」
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
要
因
と
な
って
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
民
俗
学
に
お
け
る
相
撲
研
究
で
は
、
相
撲
の
「
国
技
」
た
る
「
品
格
」
を
保
証
す
る
よ

う
な
、
相
撲
の
宗
教
儀
礼
と
し
て
の
側
面
の
み
を
照
射
し
、
そ
れ
以
外
の
側
面
に
つい
て
あ
ま
り
語
ら
れ

て
き
て
い
な
い
。
そ
こ
に
は
、民
俗
学
固
有
と
も
い
え
る
事
例
の
選
別
や
、言
及
の
指
向
が
存
在
し
て
お
り
、

さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
、
民
俗
学
は
相
撲
の
み
な
ら
ず
、
競
技
を
競
技
と
し
て
対
象
化
し
て
こ
な
か
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　

本
稿
で
は
ま
ず
、
民
俗
学
に
お
け
る
競
技
に
つい
て
の
言
及
を
振
り
返
り
、
そ
の
固
有
と
も
い
え
る
指

向
を
検
討
す
る
。
次
い
で
北
陸
地
方
で
行
な
わ
れ
て
い
る
神
事
相
撲
の
事
例
を
通
し
て
、
対
象
と
す
る

事
例
を
拡
大
し
て
検
討
す
る
こ
と
で
、
民
俗
学
で
の
競
技
に
対
す
る
、
よ
り
開
か
れ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
の
構

築
に
寄
与
し
た
い
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
神
事
相
撲
、
ア
マ
チ
ュア
相
撲
、
伝
統
的
競
技
、
外
来
ス
ポ
ー
ツ
、
近
代
化
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は
じ
め
に

　

現
在
日
本
の
相
撲
は
、
例
え
ば
、
寺
社
の
祭
礼
に
伴
っ
て
実
施
さ
れ
る
奉
納
相
撲
、

女
性
に
よ
る
新
相
撲
、
学
校
や
企
業
の
相
撲
部
な
ど
に
よ
る
学
生
相
撲
や
実
業
団
相

撲
、
そ
し
て
大
相
撲
、
と
い
っ
た
よ
う
に
、
参
与
す
る
人
々
の
性
別
や
所
属
す
る
組

織
、
そ
し
て
開
催
さ
れ
る
場
所
や
管
轄
組
織
な
ど
に
よ
っ
て
細
分
化
さ
れ
て
い
る
。

　

新
田
一
郎
に
よ
る
と
、
相
撲
と
い
う
語
は
当
初
、
語
義
的
に
は
「
あ
ら
そ
う
こ
と
」

「
あ
ら
が
う
こ
と
」
と
い
っ
た
、「
特
定
の
様
式
の
格
闘
競
技
で
は
な
く
、
格
闘
一
般

な
い
し
技
芸
一
般
を
意
味
す
る
漢
語
で
あ
っ
た
」
と
い
う
〔
新
田 

一
九
九
四
：
一
二

│
一
三
〕。
多
様
な
事
象
を
包
含
す
る
に
至
っ
た
現
在
の
相
撲
は
、
個
々
の
事
象
の

担
い
手
の
属
性
と
歴
史
的
系
譜
か
ら
、
大
き
く
三
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
考

え
る

）
1
（

。

　

ま
ず
、
相
撲
を
生
業
と
す
る
人
々
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
、
興
業
相
撲
が
あ
る
。

寺
社
へ
の
金
銭
等
の
寄
進
を
目
的
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
勧
進
相
撲
が
、
次
第

に
そ
の
目
的
が
営
利
を
目
的
と
し
て
恒
常
的
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で

あ
り
、
こ
の
相
撲
が
現
在
の
大
相
撲
へ
と
連
な
っ
て
い
る
。

　

次
い
で
、
明
治
期
に
学
生
や
文
士
な
ど
に
よ
る
、
ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ
ー
ツ
組
織
・

団
体
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
、
現
在
の
学
生
相
撲
や
実
業
団
相
撲
へ
と
連
な
っ
て
い
く

ア
マ
チ
ュ
ア
相
撲
が
あ
る
。
こ
の
相
撲
は
現
在
、
学
生
や
一
般
社
会
人
な
ど
に
よ
っ

て
担
わ
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
三
つ
目
に
、
草
相
撲
、
野
相
撲
、
奉
納
相
撲
な
ど
と
よ
ば
れ
、
地
方
の
神

事
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
り
、
そ
の
余
興
と
し
て
実
施
さ
れ
て
き
た
相
撲
が
あ
る
。

先
の
二
種
の
相
撲
が
現
在
、
そ
れ
ぞ
れ
日
本
相
撲
協
会
（
大
相
撲
を
管
轄
）、
日
本

相
撲
連
盟
（
学
生
や
実
業
団
等
に
よ
る
ア
マ
チ
ュ
ア
相
撲
を
管
轄
）
と
い
う
全
国
的

な
組
織
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
相
撲
は
お
こ
な
わ
れ
る
地
域

の
人
々
、
お
よ
び
組
織
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る

）
2
（

。
本
稿
で
主
と
し
て
取
り
上
げ
る

相
撲
は
こ
の
第
三
の
相
撲
で
あ
り
、
こ
れ
を
新
田
一
郎
や
池
田
雅
雄
ら
の
先
行
研
究

に
倣
い
、
素
人
相
撲
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

　

こ
の
素
人
相
撲
に
つ
い
て
は
、
他
の
芸
能
な
ど
の
よ
う
に
、
神
事
な
ど
に
際
し
て

奉
納
さ
れ
る
相
撲
、
相
撲
の
所
作
自
体
が
神
事
の
不
可
欠
の
要
素
と
な
っ
て
い
る
相

撲
の
二
つ
に
大
き
く
分
け
ら
れ
る
と
い
う

）
3
（

〔
宇
佐
美 

二
〇
〇
二
：
四
〇
四
、
新
田 

一

九
九
四
：
六
〇
〕。
他
の
芸
能
な
ど
と
同
様
に
余
興
と
し
て
人
び
と
に
供
さ
れ
る
も
の
、

神
事
と
し
て
演
劇
的
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
も
の
、
ひ
い
て
は
相
撲
の
所
作
を
モ

チ
ー
フ
と
し
た
舞
な
ど
、
相
撲
と
い
う
名
称
を
用
い
る
も
の
の
、
必
ず
し
も
我
々
が

イ
メ
ー
ジ
す
る
一
種
の
格
闘
競
技
と
し
て
の
相
撲
で
は
な
い
よ
う
な
事
例
も
含
ま
れ

る
。

　

昨
今
、
日
本
の
相
撲
、
特
に
大
相
撲
や
ア
マ
チ
ュ
ア
相
撲
の
動
態
は
、
相
撲
に
付

与
さ
れ
た
「
国
技
」
と
い
う
固
有
の
呼
称
、
お
よ
び
そ
れ
に
付
随
し
て
共
有
さ
れ
て

い
る
イ
メ
ー
ジ
を
揺
る
が
し
つ
つ
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
大
相
撲
に
お
け
る

外
国
人
力
士
の
台
頭
、
ア
マ
チ
ュ
ア
相
撲
に
よ
る
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
正
式
種
目
登
録
へ

の
動
き
な
ど
、
選
手
構
成
、
組
織
の
運
営
方
針
や
競
技
の
形
態
な
ど
、
グ
ロ
ー
バ
ル

な
展
開
を
み
せ
て
い
る
。
そ
の
一
方
、
力
士
の
人
間
性
や
所
作
な
ど
に
つ
い
て
は
、

宗
教
的
言
説
付
け
を
基
盤
と
し
た
一
種
の
様
式
美
と
さ
れ
、「
品
格
」、「
品
位
」と
い
っ

た
言
説
と
絡
み
合
い
な
が
ら
、「
日
本
の
伝
統
的
競
技
」
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て

位
置
付
け
ら
れ
る
傾
向
も
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
現
在
日
本
の
国
技
と
さ
れ
、
伝
統
的
競
技
と
さ
れ
る
相
撲
と
い

う
言
葉
が
指
す
事
象
は
非
常
に
多
様
で
あ
り
、
そ
の
語
か
ら
想
起
さ
れ
、
そ
の
語
に

投
影
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
も
一
様
で
は
な
い
。

❶
本
稿
の
目
的

　

本
稿
は
、
民
俗
学
に
お
い
て
競
技
が
ど
の
よ
う
に
対
象
と
さ
れ
て
き
た
か
に
つ
い

て
再
検
討
し
、
民
俗
学
の
視
座
か
ら
競
技
を
対
象
化
す
る
方
途
に
つ
い
て
、
相
撲
の
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事
例
か
ら
考
察
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
競
技
の
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
る
競
技
や
相
撲
と
い
う
語
や
事
例
は
、
民

俗
学
独
自
の
用
語
や
対
象
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
民
俗
学
が
こ
れ
ら
を
対
象

と
し
て
学
問
の
俎
上
に
あ
げ
る
と
き
、
民
俗
学
固
有
と
も
い
え
る
事
例
の
選
別
や
、

言
及
の
指
向
が
介
在
し
て
き
た
と
考
え
る
。

　

民
俗
学
に
お
い
て
対
象
と
さ
れ
て
き
た
相
撲
の
事
例
は
、
主
と
し
て
先
の
三
つ
の

区
分
に
お
け
る
「
素
人
相
撲
」
に
該
当
す
る
。
主
と
し
て
、
と
い
う
よ
り
も
こ
の
種

の
相
撲
の
み
を
対
象
と
し
て
き
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は

一
様
に
共
同
体
内
の
年
中
行
事
と
し
て
、
年
占
、
予
祝
、
鎮
魂
等
の
宗
教
儀
礼
の
一

種
で
あ
る
（
あ
る
い
は
、
か
つ
て
は
そ
う
で
あ
っ
た
）
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う

な
言
及
の
傾
向
は
、
相
撲
に
限
ら
ず
、
競
馬
や
綱
引
き
と
い
っ
た
競
技
が
民
俗
学
の

対
象
と
さ
れ
る
際
に
、
共
通
し
て
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
専
業
者
に

よ
る
競
技
や
明
治
期
に
移
入
さ
れ
た
外
来
ス
ポ
ー
ツ

）
4
（

な
ど
は
民
俗
学
の
対
象
と
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
。

　

そ
こ
に
は
、
民
俗
学
に
お
け
る
「
近
代
化
」
に
対
す
る
消
極
的
な
評
価
が
反
映
さ

れ
て
い
る
と
考
え
る
。
岩
本
通
弥
は
、
民
俗
学
で
は
「「
伝
統
」
は
変
化
し
な
い
安

定
的
で
醇
厚
素
朴
な
も
の
、
そ
れ
に
対
し
「
近
代
」
は
そ
れ
を
喪
失
・
阻
害
さ
せ
る

も
の
」
と
い
う
構
図
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
〔
岩
本 
一
九
九
八
：
二
二
〕。

こ
の
よ
う
な
構
図
が
競
技
に
対
す
る
言
及
に
垣
間
見
え
る
記
述
と
し
て
、
昭
和
四
三

年
（
一
九
六
八
）
に
雄
山
閣
よ
り
出
版
さ
れ
た
、『
近
代
日
本
風
俗
史 
六　

ス
ポ
ー

ツ
と
娯
楽
』
の
「
結
語
」
に
お
い
て
、
和
歌
森
太
郎
は
明
治
以
降
の
百
年
間
に
お
け

る
ス
ポ
ー
ツ
や
娯
楽
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
て
い
る
。

　
「
ス
ポ
ー
ツ
に
し
て
も
、
娯
楽
に
し
て
も
、
学
校
教
育
が
画
一
化
し
て
い
っ

た
よ
う
に
、
画
一
的
に
類
型
化
し
て
し
ま
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
近
代
以

前
ま
で
の
伝
承
的
な
、
村
人
の
遊
び
ご
と
や
競
技
の
持
つ
味
わ
い
は
、
だ
ん
だ

ん
に
魅
力
を
喪
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
点
で
は
、
伝
統
的
な
も
の
が
、
西
洋
欧
米

的
な
も
の
に
屈
服
し
て
い
っ
た
過
程
で
あ
る
。」〔
和
歌
森 

一
九
六
八
：
二
六
七
〕

　

こ
の
よ
う
な
認
識
が
下
敷
き
と
な
り
、
阿
南
透
が
民
俗
学
で
運
動
会
が
対
象
と
さ

れ
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
挙
げ
て
い
る
よ
う
に
、「
外
来
文
化
の
土
着
化
」、「
学
校

行
事
」
と
い
っ
た
超
地
域
的
で
あ
っ
た
り
、
画
一
化
を
促
す
よ
う
な
要
因
へ
の
無
関

心
と
い
っ
た
、
民
俗
学
特
有
と
も
い
え
る
、
競
技
に
対
す
る
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
が
形
成

さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
〔
阿
南 

二
〇
〇
七
：
二
〕。

　

本
稿
で
は
上
記
の
課
題
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
ひ
と
つ
の
試
み
と
し
て
、
既
存
の

競
技
研
究
の
枠
組
み
に
お
い
て
共
同
体
の
祈
願
の
場
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と

が
多
か
っ
た
素
人
相
撲
の
事
例
に
つ
い
て
、
特
に
明
治
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
の

時
期
に
焦
点
を
あ
わ
せ
て
検
討
す
る
。
そ
の
際
に
ま
ず
、
そ
の
土
地
で
ど
の
よ
う
な

形
式
や
ル
ー
ル
で
も
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
、
競
技
と
し
て
の
形
式

的
特
徴
に
着
目
す
る
。
さ
ら
に
そ
の
素
人
相
撲
が
、
他
の
相
撲
（
ア
マ
チ
ュ
ア
相
撲

や
興
行
相
撲
）
も
含
む
相
撲
の
歴
史
的
な
動
態
、
あ
る
い
は
競
技
体
系
の
動
態
と
、

い
か
な
る
影
響
関
係
に
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
。
ま
た
、
本
稿
で
取
り

上
げ
る
神
事
相
撲
は
、
先
の
素
人
相
撲
の
二
種
に
お
け
る
、
寺
社
の
祭
礼
に
お
い
て

奉
納
さ
れ
、
余
興
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
相
撲
で
あ
る
。
後
に
提
示
す

る
よ
う
に
、
素
人
相
撲
の
事
例
を
み
て
い
く
と
、
明
治
以
降
、
む
し
ろ
積
極
的
に
共

同
体
外
部
、
こ
こ
で
は
ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
の
相
撲
や
職
業
相
撲
、
と
の

接
触
に
よ
る
人
的
交
流
や
形
式
の
変
容
な
ど
が
な
さ
れ
て
き
た
様
相
が
み
と
め
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
消
極
的
な
評
価
を
与
え
ら
れ
て
き
た
、「
近
代
」
と

い
う
時
期
の
動
態
に
焦
点
を
当
て
、
対
象
と
す
る
事
例
を
拡
大
し
て
検
討
す
る
こ
と

で
、
競
技
に
対
す
る
よ
り
開
か
れ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
の
構
築
に
寄
与
し
た
い
。
そ
こ
で

以
下
に
ま
ず
、
民
俗
学
に
お
け
る
競
技
、
お
よ
び
競
技
の
ひ
と
つ
で
あ
る
相
撲
が
、

ど
の
よ
う
に
言
及
さ
れ
、
位
置
付
け
ら
れ
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
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❷
民
俗
学
が
対
象
と
す
る
競
技
お
よ
び
相
撲

　

民
俗
学
に
お
い
て
、
い
か
に
相
撲
が
対
象
化
さ
れ
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
、
そ
の

議
論
の
変
遷
を
戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
一
九
三
〇
年
代
か
ら
五
〇
年
代
、
次
い

で
一
九
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
、
そ
し
て
一
九
九
〇
年
代
以
降
と
、
そ
の
議
論
の

推
移
を
大
き
く
三
期
に
分
け
て
概
観
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
民
俗
学
の
代
表
的
な
辞

典
な
い
し
は
事
典
三
点
に
お
け
る
「
相
撲
」
の
項
目
の
記
述
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期

の
民
俗
学
に
お
け
る
相
撲
の
議
論
の
指
標
と
み
な
し
、
同
時
代
の
論
考
と
併
せ
て
検

討
し
て
い
く
。

■
一
九
四
〇
年
代
か
ら
一
九
五
〇
年
代

　

ま
ず
、
民
俗
学
研
究
所
の
編
纂
に
よ
っ
て
昭
和
二
六
年
（
一
九
五
一
）
に
東
京
堂

出
版
か
ら
出
版
さ
れ
た
、『
民
俗
学
辞
典
』
で
の
「
競
技
」
の
項
を
取
り
上
げ
る
。

　

辞
典
に
は
、
分
類
項
目
表
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
競
技
は
そ
の
表
中
の
「
信
仰
」

の
項
に
記
載
さ
れ
、
流
鏑
馬
、
競
馬
、
綱
引
、
相
撲
、
賭
博
が
同
じ
項
目
に
列
記
さ

れ
て
い
る
。
以
下
に
「
競
技
」
の
項
の
重
要
と
思
わ
れ
る
箇
所
に
つ
い
て
抜
粋
し
て

引
用
す
る
。

　
「
廣
い
意
味
の
遊
戲
に
入
る
が
、
技
を
競
い
勝
負
を
決
す
る
を
目
的
と
す
る

點
で
一
般
の
遊
戲
と
異
な
つ
て
い
る
。
し
か
し
遊
戲
と
同
じ
く
神
事
か
ら
起
こ

つ
た
も
の
が
多
い
。
殊
に
年
占
行
事
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
が
、
宗
敎
的

意
味
を
失
つ
て
單
な
る
娯
樂
と
し
て
殘
つ
て
い
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
ネ
ッ

キ
や
ハ
マ
の
よ
う
な
兒
童
の
す
る
競
技
も
も
と
は
神
社
の
祭
日
に
す
る
年
占
の

祭
儀
で
あ
つ
た
。
相
撲
・
綱
引
・
競
馬
・
競
舟
の
如
き
も
普
通
の
競
技
と
し
て

の
他
に
眞
面
目
な
神
事
と
し
て
今
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。﹇
中
略
：
筆
者
﹈

弓
術
は
現
在
も
武
藝
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
が
、
農
民
の
間
で
は
早
く
か

ら
神
事
の
ひ
と
つ
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。
四
國
や
九
州
で
百
手
祭
、
諸
地

方
で
的
射
の
神
事
と
い
つ
て
い
る
の
は
、
た
い
て
い
少
年
が
射
手
と
な
つ
て
大

き
な
的
を
射
る
こ
と
で
あ
る
。
部
落
か
ら
代
表
者
が
出
て
、
あ
た
つ
た
村
が
神

の
思
召
し
に
か
な
つ
た
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
年
の
仕
合
わ
せ
が
約
束
さ
れ
る
も

の
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。」〔
三
〇
八
│
三
〇
九
〕

　

次
い
で
、
同
辞
典
の
「
相
撲
」
の
項
を
抜
粋
し
て
引
用
す
る
。

　
「
今
で
は
單
な
る
競
技
か
職
業
的
な
興
行
物
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
本
來

は
神
事
と
關
係
深
い
も
の
で
あ
つ
た
。
宮
廷
で
は
初
秋
の
行
事
と
し
て
相
撲
節

會
が
お
こ
な
わ
れ
、
諸
国
か
ら
秀
手
を
集
め
、
宮
廷
を
中
心
と
し
て
國
を
東
西

に
分
ち
、
い
ず
れ
が
豊
年
で
あ
る
か
を
占
つ
た
も
の
で
あ
る
。」〔
三
〇
八
〕

　

辞
典
の
記
述
か
ら
、
競
技
全
般
は
神
事
に
起
源
を
有
し
、
そ
れ
は
特
に
共
同
体
の

信
仰
に
基
づ
く
年
占
行
事
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
い
う
認
識
、
そ
し
て
宗
教

的
意
味
の
喪
失
に
よ
っ
て
娯
楽
へ
と
零
落
し
て
い
っ
た
と
い
う
図
式
が
見
て
取
れ

る
。

　
『
民
俗
学
辞
典
』に
は
、各
項
目
に
つ
い
て
執
筆
者
の
名
前
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。

後
に
井
之
口
章
次
に
よ
っ
て
執
筆
者
一
覧
が
公
表
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
井
之
口

は
執
筆
者
の
記
載
が
な
い
点
に
つ
い
て
、「『
民
俗
学
辞
典
』
に
は
各
項
目
の
執
筆
者

の
記
載
が
な
い
。
す
べ
て
の
責
任
を
研
究
所
が
負
う
と
い
う
姿
勢
で
あ
る
。
も
と
も

と
学
術
用
語
を
選
定
す
る
趣
旨
で
編
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
編
集
委
員
に
よ
る
添
削

も
多
い
。
執
筆
者
を
公
開
す
る
必
要
が
な
い
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ

て
い
る
〔
井
之
口 

一
九
八
一
ａ
、
一
九
八
二
ｂ
〕。

　

つ
ま
り
こ
の
辞
典
の
刊
行
自
体
が
、
民
俗
学
を
学
問
と
し
て
立
ち
上
げ
る
過
程
に

お
い
て
、
そ
こ
で
使
用
さ
れ
る
用
語
、
あ
る
い
は
対
象
と
さ
れ
る
事
象
を
策
定
す
る

作
業
の
一
環
で
あ
り
、
井
之
口
が
「
す
べ
て
の
責
任
を
研
究
所
が
負
う
」、
あ
る
い
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は
「
編
集
委
員
に
よ
る
添
削
も
多
い
」
と
述
べ
た
よ
う
に
、
辞
典
の
記
述
に
は
民
俗

学
研
究
所
、
ひ
い
て
は
辞
典
の
監
修
を
担
っ
た
柳
田
の
意
向
が
強
く
反
映
さ
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
事
実
、
項
目
に
よ
っ
て
は
柳
田
の
著
書
・
論
文
を
要
約
し
て
記

載
さ
れ
た
も
の
も
あ
っ
た
〔
井
之
口 

一
九
八
一
ａ
、
一
九
八
二
ｂ
〕。
そ
こ
で
以
下
に
、

柳
田
の
競
技
に
対
す
る
言
及
を
確
認
し
て
お
く
。

　
「
祈
願
祈
禱
を
専
ら
と
し
怪
力
を
神
授
と
考
へ
、
部
落
互
ひ
に
技
を
競
ふ
他

に
、
常
に
運
勢
の
強
弱
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
を
認
め
て
居
た
の
は
、
背
後
に
大

い
に
賴
む
と
こ
ろ
の
氏
神
、
里
の
神
の
御
威
光
が
あ
つ
た
爲
で
、
し
か
も
彼
ら

は
信
心
の
未
熟
に
由
つ
て
之
を
傷
つ
け
ん
こ
と
を
畏
れ
て
居
た
の
で
あ
る
。」

〔
柳
田
一
九
六
八
（
初
出
：
一
九
一
五
）：
一
七
一
〕

　
「
我
國
在
來
の
運
動
競
技
は
殆
と
其
全
部
が
此
種
祭
の
日
の
催
し
始
ま
つ
て

居
る
。
後
に
相
撲
や
競
馬
の
や
う
に
、
信
仰
行
事
の
外
に
出
て
し
ま
つ
た
も
の

も
あ
る
が
、
其
痕
跡
は
な
ほ
幽
か
に
、
た
と
へ
ば
角
力
場
の
太
鼓
や
ボ
ン
デ
ン
、

さ
て
は
ト
ウ
ザ
イ
ト
ウ
ザ
イ
の
言
葉
な
ど
に
も
見
出
さ
る
ゝ
の
み
か
、
他
の
一

方
に
は
又
各
地
の
小
さ
な
御
社
の
祭
の
行
事
と
し
て
、
や
ゝ
零
落
し
た
姿
で
残

留
し
て
居
る
。」〔
柳
田
一
九
六
九
（
初
出
：
一
九
四
二
）：
二
四
四
〕

　

実
際
に
「
競
技
」
と
「
相
撲
」
の
項
目
を
執
筆
し
た
の
は
柳
田
の
高
弟
の
一
人
で

あ
る
大
藤
時
彦
で
あ
っ
た
が
、
辞
典
の
記
述
と
柳
田
の
論
考
に
は
同
様
の
言
及
の
な

さ
れ
方
が
さ
れ
て
お
り
、
柳
田
の
立
論
が
辞
典
、
ひ
い
て
は
学
界
の
認
識
と
し
て
共

有
さ
れ
て
い
た
様
子
が
見
て
取
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
時
期
の
競
技
、
お
よ
び
相
撲
に

対
す
る
認
識
は
、
そ
の
後
の
民
俗
学
に
お
け
る
競
技
、
相
撲
を
対
象
と
す
る
際
の
常

套
句
と
し
て
引
き
継
が
れ
て
い
く
。

■
一
九
六
〇
年
代
か
ら
一
九
七
〇
年
代

　

次
に
、
大
塚
民
俗
学
会
の
編
纂
に
よ
り
、
昭
和
四
七
年
（
一
九
七
二
）
に
弘
文
堂

よ
り
刊
行
さ
れ
た
『
日
本
民
俗
事
典
』
の
「
競
技
」
の
項
を
概
観
す
る
（
以
下
一
九

九
四
年
の
縮
刷
版
か
ら
の
引
用
）。「
競
技
」
は
、「
芸
能
伝
承
」
の
一
項
目
と
し
て
、

芸
能
、
遊
戯
、
娯
楽
、
民
謡
と
同
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　
「
集
団
あ
る
い
は
個
人
で
身
体
的
な
技
を
競
う
こ
と
。
は
じ
め
は
信
仰
行
事

で
占
い
と
し
て
行
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
人
為
的
な
規
則
（
ル
ー
ル
）
を
つ

く
り
、
そ
れ
を
守
っ
て
競
技
を
行
な
う
習
慣
は
わ
が
国
で
も
古
く
か
ら
あ
る
。

﹇
中
略
：
筆
者
﹈
明
治
時
代
に
は
、
欧
米
化
の
風
潮
が
ス
ポ
ー
ツ
に
も
影
響
し
、

欧
米
で
生
れ
た
ス
ポ
ー
ツ
が
ぞ
く
ぞ
く
入
っ
て
き
た
。
本
来
、
身
心
を
鍛
え
る

意
味
が
強
か
っ
た
体
育
も
、
興
味
か
ら
の
導
入
と
し
て
競
技
が
多
く
取
り
入
れ

ら
れ
る
と
、
勝
負
に
目
標
を
置
く
風
潮
も
あ
ら
わ
れ
、
ま
た
そ
れ
を
見
る
だ
け

に
止
ま
る
人
た
ち
も
多
く
な
っ
て
い
る
。」〔
一
九
六
〕

　

競
技
の
起
源
に
つ
い
て
神
意
を
占
う
も
の
で
あ
る
と
す
る
記
述
は『
民
俗
学
辞
典
』

と
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、「
人
為
的
な
規
則
（
ル
ー
ル
）
を
つ
く
り
、
そ
れ
を
守
っ

て
競
技
を
行
な
う
習
慣
は
わ
が
国
で
も
古
く
か
ら
あ
る
」
と
い
う
記
述
に
お
い
て
、

競
技
に
つ
い
て
の
視
点
の
拡
が
り
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
項
目
の
著
者
が
小
笠
原
清
信

で
あ
り
、
彼
自
身
が
弓
道
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
、
項
目
の
記
述
が
変
化
し
た
一

要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
次
い
で
以
下
に
、「
相
撲
」
の
項
目
を
抜
粋
し
て
引
用

す
る
。

　
「
多
く
の
民
俗
競
技
と
同
様
、
相
撲
も
神
事
、
特
に
年
占
と
結
び
つ
く
と
こ

ろ
が
あ
っ
た
。
そ
の
起
源
神
話
と
し
て
有
名
な
野
見
宿
祢
と
当
麻
蹴
速
と
の
相

撲
は
、
垂
仁
天
皇
7
年
7
月
7
日
に
あ
っ
た
と
『
日
本
書
記
』
が
記
す
通
り
、

七
夕
と
の
関
連
で
相
撲
が
行
な
わ
れ
る
意
味
の
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

天
平
6
年
（734

）
か
ら
始
ま
っ
た
律
令
国
家
に
お
け
る
相
撲
節
会
も
、
そ
の
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７
月
７
日
に
行
な
わ
れ
、以
後
こ
れ
を
原
則
と
す
る
定
め
で
あ
っ
た
。
七
夕
は
、

盆
の
前
提
と
な
る
行
事
の
日
で
あ
り
、水
浴
び
の
潔
斎
を
も
な
さ
れ
る
関
係
で
、

カ
ッ
パ
に
対
す
る
供
養
を
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
水
神
の
精
霊
と
し
て
の
河
童

に
相
撲
を
取
っ
て
供
養
す
る
、
独
り
相
撲
の
型
が
一
種
の
舞
と
し
て
行
な
わ
れ

た
よ
う
で
、
相
舞
と
称
す
る
の
が
相
撲
の
古
語
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
も
と
に
な

り
、
水
神
祭
の
折
り
に
、
そ
の
年
の
後
半
の
稔
り
の
豊
凶
を
そ
の
前
で
占
う
年

占
と
し
て
２
人
が
相
対
し
て
力
技
を
競
う
相
撲
が
行
な
わ
れ
る
に
至
っ
た
。
相

撲
節
会
で
も
東
西
（
左
右
）
各
20
名
を
、
諸
国
か
ら
選
び
徴
収
し
て
、
東
日
本
・

西
日
本
の
豊
凶
如
何
を
占
う
意
義
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。民
俗
的
相
撲
は
、

こ
う
し
て
神
事
相
撲
と
し
て
、
各
地
の
神
社
祭
礼
に
伴
う
に
至
り
京
都
府
下
な

ど
に
は
宮
座
の
頭
屋
が
こ
れ
を
行
な
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。﹇
中
略
：
筆
者
﹈
神
事

相
撲
も
近
代
で
は
、
祭
礼
余
興
の
宮
相
撲
と
な
り
、
子
ど
も
ら
に
委
ね
ら
れ
た

感
が
あ
る
。」

　
「
相
撲
」
の
項
に
お
い
て
は
、『
民
俗
学
辞
典
』
に
引
き
続
き
、
相
撲
が
「
多
く
の

民
俗
競
技
と
同
様
」、
か
つ
て
は
年
占
の
神
事
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
と
い
う

記
述
が
み
ら
れ
る
。
特
に
起
源
神
話
や
相
撲
節
会
に
お
い
て
相
撲
が
お
こ
な
わ
れ
た

時
期
、
七
夕
と
の
関
連
が
強
調
さ
れ
、
年
中
行
事
の
ひ
と
つ
と
し
て
相
撲
が
位
置
付

け
ら
れ
る
。
同
時
に
、
記
紀
神
話
か
ら
相
撲
節
会
を
経
て
、「
民
俗
的
相
撲
」、
す
な

わ
ち
各
地
の
神
社
祭
礼
に
伴
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
相
撲
が
、
七
夕
の
年
占
儀
礼
と
い

う
解
釈
を
軸
と
す
る
連
続
性
が
見
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
民
俗
学
辞
典
』
同
様

に
宗
教
儀
礼
が
次
第
に
世
俗
化
し
て
余
興
と
な
る
と
い
う
図
式
も
こ
の
事
典
の
記
述

か
ら
伺
え
る
。
こ
の
項
目
は
和
歌
森
太
郎
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
後

述
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
和
歌
森
の
民
俗
学
的
競
技
観
と
も
よ
べ
る
も
の
が
、
多
分

に
反
映
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

こ
の
事
典
の
発
刊
の
前
後
に
は
、
民
俗
学
の
講
座
を
冠
す
る
書
籍
に
お
い
て
、
競

技
に
つ
い
て
言
及
し
た
論
考
が
散
見
さ
れ
る
。
昭
和
三
五
年
（
一
九
六
〇
）
に
和
歌

森
太
郎
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
、
弘
文
堂
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
民
俗
文
学
講
座　

第
三

巻
』
に
は
、
上
記
の
事
典
の
編
集
委
員
で
も
あ
っ
た
直
江
広
治
に
よ
っ
て
「
祭
と
競

技
」
と
い
う
論
考

）
5
（

が
あ
る
。
次
い
で
、
大
間
知
篤
三
ら
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
、
平
凡

社
よ
り
昭
和
三
七
年
（
一
九
六
二
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
日
本
民
俗
学
大
系　

第
九
巻
』

に
は
、
田
原
久
に
よ
っ
て 

「
競
技
・
娯
楽
」
と
い
う
論
考
が
示
さ
れ
て
い
る

）
6
（

。
そ
し

て
昭
和
五
一
年
（
一
九
七
六
）
に
は
、
和
歌
森
太
郎
の
編
纂
に
よ
る
『
日
本
民
俗
学

講
座 

四 

芸
能
伝
承
』
に
お
い
て
、
和
歌
森
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
「
競
技
と
遊
戯
」

と
い
う
論
考
が
あ
る

）
7
（

。

　

直
江
は
、「
現
在
わ
れ
わ
れ
の
身
近
に
見
ら
れ
る
競
技
の
多
く
は
、
い
わ
ゆ
る
ス

ポ
ー
ツ
と
し
て
明
治
以
降
欧
米
か
ら
移
植
さ
れ
、
学
校
体
育
を
地
盤
と
し
て
発
展
し

て
き
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
の
近
代
競
技
に
対
し
て
、
伝
統

的
な
競
技
の
中
に
は
、
祭
り
の
際
の
信
仰
行
事
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
も
の
が
少

な
く
な
い
」
と
し
て
、「
発
生
の
当
初
に
お
い
て
は
、
祭
り
の
神
事
と
し
て
、
信
仰

行
事
で
あ
っ
た
も
の
が
、し
だ
い
に
独
立
し
た
競
技
と
し
て
分
化
し
て
き
た
道
筋
を
」

た
ど
る
こ
と
が
、「
他
国
に
く
ら
べ
て
日
本
で
な
ら
ば
、
跡
づ
け
る
こ
と
が
ま
だ
可

能
で
あ
る
」
と
す
る
。〔
直
江 

一
九
六
〇
：
三
三
七
、
三
四
二
〕

　

田
原
は
、
直
江
と
同
様
に
、「
日
本
の
伝
承
的
な
競
技
は
一
般
の
遊
戲
と
同
じ
く
、

信
仰
行
事
か
ら
発
し
て
い
る
も
の
が
多
い
」、
と
し
な
が
ら
も
、「
と
は
い
う
も
の
の
、

今
日
み
る
日
本
の
競
技
は
必
ず
し
も
そ
れ
か
ら
一
連
の
系
列
を
な
し
て
発
展
し
て
来

た
も
の
で
は
な
く
、
民
間
に
残
る
信
仰
行
事
的
な
も
の
の
ほ
か
に
、
上
代
貴
族
の
公

事
的
な
も
の
、
中
世
武
士
の
武
術
的
な
も
の
、
さ
ら
に
近
代
欧
米
風
な
ス
ポ
ー
ツ
な

ど
が
、
不
連
続
に
錯
雑
伝
流
し
て
、
今
日
の
社
会
に
そ
の
断
面
を
見
せ
て
い
る
の
で

あ
る
。
し
か
も
、
今
日
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
行
わ
れ
る
近
代
競
技
は
、
陸
上
競
技
に
し

ろ
、
水
泳
に
し
ろ
、
ま
た
球
技
に
し
ろ
、
ま
っ
た
く
西
欧
風
の
も
の
の
移
入
で
、
在

来
の
日
本
競
技
と
は
全
然
異
質
の
も
の
で
あ
る
」、
と
し
て
い
る
〔
田
原 

一
九
六
二
：

二
八
三
、
二
八
四
〕。
さ
ら
に
田
原
は
、
競
技
を
発
生
史
的
分
類
（
民
間
の
年
占
行
事
、

上
代
貴
族
的
な
も
の
、
中
世
武
術
的
な
も
の
、
近
世
庶
民
的
な
も
の
）、
機
能
的
分
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類
（
体
力
競
技
、
技
術
競
技
、
動
物
競
技
、
物
く
ら
べ
、
賭
博
的
な
雑
戯
）
と
に
類

別
し
て
い
る
〔
田
原 

一
九
六
二
：
二
八
六
│
二
八
八
〕。

 

そ
し
て
和
歌
森
は
、
民
俗
学
の
対
象
と
す
る
競
技
に
つ
い
て
、
先
に
示
し
た
論
考

に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
民
間
伝
承
と
し
て
、
常
識
的
に
競
技
の
概
念
を
も
っ
て
と
ら
え
得
る
も
の

が
い
ろ
い
ろ
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
伝
承
地
で
「
時
」
を
定
め
て
、
年
中
行
事

的
に
繰
り
返
し
て
い
る
も
の
だ
け
を
、
こ
の
学
問
対
象
と
し
て
の
競
技
の
範
疇

に
入
れ
、
他
の
、
時
あ
る
い
は
と
こ
ろ
も
構
わ
ず
伝
え
て
き
た
競
技
に
つ
い
て

は
、
娯
楽
の
範
疇
に
入
れ
て
扱
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」〔
和
歌
森 

一
九
七
六
：

一
一
七
〕

　
「
近
代
の
西
洋
文
明
と
と
も
に
導
入
さ
れ
た
ス
ポ
ー
ツ
以
前
の
競
技
で
あ
る
。

ま
た
前
近
代
以
来
、
日
本
の
地
で
行
わ
れ
て
い
る
競
技
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を

興
行
と
し
て
、
人
び
と
か
ら
料
金
を
と
っ
て
見
物
さ
せ
る
業
種
の
一
つ
に
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
競
技
を
除
外
す
る
。
た
と
え
ば
競
馬
に
し
て
も
、
相
撲
に
し

て
も
、
船
の
競
漕
に
し
て
も
、
営
業
す
る
興
行
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
か
ら
後
の

段
階
の
そ
れ
に
関
し
て
は
、
研
究
対
象
と
は
し
な
い
。
し
か
し
い
ず
れ
も
、
近

代
以
前
か
ら
の
日
本
の
常
民
生
活
と
と
も
に
伝
承
し
て
き
た
競
技
で
は
あ
る
か

ら
、
そ
れ
ぞ
れ
が
専
業
者
が
お
こ
な
う
以
前
の
、
あ
る
い
は
専
業
者
が
生
ま
れ

て
か
ら
で
も
そ
れ
以
外
の
、
一
般
的
な
地
域
社
会
で
の
伝
承
の
な
か
に
あ
っ
た

限
り
の
競
技
に
つ
い
て
は
考
察
す
る
。﹇
下
線
：
筆
者
﹈」〔
和
歌
森 

一
九
七
六
：

一
六
六
〕

　

事
典
の
記
述
や
田
原
の
論
考
に
お
い
て
は
、
競
技
は
神
事
を
起
源
と
し
て
「
一
連

の
系
列
」
を
経
て
き
た
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
多
系
的
に
展
開
さ
れ
た
も
の
と
し

て
見
据
え
る
視
点
の
一
端
が
垣
間
見
え
た
。
し
か
し
相
撲
に
つ
い
て
は
、
和
歌
森
太

郎
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
民
俗
学
に
お
け
る
競
技
の
位
置
付
け
が
、
多
分
に
反
映
さ
れ

言
及
が
な
さ
れ
て
い
た
。

■
一
九
九
〇
年
代
以
降

　

最
後
に
、
平
成
一
一
年
（
一
九
九
九
）
に
福
田
ア
ジ
オ
ら
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
、

吉
川
弘
文
館
よ
り
刊
行
さ
れ
た
『
日
本
民
俗
大
辞
典
』
の
競
技
の
項
を
以
下
に
確
認

す
る
。

　
「
一
定
の
規
則
に
も
と
づ
い
て
技
を
競
い
合
い
、
勝
ち
負
け
を
決
め
る
も
の
。

広
義
に
は
、
そ
の
よ
う
な
技
を
競
う
も
の
ば
か
り
で
な
く
、
集
団
あ
る
い
は
個

人
に
よ
っ
て
競
わ
れ
る
す
べ
て
の
行
為
を
含
め
る
。
競
技
が
単
な
る
遊
び
と
異

な
る
の
は
、
通
常
の
世
界
の
秩
序
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
何
ら
か
の
人
為
的
な

規
則
を
作
り
、
そ
の
規
則
に
従
っ
て
勝
敗
を
決
め
る
点
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

﹇
中
略
：
筆
者
﹈
競
技
は
娯
楽
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
興
味
深
い

こ
と
に
日
本
の
多
く
の
祭
礼
に
お
い
て
、
競
争
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
ば
し
ば

そ
の
勝
敗
は
年
占
と
し
て
、そ
の
年
の
収
穫
や
吉
凶
を
占
う
の
に
用
い
ら
れ
た
。

た
と
え
ば
綱
引
き
は
小
正
月
の
行
事
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
し
、
相
撲
、

競
べ
馬
、
神
輿
の
競
争
、
流
鏑
馬
な
ど
も
祭
礼
に
お
い
て
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て

い
る
。﹇
中
略
：
筆
者
﹈
偶
然
に
よ
る
競
技
で
は
勝
敗
が
自
己
の
技
量
で
左
右
で

き
な
い
た
め
、
神
意
に
運
命
を
託
す
と
い
う
面
白
さ
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

明
治
期
に
入
る
と
欧
米
か
ら
ス
ポ
ー
ツ
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
導
入
さ
れ
た
。」〔
四
八

四
│
四
八
五
〕

　
『
日
本
民
俗
大
辞
典
』
の
競
技
の
項
に
お
い
て
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
競
技
は

娯
楽
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
興
味
深
い
こ
と
に
日
本
の
多
く
の
祭
礼

に
お
い
て
、
競
争
が
行
わ
れ
て
い
る
」、
と
あ
る
よ
う
に
、
競
技
の
宗
教
的
側
面
の

み
に
拘
泥
す
る
こ
と
な
く
、
よ
り
広
い
視
覚
か
ら
競
技
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
次
い
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で
、
勝
敗
の
偶
然
性
を
「
神
意
に
運
命
を
託
す
面
白
さ
」
と
し
て
い
る
こ
と
が
注
目

さ
れ
る
。
こ
の
項
目
を
執
筆
し
た
の
が
ホ
イ
ジ
ン
ガ
や
カ
イ
ヨ
ワ
の
「
遊
び
」
に
関

す
る
議
論
を
継
承
し
、
発
展
さ
せ
た
人
類
学
者
の
青
柳
ま
ち
こ
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
民
俗
学
の
事
典
に
お
い
て
、
娯
楽
と
し
て
の

競
技
へ
の
言
及
の
み
な
ら
ず
、「
面
白
さ
」
と
い
う
観
点
か
ら
言
及
が
な
さ
れ
て
い

る
と
い
う
点
は
、
こ
れ
ま
で
の
競
技
に
対
す
る
見
解
か
ら
の
大
き
な
転
換
で
あ
る
と

い
え
る
。

　

一
方
で
、
同
事
典
に
お
け
る
「
相
撲
」
の
項
目
を
み
て
み
る
と
、
項
目
の
担
当
が

宗
教
民
俗
学
者
の
山
田
知
子
で
あ
っ
た
こ
と
に
依
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る

が
、
相
撲
の
宗
教
的
側
面
に
着
目
し
た
記
述
な
さ
れ
て
い
る
。
長
文
で
あ
る
た
め
、

抜
粋
し
て
要
約
す
る
と
、「
現
行
の
相
撲
に
は
大
相
撲
の
よ
う
な
競
技
相
撲
の
ほ
か

に
祭
儀
相
撲
が
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
た
の
ち
、
相
撲
の
「
し
こ
」
が
宗
教
者
に
よ
る

反
閉
と
結
び
つ
け
ら
れ
、「
悪
霊
鎮
送
の
呪
的
動
作
」と
し
て
解
釈
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

「
悪
霊
を
払
う
力
が
強
け
れ
ば
強
い
ほ
ど
大
き
な
神
の
恩
寵
が
得
ら
れ
る
と
い
う
信

仰
か
ら
呪
力
と
体
力
が
同
一
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
力
競
べ
が
始
ま
り
、
次
第
に

競
技
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
し
か
し
そ
の
呪
術
性
ゆ
え
に
農
作
物
の
豊
凶
を
占
う
年
占

や
雨
乞
、
地
鎮
に
も
用
い
ら
れ
、
朝
廷
の
節
会
の
行
事
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
」
と
い
う
見
解
へ
と
至
っ
て
い
る
〔
九
一
九
〕。
こ
の
よ
う
に
、
競

技
が
対
象
化
さ
れ
る
際
に
は
、
そ
の
宗
教
的
側
面
は
相
対
化
さ
れ
る
に
至
っ
た
が
、

相
撲
に
お
い
て
は
、
宗
教
的
な
側
面
に
注
目
し
た
事
例
に
対
す
る
言
及
の
さ
れ
方
が

引
き
継
が
れ
て
い
る
。

　
『
日
本
民
俗
大
辞
典
』
が
刊
行
さ
れ
た
平
成
一
一
年
（
一
九
九
九
）
に
は
、『
講
座

　

日
本
の
民
俗
学
八
芸
術
と
娯
楽
の
民
俗
』
が
刊
行
さ
れ
て
い
る

）
8
（

。
こ
の
本
の
目
次

に
は
「
競
技
と
遊
び
・
娯
楽
」
と
い
う
章
が
あ
り
、
こ
の
章
に
収
録
さ
れ
た
四
つ
の

論
考
は
、「
遊
び
と
娯
楽
」、「
力
と
対
立
の
競
技
」、「
こ
と
ば
遊
び
」、「
こ
と
ば
遊
び
」

と
あ
り
、
い
ず
れ
も
遊
び
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
「
遊
び
」
の
要
素
に
着
目
し
た
論

考
で
あ
る
〔（
順
に
香
川
、
上
野
、
伊
藤
、
飯
嶋
）
い
ず
れ
も
小
松
・
野
本 

一
九
九
九
〕。

小
松
は
そ
の
「
総
説
」
に
お
い
て
、
民
俗
学
で
は
「「
楽
し
み
」
や
「
快
楽
」
に
焦

点
を
合
わ
せ
て
「
民
俗
」
を
統
合
的
・
総
合
的
に
理
解
し
よ
う
と
は
し
て
こ
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
綱
引
き
や
相
撲
も
、神
事
・
信
仰
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
さ
れ
ス
ポ
ー

ツ
（
娯
楽
）
と
い
う
観
点
か
ら
は
、ほ
と
ん
ど
考
察
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
っ

て
い
い
だ
ろ
う
﹇
カ
ッ
コ
内
：
著
者
﹈」
と
述
べ
て
い
る
〔
小
松 

一
九
九
九
：
一
六
│

一
七
〕。

　

つ
ま
り
『
日
本
民
俗
大
辞
典
』
が
発
刊
さ
れ
た
二
〇
〇
〇
年
前
後
に
は
、
民
俗
学

に
お
い
て
、
競
技
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
ひ
と
つ
と
し
て
、「
遊
び
」
や
「
娯
楽
」

と
い
っ
た
視
点
が
、
こ
れ
ま
で
の
宗
教
儀
礼
的
言
及
に
代
替
す
る
も
の
と
し
て
提
示

さ
れ
始
め
た
と
い
え
る
。
阿
南
透
は
、
民
俗
学
に
お
け
る
競
技
研
究
に
つ
い
て
、「
あ

る
時
期
か
ら
信
仰
と
関
連
づ
け
て
研
究
し
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
し
、
前
掲

し
た
、
一
九
九
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
講
座　

日
本
の
民
俗
学
八
芸
術
と
娯
楽
の
民

俗
』
に
所
収
さ
れ
た
上
野
誠
に
よ
る
「
力
と
対
立
の
競
技
」
と
い
う
綱
引
き
を
事
例

と
し
た
論
考
を
挙
げ
、
こ
の
時
期
に
至
り
、「
信
仰
か
ら
の
脱
却
を
志
向
す
る
に
至
っ

た
」
と
述
べ
て
い
る

）
9
（

〔
阿
南 

二
〇
〇
七
：
二
│
三
〕。
し
か
し
同
時
に
、「
し
か
し
そ

の
方
向
性
を
継
承
し
た
研
究
が
続
出
す
る
状
況
に
は
な
い
」
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る

〔
阿
南 

二
〇
〇
七
：
三
〕。

　

民
俗
学
の
代
表
的
な
辞
典
な
い
し
は
事
典
三
点
に
お
け
る
、
競
技
お
よ
び
相
撲
に

つ
い
て
の
記
述
を
中
心
に
議
論
の
展
開
を
概
観
し
て
い
く
と
、
民
俗
学
が
競
技
を
対

象
化
す
る
際
の
傾
向
と
そ
の
変
遷
が
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
ま
ず
、
勝
敗

の
偶
然
性
を
神
意
と
み
な
す
信
仰
に
基
づ
い
た
、
村
落
の
年
中
行
事
の
ひ
と
つ
と
し

て
競
技
が
定
位
さ
れ
る
。
こ
の
位
置
づ
け
は
一
九
六
〇
年
か
ら
七
〇
年
に
か
け
て
の

競
技
に
対
す
る
民
俗
学
の
議
論
に
よ
っ
て
焦
点
化
さ
れ
、
そ
の
後
の
競
技
全
般
に
対

す
る
言
及
に
お
い
て
典
型
化
し
て
い
く
。
九
〇
年
代
以
降
は
、
競
技
に
対
す
る
宗
教

的
な
側
面
の
み
へ
の
注
目
か
ら
、
娯
楽
性
や
観
賞
性
へ
と
視
点
を
移
行
し
、
信
仰
行

事
と
い
う
分
脈
か
ら
祭
礼
や
芸
能
と
い
っ
た
分
脈
へ
と
再
定
位
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、競
技
の
事
例
を
よ
り
広
く
捉
え
る
こ
と
を
目
指
す
ア
プ
ロ
ー
チ
が
提
示
さ
れ
る
。
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し
か
し
相
撲
に
つ
い
て
は
、
依
然
と
し
て
宗
教
的
側
面
へ
の
言
及
に
留
ま
っ
て
き
た

と
い
え
る
。

　

項
目
執
筆
担
当
者
に
注
目
し
て
み
て
も
、「
競
技
」
に
つ
い
て
は
、
民
俗
学
者
に

留
ま
ら
ず
他
分
野
の
研
究
者
に
よ
っ
て
記
述
が
担
当
さ
れ
て
き
た
が
、「
相
撲
」
に

つ
い
て
は
民
俗
学
者
に
よ
っ
て
の
み
記
述
が
な
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
点
か
ら
も
、
相

撲
に
対
す
る
言
及
に
変
化
が
み
ら
れ
ず
、
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
の
民
俗
学
と
し

て
の
競
技
に
対
す
る
認
識
や
対
象
の
選
定
が
、「
相
撲
」
に
適
用
さ
れ
て
き
た
と
見

な
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

競
技
の
中
で
も
特
に
、
こ
の
よ
う
な
位
置
に
据
え
置
か
れ
て
き
た
相
撲
の
事
例
と

し
て
、
こ
れ
ま
で
年
占
の
行
事
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
、
石
川

県
羽
咋
市
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
唐
戸
山
神
事
相
撲
の
事
例
を
検
討
す
る
。

❸
近
世
末
期
以
降
の
神
事
相
撲
と
興
行
相
撲
組
織

　

一　

唐
戸
山
神
事
相
撲

　

ま
ず
、
素
人
相
撲
の
一
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
る
、
唐
戸
山
神
事
相
撲
の
概
要
に

つ
い
て
以
下
に
示
す
。

　

能
登
半
島
基
部
の
西
側
に
位
置
す
る
石
川
県
羽
咋
市
で
は
、毎
年
九
月
二
五
日
に
、

市
内
唐
戸
山
相
撲
場
に
て
唐
戸
山
神
事
相
撲
と
い
う
相
撲
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
唐
戸

山
神
事
相
撲
が
お
こ
な
わ
れ
る
石
川
県
は
、
神
事
相
撲
の
よ
う
な
祭
礼
を
伴
っ
た
相

撲
の
み
な
ら
ず
、
学
生
相
撲
等
の
ア
マ
チ
ュ
ア
相
撲
も
非
常
に
盛
ん
で
あ
り
、
大
相

撲
に
も
力
士
を
多
数
輩
出
し
て
い
る
地
域
で
あ
る
。

　

唐
戸
山
神
事
相
撲
は
、
日
本
書
紀
の
記
述
中
で
、
野
見
宿
禰
と
當
麻
蹴
速
に
相
撲

を
取
ら
せ
た
と
い
わ
れ
る
、
第
十
一
代
垂
仁
天
皇
の
皇
子
、
現
在
の
羽
咋
神
社
の
祭

神
・
磐
衡
別
命

）
10
（

が
常
に
若
者
た
ち
を
集
め
て
武
勇
を
養
い
、
ま
た
力
の
優
れ
た
人
を

招
き
相
撲
を
取
ら
せ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
遺
徳
を
慕
っ
て
、
磐
衡
別
命
の
命
日

九
月
二
五
日
に
北
陸
各
地
か
ら
力
自
慢
の
若
者
が
唐
戸
山
に
集
ま
り
、
相
撲
を
取
っ

た
の
が
こ
の
神
事
相
撲
の
始
ま
り
と
さ
れ
る
。
ま
た
こ
の
磐
衡
別
命
の
墳
墓
を
築
く

際
に
、現
在
の
唐
戸
山
相
撲
場
が
あ
る
地
の
土
を
使
用
し
た
と
い
う
い
わ
れ
が
あ
り
、

そ
の
た
め
、
現
在
こ
の
相
撲
場
は
す
り
鉢
状
に
く
ぼ
ん
で
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
神
事
相
撲
は
、
二
千
年
の
歴
史
を
有
す
る
と
い
う
の
が
こ
の
神
事
相
撲
の

キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、『
羽
咋
市
史 

中
世
・
寺
社
編
』
に
よ
る

と
、「
明
治
四
年
の
石
城
別
王
墓
書
上
帳
に
は 

、
毎
年
八
月
二
五
日
於
唐
戸
山
角
力

御
坐
候
、
里
俗
是
ヲ
報
徳
宴
唱
来
候
、
但
是
ノ
角
力
者
、
応
永
度
始
候
由
、
干
今
、

羽
咋
郡
半
郡
休
日
、
一
同
群
参
、
の
ご
と
く
応
永
度
（
一
三
九
四
〜
一
四
二
八
）
よ

り
始
め
ら
れ
た
も
の
だ
と
す
る
が
、
そ
の
詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
」
と
い
う
記
述
に

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
起
源
は
明
確
で
は
な
い

）
11
（

。
下
谷
内
ら
に
よ
る
と
、
少
な
く

と
も
文
献
資
料
に
よ
っ
て
遡
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
の図１　唐戸山神事相撲力士参加地域
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『
能
登
名
跡
志
』
に
あ
る
、「
本
念
寺
に
て
、
東
方
の
一
向
宗
の
觸
頭
也
。
此
御
坊
の

報
恩
講
の
時
、
毎
年
八
月
廿
五
日
唐
戸
山
と
云
所
に
て
、
角
力
あ
り
、
群
集
賑
敷
事

也
。」
と
い
う
記
述
で
あ
る
と
い
う 〔
下
谷
内
・
谷
釜 

一
九
九
三
：
八
〕。

　

主
管
は
現
在
、
石
川
県
羽
咋
市
の
羽
咋
神
社
が
担
当
し
て
い
る
。
主
催
は
、
羽
咋

市
、
羽
咋
市
商
工
会
、
羽
咋
神
社
の
氏
子
会
、
お
よ
び
商
店
街
な
ど
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
た
唐
戸
山
相
撲
協
会
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
。
唐
戸
山
相
撲
協
会
は
こ
の
神
事

相
撲
の
た
め
の
組
織
で
あ
り
、会
長
は
羽
咋
市
長
が
担
当
し
て
い
る
。
こ
の
組
織
は
、

後
に
ふ
れ
る
よ
う
な
ア
マ
チ
ュ
ア
相
撲
組
織
と
は
異
な
る
。
運
営
資
金
の
総
額
は
平

成
三
年
（
一
九
九
一
）
当
時
の
報
告
に
よ
る
と
、「
三
〇
〇
万
〜
三
五
〇
万
円
。﹇
中

略
：
筆
者
﹈
羽
咋
市
が
半
額
を
補
助
、
残
り
は
商
店
街
の
分
担
金
と
寄
附
金
で
ま
か

な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
う
ち
寄
附
金
は
全
体
の
四
分
の
一
を
占
め
る
」
と

さ
れ
て
い
る
〔
北
國
新
聞
社
編
集
局 
一
九
九
一
：
一
三
〕。

　

唐
戸
山
神
事
相
撲
で
は
、
大
相
撲
に
お
い
て
力
士
を
東
西
に
分
け
る
よ
う
に
、
力

士
の
出
身
地
に
応
じ
て
「
上
山
（
か
み
や
ま
）」
と
「
下
山
（
し
も
や
ま
）」
に
力
士

を
分
け
る
。「
上
山
」
は
、
富
山
県
氷
見
市
、
石
川
県
羽
咋
市
、
羽
咋
郡
南
部
、
石

川
県
河
北
郡
、「
下
山
」
は
石
川
県
七
尾
市
、
石
川
県
鳳
至
郡
、
石
川
県
鹿
島
郡
、

石
川
県
羽
咋
郡
北
部
と
な
っ
て
い
る
（
図
1
参
照
）。

　

現
在
は
羽
咋
市
の
羽
咋
神
社
が
主
管
と
な
っ
て
い
る
が
、
以
前
は
そ
の
近
隣
に
あ

る
浄
土
真
宗
の
本
念
寺
の
主
管
に
よ
る
、
報
恩
講
の
際
の
余
興
と
し
て
相
撲
が
実
施

さ
れ
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た
。
こ
の
主
管
の
移
行
に
つ
い
て
は
、「
明
治
に
入
り
、

政
府
の
打
ち
出
し
た
神
仏
分
離
政
策
の
あ
お
り
を
受
け
、
明
治
一
二
（
一
八
七
九
）

年
に
本
念
寺
の
主
管
す
る
「
仏
事
」
相
撲
か
ら
羽
咋
神
社
が
主
管
す
る
「
神
事
」
相

撲
へ
の
移
行
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
」
こ
と
に
起
因
す
る
と
い
う
〔
下
谷
内 

一
九
九
二
：

二
〕。
さ
ら
に
、「
明
治
八
（
一
八
七
五
）
年
に
政
府
に
よ
っ
て
神
社
祭
式
が
公
布
さ

れ
、
府
県
社
以
下
の
神
社
に
祭
典
を
執
行
す
る
よ
う
に
通
達
さ
れ
た
こ
と
に
要
因
が

あ
る
と
み
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
、「
こ
の
通
達
に
よ
っ
て
、
羽
咋
神

社
は
本
念
寺
が
主
管
し
て
い
た
唐
戸
山
の
相
撲
を
四
年
後
の
明
治
一
二（
一
八
七
九
）

年
に
神
社
の
祭
典
と
し
て
取
り
込
み
、
執
行
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
神
社
の
祭
典

に
唐
戸
山
神
事
相
撲
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
神
社
祭
式
を
確
立
し
た
羽
咋
神

社
は
、
二
年
後
の
明
治
一
四
（
一
八
八
一
）
年
一
一
月
、
県
社
に
昇
格
し
た
と
い
え

よ
う
」、
と
い
う
よ
う
に
、
こ
の
主
管
の
移
行
は
、
羽
咋
神
社
の
社
格
上
昇
に
向
け

て
の
素
地
固
め
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
も
あ
る
〔
下
谷
内 

一
九
九
二
：
四
〕。

羽
咋
神
社
に
奉
納
さ
れ
て
い
る
「
大
関
」
の
「
奉
納
額
」
か
ら
、
明
治
一
二
年
に
羽

咋
神
社
へ
と
主
管
が
移
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
の
が
通
説
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
〇
五
年

に
明
治
一
一
年
に
羽
咋
神
社
が
「
大
関
」
に
対
し
て
発
行
さ
れ
た
任
命
書
が
発
見
さ

れ
、
主
管
が
移
っ
た
年
代
に
つ
い
て
現
在
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
。

表１　「大関候補」の取組方法の変遷
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神
事
相
撲
当
日
は
、
夕
方
よ
り
近
隣
の
高
校
相
撲
部
の
生
徒
達
に
よ
る
稽
古
取
り

か
ら
始
ま
り
、
勝
者
に
は
協
賛
者
よ
り
各
種
商
品
が
贈
ら
れ
る
協
賛
相
撲
な
ど
が
お

こ
な
わ
れ
、
午
後
九
時
ご
ろ
よ
り
神
事
相
撲
が
は
じ
ま
る
。
毎
年
「
上
山
」
と
「
下

山
」
の
双
方
か
ら
一
人
ず
つ
「
大
関
候
補
」
が
選
ば
れ
、
神
事
相
撲
の
結
び
の
一
番

に
取
組
が
お
こ
な
わ
れ
る
。「
大
関
候
補
」
同
士
の
取
組
は
、
一
回
勝
負
で
お
こ
な

わ
れ
、
行
司
を
巻
き
込
み
な
が
ら
三
者
で
土
俵
外
に
転
落
す
る
こ
と
で
両
者
引
き
分

け
と
な
り
、
二
人
の
「
大
関
」
が
毎
年
誕
生
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
表
１
に
あ

る
よ
う
に
、
か
つ
て
は
「
上
山
」
と
「
下
山
」
に
分
け
る
こ
と
な
く
、
集
ま
っ
た
力

士
た
ち
に
よ
っ
て
勝
ち
抜
き
戦
が
行
わ
れ
、
八
人
勝
ち
抜
い
た
力
士
一
人
を
大
関
と

認
定
し
て
い
た
時
期
も
か
つ
て
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
段
階
的
に
取
組
方
法
は
変

化
し
、
現
在
の
よ
う
な
形
式
に
至
っ
て
い
る
。
取
組
後
、
両
「
大
関
候
補
」
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
地
域
の
力
士
た
ち
に
よ
る
騎
馬
に
か
つ
が
れ
て
、
一
キ
ロ
ほ
ど
先
の
羽
咋

神
社
へ
と
向
か
う
。
そ
し
て
羽
咋
神
社
に
お
い
て
、「
大
関
」
に
認
定
さ
れ
て
賞
品

が
授
与
さ
れ
る
。

　
「
大
関
候
補
」
は
、
各
「
山
」
で
あ
ら
か
じ
め
選
出
さ
れ
、
そ
の
後
、「
大
関
候
補
」

が
在
住
す
る
地
域
の
相
撲
組
織
の
主
導
に
よ
っ
て
、
地
域
住
民
に
よ
る
後
援
会
が
組

織
さ
れ
る
。「
上
山
」
で
は
富
山
県
氷
見
市
、
石
川
県
羽
咋
市
お
よ
び
羽
咋
郡
南
部
、

石
川
県
河
北
郡
の
三
地
域
が
輪
番
で
「
大
関
」
の
候
補
を
選
出
す
る
が
、「
下
山
」

で
は
特
に
そ
う
い
っ
た
決
ま
り
は
な
い
。
神
事
相
撲
が
終
了
し
た
後
、数
ヶ
月
後
に
、

「
大
関
」
の
披
露
を
在
住
地
域
に
て
お
こ
な
う
。
こ
う
い
っ
た
相
撲
は
、
披
露
相
撲
、

花
相
撲
と
呼
ば
れ
て
い
る
。「
大
関
」
と
な
っ
た
後
は
「
親
方
」
と
し
て
唐
戸
山
神

事
相
撲
に
参
加
し
、「
親
方
」
に
な
っ
た
後
は
、
力
士
と
し
て
神
事
相
撲
に
参
加
す

る
こ
と
は
な
い
。
特
に
唐
戸
山
神
事
相
撲
の
「
大
関
」
で
あ
り
「
親
方
」
と
な
っ
た

者
の
み
、
周
辺
地
域
の
ど
の
神
事
相
撲
に
お
い
て
も
「
親
方
」
と
し
て
の
処
遇
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

）
12
（

。

　

二　

近
世
の
勧
進
相
撲
興
行

　

以
下
に
上
記
の
神
事
相
撲
を
、相
撲
の
競
技
体
系
の
動
態
か
ら
検
討
す
る
た
め
に
、

新
田
一
郎

）
13
（

、
高
埜
利
彦

）
14
（

、
池
田
雅
雄

）
15
（

ら
に
よ
る
先
行
研
究
を
も
と
に
、
近
世
末
期
の

営
利
を
目
的
と
し
た
勧
進
相
撲
興
行
と
素
人
相
撲
と
の
交
わ
り
か
ら
、
地
方
の
素
人

相
撲
が
当
時
い
か
な
る
状
況
下
に
あ
っ
た
か
を
確
認
し
た
い
。

　

近
世
に
お
い
て
勧
進
相
撲
は
、
地
方
の
神
事
相
撲
や
草
相
撲
を
起
点
と
し
て
、
流

鏑
馬
や
舞
楽
な
ど
と
共
に
、
祭
礼
に
伴
っ
て
実
施
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
な
か
で
次
第

に
、
相
撲
を
専
業
と
す
る
職
能
集
団
に
よ
っ
て
勧
進
相
撲
興
行
が
取
り
仕
切
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
も
は
や
そ
こ
で
は
寺
社
へ
の
寄
進
を
目
的
と
し
た
勧
進
が
目

的
で
は
な
く
、
次
第
に
営
利
的
な
興
行
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
〔
池
田 

一

九
七
七
：
九
四
│
九
五
〕。

　

こ
の
よ
う
な
勧
進
相
撲
の
定
期
興
行
を
お
こ
な
う
組
織
の
整
備
が
進
み
、
江
戸
、

京
都
、
大
坂
の
三
都
に
お
け
る
大
相
撲
興
行
体
制
、「
四
季
勧
進
相
撲
体
制
」
が
確

立
す
る
。
だ
が
、
こ
の
「
四
季
勧
進
相
撲
体
制
」
は
、「
諸
国
の
相
撲
集
団
を
集
め

た
大
規
模
な
合
併
興
行
と
し
て
の
「
大
相
撲
」
が
、
年
に
都
合
四
度
開
催
さ
れ
る
体

制
で
あ
り
、
登
場
す
る
相
撲
取
た
ち
は
そ
の
都
度
勧
進
元
と
の
契
約
に
招
か
れ
て
興

行
委
に
参
加
す
る
」
も
の
で
あ
っ
た
〔
新
田 

一
九
九
四
：
一
九
八
〕。
そ
れ
に
伴
い
、「
有

名
な
相
撲
取
の
多
く
は
三
都
の
四
季
勧
進
相
撲
興
行
に
恒
常
的
に
名
を
連
ね
る
よ
う

に
」な
る
と
同
時
に
、「
三
都
と
そ
れ
以
外
の
地
方
相
撲
集
団
と
の
あ
い
だ
の
格
差
が
、

い
わ
ば
メ
ジ
ャ
ー
（
一
軍
）
と
マ
イ
ナ
ー
（
二
軍
）
の
関
係
と
し
て
、
し
だ
い
に
明

確
に
な
っ
て
」
い
っ
た
と
い
う
〔
新
田 

一
九
九
四
：
二
〇
三
〕。

　

こ
の
背
景
に
は
、
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）、「
素
人
が
木
戸
を
建
て
木
戸
銭
を
取

る
相
撲
興
行
は
全
面
的
に
禁
止
さ
れ
、
そ
の
う
え
で
素
人
が
相
撲
渡
世
の
者
ど
も
と

対
談
の
う
え
興
行
を
催
す
の
は
格
別
の
こ
と
」
と
い
っ
た
内
容
の
、
幕
府
に
よ
る
全

国
触
れ
が
影
響
し
て
お
り
、
こ
の
「
対
談
」
と
は
「
つ
ま
り
、
興
行
契
約
書
に
ほ
か

な
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
〔
高
埜 

二
〇
〇
〇
：
二
二
一
〕。
高
埜
は
ま
た
、
こ
の
幕
府

か
ら
の
全
国
触
れ
に
よ
り
、「
江
戸
相
撲
年
寄
」
に
と
っ
て
は
、「
地
方
興
行
を
よ
り

安
定
的
に
進
め
る
こ
と
」
に
つ
な
が
り
、
一
方
、「
地
方
の
町
や
村
で
相
撲
興
行
を
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行
い
た
い
と
考
え
る
者
も
、
相
撲
年
寄
と
緊
密
な
関
係
を
結
ば
ざ
る
を
え
な
く
な
っ

た
」〔
高
埜 

二
〇
〇
〇
：
二
二
一
〕。
こ
の
よ
う
な
利
害
の
一
致
か
ら
、「
相
撲
年
寄
た

ち
は
、
地
方
に
お
け
る
相
撲
興
行
の
担
い
手
た
ち
を
、「
故
実
門
弟
」「
相
撲
世
話
人
」

「
相
撲
目
代
」
な
ど
に
任
命
し
て
擬
制
的
な
「
師
弟
関
係
」
を
結
ん
で
い
っ
た
〔
高

埜 
二
〇
〇
〇
：
二
二
一
〕。

　

以
上
の
よ
う
な
、「
中
央
│
地
方
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
た
師
弟
関
係
の
網
の
目
が
、

（
幕
府
に
と
っ
て
は
）
江
戸
年
寄
に
よ
る
相
撲
集
団
統
括
、
さ
ら
に
は
地
方
相
撲
集

団
に
対
す
る
統
制
を
も
実
現
さ
せ
﹇
カ
ッ
コ
内
：
筆
者
﹈」、
こ
の
「
相
撲
取
統
制
シ

ス
テ
ム
」
に
よ
っ
て
、
相
撲
渡
世
集
団
は
「
幕
府
の
支
配
体
制
と
密
着
し
た
形
で
、

そ
の
権
益
が
保
証
さ
れ
る
に
」
至
っ
た
の
で
あ
る
〔
新
田 

一
九
九
四
：
二
五
九
│
二

六
〇
〕。

　

三　

近
世
勧
進
相
撲
興
行
と
唐
戸
山
神
事
相
撲

　

唐
戸
山
神
事
相
撲
が
文
献
に
あ
ら
わ
れ
る
の
が
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
、
当
時
の
中
央
と
地
方
と
の
間
で
取
り
結
ば
れ
た
、
相
撲
集
団
の
統
制

機
構
の
影
響
下
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
に
、
そ
の
影
響
が
垣
間
見
え
る
事

例
を
、
先
行
研
究
で
の
報
告
か
ら
み
て
い
く
。

○
鬼
ヶ
﨑
綱
之
助
（
別
名
、
鬼
ヶ
﨑
勝
五
郎
）
は
「
羽
咋
市
免
田
村
（
現
、
押
水
町
）

出
身
で
万
延
二
（
一
八
六
一
）
年
に
初
土
俵
を
踏
ん
で
い
る
。
明
治
四
年
（
一
八

七
一
）
年
に
入
幕
し
前
頭
二
枚
目
ま
で
進
み
、
同
九
（
一
八
七
六
）
年
に
引
退
し

て
初
代
立
浪
を
名
乗
っ
た
。
こ
の
鬼
ヶ
﨑
は
兜
山
和
助
と
共
に
明
治
五
年
九
月
に

押
水
町
の
諏
訪
山
相
撲
場
で
地
方
巡
業
を
興
行
し
て
い
る
」〔
下
谷
内 

一
九
九
二
：

二
〕。
こ
の
ほ
か
下
谷
内
に
よ
る
と
、
阿
武
松
緑
之
助
、
兜
山
和
助
（
別
名
、
阿

武
松
和
助
）
な
ど
の
能
登
地
方
出
身
の
力
士
が
、
唐
戸
山
神
事
相
撲
の
周
辺
地
域

に
お
い
て
地
方
興
行
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

○
文
政
一
〇
年
（
一
八
二
七
）、
鳳
至
郡
七
海
村
出
身
の
第
六
代
横
綱
阿
武
松
緑
之

助
が
氷
見
市
（
当
時
は
氷
見
町
）
に
巡
業
に
き
た
際
に
、
氷
見
町
在
住
の
力
士
達

も
そ
の
興
行
に
参
加
し
た
と
い
う
。そ
の
際
に
、氷
見
町
在
住
の
力
士
の
一
人
、「
鶴

渡
り
」
は
阿
武
松
と
親
交
を
深
め
、
そ
れ
以
降
氷
見
出
身
の
数
人
の
力
士
が
「
鶴

渡
り
」、「
阿
武
松
緑
之
助
」
を
通
じ
て
阿
武
松
部
屋
に
入
門
し
た
と
い
う
」〔
高

西 

一
九
九
二
：
五
八
│
五
九
〕。
高
西
に
よ
る
と
、
先
に
紹
介
し
た
「
鶴
渡
り
」
と

い
う
力
士
の
門
弟
と
な
っ
た
「
鶴
ヶ
浜
佐
之
助
」
は
、
阿
武
松
部
屋
に
入
門
し
た

後
氷
見
に
戻
り
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
に
「
相
撲
世
話
人
の
委
託
」
を
江
戸

相
撲
か
ら
受
け
て
い
る
〔
高
西 

一
九
九
二
：
五
八
〕。

　

以
上
の
事
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
中
央
の
相
撲
組
織
に
よ
る
地
方
巡
業
を
通
じ

て
、
地
方
素
人
相
撲
の
担
い
手
と
関
係
が
結
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ

こ
で
は
、
中
央
の
相
撲
か
ら
の
「
免
状
」
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
地
方
巡
業
興
行

の
勧
進
元
を
請
け
負
っ
た
り
、
ま
た
同
時
に
地
方
か
ら
中
央
へ
の
若
い
力
士
を
供
給

す
る
と
い
っ
た
、
高
埜
が
指
摘
し
た
よ
う
な
利
害
関
係
に
基
づ
い
た
関
係
が
取
り
結

ば
れ
て
い
た
時
期
が
、
唐
戸
山
神
事
相
撲
周
辺
に
も
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で

き
る
。

　

唐
戸
山
神
事
相
撲
の
歴
代
「
大
関
」
達
の
経
歴
を
み
て
い
く
と
、
一
度
は
江
戸
な

ど
の
興
行
相
撲
組
織
の
部
屋
に
入
門
し
た
が
良
い
成
績
を
残
す
こ
と
が
で
き
ず
、
帰

郷
し
て
神
事
相
撲
の
「
大
関
」
と
な
り
、
地
方
の
相
撲
に
貢
献
し
た
事
例
も
多
く
見

ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
力
士
の
供
給
源
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
引
退
後
の
力
士
の
再

就
職
先
と
し
て
も
地
方
の
素
人
相
撲
、
お
よ
び
神
事
相
撲
を
位
置
付
け
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。

　

四　

明
治
期
の
地
方
素
人
相
撲
と
興
行
相
撲
組
織
と
の
連
関

　

上
記
の
よ
う
な
関
係
は
、
明
治
期
に
入
っ
て
も
続
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
以
下

に
、
唐
戸
山
神
事
相
撲
の
「
大
関
」
た
ち
に
ま
つ
わ
る
報
告
か
ら
、
明
治
期
の
地
方
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の
素
人
相
撲
と
中
央
の
興
行
相
撲
組
織
と
の
関
係
を
み
て
い
く
。

○
大
浜
粂
次
郎
は
、「
明
治
元
年
、
氷
見
市
入
舟
町
に
生
ま
れ
る
。（
中
略
）
ま
ず
、

氷
見
郷
相
撲
協
会
を
設
立
、
氷
見
相
撲
大
隆
盛
の
基
礎
を
築
い
た
も
の
。
毎
年
、

明
治
記
念
相
撲
に
加
越
能
（
加
賀
、
越
中
、
能
登
の
略
称
）
力
士
を
招
き
、
歓
待

に
つ
と
め
、
年
中
行
事
の
一
つ
と
数
え
ら
れ
る
ほ
ど
に
な
っ
た
。
東
京
大
相
撲
に

は
老
人
達
を
無
料
招
待
す
る
善
行
あ
り
、（
中
略
）
大
正
五
年
、
唐
戸
山
大
関
を

得
て
年
寄
に
推
さ
れ
て
か
ら
力
士
養
成
の
た
め
に
払
っ
た
大
浜
さ
ん
の
協
力
と
い

う
よ
り
、
犠
牲
は
誠
に
大
き
い
と
い
わ
れ
て
い
る
」〔
平
岡 

一
九
七
一
：
二
二
│
二

三
〕。

○
湊
川
力
太
郎
（
本
名
：
川
口
力
太
郎
）
は
「
明
治
二
十
年
」
に
生
ま
れ
、「
明
治

四
十
年
に
唐
戸
山
大
関
を
と
っ
た
技
倆
を
買
わ
れ
大
阪
相
撲
朝
日
山
部
屋
へ
入
門

し
た
が
、
思
う
と
こ
ろ
あ
っ
て
大
正
の
初
期
に
帰
郷
そ
の
頃
志
賀
郷
の
歓
楽
境
で

あ
っ
た
新
林

）
16
（

で
料
亭
『
久
三
郎
』
を
経
営
す
る
。
前
歴
が
あ
る
の
で
、
す
ぐ
唐
戸

山
取
締

）
17
（

に
推
さ
れ
志
賀
郷
を
取
り
し
き
る
親
方
と
な
り
後
輩
の
育
成
に
、
つ
と
め

て
い
た
」〔
平
岡 

一
九
七
一
：
二
五
〕。

○
「
大
正
か
ら
昭
和
初
め
に
か
け
て
能
登
各
地
の
土
俵
を
肩
で
風
を
切
る
よ
う
に
渡

り
歩
く
力
士
集
団
が
あ
っ
た
。﹇
中
略
：
筆
者
﹈
当
時
、
相
撲
好
き
の
若
者
を
集
め
、

大
相
撲
さ
な
が
ら
に
「
部
屋
」
を
作
る
親
方
が
各
地
に
い
た
。
志
賀
の
磯
嵐
部
屋
、

七
尾
の
大
野
川
部
屋
な
ど
が
大
き
か
っ
た
が
、
谷
嵐
部
屋
は
総
勢
二
十
一
人
を
抱

え
群
を
抜
く
勢
い
で
あ
っ
た
。
谷
嵐
は
本
名
木
村
金
蔵
。
明
治
十
五
年
に
羽
咋
市

深
江
町
に
生
ま
れ
た
。
大
相
撲
高
砂
部
屋
に
入
門
し
、「
谷
嵐
」
の
し
こ
名
で
幕

下
ま
で
上
が
っ
た
。
帰
郷
後
は
明
治
四
十
四
年
に
唐
戸
山
大
関
と
な
り
、
親
方
の

仲
間
入
り
を
す
る
と
と
も
に
、
花
相
撲
で
得
た
金
で
料
理
屋
を
経
営
し
た
。」〔
北

國
新
聞
社
編
集
局 

一
九
九
一
：
九
〇
│
九
一
〕

○
「
明
治
二
十
九
年
生
れ
、
昭
和
七
年
大
関
と
な
る
。
相
撲
は
若
い
頃
『
勇
山
』
と

錣
名
を
持
ち
各
地
へ
出
陣
し
た
も
の
。
父
が
相
撲
界
引
退
後
、父
の
錣
名
『
大
浜
』

を
襲
名
昭
和
七
年
唐
戸
山
大
関
を
得
て
唐
戸
山
相
撲
協
会
取
締
に
推
さ
れ
石
川
富

山
両
県
内
の
相
撲
に
は
必
ず
門
下
一
門
と
共
に
顔
を
だ
す
文
字
通
り
の
大
親
分
。

﹇
中
略
：
筆
者
﹈
昭
和
二
十
五
年
に
は
市
当
局
へ
働
き
か
け
、
相
撲
協
会
へ
補
助
を

と
金
十
五
万
円
を
議
決
﹇
中
略
：
筆
者
﹈
東
京
大
相
撲
協
会
か
ら
木
戸
御
免
と
い

う
フ
リ
ー
パ
ス
が
渡
さ
れ
て
い
る
の
は
将
に
各
種
の
功
労
に
報
い
ら
れ
て
い
る
特

権
で
も
あ
る
。」〔
平
岡 

一
九
七
一
：
二
三
〕

　

ま
た
、
富
山
県
氷
見
市
内
の
上
日
寺
に
あ
る
、
大
浜
文
松
の
石
碑
の
建
立
趣
意
に

は
、
以
下
の
よ
う
に
彼
の
功
績
が
記
し
て
あ
る
。

○
「
建
立
趣
意　

大
浜
文
松
氏
ハ
明
治
廿
七
年
四
月
氷
見
市
沖
布 

小
坪
新
三
郎
ノ

三
男
ト
シ
テ
生
ヲ
享
ク
長
シ
テ
大
浜
家
ニ
入
ル 

性
温
厚 

世
話
を
厭
ハ
ス
克
ツ
衆

望
ヲ
聚
ム 

生
來 

膂
力
勝
レ
昭
和
七
年
羽
咋
市
唐
戸
山
大
相
撲
ノ
大
関
ヲ
勝
チ
ト

ル
殊
勲
ヲ
擧
ゲ
爾
來
親
方
ト
シ
テ
加
越
能
相
撲
界
ノ
指
導
的
地
位
ニ
在
リ 

ソ
ノ

功
績
ヲ
賞
テ
ラ
レ
日
本
相
撲
協
會
ヨ
リ 

世
話
人
ノ
印
許
ヲ
受
ク 

マ
タ
氏
ハ
信
心

厚
ク
淨
土
真
宗
本
願
寺
派
本
願
寺
氷
見
庄
馳
走
講 

幹
部
ト
シ
テ
宗
門
護
持 

講
社

発
展
に
尽
瘁
ス 

ソ
ノ
世
話
ヲ
ウ
ク
ル
モ
ノ
数
知
ラ
ス
感
謝
ノ
聲
澎
湃
タ
リ
コ
コ

ニ
氏
ノ
業
績
ヲ
敬
慕
シ
大
浜
文
松
碑
を
建
立
ス　

昭
和
五
十
三
年
三
月　

世
話
人

一
同
」

　

池
田
に
よ
る
と
、
こ
う
い
っ
た
関
係
が
持
続
さ
れ
た
背
景
に
は
、
明
治
中
期
に
お

い
て
も
「
農
村
に
お
け
る
村
の
奉
納
相
撲
（
土
地
相
撲
）
が
、
依
然
と
し
て
根
強
い

流
行
を
み
せ
て
、
職
業
相
撲
の
力
士
養
成
所
と
し
て
の
役
割
﹇
カ
ッ
コ
内
：
著
者
﹈」

を
果
た
し
て
お
り
、「
こ
れ
は
一
年
の
大
半
を
巡
業
相
撲
（
稼
業
相
撲
）
に
出
向
き
、
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そ
の
さ
い
に
土
地
相
撲
の
飛
び
入
り
を
歓
迎
し
て
、
そ
の
な
か
か
ら
有
望
と
思
わ
れ

る
者
を
ス
カ
ウ
ト
す
る
慣
習
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
り
、
農
漁
村
は
職
業
相
撲
の
供
給

源
﹇
カ
ッ
コ
内
：
著
者
﹈」
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
い
う
〔
池
田 

一
九
七
七
：
一
二
八
〕。

　

唐
戸
山
神
事
相
撲
の
周
辺
地
域
に
は
、
先
に
示
し
た
よ
う
な
個
人
の
事
例
以
外
に

も
、
素
人
相
撲
組
織
を
組
織
す
る
こ
と
で
中
央
の
興
行
相
撲
組
織
と
関
係
を
も
っ
て

い
た
事
例
が
確
認
で
き
る
。
森
紫
南
に
よ
っ
て
明
治
四
五
年
（
一
九
一
二
）
に
著
さ

れ
た
、『
加
能
越
力
士
大
鑑

）
18
（

』
に
よ
る
と
、
金
澤
相
撲
協
会
が
明
治
三
四
年
（
一
九

〇
一
）、
越
中
相
撲
協
会
が
明
治
四
四
年
（
一
九
一
一
）
に
設
立
さ
れ
て
い
る
〔
森 

一
九
一
二
：
二
二
、
八
五
〕。

　

金
澤
相
撲
協
会
は
、「
當
時
の
關
係
者
は
總
て
二
十
八
名
、
五
十
圓
株
で
資
本
總

額
が
千
四
百
圓
京
阪
大
相
撲
の
地
方
巡
業
、
地
方
相
撲
等
を
一
手
に
興
行
し
併
せ
て

力
士
の
養
成
に
盡
く
す
の
目
的
で
あ
つ
た
」〔
森 

一
九
一
二
：
二
二
〕。
同
時
に
、
金

澤
相
撲
協
会
設
立
以
前
は
、
明
治
二
九
年
（
一
八
九
六
）
に
、「
金
澤
市
相
撲
頭
取

組
合
規
約
な
る
も
の
が
あ
つ
て
相
撲
一
切
の
事
項
及
び
頭
取
世
話
人
等
の
權
限
を
規

定
し
、
條
文
は
凡
て
十
九
條
よ
り
成
立
し
て
居
た
」
と
い
う
〔
森 

一
九
一
二
：
二
三

│
二
四
〕。
越
中
相
撲
協
会
に
つ
い
て
は
、
江
戸
相
撲
と
の
や
り
取
り
の
場
面
が
詳

細
に
描
か
れ
て
い
る
。

 

「
目
的
は
相
撲
常
設
舘
を
富
山
市
山
王
町
日
枝
神
社
境
内
に
設
置
し
て
越
中
相

撲
を
興
行
す
る
と
共
に
一
面
東
京
相
撲
協
會
と
連
絡
し
て
後
進
者
を
養
成
し
、

以
て
東
京
に
仕
送
る
代
り
、
東
京
相
撲
が
富
山
縣
下
へ
巡
業
を
爲
す
塲
合
は
越

中
相
撲
協
會
が
興
行
元
た
る
べ
く
計
畫
し
た
の
で
一
方
此
の
相
談
に
接
し
た
東

京
相
撲
協
會
に
て
は
常
設
舘
設
置
可
な
り
、
力
士
の
養
成
可
な
り
、
然
れ
ど
も

越
中
出
身
の
力
士
全
盛
の
今
日
に
於
て
富
山
縣
下
巡
業
の
際
に
興
行
元
を
越
中

協
會
の
手
に
委
す
る
は
全
國
中
最
も
利
分
を
含
む
興
行
を
奪
わ
る
ゝ
も
同
様
で

あ
れ
ば
東
京
協
會
の
立
塲
と
し
て
は
賛
成
す
べ
き
限
に
あ
ら
ず
と
主
張
す
る
も

の
の
多
數
を
占
め
、
折
角
組
織
せ
ら
れ
た
越
中
相
撲
協
會
も
骨
抜
き
の
有
様
で

あ
つ
た
が
、
種
々
奔
走
の
結
果
は
今
春
に
至
つ
て
折
合
ふ
事
と
な
り
且
つ
常
設

舘
設
置
の
議
を
決
す
る
に
至
つ
た
。﹇
下
線
：
筆
者
﹈」〔
森 

一
九
一
二
：
八
五
│

八
六
〕

　

越
中
相
撲
協
会
の
場
合
、
常
設
相
撲
場
の
設
置
、
地
方
独
自
の
興
行
の
実
施
の
み

な
ら
ず
、
力
士
を
養
成
し
、
東
京
相
撲
に
力
士
を
送
る
対
価
と
し
て
、
東
京
相
撲
の

県
下
全
域
に
お
け
る
興
行
の
全
面
請
負
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ

れ
る
。
こ
の
よ
う
な
主
張
が
な
さ
れ
た
背
景
に
は
、
当
時
富
山
県
か
ら
は
、
京
阪
の

相
撲
や
江
戸
相
撲
に
多
く
の
現
役
力
士
が
進
出
し
て
お
り
、
ま
た
、
相
撲
協
会
自
体

に
、
元
力
士
達
を
擁
し
て
い
た
こ
と
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
越
中
相
撲
協
会
独

自
の
興
行
と
思
わ
れ
る
「
越
中
大
花
相
撲
」
が
、
明
治
四
五
年
（
一
九
一
二
）、
大

正
二
年
（
一
九
一
三
）
に
興
行
の
記
録
が
見
ら
れ
る

）
19
（

。

　

大
西
英
利
に
よ
る
と
、
大
坂
河
内
地
方
で
も
明
治
の
中
頃
、
河
内
の
各
地
で
、
相

撲
頭
取
が
集
ま
っ
て
任
意
の
相
撲
組
合
が
結
成
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
〔
大
西 

一

九
九
五
：
五
一
〕。
こ
の
よ
う
に
、
地
方
頭
取
、
世
話
人
、
年
寄
た
ち
が
三
都
の
相
撲

勧
進
興
行
の
請
負
等
を
通
し
て
、
自
律
的
に
集
合
・
組
織
化
す
る
こ
と
で
、
中
央
の

相
撲
組
織
に
対
し
て
、
一
方
的
に
力
士
を
供
給
す
る
立
場
に
留
ま
ら
ず
、
巡
業
の
興

行
権
を
主
張
す
る
ほ
ど
に
地
方
の
素
人
相
撲
は
興
隆
を
む
か
え
る
。
そ
の
な
か
で
、

神
事
相
撲
の
「
大
関
」
は
、
地
方
の
素
人
相
撲
界
の
取
締
役
と
し
て
適
任
で
あ
り
、

ま
た
素
人
相
撲
独
自
の
興
行
が
可
能
な
ほ
ど
素
人
相
撲
の
人
気
は
高
か
っ
た
こ
と
か

ら
、
地
方
親
方
と
し
て
の
名
誉
や
権
威
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
相
応
の
収
入
も
見
込
め

る
、
非
常
に
魅
力
的
な
立
場
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
明
治
期
は
、
図
2
の

写
真
を
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
唐
戸
山
神
事
相
撲
の
人
気
も
非
常
に
高
く
、
森
に

よ
る
と
、
観
客
は
五
万
人
程
、
取
組
の
数
も
数
百
番
を
数
え
た
と
い
う
（
図
2
参
照
）

〔
森 
一
九
一
二
：
五
四
│
五
五
〕。
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❹
ア
マ
チ
ュ
ア
相
撲
と
素
人
相
撲

　

一　

ア
マ
チ
ュ
ア
相
撲
の
発
生
と
競
技
体
系
の
整
備

　

本
節
で
は
、
明
治
以
降
か
ら
の
素
人
相
撲
の
組
織
の
動
向
に
つ
い
て
、
特
に
唐
戸

山
神
事
相
撲
参
加
地
域
の
ひ
と
つ
で
あ
る
富
山
県
氷
見
市
の
事
例
か
ら
、
外
来
ス

ポ
ー
ツ
の
移
入
が
起
点
と
な
り
発
生
す
る
こ
と
に
な
る
、
ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ
ー
ツ
と

し
て
の
相
撲
と
の
連
関
か
ら
み
て
い
き
た
い
。

　

明
治
期
に
入
り
、
野
球
、
漕
艇
、
テ
ニ
ス
な
ど
の
外
来
ス
ポ
ー
ツ
が
日
本
に
移
入

さ
れ
始
め
る
。
こ
の
移
入
を
担
っ
た
の
は
、「
欧
米
に
派
遣
さ
れ
た
留
学
生
や
、
明

治
初
期
に
来
日
し
た
外
人
た
ち
で
あ
り
、特
に
後
者
に
待
つ
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
。

こ
れ
ら
の
外
人
に
は
教
師
・
技
師
・
牧
師
・
軍
人
・
商
人
と
各
様
の
職
種
の
者
が
含

ま
れ
、
い
わ
ゆ
る
「
お
雇
い
外
人
」
と
し
て
新
政
府
に
招
聘
さ
れ
た
者
」
で
あ
る
こ

と
が
多
か
っ
た
〔
渡
辺
一
九
六
八
：
一
九
〇
〕。
そ
の
後
、
彼
ら
に
指
導
を
受
け
た
学

生
達
に
よ
っ
て
、
外
来
ス
ポ
ー
ツ
を
実
施
す
る
現
在
の
部
活
動
の
よ
う
な
「
校
友
組

織
」
が
次
々
と
組
織
さ
れ
て
い
く
。

　

そ
の
最
中
、「
職
業
相
撲
の
反
映
に
刺
激
さ
れ
て
、（
明
治
）
四
十
二
年
頃
か
ら
東

京
に
お
い
て
、
プ
ロ
に
対
す
る
ア
マ
チ
ュ
ア
相
撲
を
意
識
し
た
文
士
押
川
春
浪
を
中

心
に
江
見
水
蔭
ら
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
た
天
狗
倶
楽
部
」
に
よ
っ
て
ア
マ
チ
ュ
ア
相

撲
が
始
め
ら
れ
た
〔
池
田
一
九
七
七
：
一
三
二
〕。
こ
の
天
狗
倶
楽
部
に
所
属
し
た
押

川
春
浪
は
、「
東
京
専
門
学
校
を
卒
業
後
、
武
侠
小
説
や
冒
険
小
説
家
と
し
て
活
躍

し
て
い
た
が
、野
球
を
主
と
し
た
ス
ポ
ー
ツ
に
多
大
な
る
関
心
を
寄
せ
、『
冒
険
世
界
』

や
『
武
侠
世
界
』
と
い
っ
た
雑
誌
に
多
く
の
ス
ポ
ー
ツ
記
事
を
連
載
し
て
い
た
」
人

物
で
あ
っ
た
〔
清
水
一
九
九
八
：
一
七
九
〕。
天
狗
倶
楽
部
は
相
撲
の
み
な
ら
ず
、「
早

稲
田
大
学
、
慶
応
大
学
の
野
球
部
、
あ
る
い
は
そ
の
ほ
か
の
運
動
部
の
Ｏ
Ｂ
た
ち
を

集
め
て
、
自
主
的
、
自
発
的
な
集
ま
り
の
中
で
さ
ま
ざ
ま
な
企
画
を
」
打
ち
出
す
と

と
も
に
、
新
聞
、
雑
誌
等
の
メ
デ
ィ
ア
で
ス
ポ
ー
ツ
に
関
わ
る
言
論
を
展
開
し
て
い

た
〔
清
水
一
九
九
八
：
一
八
一
〕。
彼
ら
の
活
動
に
触
発
さ
れ
、
学
生
に
よ
る
相
撲
が

普
及
し
初
め
、
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
に
は
、
東
西
の
学
生
対
抗
相
撲
大
会
が
靖

国
神
社
で
開
催
さ
れ
て
い
る
〔
日
本
体
育
協
会
一
九
五
八
：
四
三
一
〕。
こ
れ
に
と
も

な
い
、
東
日
本
、
西
日
本
で
学
生
相
撲
連
盟
が
組
織
さ
れ
て
い
く
。

　

ア
マ
チ
ュ
ア
相
撲
の
統
括
組
織
と
な
る
、
日
本
相
撲
連
盟
が
組
織
さ
れ
る
の
は
、

戦
後
の
昭
和
二
一
年
（
一
九
六
四
）
に
至
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
東
日
本
学
生
相

撲
連
盟
の
Ｏ
Ｂ
た
ち
が
中
心
と
な
っ
て
、「
ア
マ
チ
ュ
ア
相
撲
団
体
相
互
の
連
絡
、

振
興
を
は
か
る
た
め
の
全
国
的
中
枢
機
関
と
し
て
」
組
織
さ
れ
た
〔
日
本
体
育
協
会

図２　明治41年当時の唐戸山神事相撲の様子［平岡　1971］より
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一
九
五
八
：
四
三
三
〕。
同
年
に
は
、
国
民
体
育
大
会
が
再
開
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、

日
本
相
撲
連
盟
は
、
同
大
会
の
相
撲
競
技
や
全
国
各
地
で
開
催
さ
れ
る
大
会
を
主
催

す
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
ま
だ
都
道
府
県
ご
と
に
地
方
単
位
団
体
が
存
在
し
て
お

ら
ず
、
こ
の
時
点
で
同
連
盟
に
加
盟
し
て
い
た
の
は
、
東
日
本
学
生
相
撲
連
盟
、
西

日
本
学
生
相
撲
連
盟
、
そ
し
て
全
日
本
実
業
団
相
撲
連
盟
で
あ
っ
た
。

　

富
山
県
氷
見
市
で
は
、
第
一
回
国
民
体
育
大
会
の
開
催
を
契
機
に
、
昭
和
二
一
年

（
一
九
四
六
）
に
氷
見
郡
体
育
協
会
（
現
在
の
氷
見
市
）
が
設
立
さ
れ
、
そ
の
単
位

組
織
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
野
球
、
陸
上
な
ど
と
並
ん
で
相
撲
も
編
入
さ
れ
る
。
氷
見

市
体
育
協
会
の
『
創
立
五
十
周
年
記
念
誌
』
に
よ
る
と
、「
氷
見
市
体
育
協
会
の
前

身
で
あ
る
氷
見
郡
体
育
協
会
は
、
昭
和
二
一
年
、
戦
後
の
復
興
の
う
ね
り
の
中
で
開

か
れ
た
第
一
回
国
民
体
育
大
会（
京
都
国
体
）を
契
機
に
発
足
し
た
。
戦
後
か
ら
あ
っ

た
小
学
校
教
員
を
中
心
と
す
る
氷
見
郡
体
育
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
や
個
々
の
ス
ポ
ー

ツ
愛
好
団
体
を
組
織
化
し
た
も
の
だ
っ
た
が
、
競
技
活
動
の
支
援
や
ス
ポ
ー
ツ
奨
励

に
大
き
な
成
果
を
上
げ
た
」
と
い
う
〔
財
団
法
人
氷
見
市
体
育
協
会
二
〇
〇
二
〕。
し

た
が
っ
て
、
こ
の
地
域
で
は
比
較
的
早
い
段
階
で
ア
マ
チ
ュ
ア
相
撲
組
織
が
誕
生
し

て
い
た
と
い
え
る
。

　

昭
和
五
九
年
（
一
九
八
四
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
氷
見
市
連
合
青
年
団
四
十
周
年
記

念
誌
』
に
記
さ
れ
て
い
る
、
当
時
の
団
長
に
よ
る
回
顧
録
を
み
て
み
る
と
、
氷
見
市

に
お
い
て
ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
の
相
撲
を
実
質
的
に
担
っ
て
い
た
の
は
、

戦
後
に
結
成
さ
れ
た
青
年
団
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。

　
「
昭
和
二
一
年
同
様
、
こ
の
二
大
事
業
（
相
撲
大
会
、
運
動
会
）
は
、
青
年

団
員
の
み
な
ら
ず
一
般
町
村
民
の
関
心
を
集
め
凄
ま
じ
い
ば
か
り
の
応
援
と
判

定
に
対
す
る
不
満
が
会
場
に
充
満
し
、
氷
見
郡
民
の
熱
気
が
一
ヶ
所
に
集
中
し

た
よ
う
な
大
会
で
あ
っ
た
。﹇
中
略
：
筆
者
﹈

○
相
撲
四
本
柱
…
大
浜
文
松
、
石
田
幸
吉
、
綾
瀬
川
亀
太
郎
、
有
磯
清
太
郎
、

谷
嵐
仁
作

こ
れ
ら
の
人
達
に
は
、
県
相
撲
選
手
権
の
た
め
の
練
習
に
対
し
て
熱
心
な
指
導

を
賜
り
、戦
後
氷
見
市
の
相
撲
振
興
に
大
い
に
力
を
傾
け
て
い
た
だ
い
た
。」〔
氷

見
市
連
合
青
年
団 

一
九
八
四
：
三
二
〕

　

氷
見
市
で
は
、
明
治
の
終
わ
り
に
各
集
落
ご
と
の
青
年
団
が
形
成
さ
れ
、
大
正
半

ば
か
ら
町
村
単
位
の
青
年
団
が
集
ま
り
、「
氷
見
郡
連
合
青
年
団
」
が
組
織
さ
れ
て

い
た
〔
氷
見
市
連
合
青
年
団 

一
九
八
四
：
四
│
五
〕。
大
正
期
に
入
り
、
そ
れ
ら
は
町
・

村
か
ら
市
・
郡
、
そ
し
て
県
か
ら
大
日
本
連
合
青
年
団
と
い
う
連
続
し
た
組
織
体
と

し
て
編
成
さ
れ
て
い
く
。

　

大
正
一
三
年
（
一
九
二
四
）
に
は
、
現
在
の
国
民
体
育
大
会
へ
と
連
な
る
明
治
神

宮
競
技
大
会
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
競
技
大
会
は
県
単
位
の
青
年
団
や
一
般
の

競
技
者
が
参
加
し
て
お
り
、
昭
和
一
八
年
（
一
九
四
三
）
ま
で
続
い
て
い
く
が
、
相

撲
は
第
一
回
か
ら
競
技
種
目
と
し
て
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
同
時
に
、
富
山
県
で

も
明
治
神
宮
競
技
大
会
と
い
う
全
国
レ
ベ
ル
で
の
競
技
会
が
開
催
さ
れ
た
同
年
、
第

一
回
富
山
県
青
年
団
体
育
大
会
の
相
撲
大
会
（
県
下
青
年
団
連
合
相
撲
大
会
）
と
い

う
県
レ
ベ
ル
競
技
会
が
開
催
さ
れ
る
な
ど
、
大
正
期
に
至
り
、
市
町
村
制
度
を
骨
格

と
し
た
競
技
会
の
体
系
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
主
た
る
担
い
手
と
な
っ
た
の

が
、
青
年
団
で
あ
っ
た
。
昭
和
二
〇
、
二
一
（
一
九
四
五
、
一
九
四
六
）
年
度
の
団

長
に
よ
る
回
顧
録
に
は
、「
戦
前
連
合
青
年
団
の
行
事
は
角
力
大
会
と
対
抗
運
動
会

が
主
な
も
の
」
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
戦
争
末
期
に
お
い
て
も
「
角
力
大
会
と
か
運
動

会
の
よ
う
な
主
要
行
事
は
何
と
か
続
け
て
い
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
戦
時
中
も
青
年

団
に
よ
る
相
撲
は
続
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
〔
氷
見
市
連
合
青
年
団 

一
九
八
四
：

二
〇
│
二
一
〕。

　

し
か
し
文
中
に
「
相
撲
四
本
柱
」
に
名
を
連
ね
る
人
び
と
は
、
先
掲
し
た
大
浜
文

松
も
含
め
、
唐
戸
山
神
事
相
撲
で
「
大
関
」
を
獲
得
し
た
力
士
で
あ
っ
た
り
、
素
人

相
撲
界
で
の
有
力
者
で
あ
っ
た
。
高
西
は
戦
後
の
素
人
相
撲
の
様
子
に
つ
い
て
、「
戦

争
が
終
わ
っ
て
若
者
た
ち
が
続
々
と
復
員
し
て
く
る
と
、
郡
の
相
撲
協
会
も
い
よ
い
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よ
活
気
付
き
、
折
々
協
議
を
重
ね
そ
の
充
実
を
図
っ
て
き
た
。﹇
中
略
：
筆
者
﹈
こ
の

こ
ろ
の
氷
見
郡
の
協
会
の
取
締
役
は
、
大
浜
文
松
・
綾
瀬
川
亀
太
郎
・
辰
熊
竹
次
郎

（
上
庄
谷
支
部
長
）
相
談
役
に
谷
内
庄
太
郎
（
富
山
県
相
撲
協
会
会
長
）﹇
カ
ッ
コ
内
：

著
者
﹈」
と
報
告
し
て
い
る
〔
高
西 

一
九
九
七
：
四
一
〕。

　

明
治
か
ら
戦
後
に
か
け
て
、
日
本
の
相
撲
は
素
人
相
撲
、
興
行
相
撲
、
ア
マ
チ
ュ

ア
相
撲
そ
れ
ぞ
れ
が
盛
ん
に
な
っ
て
お
り
、
地
域
社
会
に
お
い
て
は
そ
れ
ら
の
担
い

手
や
組
織
が
交
わ
り
、
重
な
り
合
い
な
が
ら
実
施
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

　

二　

素
人
相
撲
の
衰
退
と
ア
マ
チ
ュ
ア
相
撲
組
織
に
よ
る
担
い
手
の
統
合

　

昭
和
三
〇
年
（
一
九
五
〇
）
代
以
降
、ア
マ
チ
ュ
ア
相
撲
の
主
た
る
担
い
手
で
あ
っ

た
学
生
相
撲
が
次
第
に
注
目
さ
れ
、
大
相
撲
に
お
い
て
も
学
生
相
撲
出
身
の
力
士
の

数
が
増
加
し
て
い
く
と
と
も
に
、
学
生
相
撲
│
大
相
撲
と
い
う
新
た
な
職
業
相
撲
へ

の
力
士
供
給
源
が
構
築
さ
れ
る〔
新
田 

一
九
九
四
：
三
〇
一
│
三
〇
二
〕。
こ
れ
に
よ
り
、

神
事
相
撲
は
中
央
の
興
行
相
撲
組
織
と
の
連
続
性
が
次
第
に
薄
れ
て
い
く
。
羽
咋
市

を
含
む
石
川
県
能
登
地
方
に
お
い
て
も
、
神
事
相
撲
と
よ
ば
れ
る
相
撲
が
六
二
例
お

こ
な
わ
れ
て
い
た
が
、
一
九
五
〇
年
代
半
ば
以
降
、
ほ
と
ん
ど
途
絶
え
て
し
ま
っ
た

こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
〔
谷
釜
・
下
谷
内
一
九
九
三
：
五
三
│
六
二
〕。

　

一
方
、
昭
和
二
七
年
（
一
九
五
二
）
に
氷
見
郡
で
は
、
中
心
部
で
あ
る
氷
見
町
と

周
辺
三
か
村
と
の
合
併
に
よ
り
、
氷
見
市
が
誕
生
す
る
こ
と
で
、
合
併
し
な
か
っ
た

村
を
母
体
と
す
る
氷
見
郡
体
育
協
会
と
、
氷
見
市
体
育
協
会
と
が
併
存
す
る
状
態
に

な
る
。
そ
し
て
昭
和
二
九
年
（
一
九
五
四
）
に
至
り
、
一
市
一
三
か
村
の
合
併
に
よ

り
現
在
の
氷
見
市
が
誕
生
す
る
こ
と
で
、
体
育
協
会
も
合
併
さ
れ
、
現
在
の
氷
見
市

体
育
協
会
が
設
立
さ
れ
る
。

　

こ
の
間
、
昭
和
二
三
年
（
一
九
四
八
）
第
一
回
富
山
県
民
体
育
大
会
開
催
さ
れ
、

昭
和
二
四
年
（
一
九
四
九
）
に
は
、
富
山
県
相
撲
連
盟
が
創
立
さ
れ
る
。
昭
和
四
〇

年
（
一
九
六
五
）
に
は
、
氷
見
市
相
撲
協
会
が
市
の
体
育
協
会
加
盟
団
体
と
な
り
、

図
3
に
示
し
た
よ
う
な
国
内
ス
ポ
ー
ツ
機
構
の
市
町
村
競
技
団
体
の
ひ
と
つ
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
る
。
青
年
団
の
相
撲
大
会
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
氷
見
市
青
年

相
撲
大
会
も
、
平
成
一
〇
年
か
ら
は
そ
の
主
催
が
氷
見
市
相
撲
協
会
へ
と
移
り
、
現

在
は
六
月
下
旬
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
現
在
の
氷
見
市
青
年
相
撲
大
会
は
、
富
山

県
民
体
育
大
会
の
予
選
と
い
う
位
置
づ
け
で
は
な
く
、
県
民
体
育
大
会
に
は
、
氷
見

市
相
撲
協
会
に
所
属
す
る
選
手
が
出
場
し
て
い
る
。
か
つ
て
は
市
の
青
年
相
撲
大
会

に
出
場
す
る
に
あ
た
り
、
か
く
集
落
で
そ
の
予
選
会
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
よ
う

図３　国内スポーツ組織図（［早稲田大学スポーツ科学部編　2003：140］から筆者作成）
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だ
が
、現
在
で
は
一
校
下
の
み
が
校
下
青
年
団
主
催
で
相
撲
大
会
を
実
施
し
て
い
る
。

参
加
チ
ー
ム
も
基
本
的
に
校
下
青
年
団
単
位
に
な
っ
て
い
る
が
、
校
下
名
を
冠
し
た

チ
ー
ム
以
外
に
、
旧
氷
見
町
の
連
合
チ
ー
ム
や
、
複
数
校
下
の
連
合
チ
ー
ム
な
ど
、

必
ず
し
も
校
下
青
年
団
単
位
で
の
参
加
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

　

神
事
相
撲
に
つ
い
て
も
、
唐
戸
山
神
事
相
撲
を
含
む
現
在
氷
見
市
周
辺
で
お
こ
な

わ
れ
る
も
の
は
す
べ
て
、
氷
見
市
相
撲
協
会
と
し
て
参
加
し
て
お
り
、
協
会
に
所
属

す
る
力
士
が
土
俵
に
上
が
る
。
氷
見
市
相
撲
協
会
の
「
協
会
」
と
い
う
名
称
に
つ
い

て
、
自
分
た
ち
が
日
本
相
撲
連
盟
の
管
轄
に
あ
る
ア
マ
チ
ュ
ア
相
撲
の
大
会
に
参
加

す
る
だ
け
で
は
な
く
、
神
事
相
撲
の
よ
う
な
素
人
相
撲
に
位
置
付
け
ら
れ
る
相
撲
に

も
参
加
す
る
組
織
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、「
協
会
」
と
名
付
け
ら
れ
た
と
す
る

語
り
が
聞
か
れ
た
。
氷
見
市
相
撲
協
会
の
よ
う
に「
協
会
」と
名
の
つ
い
た
ア
マ
チ
ュ

ア
相
撲
組
織
は
、
周
辺
地
域
に
お
い
て
多
く
は
な
い
。
し
か
し
、
名
称
は
ど
う
あ
れ

現
在
は
日
本
相
撲
連
盟
に
所
属
す
る
、
ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ
ー
ツ
組
織
が
地
方
の
素
人

相
撲
の
担
い
手
と
も
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
素
人
相
撲
組
織
や
青
年
団
と
い
っ
た

さ
ま
ざ
な
属
性
の
組
織
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
に
担
わ
れ
て
い
た
地
方
の
素
人
相
撲
や

ア
マ
チ
ュ
ア
相
撲
は
、
ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ
ー
ツ
組
織
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
、
担
わ
れ

る
に
至
っ
て
い
る
。

　

組
織
の
活
動
の
ほ
と
ん
ど
は
、
表
2
に
示
し
た
現
在
の
氷
見
市
相
撲
協
会
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ア
マ
チ
ュ
ア
競
技
体
系
に
位
置
付
け
ら
れ
る
大
会

が
占
め
て
い
る
。
協
会
に
所
属
す
る
若
い
力
士
達
も
、
神
事
相
撲
を
「
花
相
撲
」
と

呼
び
、「
座
っ
と
る
だ
け
で
花
（
謝
礼
金
）
あ
た
る
が
い
ぜ
（
も
ら
え
る
ん
だ
）」
と

い
っ
た
認
識
が
大
半
で
あ
り
、
神
事
相
撲
に
参
加
す
る
事
自
体
に
も
あ
ま
り
気
乗
り

し
な
い
と
い
っ
た
雰
囲
気
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
彼
ら
は
神
事
相
撲
の
た
め
に
練
習
す

る
こ
と
は
な
く
、
彼
ら
の
競
技
参
加
意
欲
は
ア
マ
チ
ュ
ア
の
相
撲
大
会
に
向
い
て
お

り
、
六
月
か
ら
八
，
九
月
に
か
け
て
は
毎
日
の
よ
う
に
集
ま
り
、
大
会
に
向
け
て
の

練
習
を
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
神
事
相
撲
に
参
加
す
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、「
大
関
」

に
な
る
こ
と
に
対
し
て
も
、
あ
ま
り
意
欲
を
見
せ
な
い
若
い
力
士
が
増
え
て
い
る
。

神
事
相
撲
の
運
営
に
携
わ
る
橋
本
氏
は
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る

）
20
（

。

橋
本
氏
：「
だ
か
ら
あ
の
、
親
方
達
だ
け
の
考
え
方
で
や
っ
て
た
の
を
、
親
方
達
の

考
え
方
っ
て
い
う
の
は
、
俺
ら
が
や
っ
た
ん
だ
か
ら
若
い
衆
や
れ
、
み
た
い

表２　2003年度の氷見市相撲協会の年間スケジュール
（氷見市相撲協会事業報告書と参与観察をもとに筆者作成）
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な
、
で
、
昔
は
ね
、
親
方
が
あ
ち
こ
ち
相
撲
連
れ
て
歩
い
て
、
で
相
撲
の
無

い
日
は
自
分
の
と
こ
ろ
で
泊
め
て
と
か
、
で
食
わ
し
て
と
か
、
い
う
ふ
う
に

や
っ
て
た
の
を
、
ま
あ
一
種
の
部
屋
み
た
い
な
、
そ
の
地
域
そ
の
地
域
で
親

方
が
い
て
部
屋
み
た
い
の
を
つ
く
っ
て
、
面
倒
見
て
た
と
、
い
う
よ
う
な
時

代
は
そ
れ
で
よ
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
け
ど
も
、
い
わ
ゆ
る
現
代
は
、
相
撲

終
わ
っ
た
ら
そ
の
ま
ま
会
場
か
ら
も
う
す
ぐ
そ
の
日
の
う
ち
に
、
次
の
日

だ
っ
て
仕
事
の
た
め
に
も
う
車
で
帰
っ
て
し
ま
う
わ
け
や
な
。
だ
か
ら
、
日

常
か
ら
ま
あ
面
倒
見
て
な
い
か
ら
、
さ
あ
唐
戸
山
行
く
よ
集
ま
れ
っ
て
言
っ

た
っ
て
世
話
も
で
き
な
い
っ
て
い
う
ね
、そ
ん
な
よ
う
な
、い
わ
ば
ア
マ
チ
ュ

ア
相
撲
の
、
相
撲
連
盟
と
い
う
か
、
あ
ち
こ
ち
の
大
会
の
相
撲
を
世
話
し
て

る
、
そ
ん
な
人
達
、
こ
れ
も
ま
あ
、
い
わ
ば
、
ど
こ
か
で
相
撲
を
や
っ
て
き

た
人
達
が
多
い
わ
け
だ
か
ら
、
そ
の
人
達
は
生
活
の
面
倒
ま
で
は
見
な
い
け

れ
ど
も
、
そ
う
い
う
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
的
な
役
割
、
指
導
者
の
役
割
を
果
た
し

て
く
れ
た
ら
そ
の
人
達
が
連
れ
て
出
て
く
る
わ
け
だ
か
ら
、
そ
の
中
に
は
、

現
在
で
は
、
ア
マ
チ
ュ
ア
の
相
撲
連
盟
の
役
員
が
、
唐
戸
山
の
か
つ
て
の
大

関
で
あ
っ
た
っ
て
い
う
人
結
構
増
え
た
け
ど
も
、
以
前
は
な
ん
と
な
く
ね
、

親
方
衆
の
相
撲
取
、
ア
マ
チ
ュ
ア
の
相
撲
取
、
ち
ょ
っ
と
反
目
す
る
み
た
い

な
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
ね
、
あ
い
つ
ら
は
連
盟
だ
と
か
ね
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の

親
方
衆
達
は
日
常
の
面
倒
を
見
て
な
い
か
ら
、
さ
あ
唐
戸
山
集
ま
れ
っ
て

言
っ
て
も
、ど
こ
に
ど
ん
な
力
士
が
い
る
か
、わ
か
ら
ん
と
い
う
時
代
に
な
っ

て
き
た
わ
け
や
な
。
と
こ
ろ
が
今
、
う
ち
ら
の
町
ん
中
で
は
ね
、
長
ら
く
そ

う
い
う
そ
の
後
継
者
の
大
関
候
補
を
、
育
て
て
く
れ
な
い
、
っ
て
い
う
か
ね
、

年
齢
の
広
が
り
が
出
て
、
で
も
う
、
年
代
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
っ
て
、
で
ア
マ

チ
ュ
ア
の
大
会
を
見
た
り
っ
て
い
う
よ
う
な
こ
と
も
し
て
な
い
か
ら
。
そ
う

す
る
と
ま
た
大
関
候
補
を
見
つ
け
な
い
と
あ
ら
わ
れ
な
い
と
い
う
、
そ
ん
な

こ
う
悪
循
環
み
た
い
な
こ
と
に
な
っ
て
、
そ
れ
を
ま
あ
な
ん
と
か
繋
い
で
い

け
る
よ
う
に
地
元
商
工
会
か
ら
っ
て
い
う
ん
で
、
ど
う
な
の
か
な
、
昭
和
四

〇
年
代
ぐ
ら
い
か
な
、
ま
あ
、
そ
れ
ま
で
連
盟
っ
て
い
う
の
も
そ
ん
な
し
っ

か
り
し
た
も
ん
じ
ゃ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
組
織
が
ポ
ツ
ポ
ツ
出

来
て
き
た
時
に
、
な
か
な
か
次
の
大
関
候
補
を
見
つ
け
る
の
に
困
っ
て
き
た

と
。」

（
中
略
）

筆
者
：「
今
で
言
う
と
親
方
っ
て
こ
と
は
そ
の
、
連
盟
の
ほ
う
の
幹
部
と
い
う
か
、

連
盟
の
方
の
世
話
っ
て
い
う
ふ
う
な
読
み
替
え
と
い
う
か
・
・
・
」

橋
本
氏
：「
次
の
大
関
候
補
を
作
る
と
き
に
は
、
探
す
と
き
に
は
ど
う
し
て
も
連
盟

の
幹
部
に
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
よ
。
日
常
稽
古
し
て
る
と
か
、
毎
年
（
唐
戸

山
の
）
土
俵
に
来
て
い
る
と
か
、
い
う
の
は
、
連
盟
の
幹
部
じ
ゃ
な
く
っ
て

も
連
盟
の
組
織
の
メ
ン
バ
ー
だ
か
ら
、
そ
れ
が
ま
あ
日
常
、
大
会
出
た
り
稽

古
し
た
り
っ
て
い
う
繋
が
り
が
あ
る
か
ら
、
だ
か
ら
や
れ
る
ん
で
、
親
方
に

な
っ
た
か
ら
連
盟
の
幹
部
っ
て
い
う
わ
け
で
な
く
て
、
逆
に
連
盟
関
係
者

だ
っ
た
か
ら
大
関
に
な
れ
る
ん
だ
と
、
だ
け
ど
そ
れ
は
、
今
後
将
来
若
い
人

達
の
世
話
を
し
て
い
っ
て
く
れ
る
、
子
供
達
の
指
導
を
し
て
く
れ
る
、
そ
う

い
う
将
来
の
相
撲
に
繋
い
で
く
れ
る
っ
て
い
う
人
達
が
、
選
ば
れ
や
す
い
わ

け
や
ね
、
本
来
親
方
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
地
方
の
相
撲
を
拓
き
、
世
話

を
し
、
力
士
を
連
れ
て
き
、
そ
し
て
、
教
え
た
り
し
て
だ
ん
だ
ん
若
い
方
へ

伝
え
て
い
く
っ
て
い
う
事
を
尊
重
し
て
、
だ
か
ら
、
あ
い
つ
は
強
か
っ
た
と
、

だ
か
ら
大
関
候
補
だ
と
、
だ
け
ど
、
人
の
付
き
合
い
は
悪
い
し
、
ね
ぇ
、
面

倒
見
は
悪
い
し
、
強
か
っ
た
け
ど
も
、
若
い
も
ん
何
も
育
て
て
な
い
と
、
い

う
よ
う
な
こ
と
に
な
る
と
本
当
は
大
関
候
補
と
し
て
の
条
件
か
ら
言
う
と
、

や
や
欠
落
点
が
あ
る
と
。
と
こ
ろ
が
、
と
な
る
と
な
か
な
か
人
を
見
つ
け
ら

れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
か
ら
、
小
学
校
の
子
供
、
中
学
校
の
子
供
ぐ
ら

い
の
大
会
は
あ
っ
て
も
、
社
会
人
に
な
っ
て
か
ら
は
全
く
の
相
撲
を
や
ら
な

い
と
い
う
地
域
は
、
そ
ん
な
人
を
見
つ
け
る
の
も
苦
労
す
る
、
い
な
い
も
ん
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ね
。﹇
以
下
略
、
傍
線
：
筆
者
﹈」

　

現
在
、「
大
関
」
に
な
っ
た
と
し
て
も
か
つ
て
の
よ
う
に
、
中
央
の
興
行
相
撲
、

現
在
の
大
相
撲
の
力
士
と
し
て
出
て
行
く
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

　

地
方
相
撲
の
指
導
者
で
あ
る
「
大
関
」
と
し
て
任
命
さ
れ
た
力
士
は
、
か
つ
て
の

よ
う
な
華
々
し
い
も
の
で
は
な
く
、「
親
方
」
と
し
て
神
事
相
撲
の
運
営
に
携
わ
っ

た
り
、
神
事
相
撲
へ
若
い
力
士
を
連
れ
て
き
て
次
世
代
の
「
大
関
候
補
」
を
探
す
こ

と
に
な
る
。
現
在
こ
の
唐
戸
山
神
事
相
撲
は
、
も
は
や
「
競
う
」
こ
と
を
目
的
と
す

る
よ
り
も
、
神
事
相
撲
の
「
継
承
」
を
目
的
と
し
て
「
大
関
」
を
任
命
し
て
い
く
と

い
う
、
閉
じ
た
循
環
に
よ
っ
て
持
続
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
。

❺
結
語

　

一　

明
治
以
降
の
相
撲
の
競
技
体
系
の
動
態
か
ら
み
る
素
人
相
撲

　

ま
ず
、
こ
れ
ま
で
、
素
人
相
撲
の
一
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
た
唐
戸
山
神
事
相
撲

を
、
近
世
以
降
の
相
撲
の
競
技
体
系
の
動
向
と
の
関
連
か
ら
位
置
付
け
る
。

　

近
世
に
お
い
て
地
方
の
素
人
相
撲
の
担
い
手
た
ち
と
、
中
央
の
興
行
相
撲
組
織
と

の
間
に
は
一
致
し
た
利
害
関
係
に
基
づ
き
、「
擬
制
的
師
弟
関
係
」
が
取
り
結
ば
れ

て
い
た
。
こ
の
関
係
に
よ
り
、
中
央
の
相
撲
興
行
組
織
に
と
っ
て
は
、
安
定
し
て
地

方
巡
業
が
実
施
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
地
方
素
人
相
撲
の
側
で
は
、
地
方
巡
業

の
興
行
権
の
委
任
に
よ
る
収
益
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
人
的
交
流
と
い
う
点
に
お

い
て
も
、
地
方
の
素
人
相
撲
の
力
士
に
と
っ
て
は
、
こ
の
地
方
巡
業
を
通
じ
て
中
央

の
相
撲
興
行
に
進
出
す
る
契
機
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
や
り
取
り
を
通
じ
て
、
明
治

期
に
は
地
方
素
人
相
撲
の
力
士
達
に
よ
り
自
律
的
に
組
織
化
が
図
ら
れ
、
組
織
と
し

て
中
央
の
興
行
相
撲
組
織
と
交
渉
を
す
る
の
み
な
ら
ず
、
素
人
相
撲
集
団
独
自
の
単

独
興
行
も
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
地
方
素
人
相
撲
組
織
は
、

中
央
の
相
撲
で
成
績
が
残
せ
な
か
っ
た
力
士
達
が
郷
里
に
戻
り
、
再
度
地
方
で
相
撲

に
携
わ
る
再
就
職
先
と
し
て
も
機
能
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
時
期
の
神
事
相

撲
は
、
素
人
相
撲
と
職
業
相
撲
の
結
節
点
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
し

て
、
こ
の
よ
う
な
中
央
の
興
行
相
撲
組
織
と
地
方
の
素
人
相
撲
と
の
関
係
は
昭
和
初

期
ま
で
続
い
て
い
く
。

　

明
治
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、
近
世
末
期
よ
り
隆
盛
を
む
か
え
て
い
た
素
人
相

撲
、
お
よ
び
興
行
相
撲
と
は
別
の
経
路
か
ら
、
ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
の
相

撲
が
誕
生
す
る
。
ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
の
相
撲
組
織
に
よ
っ
て
、
そ
の
指

導
組
織
の
体
制
や
競
技
会
の
体
系
も
こ
れ
ま
で
の
中
央
│
地
方
の
関
係
に
基
づ
く
も

の
で
は
な
く
、「
町
村
↓
郡
・
市
↓
県
と
い
う
よ
う
に
形
成
さ
れ
る
競
技
会
・
選
手

制
度
の
体
系
」〔
佐
々
木 

二
〇
〇
四
：
一
八
〕
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
。
富
山
県

で
は
、
大
正
一
三
年
（
一
九
二
四
）
に
第
一
回
富
山
県
青
年
団
体
育
大
会
の
相
撲
大

会
（
県
下
青
年
団
連
合
相
撲
大
会
）、
昭
和
二
三
年
（
一
九
四
八
）
に
は
第
一
回
富

山
県
民
体
育
大
会
開
催
さ
れ
、
昭
和
三
六
年
（
一
九
六
一
）
に
は
第
一
回
富
山
県
実

業
団
相
撲
選
手
権
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
地
方
の
素
人
相
撲
は
、
戦
後
再
編
さ
れ
た
青
年
団
な
ど
の
活
動
に
吸
収
さ

れ
、
か
つ
て
組
織
さ
れ
た
素
人
相
撲
組
織
も
、
次
第
に
ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ
ー
ツ
組
織

の
体
系
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
。
さ
ら
に
昭
和
三
〇
年
代
以
降
、
大
相
撲
の
力
士
の

供
給
源
が
新
た
に
学
生
相
撲
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
で
、
地
方
│
中
央
相
撲
と
い
っ
た

近
世
以
降
築
か
れ
て
き
た
、
一
致
し
た
利
害
関
係
に
基
づ
く
関
係
性
が
絶
た
れ
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
時
期
に
は
、
唐
戸
山
神
事
相
撲
周
辺
地
域
で
数
多
く
実
施
さ
れ
て

い
た
神
事
相
撲
も
、
そ
の
姿
を
消
し
て
い
く
。

　

下
谷
内
は
、
こ
の
昭
和
三
〇
年
前
後
に
、
主
管
で
あ
る
羽
咋
神
社
の
神
事
と
し
て

「
祭
式
」
が
整
え
ら
れ
、
現
在
の
よ
う
な
神
事
相
撲
の
形
式
を
確
立
し
た
と
述
べ
て

い
る

）
21
（

〔
下
谷
内 

一
九
九
二
：
五
〕。
ま
た
、
表
1
に
示
し
た
よ
う
に
、
神
事
相
撲
の
「
大

関
候
補
」
に
よ
る
取
組
方
法
が
、
明
治
以
降
次
第
に
形
式
化
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
形

式
化
と
い
う
の
は
、
真
剣
勝
負
で
あ
っ
た
も
の
が
、
演
劇
的
、
予
定
調
和
的
な
も
の
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へ
と
変
化
す
る
過
程
で
あ
り
、
競
技
に
お
け
る
偶
然
性
が
排
除
さ
れ
て
き
た
過
程
で

あ
る
。
そ
こ
で
は
も
は
や
、
神
事
相
撲
に
お
い
て
、
競
う
と
い
う
行
為
が
、
そ
の
結

果
に
伴
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
名
誉
の
獲
得
や
地
位
上
昇
と
い
っ
た
も
の
が
見
込
め
な

く
な
っ
た
代
わ
り
と
し
て
、
神
事
相
撲
そ
れ
自
身
の
持
続
の
た
め
に
自
己
目
的
化
し

て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

現
在
地
方
の
相
撲
は
、
ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
の
相
撲
組
織
に
よ
っ
て
担

わ
れ
て
お
り
、
組
織
に
よ
る
相
撲
の
指
導
体
制
も
確
立
し
て
い
る
。
中
央
の
興
行
相

撲
と
の
関
係
が
途
絶
え
、
神
事
相
撲
の
事
例
も
数
例
を
数
え
る
に
至
り
、
素
人
相
撲

と
い
う
枠
組
み
で
相
撲
が
お
こ
な
わ
れ
る
の
は
、
神
事
相
撲
や
慶
事
に
際
し
て
開
催

さ
れ
る
相
撲
の
場
に
限
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
ら
の
相
撲
も
実
質
的
に
は
ア
マ

チ
ュ
ア
相
撲
組
織
の
人
間
が
運
営
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
石
川
県
、
お
よ
び
富
山
県

に
お
い
て
素
人
相
撲
は
地
元
の
ア
マ
チ
ュ
ア
相
撲
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
、
担
わ
れ
て

い
る
と
い
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
民
俗
学
に
特
有
と
も
い
え
る
競
技
に
対
す
る
言
及
の
さ
れ
方
に

よ
っ
て
、
年
占
の
神
事
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
き
た
唐
戸
山
神
事
相
撲
は
、
閉
じ

た
共
同
体
に
よ
る
宗
教
儀
礼
と
し
て
の
相
撲
で
は
な
く
、
む
し
ろ
外
部
と
の
人
的
・

組
織
的
な
接
触
・
交
流
に
よ
っ
て
発
展
し
、
持
続
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

昭
和
三
〇
年
代
以
降
に
至
り
、む
し
ろ
地
域
社
会
内
で
閉
じ
て
完
結
し
た
か
た
ち
で
、

且
つ
、
競
技
性
が
排
除
さ
れ
形
式
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
神
事
相
撲
は
お
こ
な
わ

れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

二　

競
技
を
競
技
と
し
て
民
俗
学
の
対
象
へ

　

こ
れ
ま
で
民
俗
学
に
お
い
て
競
技
は
、
事
象
が
包
含
す
る
、
娯
楽
性
、
遊
戲
性
、

演
劇
性
、
偶
然
性
な
ど
の
諸
要
素
の
な
か
の
ど
の
要
素
が
取
り
出
さ
れ
、
民
俗
分
類

項
目
の
ど
こ
に
入
れ
込
ま
れ
る
か
に
よ
っ
て
、
解
釈
が
決
定
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
分

類
項
目
は
、
あ
く
ま
で
も
調
査
を
実
施
す
る
際
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
で
あ
っ
た
は
ず
で

あ
り
、対
象
を
見
据
え
る
入
口
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

競
技
と
い
う
事
象
を
構
成
す
る
諸
要
素
の
一
部
を
恣
意
的
に
取
り
出
し
、
そ
れ
ら
を

起
源
や
目
的
と
し
て
結
び
、
何
ら
か
の
手
段
と
し
て
競
技
を
語
っ
た
り
、
競
技
を
別

の
何
か
と
し
て
語
る
こ
と
で
、
民
俗
学
は
競
技
を
対
象
と
し
て
き
た
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ま
で
相
撲
を
は
じ
め
と
す
る
競
技
を
め
ぐ
っ
て
言
及
が
な
さ
れ

て
き
た
、
神
事
性
、
芸
能
性
と
い
っ
た
要
素
へ
の
注
視
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
そ
れ
ら
の
諸
要
素
は
、
競
技
が
様
々
な
場
面
で
様
々
な
意
味
づ
け
が
な
さ
れ

て
実
施
さ
れ
て
い
る
要
因
で
あ
る
と
考
え
る
。
一
般
的
に
競
技
と
は
現
代
に
お
い
て

技
の
優
劣
を
競
う
行
為
で
あ
る
。
そ
れ
が
地
域
社
会
に
お
い
て
祭
礼
に
伴
っ
て
実
施

さ
れ
て
き
た
と
い
う
事
実
は
注
目
に
値
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
競
技
と
い
う
事
象
が

本
質
的
に
宗
教
儀
礼
と
何
ら
か
の
親
和
性
を
有
し
て
い
る
可
能
性
は
あ
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
そ
れ
ら
の
諸
特
徴
へ
の
注
視
の
前
提
と
し
て
、
競
技
と
し
て
そ
の
土
地
で

如
何
な
る
意
義
を
有
す
る
の
か
、
い
か
な
る
変
容
を
遂
げ
て
き
た
の
か
、
と
い
っ
た

言
及
は
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
競
技
が
競
技
と
し
て
対
象
化
さ

れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
類
学
に
お
い
て
当
初
ス

ポ
ー
ツ
は
、「
よ
り
広
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
「
ゲ
ー
ム
」
に
算
入
さ
れ
」
ス
ポ
ー

ツ
と
い
う
対
象
は
「
記
述
は
簡
単
で
、多
か
れ
少
な
か
れ
他
の
諸
問
題
の
つ
け
た
し
」

で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
「
ス
ポ
ー
ツ
は
、
そ
れ
自
身
の
理
解
の
た
め
に
研
究
さ
れ
る
べ

き
も
の
と
し
て
で
は
な
く
て
、
文
化
の
他
の
側
面
を
理
解
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て

み
ら
れ
て
い
る
に
」
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
〔
Ｋ
．
ブ
ラ
ン
チ
ャ
ー
ド
、
Ａ
．
チ
ェ
ス

カ 

一
九
八
八
：
六
、
一
四
〕。
民
俗
学
に
お
け
る
競
技
も
、
か
つ
て
の
人
類
学
に
お
け

る
ス
ポ
ー
ツ
と
同
様
に
、
そ
れ
自
身
が
理
解
さ
れ
る
も
の
と
し
て
対
象
化
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
民
俗
学
に
お
け
る
競
技
研
究
で
対
象
と
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
、
専
業
者
に
よ
る
競
技
や
外
来
ス
ポ
ー
ツ
の
影
響
を
受
け
て
発
生
し
た
ア
マ

チ
ュ
ア
ス
ポ
ー
ツ
が
、
地
域
社
会
の
競
技
を
浸
食
し
消
滅
さ
せ
る
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
民
俗
学
の
対
象
と
し
て
積
極
的
に
視
野
に
入
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
ま

た
可
能
で
あ
る
こ
と
を
事
例
の
検
討
に
よ
り
示
す
こ
と
が
出
来
た
と
考
え
る
。
も
ち
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ろ
ん
、
年
中
行
事
と
し
て
、
神
事
と
し
て
み
る
べ
き
競
技
の
事
例
も
存
在
す
る
と
考

え
る
。
し
か
し
そ
れ
の
み
を
も
っ
て
、民
俗
学
が
対
象
と
す
る
競
技
と
し
て
い
て
は
、

民
俗
学
が
対
象
と
す
る
競
技
は
あ
ま
り
に
狭
く
、
言
及
で
き
る
こ
と
も
限
ら
れ
て
く

る
。
筆
者
は
本
稿
を
、
民
俗
学
が
対
象
と
し
得
る
競
技
の
事
例
の
拡
大
と
、
競
技
を

独
立
し
た
対
象
項
目
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
へ
の
礎
石
と
し
た
い
。

註（
1
）　

相
撲
を
、
担
い
手
の
属
性
か
ら
「
プ
ロ
」、「
ア
マ
」、「
素
人
（
し
ろ
う
と
）」
と
分
類
し
、

そ
れ
ら
を
包
括
的
に
取
り
上
げ
、
且
つ
、
歴
史
的
展
開
に
つ
い
て
詳
述
し
て
い
る
も
の
と
し
て

は
、〔
池
田 

一
九
七
七
〕、〔
新
田 

一
九
九
四
〕
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
。
本
稿
の
相
撲
の
分

類
も
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
依
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

（
2
）　

そ
の
相
撲
が
お
こ
な
わ
れ
る
地
域
の
人
々
や
組
織
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
と
し
た
が
、
同

時
に
ア
マ
チ
ュ
ア
相
撲
を
管
轄
す
る
、
日
本
相
撲
連
盟
の
系
列
に
あ
る
市
町
村
相
撲
連
盟
に
属

し
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
、
担
い
手
の
属
性
は
必
ず
し
も
明
確
に
分
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
後
に
事
例
に
お
い
て
触
れ
る
。

（
3
）　

新
田
は
前
者
を
「
奉
納
相
撲
」、
後
者
を
「
相
撲
神
事
」
と
定
義
し
て
い
る
〔
新
田 

一
九
九

四
：
六
〇
〕。
更
に
新
田
は
前
者
の
「
奉
納
相
撲
」
の
特
徴
と
し
て
、「
相
撲
が
お
こ
な
わ
れ
る

こ
と
と
神
事
の
内
容
と
が
必
然
的
に
む
す
び
つ
い
て
い
る
」
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
い
る
〔
新

田 

一
九
九
四
：
五
九
│
六
〇
頁
〕。
し
か
し
筆
者
は
、
相
撲
が
神
事
の
余
興
と
し
て
、
あ
る
い

は
奉
納
さ
れ
る
も
の
と
し
て
選
択
さ
れ
た
こ
と
に
、
な
ん
ら
か
の
必
然
性
が
あ
っ
た
も
の
と
し

て
考
え
て
い
る
。
こ
の
相
撲
で
あ
る
必
然
性
に
つ
い
て
は
個
々
の
事
例
を
検
討
し
く
必
要
が
あ

り
、
別
稿
で
改
め
て
取
り
組
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

（
4
）　

本
稿
で
ス
ポ
ー
ツ
と
い
う
時
は
、
運
動
競
技
全
般
を
指
す
語
と
し
て
用
い
る
。

（
5
）　

直
江
広
治
一
九
六
〇
「
祭
と
競
技
」
和
歌
森
太
郎
ほ
か
編
『
民
俗
文
学
講
座　

第
三
巻
』
弘

文
堂
三
一
五
│
三
五
〇
頁

（
6
）　

田
原
久
一
九
六
二
「
競
技
・
娯
楽
」『
日
本
民
俗
学
大
系 

九 

芸
能
と
娯
楽
』
平
凡
社 
二
八

三
│
三
一
一

（
7
）　

和
歌
森
太
郎
一
九
七
六「
競
技
と
遊
戯
」和
歌
森
太
郎
編『
日
本
民
俗
学
講
座 

四 

芸
能
伝
承
』

朝
倉
書
店
一
六
六
│
一
九
〇
頁

（
8
）　

小
松
和
彦
・
野
本
寛
一
編 

一
九
九
九
『
講
座 

日
本
の
民
俗
学 

八 

芸
術
と
娯
楽
の
民
俗
』

雄
山
閣

（
9
）　

上
野
は
、
こ
れ
ま
で
の
民
俗
学
に
お
け
る
相
撲
や
綱
引
き
に
対
す
る
観
点
は
、「
競
技
性
の

背
後
に
あ
る
祭
儀
と
し
て
の
側
面
を
、
日
本
民
俗
学
は
追
究
し
て
き
た
し
、
そ
れ
自
身
は
け
っ

し
て
誤
り
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
研
究
の
枠
組
み
で
は
、
捉
え
き
れ
な
い
側

面
を
こ
れ
ら
が
も
っ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
」と
指
摘
す
る〔
上
野 

一
九
九
九
：
二
一
〇
〕。

そ
こ
に
新
た
な
観
点
と
し
て
、
綱
引
き
の
「
引
き
合
い
」
と
い
う
行
為
を
「
作
る
」、「
見
立
て

る
」、「
引
き
ず
る
」
と
い
っ
た
様
々
な
「
遊
び
」
の
要
素
の
ひ
と
つ
と
し
て
位
置
付
け
、
ま
た
、

そ
れ
ら
の
行
為
の
「
見
せ
る
」
と
い
う
「
芸
能
性
」
や
「
都
市
祭
礼
性
」
の
観
点
か
ら
綱
引
き

を
み
る
こ
と
で
、「
興
行
と
し
て
成
功
し
た
大
相
撲
や
、
都
市
型
の
祭
礼
と
し
て
膨
張
し
続
け

て
い
る
綱
引
き
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
」
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
〔
上
野 

一
九
九
九
：

二
一
〇
〕。

（
10
）　

石
衡
別
命
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
墳
墓
前
に
あ
る
宮
内
庁
に
よ
る
立
て
看
板
の
表

記
に
倣
い
、
本
稿
で
は
磐
衡
別
命
と
統
一
し
て
表
記
す
る
。

（
11
）　

羽
咋
市
史
編
さ
ん
委
員
会 

一
九
七
五 

『
羽
咋
市
史 

中
世
・
寺
社
編
』 

羽
咋
市
役
所 

一
八
〇

頁

（
12
）　

こ
の
神
事
相
撲
全
体
の
行
事
の
流
れ
、
ま
た
そ
の
前
後
の
動
き
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
に
て
示

し
た
〔
井
上 

二
〇
〇
四
〕。

（
13
）　

新
田
一
郎 

一
九
九
四
『
相
撲
の
歴
史
』 

山
川
出
版
社

（
14
）　

高
埜
利
彦
一
九
八
九
『
近
世
日
本
の
国
家
権
力
と
宗
教
』
東
京
大
学
出
版
会
、二
〇
〇
〇
「
相

撲
年
寄
│
興
行
と
身
分
│
」
塚
田
孝
編 

『
シ
リ
ー
ズ 

近
世
の
身
分
的
周
縁
三 

職
人
・
親
方
・

仲
間
』
吉
川
弘
文
館 

一
九
〇
│
二
二
八
頁

（
15
）　

池
田
雅
雄 

一
九
七
七 『
相
撲
の
歴
史
』
平
凡
社

（
16
）　

現
在
の
石
川
県
羽
咋
郡
志
賀
町
新
林
に
あ
た
る
。

（
17
）　

唐
戸
山
神
事
相
撲
で
は
、
毎
年
「
大
関
」
獲
得
経
験
者
た
ち
が
運
営
役
員
と
し
て
任
命
さ
れ

る
。「
上
山
」
で
は
、「
大
関
候
補
」
の
出
身
地
の
人
々
役
員
と
し
て
任
命
さ
れ
る
。「
取
締
」

と
は
そ
の
役
員
の
中
の
長
で
あ
り
、
各
「
山
」
一
名
ず
つ
置
か
れ
る
。

（
18
）　
『
加
能
越
力
士
大
鑑
』
は
、
森
紫
南
（
本
名
は
森
恒
救
）
に
よ
っ
て
、
明
治
四
五
年
、
石
川

新
聞
に
約
一
ヶ
月
間
連
載
さ
れ
た
「
三
州
の
力
士
」
が
も
と
と
な
っ
て
い
る
。

（
19
）　

と
や
ま
ス
ポ
ー
ツ
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク（http://w

w
w
.sportsnet.pref.toyam

a.jp/

）「
富

山
県
ス
ポ
ー
ツ
年
史
」
を
参
照
し
た
（
二
〇
〇
八
年
一
月
情
報
取
得
）。

（
20
）　

二
〇
〇
四
年
九
月
一
七
日
、
橋
本
氏
の
自
宅
に
お
い
て
お
こ
な
っ
た
聞
き
取
り
よ
り
抜
粋
し

た
。
橋
本
氏
は
元
羽
咋
市
商
工
会
事
務
局
長
、
二
〇
〇
四
年
で
退
職
。
現
在
は
羽
咋
神
社
の
氏

子
会
の
幹
部
、
石
川
県
相
撲
連
盟
幹
部
等
の
役
職
に
就
い
て
い
る
。

（
21
）　

こ
の
背
景
に
は
、
明
治
以
降
の
神
社
政
策
と
そ
れ
に
伴
う
、
神
社
の
社
格
上
昇
に
向
け
て
の

戦
略
的
な
意
図
が
反
映
さ
れ
て
き
た
と
の
報
告
が
、
下
谷
内
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
〔
下
谷

内 
一
九
九
二
〕。
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│
な
ぜ
民
俗
学
は
「
近
代
」

を
扱
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
」『
日
本
民
俗
学
』
第
二
一
五
号

上
野　

　

誠　

一
九
九
九
「
力
と
対
立
の
競
技
」
小
松
一
彦
編
『
講
座 

日
本
の
民
俗
学 

八 

芸
術
と

娯
楽
の
民
俗
』
雄
山
閣

宇
佐
美
隆
憲　

二
〇
〇
二
『
草
相
撲
の
ス
ポ
ー
ツ
人
類
学
│
東
ア
ジ
ア
を
事
例
と
す
る
動
態
的
民
族

誌
│
』
岩
田
書
院

Ｅ
．
Ｅ
．
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
著　

二
〇
〇
〇
（
一
九
三
七
）
向
井
元
子
訳
『
ア
ザ
ン
デ

人
の
世
界 

妖
術
・
託
宣
・
呪
術
』 

み
す
ず
書
房

折
口　

信
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史
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折
口
信
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│
信
仰
と
娯
楽
の
あ
わ
い
に
在
る
も

の
│
」『
日
本
民
俗
学
』
第
二
五
一
号

香
川　

雅
信
一
九
九
九 

「
遊
び
と
娯
楽
」
小
松
一
彦
編
『
講
座 

日
本
の
民
俗
学 
八 
芸
術
と
娯
楽
の

民
俗
』
雄
山
閣

川
島　

浩
平　

二
〇
〇
五
「
名
誉
感
覚
の
日
米
比
較
」
中
村
敏
雄
編
『
ス
ポ
ー
ツ
に
お
け
る
名
誉
や

称
号
』　

創
文
企
画

Ｋ
．
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大
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小
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和
彦　

一
九
九
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総
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芸
術
と
娯
楽
の
民
俗
」
小
松
一
彦
編
『
講
座 

日
本
の
民
俗
学 

八 

芸
術
と
娯
楽
の
民
俗
』
雄
山
閣

佐
々
木
浩
雄　

二
〇
〇
四
「
大
正
末
〜
昭
和
恐
慌
期
に
お
け
る
農
村
青
年
の
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
受
容

│
石
川
県
江
沼
郡
月
津
村
青
年
団
機
関
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『
団
報
』
か
ら
│
」『
体
育
史
研
究
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第

二
一
号

財
団
法
人
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見
市
体
育
協
会　

一
九
九
三 『
創
立
四
十
周
年
記
念
誌
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二
〇
〇
二 『
創
立
五
十
周
年
記
念
誌
』

財
団
法
人
日
本
体
育
協
会　

一
九
五
八 『
ス
ポ
ー
ツ
八
〇
年
史
』

清
水　

　

諭　

一
九
九
八 『
甲
子
園
野
球
の
ア
ル
ケ
オ
ロ
ジ
ー
│
ス
ポ
ー
ツ
の「
物
語
」・
メ
デ
ィ
ア
・

身
体
文
化
│
』
新
評
論

下
谷
内
勝
利　

一
九
九
一
「
唐
戸
山
神
事
相
撲
の
盛
衰
」『
日
本
体
育
大
学
紀
要
』
第
二
二
巻　

第

一
号

　
　
　
　
　
　

 

一
九
九
五
「
石
川
県
加
賀
地
方
に
お
け
る
相
撲
行
事
と
そ
の
衰
退
」『
日
本
体
育
大

学
紀
要
』
第
二
四
巻 

第
二
号

瀬
戸
口
照
夫　

一
九
九
三 「
演
じ
ら
れ
る
相
撲
」 

寒
川
恒
夫
編 『
相
撲
の
宇
宙
論
』 

平
凡
社

高
西　

　

力　

一
九
九
二
│
一
九
九
七
「
上
庄
谷
相
撲
小
史
（
Ⅰ
）
│
（
Ⅷ
）」『
氷
見
春
秋
』
第
二

五
号
│
三
二
号 

氷
見
春
秋
会

高
埜　

利
彦　

一
九
八
九 『
近
世
日
本
の
国
家
権
力
と
宗
教
』 

東
京
大
学
出
版
会

　
　
　
　
　
　

二
〇
〇
〇
「
相
撲
年
寄
│
興
行
と
身
分
│
」 『
シ
リ
ー
ズ 

近
世
の
身
分
的
周
縁
三 

職

人
・
親
方
仲
間
』
塚
田
孝
編 

吉
川
弘
文
館

谷
釜
了
正
・
下
谷
内
勝
利　

一
九
九
三
「
能
登
・
唐
戸
山
に
お
け
る
仏
事
満
座
の
相
撲
│
唐
戸
山
神

事
相
撲
圏
の
形
成
に
関
す
る
歴
史
民
俗
学
的
考
察
│
」
日
本
体
育
大
学
体
育
史
研
究

室

田
原　

　

久　

一
九
六
二
「
競
技
・
娯
楽
」『
日
本
民
俗
学
大
系　

九　

芸
能
と
娯
楽
』
平
凡
社

チ
ョ
ム
ナ
ー
ド
・
シ
テ
ィ
サ
ン　

二
〇
〇
一
「
相
撲
行
事
の
総
合
的
な
捉
え
方
試
論
│
群
馬
県
下
の

「
ダ
ン
ゴ
相
撲
」「
ワ
ラ
相
撲
」
を
通
し
て
│
」
筑
波
大
学
民
俗
学
研
究
室
編　
『
都

市
と
境
界
の
民
俗
』
吉
川
弘
文
館

直
江　

広
治　

一
九
六
〇
「
祭
と
競
技
」『
民
俗
文
学
講
座　

第
三
巻
』
和
歌
森
太
郎
ほ
か
編 

弘
文

堂

成
田
十
次
郎
・
瀬
戸
口
照
夫　

一
九
七
六 

「「
相
撲
」
の
信
仰
的
基
盤
に
関
す
る
一
考
察
」『
東
京
教

育
大
学
体
育
学
部
紀
要
』
第
一
五
巻

新
田　

一
郎　

一
九
九
四 『
相
撲
の
歴
史
』 

山
川
出
版
社

羽
咋
市
史
編
さ
ん
委
員
会　

一
九
七
五 『
羽
咋
市
史 

中
世
・
寺
社
編
』 

羽
咋
市
役
所

氷
見
市
連
合
青
年
団　

一
九
八
四 『
氷
見
市
連
合
青
年
団
四
十
周
年
記
念
誌
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
九
九
四 『
氷
見
市
連
合
青
年
団
五
十
周
年
記
念
誌
』

平
岡　

克
明　

一
九
七
一　
『
唐
戸
山
相
撲
史
』　

唐
戸
山
相
撲
史
発
行
所

北
國
新
聞
社
編
集
局　

一
九
九
一
『
羽
咋
物
語
二
』
羽
咋
市
商
工
会

松
平　

斉
光　

一
九
九
八
（
一
九
四
三
）『
祭
』
平
凡
社

森　
　

紫
南　

一
九
一
二 『
加
能
越
力
士
大
鑑
』
加
能
越
力
士
大
鑑
発
行
所

吉
見
俊
哉
ほ
か　

一
九
九
九
『
運
動
会
と
日
本
近
代
』
青
弓
社

柳
田　

國
男　

一
九
六
九
（
一
九
四
二
）「
日
本
の
祭
」『
定
本
柳
田
國
男
集
新
装
版 

第
十
卷
』
筑

摩
書
房
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一
九
六
九
（
一
九
三
九
）「
國
語
の
將
來
」『
定
本
柳
田
國
男
集
新
装
版 

第
十
九
卷
』

筑
摩
書
房

リ
ー
・
ト
ン
プ
ソ
ン　

一
九
九
〇　
「
ス
ポ
ー
ツ
の
近
代
化
論
か
ら
み
た
相
撲
」 

亀
山
佳
明
編
『
ス

ポ
ー
ツ
の
社
会
学
』
世
界
思
想
社

和
歌
森
太
郎　

一
九
五
六
『
日
本
風
俗
史
』
一
九
八
〇
『
和
歌
森
太
郎
著
作
集　

第
五
巻
』
有
斐
閣

　
　
　
　
　
　

 

一
九
六
八
『
近
代
日
本
風
俗
史 

第
六
巻 

ス
ポ
ー
ツ
と
娯
楽
』
日
本
風
俗
史
学
会
編 

雄
山
閣

　
　
　
　
　
　

 

一
九
七
〇
『
新
版
日
本
民
俗
学
』
清
水
弘
文
堂

　
　
　
　
　
　

 
一
九
七
〇
『
流
行
世
相
近
代
史̶

流
行
と
世
相
│
』
雄
山
閣

　
　
　
　
　
　

 
一
九
七
六
「
競
技
と
遊
戯
」
和
歌
森
太
郎
編
『
日
本
民
俗
学
講
座 

四 

芸
能
伝
承
』

朝
倉
書
店 

・
早
稲
田
大
学
ス
ポ
ー
ツ
科
学
部
編 

二
〇
〇
三 

『
教
養
と
し
て
の
ス

ポ
ー
ツ
科
学
』 

大
修
館
書
店

渡
辺　

　

融　

一
九
六
八
「
武
道
と
洋
式
ス
ポ
ー
ツ
の
共
存
」
日
本
風
俗
史
学
会
編
『
近
代
日
本
風

俗
史 

六 

ス
ポ
ー
ツ
と
娯
楽
』
雄
山
閣

 

（
博
物
館
明
治
村
学
芸
員
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
研
究
協
力
者
）

 

（
二
〇
一
〇
年
七
月
二
六
日
受
付
、
二
〇
一
〇
年
一
一
月
三
〇
日
審
査
終
了
）
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Recently, the standing of Japanese sumo, particularly of the Grand Sumo Tournament and amateur sumo as a 

“national sport” has come into question. This is because the lineup of sumo wrestlers, the management policy of 

the organization, the form of the tournament, etc. have been changed in many ways as a result of the rise of 

foreign sumo wrestlers in the Grand Sumo Tournament, the movement toward the registration of amateur sumo 

as a medal sport in the Olympic Games, etc. Meanwhile, the human qualities, the posture, etc. of sumo wrestlers 

are regarded as a kind of formal beauty based on religious discourse, which positions sumo as a representative 

example of a “Japanese traditional tournament” or “national sport” while entwining with the discourse of “grace” 

and “dignity.”

Conventional studies on sumo in folklore studies highlight only the aspect of religious ritual in sumo, which 

guarantees the “dignity of national sport” in sumo, and neglects other aspects. The choice of case examples and 

the orientation of mentioning specific to folklore studies are observed there. Furthermore, folklore studies may 

not have objectified tournaments including sumo as a tournament.

This article first looks back on mentioning about tournaments in folklore studies, and examines its specific 

orientation. Then, through a case example of religious sumo performed in the Hokuriku area, this article 

examines the target case example in detail to contribute to the construction of a more open approach for 

tournaments in folklore studies.

Key words: Religious sumo, Amateur sumo, Traditional tournament, Sports imported from abroad, Modernization

A Study on Objectification of Tournaments in Folklore Studies：From Modernization of 
the Tournament System over Amateur Sumo after the Early Modern Period

INOUE Soichiro


