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大
相
撲
の
土
俵
の
上
を
見
上
げ
る
と
、

吊
り
天
井
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
四
隅

か
ら
は
大
き
な
房
が
ぶ
ら
下
が
っ
て
お

り
、
そ
れ
ぞ
れ
色
が
着
い
て
い
ま
す
。
す

な
わ
ち
、
東
は
青
、
南
は
赤
、
西
は
白
、
北

は
黒
で
す
。

　

こ
れ
は
「
四
神
」
と
い
う
四
つ
の
方
角

そ
れ
ぞ
れ
の
守
護
神
と
さ
れ
る
動
物
の
色

で
あ
り
、
さ
ら
に
四
季
と
も
対
応
し
て
い

ま
す
。
東
は
龍
で
春
、
南
は
雀
で
夏
、
西

は
虎
で
秋
、
北
は
「
武
」
と
い
う
想
像
上

の
動
物
で
冬
と
な
っ
て
い
ま
す
。（
も
っ
と

も
、「
武
」
だ
け
が
想
像
上
の
動
物
と
い
う

わ
け
で
は
な
く
、
龍
に
し
て
も
赤
い
雀
に

し
て
も
実
在
し
ま
せ
ん
が
）

　

四
神
の
う
ち
春
と
関
連
す
る
龍
は
、
時

に
は
徳
の
高
い
帝
王
の
象
徴
、
時
に
は
恵

み
の
雨
を
も
た
ら
す
水
神
と
、
と
て
も
縁

起
の
良
い
動
物
と
さ
れ
ま
す
。
普
段
は
池

の
中
に
棲
む
蛟み
ず
ち
と
呼
ば
れ
る
小
動
物
で
す

が
、
時
勢
に
乗
る
と
巨
大
な
龍
と
な
り
、

雲
を
呼
ん
で
天
高
く
昇
り
ま
す
。（
こ
の
と

き
起
こ
る
の
が
あ
の
「
竜
巻
」
と
い
う
こ

と
で
す
）

　

古
代
中
国
漢
王
朝
の
初
代
皇
帝
と
な
っ

た
劉り
ゅ
う
ほ
う邦

は
、
元
来
家
柄
も
教
養
も
な
く
、

武
勇
で
は
ラ
イ
バ
ル
の
項こ
う
う羽

に
か
ら
き
し

歯
が
立
ち
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
高

い
鼻
に
美
し
い
ヒ
ゲ
と
い
っ
た
龍
に
も
似

た
堂
々
た
る
人
相
と
途
方
も
な
く
大
き
な

度
量
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
た
ぐ
い
稀
な

魅
力
に
よ
っ
て
最
後
に
天
下
を
勝
ち
取
り

ま
し
た
。
以
来
「
龍
顔
」
は
皇
帝
の
顔
の

別
称
と
な
っ
た
の
で
す
。

　

西
洋
に
も
ド
ラ
ゴ
ン
と
い
う
想
像
上
の

動
物
が
い
る
の
は
奇
遇
と
い
え
ま
す
。
こ

ち
ら
も
鱗
に
覆
わ
れ
た
爬
虫
類
ら
し
き
全

身
に
加
え
、
鋭
い
牙
と
爪
を
持
ち
、
さ
ら

に
空
を
飛
ぶ
こ
と
が
で
き
る
な
ど
、
多
く

の
共
通
点
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
お
め

で
た
い
ど
こ
ろ
か
、
し
ば
し
ば
災
い
を
も

た
ら
す
悪
魔
の
使
い
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
は

龍
と
は
正
反
対
で
す
。『
エ
ル
マ
ー
の
ぼ
う

け
ん
』
と
い
う
童
話
に
お
い
て
、
主
人
公

の
少
年
に
よ
く
な
つ
く
、
お
と
な
し
く
て

憎
め
な
い
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
登
場
す

る
の
は
微
笑
ま
し
い
例
外
と
い
え
ま
す
。

　

こ
の
春
は
、
萩
・
石
見
空
港
に
と
っ
て
、

東
京
線
2
往
復
運
航
が
継
続
す
る
新
た
な

節
目
で
も
あ
り
ま
す
。
様
々
な
取
組
が
龍

頭
蛇
尾
と
な
ら
ぬ
よ
う
、
ド
ラ
ゴ
ン
の
よ

う
に
青
空
に
翼
を
広
げ
、
確
か
な
上
昇
気

流
に
乗
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

※
平
成
28
年
7
月
号
の（
上
）よ
り
続
く

　

内う
ち
だ田

氏
は
本
拠
が
遠と
お
と
う
み
の
く
に

江
国 

内う
ち
だ
の田

庄し
ょ
う（
静
岡
県
菊き
く
が
わ川
市
）
で
あ
っ
た
た

め
、
当
主
は
そ
ち
ら
に
い
て
、
豊と
よ
た田

郷ご
う

（
横
田
町
・
梅う
め
つ
き月

町
・
本ほ
ん
ま
た
が

俣
賀
町
・

左ひ
だ
り
が
や
ま

ヶ
山
町
）は
代だ
い
か
ん官

を
派
遣
し
て
治
め

て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、南
北
朝
の

内
乱
が
起
こ
る
と
、豊
田
郷
を
一
族
で

あ
る
上か
み
ま
た
が

俣
賀
氏
に
脅
か
さ
れ
た
た
め
、

豊
田
郷
に
本
拠
を
移
し
ま
す
。こ
う
し

て
、
内
田
氏
の
一
族
は
、
内
田
氏
と

下し
も
ま
た
が

俣
賀
氏
が
北
朝
方
、上
俣
賀
氏
は
南

朝
方
と
し
て
抗
争
す
る
こ
と
と
な
り

ま
す
。

　

暦り
ゃ
く
お
う応
3（
1
3
4
0
）年
、
下
俣
賀

致む
ね
よ
し義

は
北
朝
方
か
ら
「
須す
こ子

村む
ら

内う
ち
だ田

屋や
し
き敷

」を
保
証
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
、俣
賀
下
村
を
本
拠
と
し
た
下
俣
賀

氏
が
須
子
に
も
拠
点
を
持
っ
て
い
た

こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。下
俣
賀
氏
は

須
子
に
進
出
し
た
こ
と
に
よ
り
、高
津

川
の
水
運
に
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
思
わ
れ
、高
津
川
右
岸
に
拠
点
を
持

つ
下
俣
賀
氏
、
安や
す
ど
み富
氏
、
内
田
氏
は
利

害
を
共
有
し
て
お
り
、と
も
に
北
朝
方

に
属
し
ま
し
た
。

　

一
方
、
上
俣
賀
氏
は
横
田
か
ら
梅

月
、
俣
賀
、
多
田
を
経
由
し
て
益
田
に

至
る
街
道
を
押
さ
え
て
お
り
、
内
田
・

下
俣
賀
氏
と
の
対
立
の
中
で
南
朝
方

に
属
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

南
北
朝
の
内
乱
は
北
朝
方
の
優
位

の
う
ち
に
終
焉
を
迎
え
ま
す
が
、こ
の

頃
に
は
高
津
川
左
岸
の
飯い
い
だ田

・
虫む
そ
う追

に

益
田
氏
が
拠
点
を
獲
得
し
て
い
ま
す
。

益ま
す
だ
の
し
ょ
う

田
庄
を
本
拠
と
す
る
益
田
氏
は
高

津
川
の
出
口
に
あ
た
る
飯
田
な
ど
を

押
さ
え
る
こ
と
で
、高
津
川
下
流
域
の

長な
が
の
の
し
ょ
う

野
庄
に
も
次
第
に
影
響
力
を
持
ち

始
め
ま
す
。　
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