
　
大
相
撲
の
土
俵
は
一
辺
6.7
m
四
方
の

大
き
さ
で
、年
６
回
開
か
れ
る
本
場
所

の
前
に
各
会
場
で
土
俵
造
り
が
３
日
間

程
度
か
け
て
行
わ
れ
ま
す
。そ
の
作
業

を
担
う
の
は
取
組
の
際
に
力
士
を
呼
び

上
げ
る

よ
び
だ
し

呼
出
さ
ん
た
ち
で
す
。「
土
俵

鍬
」は
土
俵
の

の
り
め
ん

法
面（
側
面
）を
削
っ
た

り
、土
俵
に
施
す
小
俵
を
切
っ
た
り
す
る

の
に
使
う
、土
俵
造
り
に
欠
か
せ
な
い
道

具
の
一
つ
で
す
。

　
刃
の
長
さ
は
約
17・5㎝
、幅
は
約
13・

5㎝
と
小
さ
め
。刃
と
柄
は
直
角
に
交
わ

り
、持
ち
運
び
し
や
す
い
よ
う
に
柄
が
取

り
外
せ
る
構
造
で
す
。し
っ
か
り
と
叩
き

固
め
ら
れ
た
土
俵
を
削
っ
た
り
す
る
た

め
の
強
度
と
切
れ
味
を
備
え
て
い
ま
す
。

呼
出
さ
ん
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
に
自
分
用

の
鍬
を
所
有
し
て
い
ま
す
。

　
土
俵
鍬
作
り
を
手
掛
け
る
全
国
で
た

だ
一
人
の
鍛
冶
職
人
で
あ
る
大
庭
利
男

さ
ん
に
、技
法
に
つ
い
て
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
話
を
お
聞
き
し
ま
し
た
。

　
鍛
冶
職
人
は
、鉄
を
熱
し
て
、鍛
え

て
、か
た
ち
を
こ
し
ら
え
、道
具
と
し
て

の
新
た
な
命
を
吹
き
込
む
の
が
仕
事
で

す
。こ
の
道
に
入
っ
て
今
年
で
66
年
に
な

り
ま
す
が
、土
俵
鍬
は
引
退
を
控
え
た

鍛
冶
職
人
の
先
輩
に
後
を
頼
ま
れ
て
以

来
、約
40
年
間
作
り
続
け
て
い
ま
す
。

　
呼
出
さ
ん
た
ち
は
大
相
撲
の
一
年
の

締
め
く
く
り
で
あ
る
九
州
場
所
の
土
俵

造
り
が
終
わ
る
と
鍬
を
修
理
に
出
し
て

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
し
、そ
れ
か
ら
ま
た
１
年

間
使
っ
て
次
の
九
州
場
所
が
来
て
ま
た

修
理
に
出
す
と
い
う
サ
イ
ク
ル
で
す
。鍬

が
古
く
な
って
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な
れ
ば
新
調

し
ま
す
。

　
土
俵
鍬
は
切
れ
味
を
良
く
す
る
た
め

に
一
般
的
な
鍬
よ
り
刃
が
薄
く
、１
年

も
使
う
と
刃
先
が
１㎝
ほ
ど
磨
り
減
って

し
ま
う
ん
で
す
。毎
年
、直
し
が
30
本
以

上
、新
調
は
２
、３
本
く
ら
い
。鍬
の
修

繕
や
新
調
は
九
州
場
所
の
開
幕
中
に
終

え
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
、そ
の
間
は

私
に
と
って
年
間
で
一
番
忙
し
い
時
期
に

な
り
ま
す
。　

　
土
俵
鍬
は
九
州
独
自
の
伝
統
技
法
で

あ
る「
ほ
う
ろ
く
な
が

焙
烙
流
し
」を
用
い
る
こ
と
が
最

大
の
特
徴
で
す
。ま
ず
、地
鉄（
軟
鉄
）で

作
っ
た
鍬
の
刃
の
先
端
に
、古
い

す
き鋤
な
ど

「
は
が
ね
い
も
の

鋼
鋳
物
」の
か
け
ら
を
の
せ
て
刃
を
窯

（
火
床
）に
入
れ
ま
す
。頃
合
い
を
計
り

九州の「地域ブランド」を
ご紹介致します。

福 

岡

九
州
場
所
中
に
集
中
し
て

修
理
や
新
調
に
取
り
組
む

九
州
独
特
の
伝
統
技
法

「
焙
烙
流
し
」を
使
う

土
俵
鍬
は
土
俵
造
り
に

不
可
欠
な
道
具
の
一
つ

つ
つ
刃
の
上
に
わ
ら
束
を
置
い
て
燃
や

し
、鋼
鋳
物
が
溶
け
た
時
点
で
窯
か
ら

出
し
て
、わ
ら
の
燃
え
か
す
を
叩
き
つ
け

な
が
ら
刃
先
を
鍛
え
て
い
き
ま
す
。こ
う

す
る
と
わ
ら
が
燃
え
る
熱
で
刃
の
表
面

の
温
度
が
一
気
に
上
が
り
、溶
け
た
鋼

鋳
物
が
刃
先
の
表
面
に
被
膜
の
よ
う
に

均
一
に
広
が
り
、薄
く
て
も
強
い
刃
に
仕

上
が
る
の
で
す
。

　
わ
ら
束
の
燃
や
し
加
減
や
刃
先
を
鍛

え
る
タ
イ
ミ
ン
グ
な
ど
、細
か
い
コ
ツ
を

掴
ま
な
い
と
失
敗
し
て
し
ま
う
。か
な
り

の
経
験
を
積
ま
な
い
と
身
に
付
か
な
い

技
術
で
す
。焙
烙
流
し
を
終
え
た
後
は
、

ベ
ル
ト
ハ
ン
マ
ー
を
使
っ
て
叩
き
締
め
た

り
か
た
ち
を
整
え
た
り
し
て
完
成
さ
せ

て
い
き
ま
す
。

　
鍛
冶
職
人
の
先
輩
か
ら
土
俵
鍬
作
り

を
託
さ
れ
た
と
き
、自
分
の
技
量
を
認

め
て
も
ら
え
た
の
だ
と
う
れ
し
か
っ
た
の

で
す
が
、も
ち
ろ
ん
詳
し
い
作
り
方
な
ど

は
教
え
て
も
ら
え
ま
せ
ん
。手
取
り
足

取
り
教
わ
る
の
で
な
く
、師
匠
や
先
輩

た
ち
の
仕
事
を
見
て
自
分
で
研
究
し
て

技
を
覚
え
て
い
く
の
が
職
人
で
す
か
ら
。

刃
の
薄
さ
や
角
度
な
ど
、試
行
錯
誤
し

て
土
俵
鍬
作
り
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し

た
。毎
年
、使
い
手
で
あ
る
呼
出
さ
ん
た

ち
の
要
望
を
聞
い
て
少
し
で
も
作
業
が

し
や
す
い
よ
う
に
仕
上
げ
ま
す
。本
当
に

人
の
役
に
立
つ
物
を
作
る
の
が
鍛
冶
職

人
の
務
め
で
あ
り
喜
び
で
す
。

　
今
で
は
鍛
冶
屋
も
激
減
し
て
、正
確

に
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
焙
烙
流
し
を
で

き
る
職
人
は
も
う
ほ
と
ん
ど
い
な
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。ち
ゃ
ん
と
し
た
土

俵
鍬
が
な
い
と
ち
ゃ
ん
と
し
た
土
俵
は

で
き
ま
せ
ん
。そ
れ
だ
け
に
縁
の
下
で
相

撲
文
化
を
支
え
て
い
る
と
い
う
自
負
と

責
任
を
い
つ
も
感
じ
て
い
ま
す
。

　
九
州
場
所
が
近
く
な
る
と
、持
病
も

あ
る
の
で
い
つ
も
に
も
増
し
て
体
調
に
気

を
付
け
る
の
で
す
が
、こ
れ
ま
で
２
回
、

ち
ょ
う
ど
そ
の
時
期
に
具
合
が
悪
く
な
り

ど  

ひ
ょ
う 

ぐ
わ

土
俵
鍬

入
院
を
し
た
こ
と
が
…
。九
州
場
所
の

会
場
で
あ
る
福
岡
国
際
セ
ン
タ
ー
か
ら

程
近
い
病
院
だ
っ
た
の
で
、ふ
れ
太
鼓
の

音
が
聞
こ
え
て
き
て
ベッ
ド
の
上
で
じ
く

じ
た
る
思
い
に
か
ら
れ
ま
し
た
。

　
何
か
あ
っ
た
と
き
の
場
合
に
備
え
、時

間
が
あ
る
と
き
に
製
作
し
た
土
俵
鍬
を

30
本
ほ
ど
常
に
ス
ト
ッ
ク
し
て
い
る
の

で
、そ
れ
ほ
ど
ご
迷
惑
を
お
か
け
せ
ず
に

済
み
ま
し
た
が
、２
度
と
あ
ん
な
思
い
を

す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
な
く
て
は
。

土
俵
鍬
の
仕
事
を
無
事
に
終
え
る
と
、

今
年
も
一
番
大
き
な
山
を
越
え
た
と

ほっ
と
し
ま
す
。

　
祖
父
の
代
か
ら
鍛
冶
屋
で
私
は
３
代

目
に
な
り
ま
す
。こ
の
作
業
場
が
建
っ
た

の
は
大
正
15
年
。博
多
を
襲
っ
た
大
空

襲
に
か
ろ
う
じ
て
遭
わ
ず
に
無
事
で
し

た
。レ
ン
ガ
造
り
の
窯
は
戦
後
築
き
直

し
た
も
の
で
す
。小
学
校
の
頃
か
ら
父
や

使
え
る
家
庭
用
の
万
能
包
丁
で
す
。ト

マ
ト
が
１㎜
の
薄
さ
で
す
っ
ぱ
り
切
れ
る

ほ
ど
で
す
。

　
博
多
包
丁
は
極
軟
鋼
に
島
根
県
安
来

産
の
鋼
を
挟
ん
で
鍛
造
し
、両
刃
を
研

ぎ
上
げ
て
仕
上
げ
ま
す
。刃
こ
ぼ
れ
し
に

く
く
、し
っ
か
り
手
入
れ
す
れ
ば
20
年

持
ち
ま
す
。地
元
の
主
婦
の
方
に
広
く

愛
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、時
代
と
と

も
に
ス
テ
ン
ス
包
丁
に
押
さ
れ
て
使
う

人
は
減
っ
て
き
ま
し
た
。そ
の
一
方
で
、

日
本
の
伝
統
や
手
作
り
の
良
さ
が
見
直

さ
れ
て
き
た
り
、本
物
志
向
の
人
も
増

え
て
き
た
り
と
、興
味
を
持
っ
た
り
注
文

し
て
く
れ
る
人
が
い
て
う
れ
し
い
限
り
で

す
。海
外
の
方
や
小
学
生
が
作
業
を
見

学
に
来
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
博
多
包
丁
を
買
って
く
れ
た
方
が「
研

ぎ
」を
頼
み
に
来
ら
れ
て
、包
丁
が
よ
く

使
い
込
ま
れ
た
状
態
を
見
る
た
び
に
、

こ
の
仕
事
を
続
け
て
き
て
よ
か
っ
た
と
感

じ
ま
す
。昨
年
、あ
り
が
た
い
こ
と
に「
現

代
の
名
工
」に
選
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た

が
、い
く
ら
年
を
重
ね
よ
う
と
こ
れ
以
上

も
う
学
ぶ
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。こ
れ
か
ら
も
毎
日
が
修
行
で

す
。体
に
気
を
付
け
な
が
ら
、で
き
る
限

り
現
役
を
続
け
た
い
と
思
って
い
ま
す
。

祖
父
の
仕
事
を
手
伝
い
中
学
を
卒
業

後
、鍛
冶
職
人
を
志
し
ま
し
た
。師
匠
の

父
は
私
に
技
術
を
教
え
る
こ
と
は
な
く
、

た
だ「
や
って
み
ろ
」。父
の
仕
事
を
見
て

技
を
盗
み
自
分
な
り
に
改
良
し
な
が
ら

身
に
付
け
て
い
き
ま
し
た
。

　
昔
は
鋤
や
鍬
な
ど
農
機
具
を
作
る
こ

と
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、そ
の
う
ち

「
博
多
包
丁
」作
り
が
ほ
と
ん
ど
に
な
り

ま
し
た
。こ
の
包
丁
は
刃
が
少
し
反
り

返
り
刃
先
が
三
角
に
尖
っ
た
両
刀
で
、

野
菜
、肉
、魚
と
何
で
も
ご
ざ
れ
。切
る
、

刻
む
、叩
く
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
用
途
に

土俵鍬
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ま
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り

九州の「地域ブランド」を
ご紹介致します。

福 

岡

九
州
場
所
中
に
集
中
し
て

修
理
や
新
調
に
取
り
組
む

九
州
独
特
の
伝
統
技
法

「
焙
烙
流
し
」を
使
う

土
俵
鍬
は
土
俵
造
り
に

不
可
欠
な
道
具
の
一
つ

つ
つ
刃
の
上
に
わ
ら
束
を
置
い
て
燃
や

し
、鋼
鋳
物
が
溶
け
た
時
点
で
窯
か
ら

出
し
て
、わ
ら
の
燃
え
か
す
を
叩
き
つ
け

な
が
ら
刃
先
を
鍛
え
て
い
き
ま
す
。こ
う

す
る
と
わ
ら
が
燃
え
る
熱
で
刃
の
表
面

の
温
度
が
一
気
に
上
が
り
、溶
け
た
鋼

鋳
物
が
刃
先
の
表
面
に
被
膜
の
よ
う
に

均
一
に
広
が
り
、薄
く
て
も
強
い
刃
に
仕

上
が
る
の
で
す
。

　
わ
ら
束
の
燃
や
し
加
減
や
刃
先
を
鍛

え
る
タ
イ
ミ
ン
グ
な
ど
、細
か
い
コ
ツ
を

掴
ま
な
い
と
失
敗
し
て
し
ま
う
。か
な
り

の
経
験
を
積
ま
な
い
と
身
に
付
か
な
い

技
術
で
す
。焙
烙
流
し
を
終
え
た
後
は
、

ベ
ル
ト
ハ
ン
マ
ー
を
使
っ
て
叩
き
締
め
た

り
か
た
ち
を
整
え
た
り
し
て
完
成
さ
せ

て
い
き
ま
す
。

　
鍛
冶
職
人
の
先
輩
か
ら
土
俵
鍬
作
り

を
託
さ
れ
た
と
き
、自
分
の
技
量
を
認

め
て
も
ら
え
た
の
だ
と
う
れ
し
か
っ
た
の

で
す
が
、も
ち
ろ
ん
詳
し
い
作
り
方
な
ど

は
教
え
て
も
ら
え
ま
せ
ん
。手
取
り
足

取
り
教
わ
る
の
で
な
く
、師
匠
や
先
輩

た
ち
の
仕
事
を
見
て
自
分
で
研
究
し
て

技
を
覚
え
て
い
く
の
が
職
人
で
す
か
ら
。

刃
の
薄
さ
や
角
度
な
ど
、試
行
錯
誤
し

て
土
俵
鍬
作
り
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し

た
。毎
年
、使
い
手
で
あ
る
呼
出
さ
ん
た

ち
の
要
望
を
聞
い
て
少
し
で
も
作
業
が

し
や
す
い
よ
う
に
仕
上
げ
ま
す
。本
当
に

人
の
役
に
立
つ
物
を
作
る
の
が
鍛
冶
職

人
の
務
め
で
あ
り
喜
び
で
す
。

　
今
で
は
鍛
冶
屋
も
激
減
し
て
、正
確

に
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
焙
烙
流
し
を
で

き
る
職
人
は
も
う
ほ
と
ん
ど
い
な
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。ち
ゃ
ん
と
し
た
土

俵
鍬
が
な
い
と
ち
ゃ
ん
と
し
た
土
俵
は

で
き
ま
せ
ん
。そ
れ
だ
け
に
縁
の
下
で
相

撲
文
化
を
支
え
て
い
る
と
い
う
自
負
と

責
任
を
い
つ
も
感
じ
て
い
ま
す
。

　
九
州
場
所
が
近
く
な
る
と
、持
病
も

あ
る
の
で
い
つ
も
に
も
増
し
て
体
調
に
気

を
付
け
る
の
で
す
が
、こ
れ
ま
で
２
回
、

ち
ょ
う
ど
そ
の
時
期
に
具
合
が
悪
く
な
り

ど  

ひ
ょ
う 

ぐ
わ

土
俵
鍬

入
院
を
し
た
こ
と
が
…
。九
州
場
所
の

会
場
で
あ
る
福
岡
国
際
セ
ン
タ
ー
か
ら

程
近
い
病
院
だ
っ
た
の
で
、ふ
れ
太
鼓
の

音
が
聞
こ
え
て
き
て
ベッ
ド
の
上
で
じ
く

じ
た
る
思
い
に
か
ら
れ
ま
し
た
。

　
何
か
あ
っ
た
と
き
の
場
合
に
備
え
、時

間
が
あ
る
と
き
に
製
作
し
た
土
俵
鍬
を

30
本
ほ
ど
常
に
ス
ト
ッ
ク
し
て
い
る
の

で
、そ
れ
ほ
ど
ご
迷
惑
を
お
か
け
せ
ず
に

済
み
ま
し
た
が
、２
度
と
あ
ん
な
思
い
を

す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
な
く
て
は
。

土
俵
鍬
の
仕
事
を
無
事
に
終
え
る
と
、

今
年
も
一
番
大
き
な
山
を
越
え
た
と

ほっ
と
し
ま
す
。

　
祖
父
の
代
か
ら
鍛
冶
屋
で
私
は
３
代

目
に
な
り
ま
す
。こ
の
作
業
場
が
建
っ
た

の
は
大
正
15
年
。博
多
を
襲
っ
た
大
空

襲
に
か
ろ
う
じ
て
遭
わ
ず
に
無
事
で
し

た
。レ
ン
ガ
造
り
の
窯
は
戦
後
築
き
直

し
た
も
の
で
す
。小
学
校
の
頃
か
ら
父
や

使
え
る
家
庭
用
の
万
能
包
丁
で
す
。ト

マ
ト
が
１㎜
の
薄
さ
で
す
っ
ぱ
り
切
れ
る

ほ
ど
で
す
。

　
博
多
包
丁
は
極
軟
鋼
に
島
根
県
安
来

産
の
鋼
を
挟
ん
で
鍛
造
し
、両
刃
を
研

ぎ
上
げ
て
仕
上
げ
ま
す
。刃
こ
ぼ
れ
し
に

く
く
、し
っ
か
り
手
入
れ
す
れ
ば
20
年

持
ち
ま
す
。地
元
の
主
婦
の
方
に
広
く

愛
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、時
代
と
と

も
に
ス
テ
ン
ス
包
丁
に
押
さ
れ
て
使
う

人
は
減
っ
て
き
ま
し
た
。そ
の
一
方
で
、

日
本
の
伝
統
や
手
作
り
の
良
さ
が
見
直

さ
れ
て
き
た
り
、本
物
志
向
の
人
も
増

え
て
き
た
り
と
、興
味
を
持
っ
た
り
注
文

し
て
く
れ
る
人
が
い
て
う
れ
し
い
限
り
で

す
。海
外
の
方
や
小
学
生
が
作
業
を
見

学
に
来
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
博
多
包
丁
を
買
って
く
れ
た
方
が「
研

ぎ
」を
頼
み
に
来
ら
れ
て
、包
丁
が
よ
く

使
い
込
ま
れ
た
状
態
を
見
る
た
び
に
、

こ
の
仕
事
を
続
け
て
き
て
よ
か
っ
た
と
感

じ
ま
す
。昨
年
、あ
り
が
た
い
こ
と
に「
現

代
の
名
工
」に
選
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た

が
、い
く
ら
年
を
重
ね
よ
う
と
こ
れ
以
上

も
う
学
ぶ
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。こ
れ
か
ら
も
毎
日
が
修
行
で

す
。体
に
気
を
付
け
な
が
ら
、で
き
る
限

り
現
役
を
続
け
た
い
と
思
って
い
ま
す
。

祖
父
の
仕
事
を
手
伝
い
中
学
を
卒
業

後
、鍛
冶
職
人
を
志
し
ま
し
た
。師
匠
の

父
は
私
に
技
術
を
教
え
る
こ
と
は
な
く
、

た
だ「
や
って
み
ろ
」。父
の
仕
事
を
見
て

技
を
盗
み
自
分
な
り
に
改
良
し
な
が
ら

身
に
付
け
て
い
き
ま
し
た
。

　
昔
は
鋤
や
鍬
な
ど
農
機
具
を
作
る
こ

と
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、そ
の
う
ち

「
博
多
包
丁
」作
り
が
ほ
と
ん
ど
に
な
り

ま
し
た
。こ
の
包
丁
は
刃
が
少
し
反
り

返
り
刃
先
が
三
角
に
尖
っ
た
両
刀
で
、

野
菜
、肉
、魚
と
何
で
も
ご
ざ
れ
。切
る
、

刻
む
、叩
く
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
用
途
に

土俵鍬
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大
相
撲
の
土
俵
は
一
辺
6.7
m
四
方
の

大
き
さ
で
、年
６
回
開
か
れ
る
本
場
所

の
前
に
各
会
場
で
土
俵
造
り
が
３
日
間

程
度
か
け
て
行
わ
れ
ま
す
。そ
の
作
業

を
担
う
の
は
取
組
の
際
に
力
士
を
呼
び

上
げ
る

よ
び
だ
し

呼
出
さ
ん
た
ち
で
す
。「
土
俵

鍬
」は
土
俵
の

の
り
め
ん

法
面（
側
面
）を
削
っ
た

り
、土
俵
に
施
す
小
俵
を
切
っ
た
り
す
る

の
に
使
う
、土
俵
造
り
に
欠
か
せ
な
い
道

具
の
一
つ
で
す
。

　
刃
の
長
さ
は
約
17・5㎝
、幅
は
約
13・

5㎝
と
小
さ
め
。刃
と
柄
は
直
角
に
交
わ

り
、持
ち
運
び
し
や
す
い
よ
う
に
柄
が
取

り
外
せ
る
構
造
で
す
。し
っ
か
り
と
叩
き

固
め
ら
れ
た
土
俵
を
削
っ
た
り
す
る
た

め
の
強
度
と
切
れ
味
を
備
え
て
い
ま
す
。

呼
出
さ
ん
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
に
自
分
用

の
鍬
を
所
有
し
て
い
ま
す
。

　
土
俵
鍬
作
り
を
手
掛
け
る
全
国
で
た

だ
一
人
の
鍛
冶
職
人
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あ
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庭
利
男
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に
、技
法
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て
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ど
さ
ま
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ま

な
話
を
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ま
し
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。

　
鍛
冶
職
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え

て
、か
た
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こ
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と
し
て

の
新
た
な
命
を
吹
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込
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の
が
仕
事
で

す
。こ
の
道
に
入
っ
て
今
年
で
66
年
に
な

り
ま
す
が
、土
俵
鍬
は
引
退
を
控
え
た

鍛
冶
職
人
の
先
輩
に
後
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頼
ま
れ
て
以

来
、約
40
年
間
作
り
続
け
て
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ま
す
。

　
呼
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さ
ん
た
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撲
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年
の

締
め
く
く
り
で
あ
る
九
州
場
所
の
土
俵

造
り
が
終
わ
る
と
鍬
を
修
理
に
出
し
て

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
し
、そ
れ
か
ら
ま
た
１
年

間
使
っ
て
次
の
九
州
場
所
が
来
て
ま
た

修
理
に
出
す
と
い
う
サ
イ
ク
ル
で
す
。鍬

が
古
く
な
って
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な
れ
ば
新
調

し
ま
す
。

　
土
俵
鍬
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切
れ
味
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良
く
す
る
た
め

に
一
般
的
な
鍬
よ
り
刃
が
薄
く
、１
年

も
使
う
と
刃
先
が
１㎝
ほ
ど
磨
り
減
って

し
ま
う
ん
で
す
。毎
年
、直
し
が
30
本
以

上
、新
調
は
２
、３
本
く
ら
い
。鍬
の
修

繕
や
新
調
は
九
州
場
所
の
開
幕
中
に
終

え
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
、そ
の
間
は

私
に
と
って
年
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で
一
番
忙
し
い
時
期
に
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。　

　
土
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九
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が

焙
烙
流
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っ
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に
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い
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鋼
鋳
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刃
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窯
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合
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計
り
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い
て
燃
や
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、鋼
鋳
物
が
溶
け
た
時
点
で
窯
か
ら

出
し
て
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ら
の
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か
す
を
叩
き
つ
け
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が
ら
刃
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を
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え
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す
。こ
う
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熱
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刃
の
表
面

の
温
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が
一
気
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り
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鋼
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の
よ
う
に

均
一
に
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が
り
、薄
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も
強
い
刃
に
仕
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が
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の
で
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。

　
わ
ら
束
の
燃
や
し
加
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や
刃
先
を
鍛

え
る
タ
イ
ミ
ン
グ
な
ど
、細
か
い
コ
ツ
を

掴
ま
な
い
と
失
敗
し
て
し
ま
う
。か
な
り

の
経
験
を
積
ま
な
い
と
身
に
付
か
な
い

技
術
で
す
。焙
烙
流
し
を
終
え
た
後
は
、

ベ
ル
ト
ハ
ン
マ
ー
を
使
っ
て
叩
き
締
め
た

り
か
た
ち
を
整
え
た
り
し
て
完
成
さ
せ

て
い
き
ま
す
。

　
鍛
冶
職
人
の
先
輩
か
ら
土
俵
鍬
作
り

を
託
さ
れ
た
と
き
、自
分
の
技
量
を
認

め
て
も
ら
え
た
の
だ
と
う
れ
し
か
っ
た
の

で
す
が
、も
ち
ろ
ん
詳
し
い
作
り
方
な
ど

は
教
え
て
も
ら
え
ま
せ
ん
。手
取
り
足

取
り
教
わ
る
の
で
な
く
、師
匠
や
先
輩

た
ち
の
仕
事
を
見
て
自
分
で
研
究
し
て

技
を
覚
え
て
い
く
の
が
職
人
で
す
か
ら
。

刃
の
薄
さ
や
角
度
な
ど
、試
行
錯
誤
し

て
土
俵
鍬
作
り
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し

た
。毎
年
、使
い
手
で
あ
る
呼
出
さ
ん
た

ち
の
要
望
を
聞
い
て
少
し
で
も
作
業
が

し
や
す
い
よ
う
に
仕
上
げ
ま
す
。本
当
に

人
の
役
に
立
つ
物
を
作
る
の
が
鍛
冶
職

人
の
務
め
で
あ
り
喜
び
で
す
。

　
今
で
は
鍛
冶
屋
も
激
減
し
て
、正
確

に
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
焙
烙
流
し
を
で

き
る
職
人
は
も
う
ほ
と
ん
ど
い
な
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。ち
ゃ
ん
と
し
た
土

俵
鍬
が
な
い
と
ち
ゃ
ん
と
し
た
土
俵
は

で
き
ま
せ
ん
。そ
れ
だ
け
に
縁
の
下
で
相

撲
文
化
を
支
え
て
い
る
と
い
う
自
負
と

責
任
を
い
つ
も
感
じ
て
い
ま
す
。

　
九
州
場
所
が
近
く
な
る
と
、持
病
も

あ
る
の
で
い
つ
も
に
も
増
し
て
体
調
に
気

を
付
け
る
の
で
す
が
、こ
れ
ま
で
２
回
、

ち
ょ
う
ど
そ
の
時
期
に
具
合
が
悪
く
な
り

入
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を
し
た
こ
と
が
…
。九
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場
所
の

会
場
で
あ
る
福
岡
国
際
セ
ン
タ
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か
ら

程
近
い
病
院
だ
っ
た
の
で
、ふ
れ
太
鼓
の

音
が
聞
こ
え
て
き
て
ベッ
ド
の
上
で
じ
く

じ
た
る
思
い
に
か
ら
れ
ま
し
た
。

　
何
か
あ
っ
た
と
き
の
場
合
に
備
え
、時

間
が
あ
る
と
き
に
製
作
し
た
土
俵
鍬
を

30
本
ほ
ど
常
に
ス
ト
ッ
ク
し
て
い
る
の

で
、そ
れ
ほ
ど
ご
迷
惑
を
お
か
け
せ
ず
に

済
み
ま
し
た
が
、２
度
と
あ
ん
な
思
い
を

す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
な
く
て
は
。

土
俵
鍬
の
仕
事
を
無
事
に
終
え
る
と
、

今
年
も
一
番
大
き
な
山
を
越
え
た
と

ほっ
と
し
ま
す
。

　
祖
父
の
代
か
ら
鍛
冶
屋
で
私
は
３
代

目
に
な
り
ま
す
。こ
の
作
業
場
が
建
っ
た

の
は
大
正
15
年
。博
多
を
襲
っ
た
大
空

襲
に
か
ろ
う
じ
て
遭
わ
ず
に
無
事
で
し

た
。レ
ン
ガ
造
り
の
窯
は
戦
後
築
き
直

し
た
も
の
で
す
。小
学
校
の
頃
か
ら
父
や

使
え
る
家
庭
用
の
万
能
包
丁
で
す
。ト

マ
ト
が
１㎜
の
薄
さ
で
す
っ
ぱ
り
切
れ
る

ほ
ど
で
す
。

　
博
多
包
丁
は
極
軟
鋼
に
島
根
県
安
来

産
の
鋼
を
挟
ん
で
鍛
造
し
、両
刃
を
研

ぎ
上
げ
て
仕
上
げ
ま
す
。刃
こ
ぼ
れ
し
に

く
く
、し
っ
か
り
手
入
れ
す
れ
ば
20
年

持
ち
ま
す
。地
元
の
主
婦
の
方
に
広
く

愛
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、時
代
と
と

も
に
ス
テ
ン
ス
包
丁
に
押
さ
れ
て
使
う

人
は
減
っ
て
き
ま
し
た
。そ
の
一
方
で
、

日
本
の
伝
統
や
手
作
り
の
良
さ
が
見
直

さ
れ
て
き
た
り
、本
物
志
向
の
人
も
増

え
て
き
た
り
と
、興
味
を
持
っ
た
り
注
文

し
て
く
れ
る
人
が
い
て
う
れ
し
い
限
り
で

す
。海
外
の
方
や
小
学
生
が
作
業
を
見

学
に
来
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
博
多
包
丁
を
買
って
く
れ
た
方
が「
研

ぎ
」を
頼
み
に
来
ら
れ
て
、包
丁
が
よ
く

使
い
込
ま
れ
た
状
態
を
見
る
た
び
に
、

こ
の
仕
事
を
続
け
て
き
て
よ
か
っ
た
と
感

じ
ま
す
。昨
年
、あ
り
が
た
い
こ
と
に「
現

代
の
名
工
」に
選
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た

が
、い
く
ら
年
を
重
ね
よ
う
と
こ
れ
以
上

も
う
学
ぶ
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。こ
れ
か
ら
も
毎
日
が
修
行
で

す
。体
に
気
を
付
け
な
が
ら
、で
き
る
限

り
現
役
を
続
け
た
い
と
思
って
い
ま
す
。

祖
父
の
仕
事
を
手
伝
い
中
学
を
卒
業

後
、鍛
冶
職
人
を
志
し
ま
し
た
。師
匠
の

父
は
私
に
技
術
を
教
え
る
こ
と
は
な
く
、

た
だ「
や
って
み
ろ
」。父
の
仕
事
を
見
て

技
を
盗
み
自
分
な
り
に
改
良
し
な
が
ら

身
に
付
け
て
い
き
ま
し
た
。

　
昔
は
鋤
や
鍬
な
ど
農
機
具
を
作
る
こ

と
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、そ
の
う
ち

「
博
多
包
丁
」作
り
が
ほ
と
ん
ど
に
な
り

ま
し
た
。こ
の
包
丁
は
刃
が
少
し
反
り

返
り
刃
先
が
三
角
に
尖
っ
た
両
刀
で
、

野
菜
、肉
、魚
と
何
で
も
ご
ざ
れ
。切
る
、

刻
む
、叩
く
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
用
途
に

上.新品の包丁／下.20年間使い込んだ包丁

大庭鍛治工場

■ 住　所
福岡市中央区清川3丁目9-21
※西鉄平尾駅 徒歩10分

■ 電　話
092-531-5625
※予約不可
　購入・来店時要連絡

終
わ
り
の
な
い
世
界

今
後
も
作
り
続
け
て
い
く

福
岡
で
愛
用
さ
れ
て
き
た

「
博
多
包
丁
」を
製
造

相
撲
文
化
を
支
え
て
い
る

や
り
が
い
と
責
任
を
感
じ
て
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大
相
撲
の
土
俵
は
一
辺
6.7
m
四
方
の

大
き
さ
で
、年
６
回
開
か
れ
る
本
場
所

の
前
に
各
会
場
で
土
俵
造
り
が
３
日
間

程
度
か
け
て
行
わ
れ
ま
す
。そ
の
作
業

を
担
う
の
は
取
組
の
際
に
力
士
を
呼
び

上
げ
る

よ
び
だ
し

呼
出
さ
ん
た
ち
で
す
。「
土
俵

鍬
」は
土
俵
の

の
り
め
ん

法
面（
側
面
）を
削
っ
た

り
、土
俵
に
施
す
小
俵
を
切
っ
た
り
す
る

の
に
使
う
、土
俵
造
り
に
欠
か
せ
な
い
道

具
の
一
つ
で
す
。

　
刃
の
長
さ
は
約
17・5㎝
、幅
は
約
13・

5㎝
と
小
さ
め
。刃
と
柄
は
直
角
に
交
わ

り
、持
ち
運
び
し
や
す
い
よ
う
に
柄
が
取

り
外
せ
る
構
造
で
す
。し
っ
か
り
と
叩
き

固
め
ら
れ
た
土
俵
を
削
っ
た
り
す
る
た

め
の
強
度
と
切
れ
味
を
備
え
て
い
ま
す
。

呼
出
さ
ん
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
に
自
分
用

の
鍬
を
所
有
し
て
い
ま
す
。

　
土
俵
鍬
作
り
を
手
掛
け
る
全
国
で
た

だ
一
人
の
鍛
冶
職
人
で
あ
る
大
庭
利
男

さ
ん
に
、技
法
に
つ
い
て
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
話
を
お
聞
き
し
ま
し
た
。

　
鍛
冶
職
人
は
、鉄
を
熱
し
て
、鍛
え

て
、か
た
ち
を
こ
し
ら
え
、道
具
と
し
て

の
新
た
な
命
を
吹
き
込
む
の
が
仕
事
で

す
。こ
の
道
に
入
っ
て
今
年
で
66
年
に
な

り
ま
す
が
、土
俵
鍬
は
引
退
を
控
え
た

鍛
冶
職
人
の
先
輩
に
後
を
頼
ま
れ
て
以

来
、約
40
年
間
作
り
続
け
て
い
ま
す
。

　
呼
出
さ
ん
た
ち
は
大
相
撲
の
一
年
の

締
め
く
く
り
で
あ
る
九
州
場
所
の
土
俵

造
り
が
終
わ
る
と
鍬
を
修
理
に
出
し
て

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
し
、そ
れ
か
ら
ま
た
１
年

間
使
っ
て
次
の
九
州
場
所
が
来
て
ま
た

修
理
に
出
す
と
い
う
サ
イ
ク
ル
で
す
。鍬

が
古
く
な
って
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な
れ
ば
新
調

し
ま
す
。

　
土
俵
鍬
は
切
れ
味
を
良
く
す
る
た
め

に
一
般
的
な
鍬
よ
り
刃
が
薄
く
、１
年

も
使
う
と
刃
先
が
１㎝
ほ
ど
磨
り
減
って

し
ま
う
ん
で
す
。毎
年
、直
し
が
30
本
以

上
、新
調
は
２
、３
本
く
ら
い
。鍬
の
修

繕
や
新
調
は
九
州
場
所
の
開
幕
中
に
終

え
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
、そ
の
間
は

私
に
と
って
年
間
で
一
番
忙
し
い
時
期
に

な
り
ま
す
。　

　
土
俵
鍬
は
九
州
独
自
の
伝
統
技
法
で

あ
る「
ほ
う
ろ
く
な
が

焙
烙
流
し
」を
用
い
る
こ
と
が
最

大
の
特
徴
で
す
。ま
ず
、地
鉄（
軟
鉄
）で

作
っ
た
鍬
の
刃
の
先
端
に
、古
い

す
き鋤
な
ど

「
は
が
ね
い
も
の

鋼
鋳
物
」の
か
け
ら
を
の
せ
て
刃
を
窯

（
火
床
）に
入
れ
ま
す
。頃
合
い
を
計
り

つ
つ
刃
の
上
に
わ
ら
束
を
置
い
て
燃
や

し
、鋼
鋳
物
が
溶
け
た
時
点
で
窯
か
ら

出
し
て
、わ
ら
の
燃
え
か
す
を
叩
き
つ
け

な
が
ら
刃
先
を
鍛
え
て
い
き
ま
す
。こ
う

す
る
と
わ
ら
が
燃
え
る
熱
で
刃
の
表
面

の
温
度
が
一
気
に
上
が
り
、溶
け
た
鋼

鋳
物
が
刃
先
の
表
面
に
被
膜
の
よ
う
に

均
一
に
広
が
り
、薄
く
て
も
強
い
刃
に
仕

上
が
る
の
で
す
。

　
わ
ら
束
の
燃
や
し
加
減
や
刃
先
を
鍛

え
る
タ
イ
ミ
ン
グ
な
ど
、細
か
い
コ
ツ
を

掴
ま
な
い
と
失
敗
し
て
し
ま
う
。か
な
り

の
経
験
を
積
ま
な
い
と
身
に
付
か
な
い

技
術
で
す
。焙
烙
流
し
を
終
え
た
後
は
、

ベ
ル
ト
ハ
ン
マ
ー
を
使
っ
て
叩
き
締
め
た

り
か
た
ち
を
整
え
た
り
し
て
完
成
さ
せ

て
い
き
ま
す
。

　
鍛
冶
職
人
の
先
輩
か
ら
土
俵
鍬
作
り

を
託
さ
れ
た
と
き
、自
分
の
技
量
を
認

め
て
も
ら
え
た
の
だ
と
う
れ
し
か
っ
た
の

で
す
が
、も
ち
ろ
ん
詳
し
い
作
り
方
な
ど

は
教
え
て
も
ら
え
ま
せ
ん
。手
取
り
足

取
り
教
わ
る
の
で
な
く
、師
匠
や
先
輩

た
ち
の
仕
事
を
見
て
自
分
で
研
究
し
て

技
を
覚
え
て
い
く
の
が
職
人
で
す
か
ら
。

刃
の
薄
さ
や
角
度
な
ど
、試
行
錯
誤
し

て
土
俵
鍬
作
り
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し

た
。毎
年
、使
い
手
で
あ
る
呼
出
さ
ん
た

ち
の
要
望
を
聞
い
て
少
し
で
も
作
業
が

し
や
す
い
よ
う
に
仕
上
げ
ま
す
。本
当
に

人
の
役
に
立
つ
物
を
作
る
の
が
鍛
冶
職

人
の
務
め
で
あ
り
喜
び
で
す
。

　
今
で
は
鍛
冶
屋
も
激
減
し
て
、正
確

に
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
焙
烙
流
し
を
で

き
る
職
人
は
も
う
ほ
と
ん
ど
い
な
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。ち
ゃ
ん
と
し
た
土

俵
鍬
が
な
い
と
ち
ゃ
ん
と
し
た
土
俵
は

で
き
ま
せ
ん
。そ
れ
だ
け
に
縁
の
下
で
相

撲
文
化
を
支
え
て
い
る
と
い
う
自
負
と

責
任
を
い
つ
も
感
じ
て
い
ま
す
。

　
九
州
場
所
が
近
く
な
る
と
、持
病
も

あ
る
の
で
い
つ
も
に
も
増
し
て
体
調
に
気

を
付
け
る
の
で
す
が
、こ
れ
ま
で
２
回
、

ち
ょ
う
ど
そ
の
時
期
に
具
合
が
悪
く
な
り

入
院
を
し
た
こ
と
が
…
。九
州
場
所
の

会
場
で
あ
る
福
岡
国
際
セ
ン
タ
ー
か
ら

程
近
い
病
院
だ
っ
た
の
で
、ふ
れ
太
鼓
の

音
が
聞
こ
え
て
き
て
ベッ
ド
の
上
で
じ
く

じ
た
る
思
い
に
か
ら
れ
ま
し
た
。

　
何
か
あ
っ
た
と
き
の
場
合
に
備
え
、時

間
が
あ
る
と
き
に
製
作
し
た
土
俵
鍬
を

30
本
ほ
ど
常
に
ス
ト
ッ
ク
し
て
い
る
の

で
、そ
れ
ほ
ど
ご
迷
惑
を
お
か
け
せ
ず
に

済
み
ま
し
た
が
、２
度
と
あ
ん
な
思
い
を

す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
な
く
て
は
。

土
俵
鍬
の
仕
事
を
無
事
に
終
え
る
と
、

今
年
も
一
番
大
き
な
山
を
越
え
た
と

ほっ
と
し
ま
す
。

　
祖
父
の
代
か
ら
鍛
冶
屋
で
私
は
３
代

目
に
な
り
ま
す
。こ
の
作
業
場
が
建
っ
た

の
は
大
正
15
年
。博
多
を
襲
っ
た
大
空

襲
に
か
ろ
う
じ
て
遭
わ
ず
に
無
事
で
し

た
。レ
ン
ガ
造
り
の
窯
は
戦
後
築
き
直

し
た
も
の
で
す
。小
学
校
の
頃
か
ら
父
や

使
え
る
家
庭
用
の
万
能
包
丁
で
す
。ト

マ
ト
が
１㎜
の
薄
さ
で
す
っ
ぱ
り
切
れ
る

ほ
ど
で
す
。

　
博
多
包
丁
は
極
軟
鋼
に
島
根
県
安
来

産
の
鋼
を
挟
ん
で
鍛
造
し
、両
刃
を
研

ぎ
上
げ
て
仕
上
げ
ま
す
。刃
こ
ぼ
れ
し
に

く
く
、し
っ
か
り
手
入
れ
す
れ
ば
20
年

持
ち
ま
す
。地
元
の
主
婦
の
方
に
広
く

愛
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、時
代
と
と

も
に
ス
テ
ン
ス
包
丁
に
押
さ
れ
て
使
う

人
は
減
っ
て
き
ま
し
た
。そ
の
一
方
で
、

日
本
の
伝
統
や
手
作
り
の
良
さ
が
見
直

さ
れ
て
き
た
り
、本
物
志
向
の
人
も
増

え
て
き
た
り
と
、興
味
を
持
っ
た
り
注
文

し
て
く
れ
る
人
が
い
て
う
れ
し
い
限
り
で

す
。海
外
の
方
や
小
学
生
が
作
業
を
見

学
に
来
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
博
多
包
丁
を
買
って
く
れ
た
方
が「
研

ぎ
」を
頼
み
に
来
ら
れ
て
、包
丁
が
よ
く

使
い
込
ま
れ
た
状
態
を
見
る
た
び
に
、

こ
の
仕
事
を
続
け
て
き
て
よ
か
っ
た
と
感

じ
ま
す
。昨
年
、あ
り
が
た
い
こ
と
に「
現

代
の
名
工
」に
選
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た

が
、い
く
ら
年
を
重
ね
よ
う
と
こ
れ
以
上

も
う
学
ぶ
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。こ
れ
か
ら
も
毎
日
が
修
行
で

す
。体
に
気
を
付
け
な
が
ら
、で
き
る
限

り
現
役
を
続
け
た
い
と
思
って
い
ま
す
。

祖
父
の
仕
事
を
手
伝
い
中
学
を
卒
業

後
、鍛
冶
職
人
を
志
し
ま
し
た
。師
匠
の

父
は
私
に
技
術
を
教
え
る
こ
と
は
な
く
、

た
だ「
や
って
み
ろ
」。父
の
仕
事
を
見
て

技
を
盗
み
自
分
な
り
に
改
良
し
な
が
ら

身
に
付
け
て
い
き
ま
し
た
。

　
昔
は
鋤
や
鍬
な
ど
農
機
具
を
作
る
こ

と
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、そ
の
う
ち

「
博
多
包
丁
」作
り
が
ほ
と
ん
ど
に
な
り

ま
し
た
。こ
の
包
丁
は
刃
が
少
し
反
り

返
り
刃
先
が
三
角
に
尖
っ
た
両
刀
で
、

野
菜
、肉
、魚
と
何
で
も
ご
ざ
れ
。切
る
、

刻
む
、叩
く
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
用
途
に

上.新品の包丁／下.20年間使い込んだ包丁

大庭鍛治工場
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