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大
相
撲
を
支
え
て
30
年

両
国
国
技
館
の
裏
側
に
迫
る

　
「
土
俵
」。
そ
れ
は
直
径
わ
ず
か
十
五
尺（
４・５
５
m
）の
中
で
、四
十
貫
（
約

1
5
0
kg
）を
超
え
る
大
男
た
ち
が
待
っ
た
な
し
の
勝
負
を
繰
り
広
げ
る
神
聖

な
場
所
。
そ
の
小
さ
な
舞
台
に
は
、
二
人
の
力
士
と
神
聖
な
装
具
を
身
に
つ

け
た
行
司
の
み
。
立
合
い
の
瞬
間
、
頭
か
ら
激
し
く
ぶ
つ
か
り
合
い
、
互
い

の
得
意
技
を
出
し
合
い
ま
す
。
土
俵
を
取
り
囲
む
多
く
の
観
客
た
ち
は
、
勝

負
が
決
す
る
瞬
間
を
息
を
飲
ん
で
見
守
る
の
で
す
。

　

さ
て
、「
相
撲
」
と
聞
く
と
、
東
京
・
両
国
を
思
い
起
こ
す
方
が
多
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ち
ゃ
ん
こ
巴
泻
も
、
両
国
の
地
に
店
を
構
え
て
39
年
。

そ
の
ル
ー
ツ
は
、
昭
和
初
期
に
活
躍
し
た
、
小
結
・
巴
泻
関
（
後
の
9
代
目

友
綱
親
方
）
と
、
そ
の
次
男
・
工
藤
建
次
が
、
友
綱
部
屋
跡
に
開
業
し
た
こ
と

に
始
ま
り
ま
す
。

　

そ
ん
な
両
国
の
シ
ン
ボ
ル
的
な
存
在
が
「
両
国
国
技
館
」
で
す
。現
在
の
国

技
館
が
建
設
さ
れ
た
の
は
、昭
和
59
年
11
月
の
こ
と
。
緑
色
の
銅
板
葺
き
の
大

屋
根
に
地
上
2
階
地
下
1
階
建
て
、
収
容
人
数
１
万
１
千
人
、
総
工
費

1
5
0
億
円
か
け
て
建
設
さ
れ
ま
し
た
。
翌
昭
和
60
年
初
場
所
で
落
成
式
が

盛
大
に
催
さ
れ
、
千
代
の
富
士
、
北
の
湖
の
両
横
綱
に
よ
る
三
段
構
え
が
披

露
さ
れ
ま
し
た
。（※

「
三
段
構
え
」
と
は
、相
撲
に
お
い
て
特
別
な
時
に
執
り
行
わ
れ
る
儀
式
の
こ
と
。）

　

2
0
1
1
年
の
名
古
屋
場
所
で
千
代
の
富
士
の
持
つ
最
多
勝
記
録
を
や

ぶ
っ
た
魁
皇
関
。
今
年
の
初
場
所
で
大
鵬
の
優
勝
回
数
32
回
を
超
え
、
通
算

優
勝
回
数
の
新
た
な
記
録
を
44
年
振
り
に
更
新
し
た
白
鵬
な
ど
の
活
躍
で
、

再
び
相
撲
が
注
目
を
集
め
て
い
ま
す
。
ま
た
外
国
人
観
光
客
な
ど
、
国
籍
を

問
わ
ず
、
両
国
国
技
館
を
訪
れ
る
人
が
増
え
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
そ
の
舞
台
と
な
る
両
国
国
技
館
が
ど
の
よ
う
な
造
り
に
な
っ
て

い
る
の
か
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
巴
泻
新
聞
第
14
号
で
は
、
11
代

目
友
綱
親
方
に
ご
案
内
し
て
い
た
だ
き
、
両
国
国
技
館
の
舞
台
裏
を
ご
紹
介

い
た
し
ま
す
。

NHK 大河ドラマ「花燃ゆ」の主人公、
文や吉田松陰ゆかりの品々を一堂に集めた。
幕末維新期の動乱を感じられる展示会です。

涼
を
愉
し
む

夏
の
暑
さ
は
愉
し
む
も
の

清
々
し
い
川
魚
や
太
陽
の
恵
み
を
い
っ
ぱ
い
浴
び
た
夏
野
菜

涼
や
か
な
彩
り
を
、
目
で
、
舌
で
味
わ
っ
て
く
だ
さ
い

営業時間
平　　日　11時半～14時　17時　～22時
土・日・祝日 11時半～14時　16時半～22時
※6月～8月は月曜定休



左から：高沢　工藤女将　友綱親方　佐久間　人見

相撲博物館
ホームページより転載
「野見宿禰と當麻蹶速対戦の図」

幟と櫓

●
相
撲
の
聖
地
・
両
国
が
根
付
い
て
2
5
0
年

　

相
撲
と
い
え
ば
両
国
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
根
付
い
た
の
は

江
戸
時
代
ま
で
遡
り
ま
す
。
農
耕
儀
礼
の
神
事
と
し
て
始
ま
っ

た
と
い
わ
れ
る
相
撲
で
す
が
、
江
戸
時
代
に
な
る
と
、
主
に
公

共
社
会
事
業
の
資
金
集
め
の
た
め
の
勧
進
相
撲
興
行
が
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
勧
進
相
撲
が
両
国
・
回
向
院
で

開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
常
設
場
所
「
回
向
院
場
所
」

が
年
に
二
回
開
か
れ
、大
相
撲
が
両
国
の
代
名
詞
と
な
っ
て
い
っ

た
の
で
す
。

　

い
ま
や
国
技
と
呼
ば
れ
て
い
る
相
撲
で
す
が
、
国
技
と
し
て

定
着
し
た
の
は
、
明
治
42
年
（
1
9
0
9
年
）、
回
向
院
の
隣
に

旧
国
技
館
が
開
場
し
た
こ
と
に
端
を
発
し
て
い
ま
す
。
巨
大
な

傘
の
よ
う
な
屋
根
か
ら
「
大
鉄
傘
」
の
愛
称
で
親
し
ま
れ
た
旧
国

技
館
は
１
万
3
千
人
を
収
容
で
き
る
大
き
な
施
設
で
し
た
。
昭
和

20
年（
1
9
4
5
年
）の
東
京
大
空
襲
で
焼
失
し
て
し
ま
う
ま
で
、

数
々
の
名
勝
負
が
こ
こ
で
繰
り
広
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
国
技
館
は
蔵
前
へ
と
移
り
ま
す
。
昭
和
29
年

（
1
9
5
4
年
）
に
完
成
し
た
蔵
前
国
技
館
は
、
享
保
年
間
よ
り

2
5
0
年
続
い
て
き
た
土
俵
周
り
の
四
本
柱
を
撤
廃
し
、
吊
り

天
井
を
設
置
し
、
四
隅
に
房
を
下
げ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
し
て
、
昭
和
59
年
（
1
9
8
4
年
）
9
月
場
所
千
秋
楽
を
最

後
に
閉
館
し
た
の
で
す
。

　

再
び
、
両
国
に
国
技
館
が
戻
っ
て
き
た
の
は
、
同
年
11
月
の

こ
と
で
し
た
。
当
時
、
相
撲
協
会
理
事
長
を
務
め
て
い
た
春
日

野
親
方
（
元
横
綱
・
栃
錦
）
の
尽
力
が
あ
り
、
両
国
国
技
館
復

帰
を
実
現
し
た
の
で
す
。
変
遷
の
歴
史
を
辿
っ
た
国
技
館
は
、

今
年
開
館
30
周
年
を
迎
え
ま
す
。

●
相
撲
の
歴
史
を
知
る
「
相
撲
博
物
館
」

　

で
は
、
国
技
館
内
の
探
検
を
始
め
ま
し
ょ
う
。
JR
両
国
駅
を

降
り
る
と
ま
ず
目
に
留
ま
る
の
は
、
各
部
屋
・
力
士
た
ち
の
色

と
り
ど
り
に
描
か
れ
た
「
の
ぼ
り
」
と
、高
さ
約
20
ｍ
の
櫓
で
す
。

　

櫓
の
天
辺
に
は
太
鼓
が
置
か
れ
、
合
わ
せ
て
「
櫓
太
鼓
」
と

呼
ば
れ
ま
す
。
も
と
も
と
は
梯
子
で
登
っ
て
い
た
そ
う
で
す
が
、

い
ま
は
内
部
に
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が
付
い
て
い
ま
す
。
場
所
中
は
、

朝
8
時
、
開
場
の
合
図
で
あ
る
「
寄
せ
太
鼓
」
と
結
び
の
一
番

が
終
わ
っ
た
合
図
「
は
ね
太
鼓
」
が
、二
人
の
呼
び
出
し
に
よ
っ

て
打
ち
鳴
ら
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
場
所
中
に
は
櫓
か
ら
二
本
の
棹
が
突
き
出
し
ま
す
。

こ
れ
は
「
出
し
っ
幣
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
先
端
に
は
麻
と

幣
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
天
下
泰
平
、
五
穀
豊
穣
、
好

天
に
恵
ま
れ
ま
す
よ
う
に
と
の
意
味
が
込
め
ら
れ
た
「
出
し
っ

幣
」。
も
と
も
と
神
事
か
ら
始
ま
っ
た
相
撲
の
歴
史
が
こ
こ
に
も

残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

正
面
入
口
横
に
は「
相
撲
博
物
館
」が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
は
、

錦
絵
や
番
付
、
化
粧
廻
し
な
ど
相
撲
に
関
す
る
貴
重
な
資
料
が

展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
展
示
は
年
に
6
回
替
わ
り
、
時
代
に
名

を
残
し
た
横
綱
や
大
相
撲
を
支
え
る
行
司
の
装
束
な
ど
の
展
示

を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
6
月
19
日（
金
）
ま
で
は
「
両
国

国
技
館
開
館
30
年
記
念　

両
国
国
技
館
を
沸
か
せ
た
力
士
た
ち
」

を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

場
所
中
以
外
で
も
開
館
し
て
い
ま
す
の
で
、（
し
か
も
入
館
料

は
無
料
！
）
ぜ
ひ
両
国
に
お
立
ち
寄
り
に
な
ら
れ
た
と
き
に
は
、

「
相
撲
博
物
館
」
に
足
を
伸
ば
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
素
敵
な
発

見
が
あ
る
は
ず
で
す
よ
。

●
角
界
に
入
門
し
た
力
士
の
登
竜
門

　

国
技
館
の
正
面
入
口
か
ら
向
か
っ
て
南
側
に
あ
る
の
は
、「
相

撲
教
習
所
」。
新
弟
子
検
査
に
合
格
し
た
入
門
間
も
な
い
力
士
た

ち
を
育
成
す
る
た
め
に
、
昭
和
32
年
に
日
本
相
撲
協
会
に
よ
り

設
立
さ
れ
ま
し
た
。

　

相
撲
教
習
所
で
は
、
実
技
と
教
養
を
中
心
に
、
相
撲
の
イ
ロ

ハ
を
学
び
ま
す
。
実
技
で
は
、
四
股
、
鉄
砲
、
股
割
り
、
す
り
足
、

伸
脚
な
ど
の
基
本
を
学
び
、
そ
れ
を
繰
り
返
し
稽
古
し
ま
す
。

ケ
ガ
防
止
の
た
め
、
受
け
身
や
股
割
り
は
徹
底
し
て
教
え
ら
れ

ま
す
。
時
に
は
、
先
輩
力
士
が
上
に
乗
っ
て
股
割
り
を
教
え
る

こ
と
も
あ
る
そ
う
で
す
。

　

教
養
分
野
で
は
、
相
撲
史
、
運
動
医
学
、
社
会
学
、
書
道
、

生
理
学
、
相
撲
甚
句
を
日
替
わ
り
で
学
び
ま
す
。
ま
た
、
日
本

に
来
て
間
も
な
い
外
国
人
力
士
は
、
日
本
語
や
文
化
を
覚
え
る

た
め
に
一
年
間
在
籍
す
る
そ
う
で
す
。
日
本
で
の
生
活
に
馴
染

め
る
よ
う
に
、
各
部
屋
、
相
撲
教
習
所
で
教
え
る
の
で
す
。

　

授
業
は
7
時
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
1
時
間
の
座
学
と
2
時
間

の
稽
古
を
終
え
、昼
ご
飯
を
食
べ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
部
屋
へ
と
帰
っ

て
い
き
ま
す
。

　

現
在
、
生
徒
は
64
人
、
年
寄
り
や
現
役
力
士
が
指
導
員
を
務
め

ま
す
。
友
綱
親
方
は
、
相
撲
教
習
所
所
長
に
就
任
さ
れ
て
い
る
の

で
、
教
壇
に
立
つ
こ
と
も
あ
る
の
だ
と
か…

。
ほ
と
ん
ど
の
力
士

た
ち
は
半
年
で
卒
業
証
書
を
手
に
し
、
そ
の
後
は
、
厳
し
い
角
界

の
道
を
極
め
る
た
め
に
各
部
屋
で
の
稽
古
に
励
む
の
で
す
。

　

ち
ょ
う
ど
取
材
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
き
も
授
業
の
最
中

で
、
ま
だ
髷
を
結
え
な
い
新
米
力
士
た
ち
が
静
か
に
勉
強
し
て

い
ま
し
た
。
壁
に
は
「
力
士
就
業
心
得
」
が
飾
ら
れ
て
お
り
、

力
士
と
し
て
の
立
ち
居
振
る
舞
い
か
ら
徹
底
し
て
教
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

●
土
俵
が
作
ら
れ
る
前
の
館
内
は
静
寂
に
包
ま
れ
て
い
た

　

い
よ
い
よ
国
技
館
の
中
に
入
り
ま
す
。
最
初
に
立
ち
寄
っ
た

の
は
「
相
撲
案
内
所
」
で
し
た
。
お
茶
屋
さ
ん
の
呼
び
名
の
方

が
親
し
ま
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
館
内
に
は
20
軒

の
案
内
所
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
屋
号
の
他
に
1
番
か
ら
20
番

の
番
号
が
振
り
分
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
新
国
技
館
建

築
の
際
に
分
か
り
や
す
い
よ
う
に
番
号
を
付
け
た
こ
と
が
始
ま

り
だ
そ
う
で
す
。

　

相
撲
案
内
所
で
は
、
た
っ
つ
け
袴
姿
の
「
出
方
さ
ん
」
と
呼

ば
れ
る
ス
タ
ッ
フ
が
飲
食
の
接
待
を
し
て
く
れ
ま
す
。
取
材
時

は
閉
ま
っ
て
い
ま
し
た
が
、
場
所
中
は
多
く
の
観
客
が
お
土
産

や
お
弁
当
を
求
め
て
長
蛇
の
列
が
で
き
、
賑
わ
い
を
見
せ
ま
す
。

　

そ
し
て
、
国
技
館
の
メ
イ
ン
会
場
へ
。
ま
だ
土
俵
が
作
ら
れ

て
い
な
い
会
場
は
、
暗
く
、
と
て
も
静
か
で
し
た
。
場
所
中
は
、

土
俵
、
吊
り
天
井
、
溜
り
席
が
設
置
さ
れ
る
た
め
、
も
っ
と
狭

い
よ
う
に
感
じ
ま
す
が
、
何
も
設
置
さ
れ
て
い
な
い
状
態
だ
と

こ
ん
な
に
広
か
っ
た
の
か
と
驚
く
ほ
ど
で
し
た
。

　

さ
て
、
平
均
体
重
1
5
0
kg
を
超
え
る
力
士
た
ち
の
15
日
に

及
ぶ
熱
い
戦
い
を
支
え
る
土
俵
。
こ
れ
ら
は
、

全
て
人
の
手
だ
け
で
行
わ
れ
ま
す
。
通
常
、
土

俵
は
場
所
初
日
の
5
、
6
日
前
か
ら
3
日
間

か
け
て
、
総
勢
45
名
の
呼
び
出
し
に
よ
っ
て

作
ら
れ
ま
す
。

　

土
俵
は
「
土
俵
規
定
」
と
呼
ば
れ
る
厳
格

な
決
ま
り
に
基
づ
い
て
作
ら
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
例
え
ば
、高
さ
は
34~

60
㎝
、一
辺

6.
7
m
の
正
方
形
の
中
に
66
個
の
俵
を
埋
め

込
む
こ
と
、
ま
た
中
央
の
円
は
4.
5
5
ｍ
な

ど
詳
細
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

や
ぐ
ら

だ　
し　
っ　
ぺ
い

大
相
撲
を
支
え
る
舞
台
裏
の
魅
力

黒色のまわしを付けて
稽古に励む力士たち。
十両以上は白色のまわしを
つける

教養の授業風景

壁に掛けられている「力士就業心得」 場所中、賑やかな「相撲案内所」

インタビュー
ルーム

西支度部屋東支度部屋

風
呂
場

風
呂
場

土俵

記者クラブ記者クラブ

東 西

両国国技館地下 1階

●
● ● ●

●

花
道

花
道

行司部屋・審判部屋など



●
力
士
た
ち
の
控
え
室
「
支
度
部
屋
」

　

次
に
案
内
し
て
い
た
だ
い
た
の
は
、
普
段
は
目
に
す
る
こ
と

の
な
い
バ
ッ
ク
ヤ
ー
ド
の
「
支
度
部
屋
」
で
し
た
。
集
中
力
と

緊
張
感
を
極
限
に
高
め
た
力
士
た
ち
が
歩
く
「
花
道
」
を
通
り
、

「
東
支
度
部
屋
」
へ
と
向
か
い
ま
し
た
。

　

支
度
部
屋
は
東
西
に
二
カ
所
設
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
番
付

表
に
従
っ
て
部
屋
が
振
り
分
け
ら
れ
ま
す
。
部
屋
内
に
は
、
高

さ
約
50
㎝
に
作
ら
れ
た
ク
ロ
ス
張
り
の
床
が
あ
り
、
奥
か
ら
番

付
順
に
明
け
荷
を
置
い
て
い
き
ま
す
。
重
さ
が
10
㎏
に
も
な
る

明
け
荷
に
は
、座
布
団
や
化
粧
廻
し
、締
め
込
み
、着
替
え
、テ
ー

ピ
ン
グ
な
ど
が
入
っ
て
お
り
、
場
所
中
は
置
い
た
ま
ま
に
す
る

そ
う
で
す
。
し
か
し
、
明
け
荷
が
置
け
る
の
も
十
両
以
上
。
幕

下
力
士
た
ち
は
、
自
分
の
荷
物
を
毎
日
持
ち
運
び
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
、
相
撲
界
の
厳
し
さ
が
こ
こ
に
も
表
れ
て
い

ま
す
。

　

他
に
も
、
取
組
み
前
に
集
中
力
を
高
め
た
り
、
ウ
ォ
ー
ミ
ン

グ
ア
ッ
プ
を
し
た
り
す
る
「
鉄
砲
柱
」
や
取
組
み
を
生
中
継
で

見
ら
れ
る
よ
う
、
テ
レ
ビ
も
設
置
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

入
口
左
手
は
、
お
風
呂
場
と
ト
イ
レ
が
あ
り
ま
し
た
。
少
し

深
め
に
作
ら
れ
た
浴
槽
は
、
想
像
通
り
ビ
ッ
ク
サ
イ
ズ
。
お
湯

が
溢
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
半
分
く
ら
い
入
っ
た
状
態
で
準

備
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
あ
ま
り
砂
が
付
く
こ
と
の
な
か
っ

た
力
士
は
お
風
呂
に
入
ら
ず
、
そ
の
ま
ま
各
部
屋
に
戻
り
ま
す
。

　
勝
負
の
前
の
緊
張
感
や
、勝
負
直
後
の
高
揚
感
が
入
り
交
じ
る
支

度
部
屋
の
中
で
は
、

ど
ん
な
会
話
が
交

わ
さ
れ
て
い
る
の

で
し
ょ
う
か
。
興

味
は
尽
き
ま
せ
ん
。

　

今
回
の
両
国
国
技
館
の
裏
側
見
学
で
は
、
場
所
中
は
見
る

こ
と
の
で
き
な
い
舞
台
裏
を
見
せ
て
い
た
だ
き
、
本
当
に
新

た
な
発
見
の
連
続
で
し
た
。

　

普
段
、
私
た
ち
が
目
に
し
て
い
る
の
は
、
力
士
た
ち
の
熱

気
で
満
ち
あ
ふ
れ
た
国
技
館
で
す
が
、
今
回
の
取
材
で
は
そ

の
戦
い
の
前
の
静
け
さ
を
表
す
よ
う
に
静
寂
な
館
内
を
見
て

回
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

最
も
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、
支
度
部
屋
を
見
せ
て
い
た
だ

い
た
こ
と
で
し
た
。
土
俵
上
で
の
勝
負
の
一
瞬
を
迎
え
る
ま

で
、
力
士
一
人
ひ
と
り
が
思
い
思
い
に
精
神
統
一
し
、
闘
志

を
高
め
て
い
く
姿
は
、
決
し
て
見
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

取
材
時
は
寂
然
と
し
た
支
度
部
屋
で
し
た
が
、
場
所
が
始
ま

る
と
熱
気
で
溢
れ
か
え
る
の
だ
ろ
う
な
と
想
像
す
る
と
、
今

後
の
取
組
み
が
一
層
楽
し
み
に
な
り
ま
し
た
。

　

最
後
は
正
面
入
口

の
と
こ
ろ
で
、
11
代

目
友
綱
親
方
を
囲
ん

で
記
念
撮
影
。

　

ぜ
ひ
、
両
国
に
来

ら
れ
た
際
に
は
、
国

技
館
、
そ
し
て
ち
ゃ

ん
こ
巴
泻
に
お
立
寄

り
下
さ
い
。
美
味
し

い
ち
ゃ
ん
こ
を
ご
用

意
し
て
お
待
ち
し
て

お
り
ま
す
。

■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

●
行
司
部
屋
か
ら
、
地
下
一
階
の
大
広
間
へ

　

支
度
部
屋
か
ら
通
路
を
挟
ん
で
反
対
側
に
は
、「
行
司
部
屋
」

が
あ
り
ま
す
。
巴
泻
会
員
の
皆
様
に
は
番
付
表
を
場
所
毎
に
お

送
り
し
て
い
ま
す
が
、
実
際
は
皆
様
が
目
に
す
る
番
付
表
の
4

倍
の
大
き
さ
の
ケ
ン
ト
紙
に
、
約
10
日
か
け
て
書
か
れ
ま
す
。

曲
尺
を
使
っ
て
割
付
を
行
い
ま
す
が
、
縦
方
向
の
文
字
の
バ
ラ

ン
ス
は
目
見
当
で
行
う
そ
う
で
す
。
バ
ラ
ン
ス
よ
く
書

か
れ
た
相
撲
文
字
は
、
芸
術
品
と
も
言
え
ま
す
ね
。

　

初
め
て
番
付
に
名
前
を
載
せ
る
こ
と
が
出
来

る
の
は
序
の
口
で
す
が
、
そ
の
文
字
は
細
く

小
さ
い
も
の
。
一
方
で
横
綱
は
そ
の
強
さ
を
表
す

か
の
様
に
太
く
、
大
き
く
書
か
れ
ま
す
。こ
れ
ら
は
7
本

の
筆
を
使
い
分
け
、
番
付
表
の
左
隅
下
か
ら
書
か
れ
て
い
る

の
で
す
。

　

取
材
時
も
相
撲
文
字
の
練
習
を
す
る
行
司
の
姿
を
見
か
け
ま

し
た
。
力
強
く
美
し
い
相
撲
文
字
は
日
頃
の
練
習
の
賜
物
だ
っ

た
の
で
す
。

　

行
司
部
屋
の
隣
に
は
、
審
判
部
屋
が
あ
り
ま
す
。
他
に
も
、

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
ル
ー
ム
や
呼
び
出
し
控
え
室
が
あ
り
ま
し
た
。

　

大
広
間
で
は
、
場
所
中
に
各
部
屋
の
ち
ゃ
ん
こ
が
振
る
舞
わ

れ
ま
す
。
場
所
以
外
に
は
、
幕
下
力
士
の
引
退
相
撲
や
断
髪
式

が
行
わ
れ
た
り
、
後
援
会
な
ど
の
宴
会
が
催
さ
れ
た
り
す
る
そ

う
で
す
。

　

さ
ら
に
そ
の
地
下
で
は
、
国
技
館
の
名
物
「
焼
き
鳥
」
が
作

ら
れ
て
い
ま
す
。
焼
き
鳥
で
あ
る
所
以
は
、「
二
本
足
で
立
ち
、

手
を
つ
く
こ
と
が
な
い
」
こ
と
か
ら
、
相
撲
界
で
は
縁
起
物
と

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
な
ん
と
場
所
中
に
は
、
一
日
お
よ
そ

12
万
本
も
の
焼
き
鳥
が
作
ら
れ
る
と
の
こ
と
。
量
の
多
さ
も「
横

綱
級
」
で
す
ね
。

か
や

か
ね
じ
ゃ
く

女
将

ち
ゃ
ん
こ
巴
泻　
　
　

工
藤
み
よ
子

 「タタキ」を使って土俵の表面を固めている まだ土俵が作られていない会場内

浴槽内の様子 支度部屋内。正面奥には横綱が座る 場所中の吊り天井 下から見た吊り天井の様子 相撲文字を練習する行事たち。板番付に書いている最中

力士の強さの順位を表す「番付表」

館内で売られている名物の「焼き鳥」

支度部屋の「鉄砲柱」

「
相
撲
の
楽
し
み
」
が
深
ま
っ
た

国
技
館
探
索
で
し
た

●
一
つ
ひ
と
つ
手
作
業
で
行
わ
れ
る
土
俵
作
り

　

土
俵
作
り
の
工
程
は
、
前
場
所
の
土
俵
を
切
り
崩
す
こ
と
か

ら
始
ま
り
ま
す
。
場
所
が
終
わ
る
と
土
俵
は
昇
降
機
で
下
の
階

に
収
納
さ
れ
ま
す
。
二
ヶ
月
振
り
に
表
舞
台
へ
と
表
れ
た
土
俵

は
、
乾
い
て
固
く
な
っ
て
お
り
、
そ
の
表
面
を
手
作
業
で
切
り

崩
し
、外
へ
と
運
び
ま
す
。そ
し
て
新
し
い
土
俵
を
作
る
た
め
に
、

約
10
ト
ン
の
土
を
盛
る
の
で
す
。
使
用
す
る
の
は
、
千
葉
県
我

孫
子
市
周
辺
の
重
い
粘
土
質
の
土
で
、
乾
燥
す
る
と
固
く
な
り
、

振
動
に
強
く
型
く
ず
れ
し
に
く
い
特
性
が
あ
り
ま
す
。

　

凡
そ
土
俵
の
形
に
成
型
す
る
と
、
側
面
を
突
き
固
め
ま
す
。

次
に
土
俵
の
上
を
呼
び
出
し
た
ち
が
列
を
為
し
、
土
俵
上
部
を

隅
か
ら
隅
へ
と
踏
み
固
め
ま
す
。
表
面
が
滑
ら
か
に
な
っ
た
ら
、

い
よ
い
よ
俵
を
埋
め
る
作
業
で
す
。
直
径
4.
5
5
ｍ
の
円
を
描

き
、
一
つ
ひ
と
つ
俵
を
埋
め
込
み
ま
す
。
こ
の
俵
は
「
勝
負
俵
」

と
言
い
ま
す
。地
表
に
出
る
俵
の
高
さ
は
、

わ
ず
か
5
.
2
㎝
で
す
が
、
土
俵
際
で

足
を
か
け
て
踏
ん
張
る
力
士
た
ち
に
と
っ

て
は
、
勝
負
が
決
ま
る
重
要
な
俵
で
す
。

土
俵
に
使
わ
れ
る
俵
は
、
他
に
も
徳
俵
、

角
俵
、あ
げ
俵
、踏
み
俵
、水
桶
俵
が
あ
り
、

全
部
で
66
個
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
勝
負
俵
の
周
り
に
は
「
蛇
の
目
」
と
呼
ば
れ
る
砂
が

撒
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
安
全
面
の
配
慮
と
力
士
の
足
跡
が

残
り
や
す
く
す
る
た
め
で
す
。
最
後
に
表
面
を
美
し
く
、
滑
ら
か

に
整
え
ら
れ
る
と
土
俵
が
完
成
し
ま
す
。

　

場
所
前
日
に
は
、
土
俵
の
中
央
に
「
鎮
め
物
」（
勝
ち
栗
、昆
布
、

ス
ル
メ
、
米
、
塩
、
榧
の
実
）
を
神
へ
の
供
物
と
し
て
埋
め
る

の
で
す
。
こ
の
様
子
は
「
土
俵
祭
り
」
と
し
て
一
般
の
方
も
ご

覧
い
た
だ
け
ま
す
。

踏
み
俵

あげ俵徳俵

角
俵

正面

勝負俵

北



高沢　工藤女将　友綱親方　佐久間　人見

相撲博物館
ホームページより転載
「野見宿禰と當麻蹶速対戦の図」

幟と櫓

●
相
撲
の
聖
地
・
両
国
が
根
付
い
て
2
5
0
年

　

相
撲
と
い
え
ば
両
国
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
根
付
い
た
の
は

江
戸
時
代
ま
で
遡
り
ま
す
。
農
耕
儀
礼
の
神
事
と
し
て
始
ま
っ

た
と
い
わ
れ
る
相
撲
で
す
が
、
江
戸
時
代
に
な
る
と
、
主
に
公

共
社
会
事
業
の
資
金
集
め
の
た
め
の
勧
進
相
撲
興
行
が
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
勧
進
相
撲
が
両
国
・
回
向
院
で

開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
常
設
場
所
「
回
向
院
場
所
」

が
年
に
二
回
開
か
れ
、大
相
撲
が
両
国
の
代
名
詞
と
な
っ
て
い
っ

た
の
で
す
。

　

い
ま
や
国
技
と
呼
ば
れ
て
い
る
相
撲
で
す
が
、
国
技
と
し
て

定
着
し
た
の
は
、
明
治
42
年
（
1
9
0
9
年
）、
回
向
院
の
隣
に

旧
国
技
館
が
開
場
し
た
こ
と
に
端
を
発
し
て
い
ま
す
。
巨
大
な

傘
の
よ
う
な
屋
根
か
ら
「
大
鉄
傘
」
の
愛
称
で
親
し
ま
れ
た
旧
国

技
館
は
１
万
3
千
人
を
収
容
で
き
る
大
き
な
施
設
で
し
た
。
昭
和

20
年（
1
9
4
5
年
）の
東
京
大
空
襲
で
焼
失
し
て
し
ま
う
ま
で
、

数
々
の
名
勝
負
が
こ
こ
で
繰
り
広
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
国
技
館
は
蔵
前
へ
と
移
り
ま
す
。
昭
和
29
年

（
1
9
5
4
年
）
に
完
成
し
た
蔵
前
国
技
館
は
、
享
保
年
間
よ
り

2
5
0
年
続
い
て
き
た
土
俵
周
り
の
四
本
柱
を
撤
廃
し
、
吊
り

天
井
を
設
置
し
、
四
隅
に
房
を
下
げ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
し
て
、
昭
和
59
年
（
1
9
8
4
年
）
9
月
場
所
千
秋
楽
を
最

後
に
閉
館
し
た
の
で
す
。

　

再
び
、
両
国
に
国
技
館
が
戻
っ
て
き
た
の
は
、
同
年
11
月
の

こ
と
で
し
た
。
当
時
、
相
撲
協
会
理
事
長
を
務
め
て
い
た
春
日

野
親
方
（
元
横
綱
・
栃
錦
）
の
尽
力
が
あ
り
、
両
国
国
技
館
復

帰
を
実
現
し
た
の
で
す
。
変
遷
の
歴
史
を
辿
っ
た
国
技
館
は
、

今
年
開
館
30
周
年
を
迎
え
ま
す
。

●
相
撲
の
歴
史
を
知
る
「
相
撲
博
物
館
」

　

で
は
、
国
技
館
内
の
探
検
を
始
め
ま
し
ょ
う
。
JR
両
国
駅
を

降
り
る
と
ま
ず
目
に
留
ま
る
の
は
、
各
部
屋
・
力
士
た
ち
の
色

と
り
ど
り
に
描
か
れ
た
「
の
ぼ
り
」
と
、高
さ
約
20
ｍ
の
櫓
で
す
。

　

櫓
の
天
辺
に
は
太
鼓
が
置
か
れ
、
合
わ
せ
て
「
櫓
太
鼓
」
と

呼
ば
れ
ま
す
。
も
と
も
と
は
梯
子
で
登
っ
て
い
た
そ
う
で
す
が
、

い
ま
は
内
部
に
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が
付
い
て
い
ま
す
。
場
所
中
は
、

朝
8
時
、
開
場
の
合
図
で
あ
る
「
寄
せ
太
鼓
」
と
結
び
の
一
番

が
終
わ
っ
た
合
図
「
は
ね
太
鼓
」
が
、二
人
の
呼
び
出
し
に
よ
っ

て
打
ち
鳴
ら
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
場
所
中
に
は
櫓
か
ら
二
本
の
棹
が
突
き
出
し
ま
す
。

こ
れ
は
「
出
し
っ
幣
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
先
端
に
は
麻
と

幣
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
天
下
泰
平
、
五
穀
豊
穣
、
好

天
に
恵
ま
れ
ま
す
よ
う
に
と
の
意
味
が
込
め
ら
れ
た
「
出
し
っ

幣
」。
も
と
も
と
神
事
か
ら
始
ま
っ
た
相
撲
の
歴
史
が
こ
こ
に
も

残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

正
面
入
口
横
に
は「
相
撲
博
物
館
」が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
は
、

錦
絵
や
番
付
、
化
粧
廻
し
な
ど
相
撲
に
関
す
る
貴
重
な
資
料
が

展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
展
示
は
年
に
6
回
替
わ
り
、
時
代
に
名

を
残
し
た
横
綱
や
大
相
撲
を
支
え
る
行
事
の
装
束
な
ど
の
展
示

を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
6
月
19
日（
金
）
ま
で
は
「
両
国

国
技
館
開
館
30
年
記
念　

両
国
国
技
館
を
沸
か
せ
た
力
士
た
ち
」

を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

場
所
中
以
外
で
も
開
館
し
て
い
ま
す
の
で
、（
し
か
も
入
館
料

は
無
料
！
）
ぜ
ひ
両
国
に
お
立
ち
寄
り
に
な
ら
れ
た
と
き
に
は
、

「
相
撲
博
物
館
」
に
足
を
伸
ば
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
素
敵
な
発

見
が
あ
る
は
ず
で
す
よ
。

●
角
界
に
入
門
し
た
力
士
の
登
竜
門

　

国
技
館
の
正
面
入
口
か
ら
向
か
っ
て
南
側
に
あ
る
の
は
、「
相

撲
教
習
所
」。
新
弟
子
検
査
に
合
格
し
た
入
門
間
も
な
い
力
士
た

ち
を
育
成
す
る
た
め
に
、
昭
和
32
年
に
日
本
相
撲
協
会
に
よ
り

設
立
さ
れ
ま
し
た
。

　

相
撲
教
習
所
で
は
、
実
技
と
教
養
を
中
心
に
、
相
撲
の
イ
ロ

ハ
を
学
び
ま
す
。
実
技
で
は
、
四
股
、
鉄
砲
、
股
割
り
、
す
り
足
、

伸
脚
な
ど
の
基
本
を
学
び
、
そ
れ
を
繰
り
返
し
稽
古
し
ま
す
。

ケ
ガ
防
止
の
た
め
、
受
け
身
や
股
割
り
は
徹
底
し
て
教
え
ら
れ

ま
す
。
時
に
は
、
先
輩
力
士
が
上
に
乗
っ
て
股
割
り
を
教
え
る

こ
と
も
あ
る
そ
う
で
す
。

　

教
養
分
野
で
は
、
相
撲
史
、
運
動
医
学
、
社
会
学
、
書
道
、

生
理
学
、
相
撲
甚
句
を
日
替
わ
り
で
学
び
ま
す
。
ま
た
、
日
本

に
来
て
間
も
な
い
外
国
人
力
士
は
、
日
本
語
や
文
化
を
覚
え
る

た
め
に
一
年
間
在
籍
す
る
そ
う
で
す
。
日
本
で
の
生
活
に
馴
染

め
る
よ
う
に
、
各
部
屋
、
相
撲
教
習
所
で
教
え
る
の
で
す
。

　

授
業
は
7
時
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
1
時
間
の
座
学
と
2
時
間

の
稽
古
を
終
え
、昼
ご
飯
を
食
べ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
部
屋
へ
と
帰
っ

て
い
き
ま
す
。

　

現
在
、
生
徒
は
64
人
、
年
寄
り
や
現
役
力
士
が
指
導
員
を
務
め

ま
す
。
友
綱
親
方
は
、
相
撲
教
習
所
所
長
に
就
任
さ
れ
て
い
る
の

で
、
教
壇
に
立
つ
こ
と
も
あ
る
の
だ
と
か…

。
ほ
と
ん
ど
の
力
士

た
ち
は
半
年
で
卒
業
証
書
を
手
に
し
、
そ
の
後
は
、
厳
し
い
各
界

の
道
を
極
め
る
た
め
に
各
部
屋
で
の
稽
古
に
励
む
の
で
す
。

　

ち
ょ
う
ど
取
材
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
き
も
授
業
の
最
中

で
、
ま
だ
髷
を
結
え
な
い
新
米
力
士
た
ち
が
静
か
に
勉
強
し
て

い
ま
し
た
。
壁
に
は
「
力
士
就
業
心
得
」
が
飾
ら
れ
て
お
り
、

力
士
と
し
て
の
立
ち
居
振
る
舞
い
か
ら
徹
底
し
て
教
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

●
土
俵
が
作
ら
れ
る
前
の
館
内
は
静
寂
に
包
ま
れ
て
い
た

　

い
よ
い
よ
国
技
館
の
中
に
入
り
ま
す
。
最
初
に
立
ち
寄
っ
た

の
は
「
相
撲
案
内
所
」
で
し
た
。
お
茶
屋
さ
ん
の
呼
び
名
の
方

が
親
し
ま
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
館
内
に
は
20
軒

の
案
内
所
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
屋
号
の
他
に
1
番
か
ら
20
番

の
番
号
が
振
り
分
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
新
国
技
館
建

築
の
際
に
分
か
り
や
す
い
よ
う
に
番
号
を
付
け
た
こ
と
が
始
ま

り
だ
そ
う
で
す
。

　

相
撲
案
内
所
で
は
、
た
っ
つ
け
袴
姿
の
「
出
方
さ
ん
」
と
呼

ば
れ
る
ス
タ
ッ
フ
が
飲
食
の
接
待
を
し
て
く
れ
ま
す
。
取
材
時

は
閉
ま
っ
て
い
ま
し
た
が
、
場
所
中
は
多
く
の
観
客
が
お
土
産

や
お
弁
当
を
求
め
て
長
蛇
の
列
が
で
き
、
賑
わ
い
を
見
せ
ま
す
。

　

そ
し
て
、
国
技
館
の
メ
イ
ン
会
場
へ
。
ま
だ
土
俵
が
作
ら
れ

て
い
な
い
会
場
は
、
暗
く
、
と
て
も
静
か
で
し
た
。
場
所
中
は
、

土
俵
、
吊
り
天
井
、
溜
り
席
が
設
置
さ
れ
る
た
め
、
も
っ
と
狭

い
よ
う
に
感
じ
ま
す
が
、
何
も
設
置
さ
れ
て
い
な
い
状
態
だ
と

こ
ん
な
に
広
か
っ
た
の
か
と
驚
く
ほ
ど
で
し
た
。

　

さ
て
、
平
均
体
重
1
6
0
kg
を
超
え
る
力
士
た
ち
の
15
日
に

及
ぶ
熱
い
戦
い
を
支
え
る
土
俵
。
こ
れ
ら
は
、

全
て
人
の
手
だ
け
で
行
わ
れ
ま
す
。
通
常
、
土

俵
は
場
所
初
日
の
5
、
6
日
前
か
ら
3
日
間

か
け
て
、
総
勢
45
名
の
呼
び
出
し
に
よ
っ
て
作

ら
れ
ま
す
。

　

土
俵
は
「
土
俵
規
定
」
と
呼
ば
れ
る
厳
格

な
決
ま
り
に
基
づ
い
て
作
ら
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
高
さ
は
34~

60
㎝
、
一
辺

7
2
7
㎝
の
正
方
形
の
中
に
66
個
の
俵
を
埋
め

込
む
こ
と
、
ま
た
中
央
の
円
は
4.
5
5
ｍ
な

ど
詳
細
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

や
ぐ
ら

だ　
し　
っ　
ぺ
い

両
国
国
技
館
の
「
ハ
レ
」と
「
ケ
」の
世
界

黒色のまわしを付けて
稽古に励む力士たち。
十両以上は白色のまわしを
つける

教養の授業風景

壁に掛けられている「力士就業心得」 場所中、賑やかな「相撲案内所」

インタビュー
ルーム

西支度部屋東支度部屋

風
呂
場

風
呂
場

土俵

記者クラブ記者クラブ

東 西

両国国技館地下 1階
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●

花
道

花
道

行司部屋・審判部屋など
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