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国
技
と
し
て
の
大
相
撲
の
あ
り
方
に
関
す
る
質
問
主
意
書

大
相
撲
の
度
重
な
る
不
祥
事
が
明
ら
か
に
な
る
中
で
、
そ
の
度
に
大
相
撲
は
国
技
な
の
か
、
国
技
と
は
何
な
の
か
と
い
う
論

争
が
提
起
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
政
府
は
、
国
技
の
規
定
に
対
し
て
、
法
的
根
拠
は
な
く
、
認
定
の
基
準
、
考
え
方
な
ど
を

定
め
た
も
の
は
な
い
と
い
う
見
解
を
示
し
て
き
た
。
今
回
の
大
相
撲
の
八
百
長
問
題
で
改
め
て
、
国
技
と
し
て
の
大
相
撲
の
あ

り
方
が
問
わ
れ
て
い
る
。

右
を
踏
ま
え
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

国
技
に
対
す
る
一
般
的
な
基
準
や
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
、
政
府
は
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
か
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

二

菅
総
理
大
臣
、
�
木
文
部
科
学
大
臣
は
、
会
見
等
に
て
度
々
「
国
技
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
が
、
国
技
に
対
す
る

は
っ
き
り
と
し
た
規
定
が
無
い
中
、
ど
の
よ
う
な
意
味
合
い
で
使
っ
て
い
る
の
か
、
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

三

大
相
撲
が
国
技
を
自
称
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
政
府
は
ど
の
よ
う
な
見
解
か
示
さ
れ
た
い
。

四

不
祥
事
が
頻
発
す
る
中
、
大
相
撲
が
引
き
続
き
国
技
と
称
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
制
限
を
加
え
て
い
く
こ
と
も
必
要
だ
と

お
考
え
か
、
見
解
を
伺
う
。

五

こ
れ
ま
で
の
不
祥
事
や
今
回
の
八
百
長
問
題
を
見
て
も
、
相
撲
協
会
は
国
技
と
自
任
し
な
が
ら
も
、
そ
の
自
覚
や
責
任
、

一



危
機
感
が
欠
如
し
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
国
技
と
し
て
の
大
相
撲
の
存
在
意
義
や
責
任
を
自
覚
さ
せ
、
そ
の
意
識
を

植
え
付
け
さ
せ
る
た
め
に
も
、
国
技
の
規
定
・
定
義
を
は
っ
き
り
示
し
、
法
的
根
拠
を
定
め
る
こ
と
も
検
討
に
値
す
べ
き
で

な
い
か
、
政
府
の
見
解
は
如
何
。

右
質
問
す
る
。

二


