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モ
ー
ス
が
見
た
丸
子
船

　

こ
こ
に
一
枚
の
和
船
の
写
真
が
あ
る
（
写
真
１
）。
大
森
貝
塚

を
発
掘
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
エ
ド
ワ
ー
ド
・
Ｓ
・
モ
ー
ス
（
一

八
三
八
〜
一
九
二
五
）
が
明
治
初
期
に
撮
影
し
た
も
の
で
あ
）
（
（
る
。

モ
ー
ス
は
一
八
七
七
年
（
明
治
一
〇
年
）
六
月
か
ら
の
短
期
間
、

一
八
七
八
年
四
月
か
ら
の
一
年
間
、
そ
し
て
一
八
八
二
年
六
月
か

ら
の
五
か
月
間
と
三
度
来
日
し
て
い
る
。
こ
の
写
真
は
そ
の
う
ち

の
い
ず
れ
か
の
時
期
に
撮
影
さ
れ
た
も
の
で
、「
琵
琶
湖
・
浮
御

堂
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
記
さ
れ
て
い
る
。
浮
御
堂
は
湖
西
の
大

津
市
堅
田
に
あ
る
観
光
名
所
の
一
つ
で
、
湖
上
に
突
き
出
た
仏
堂

で
あ
る
。
堅
田
は
琵
琶
湖
の
東
西
が
最
も
狭
ま
る
部
分
の
西
岸
に

位
置
し
、
古
代
よ
り
湖
上
交
通
の
要
地
と
し
て
栄
え
て
い
た
。
平

安
時
代
に
比
叡
山
の
恵
心
僧
都
源
信
（
え
し
ん
そ
う
ず
げ
ん
し

ん
）
が
湖
上
安
全
を
祈
願
し
、
自
ら
一
千
体
の
阿
弥
陀
仏
を
刻
ん

で
建
立
し
た
の
が
浮
御
堂
の
始
ま
り
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
写
真
に

は
浮
御
堂
と
と
も
に
近
く
を
航
行
す
る
和
船
が
斜
め
前
方
か
ら
と

ら
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
姿
は
シ
ン
、
ヘ
イ
タ
、
ヘ
イ
タ
に
貼
っ

た
ダ
テ
カ
ス
ガ
イ
、
そ
し
て
船
体
脇
に
取
り
付
け
ら
れ
た
オ
モ
ギ

と
い
う
特
徴
的
な
要
素
を
備
え
て
お
り
、
こ
の
船
が
琵
琶
湖
水
運

を
代
表
す
る
伝
統
的
木
造
船
、
丸
子
船
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る

（
図
１
、
２
）。

　

丸
子
船
は
か
つ
て
の
琵
琶
湖
水
運
を
担
っ
た
輸
送
用
の
帆
船
で

あ
）
（
（
る
。
江
戸
時
代
を
最
盛
期
と
し
て
千
艘
以
上
が
存
在
し
た
が
、

西
廻
り
航
路
の
開
通
な
ど
を
き
っ
か
け
に
次
第
に
衰
退
し
た
。
昭

和
初
期
に
建
造
さ
れ
た
の
を
最
後
に
そ
の
後
は
滋
賀
県
立
琵
琶
湖

博
物
館
に
お
い
て
復
元
建
造
事
業
に
よ
っ
て
新
造
さ
れ
る
ま
で
実

情
が
ほ
と
ん
ど
解
明
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
形
状
は
船
体
全

モ
ー
ス
が
見
た
丸
子
船
〜
丸
子
船
の
ヘ
イ
タ
構
造
〜

牧　

野　

久　

実
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体
が
丸
み
を
帯
び
る
と
い
う
極
め
て
特
殊
な
も
の
で
、
機
能
と
の

関
連
性
に
つ
い
て
今
な
お
解
明
の
途
中
に
あ
る
。

　

モ
ー
ス
が
撮
影
し
た
写
真
は
明
治
初
期
の
丸
子
船
の
姿
を
と
ら

え
た
貴
重
な
一
枚
で
あ
る
。
一
見
し
て
わ
か
る
点
は
こ
の
丸
子
船

が
小
型
で
あ
る
こ
と
と
、
舳
先
に
シ
ン
を
持
つ
タ
イ
プ
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
つ
て
の
丸
子
船
に
は
大
小
様
々
な
も
の
が

存
在
し
た
。『
江
州
湖
水
諸
浦
船
員
数
帳
』（
一
六
七
七
年
）
で
は

三
十
石
以
上
、
六
十
石
以
上
、
百
石
以
上
、
二
百
五
十
石
以
上
、

三
百
石
以
上
に
分
類
さ
れ
、
堅
田
の
小
丸
子
が
三
十
三
隻
に
対
し

て
中
、
大
丸
子
は
十
四
隻
が
存
在
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
ま

た
、『
江
州
湖
水
諸
浦
丸
船

船
名
寄
御
運
上
帳
』（
一
六
九
六

年
）
で
は
、
六
石
以
上
、
九
石
以
上
、
三
十
石
以
上
、
五
十
石
以

上
、
百
石
以
上
、
百
五
十
石
以
上
、
二
百
石
以
上
、
二
百
五
十
石

以
上
、
三
百
以
上
、
三
百
五
十
以
上
、
四
百
石
に
分
類
さ
れ
て
お

り
、
こ
の
う
ち
、
六
石
以
上
、
九
石
以
上
は
「
猟
船
」（
れ
う

船
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
堅
田
の
小
丸
子
が
二
三
三
隻

に
対
し
て
中
、
大
丸
子
が
一
八
隻
と
、
圧
倒
的
に
小
型
の
も
の
が

多
く
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
は
当

時
小
丸
子
の
数
が
多
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
昭
和

初
期
を
中
心
に
木
造
船
の
船
大
工
と
し
て
活
躍
し
た
最
後
の
丸
子

船
建
造
技
術
の
継
承
者
、
松
井
三
四
郎
氏
へ
の
聞
き
取
り
調
査
に

写真 （　モースが撮影した琵琶湖の浮御堂と和船
（小西他（構成）p. （0　写真 （（）
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よ
る
と
三
十
石
〜
百
石
未
満
は
小
丸
子
、
百
石
〜
二
百
五
十
石
未

満
は
中
丸
子
、
二
百
五
十
石
以
上
は
大
丸
子
に
分
類
さ
れ
、
か
つ

て
の
琵
琶
湖
で
は
浅
瀬
や
堀
を
通
り
や
す
い
小
丸
子
が
重
宝
さ
れ

た
と
い
う
証
言
が
得
ら
れ
て
い
）
（
（
る
。
小
丸
子
は
全
長
三
間
（
五
・

四
メ
ー
ト
ル
）
〜
六
間
（
一
〇
・
八
メ
ー
ト
ル
）
ほ
ど
と
考
え
ら

れ
る
が
、
写
真
の
丸
子
船
は
斜
め
前
方
か
ら
撮
影
さ
れ
て
い
る
の

で
明
確
で
は
な
い
も
の
の
、
船
頭
の
背
格
好
か
ら
判
断
し
て
全
長

三
間
ほ
ど
、
恐
ら
く
最
大
で
も
三
十
石
程
度
の
小
丸
子
で
あ
ろ
う
。

　

江
戸
時
代
中
期
に
お
け
る
西
廻
り
航
路
の
開
通
に
よ
り
、
丸
子

船
を
用
い
た
貨
物
の
運
搬
は
衰
退
し
丸
子
船
の
数
が
減
少
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
水
運
の
主
役
と
し
て
の
役
割
を
退
き
は
し
た
も

の
の
、
丸
子
船
は
役
割
や
姿
を
変
え
な
が
ら
昭
和
初
期
頃
ま
で
建

造
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
社
会
的
状
況
に
伴
う
形
状
や
機
能
の
変
化
、

特
に
舳
先
の
形
状
の
変
化
を
捉
え
る
う
え
で
重
要
な
の
が
江
戸
末

期
か
ら
明
治
初
期
で
あ
る
。『
模
本
片
田
景
図
』（
原
図
は
天
文
二

十
一
年
、
一
五
五
二
年
）、『
近
江
名
所
図
』（
永
禄
年
間
、
一
五

五
八
〜
七
〇
年
頃
、
お
よ
び
文
化
十
一
年
、
一
八
一
四
年
）
と
い

っ
た
古
絵
図
に
は
、
シ
ン
が
無
く
タ
テ
イ
タ
（
立
板
）
を
丸
く
は

ぎ
あ
げ
た
丸
子
船
が
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
十
八
世
紀
の
日

吉
山
王
祭
礼
図
屏
風
に
は
、
シ
ン
を
有
す
る
も
の
と
シ
ン
の
無
い

丸
子
船
の
両
方
が
同
時
に
描
か
れ
て
お
り
、『
和
漢
船
用
集
』（
宝

図 （　写真に掲載された丸子船の部分名称
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二
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（
二
二
九
）

暦
十
一
年
、
一
七
六
一
年
）
に
は
シ
ン
が
無
く
舳
先
の
丸
い
丸
子

船
の
み
が
描
か
れ
て
い
る
。
幕
末
に
横
浜
在
住
の
写
真
家
フ
ェ
リ

ッ
ク
ス
・
ベ
ア
ト
が
一
八
六
〇
年
代
末
頃
に
琵
琶
湖
で
撮
影
し
た

大
型
の
丸
子
船
は
シ
ン
を
備
え
て
い
る
。
ま
た
、
一
八
四
一
年
か

ら
四
七
年
の
間
に
長
浜
の
画
家
山
県
岐
鳳
が
描
い
た
と
思
わ
れ
る

絵
図
や
一
八
五
五
年
（
嘉
永
二
年
）
に
広
瀬
柏
園
が
描
い
た
南
湖

の
湖
上
の
絵
図
に
も
シ
ン
を
持
つ
丸
子
船
が
見
え
る
。
こ
の
よ
う

に
、
絵
図
か
ら
は
十
八
世
紀
半
ば
〜
十
九
世
紀
に
か
け
て
丸
子
船

の
舳
先
の
形
が
変
化
し
た
と
い
う
こ
と
が
想
像
で
き
る
。

　

モ
ー
ス
が
撮
影
し
た
丸
子
船
は
シ
ン
を
有
す
る
舳
先
が
尖
っ
た

小
丸
子
で
あ
る
が
、
我
々
が
知
る
シ
ン
有
の
百
石
積
中
丸
子
と
は

若
干
異
な
る
形
状
を
持
つ
。
そ
れ
は
垣
板
を
挿
す
た
め
の
工
夫
が

無
い
こ
と
、
そ
し
て
帆
柱
を
立
て
掛
け
る
た
め
の
カ
サ
ギ
が
無
い

こ
と
で
あ
る
。
丸
子
船
は
最
大
に
荷
を
積
む
と
オ
モ
ギ
の
上
線
い

っ
ぱ
い
ま
で
船
体
が
沈
む
。
こ
の
た
め
、
少
な
く
と
も
中
型
の
丸

子
船
に
は
積
荷
を
濡
ら
さ
な
い
工
夫
と
し
て
オ
モ
ギ
上
部
の
タ
ナ

板
の
上
に
垣
板
を
挿
す
仕
組
み
が
備
わ
っ
て
い
る
。
写
真
の
丸
子

船
に
は
タ
ナ
板
は
あ
る
が
そ
の
上
部
に
垣
板
を
挿
す
仕
組
み
が
確

認
で
き
な
い
。
ま
た
、
カ
サ
ギ
と
は
船
体
後
方
に
供
え
ら
れ
る
鳥

居
の
よ
う
な
形
を
し
た
部
分
で
、
帆
を
掲
げ
な
い
時
に
帆
柱
を
引

き
抜
き
、
カ
サ
ギ
に
立
て
掛
け
て
お
く
。
こ
う
す
る
こ
と
で
、
帆

柱
が
必
要
な
い
時
は
も
と
よ
り
、
橋
の
下
を
く
ぐ
る
際
な
ど
、
帆

柱
が
航
行
に
邪
魔
に
な
る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。
写
真
の

丸
子
船
は
帆
を
掲
げ
て
い
な
い
。
帆
柱
が
無
い
か
、
も
し
く
は
船

内
に
保
管
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
小
型
な
の
で
カ
サ
ギ

を
必
要
と
し
な
い
の
か
、
も
し
く
は
帆
柱
そ
の
も
の
を
最
初
か
ら

必
要
と
し
な
い
タ
イ
プ
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
と
も
櫓
で
漕

ぐ
タ
イ
プ
の
丸
子
船
が
存
在
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
中
型
や
大
型
の

丸
子
船
に
も
櫓
は
備
わ
っ
て
い
る
が
、
離
岸
、
着
岸
の
際
に
用
い

ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
推
進
力
と
し
て
の
機
能
は
本
来
持
た
な
い
。

カ
サ
ギ
を
持
た
な
い
形
状
は
小
丸
子
独
特
の
形
態
と
も
考
え
ら
れ

る
が
、
も
し
か
す
る
と
航
行
法
が
異
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
は
、
小
丸
子
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

中
丸
子
や
大
丸
子
の
主
要
部
分
で
あ
る
シ
ン
、
オ
モ
ギ
、
ヘ
イ
タ

が
共
通
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
シ
ン
を
建
て
る
日
は
吉
日
を
選
び
、

無
事
に
船
体
に
備
え
付
け
ら
れ
る
と
船
主
共
々
御
神
酒
を
捧
げ
て

そ
の
後
の
建
造
の
安
全
を
願
う
と
い
う
神
事
が
行
な
わ
れ
る
。
建

造
過
程
で
神
事
が
行
な
わ
れ
る
の
は
木
材
の
伐
採
時
の
他
に
シ
ン

建
て
だ
け
で
あ
る
た
め
、
こ
の
部
分
が
特
に
重
要
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。
丸
子
船
の
丸
い
船
体
を
特
徴
付
け
る
オ
モ
ギ
は
杉
の
木

を
縦
に
半
裁
し
た
も
の
で
、
熱
を
加
え
ず
に
力
で
押
さ
え
つ
け
て

徐
々
に
丸
み
を
つ
け
な
が
ら
船
体
の
両
脇
に
設
置
す
る
。
こ
の
工
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程
は
か
つ
て
は
周
辺
の
船
大
工
総
出
で
行
な
わ
れ
た
と
い
う
。
シ

ン
建
て
と
共
に
丸
子
船
建
造
の
重
要
な
一
工
程
で
あ
る
。
ヘ
イ
タ

は
丸
子
船
の
舳
先
を
構
成
す
る
部
分
で
あ
る
。
槙
の
製
材
を
縫
い

釘
で
剥
ぎ
合
わ
せ
た
も
の
で
、
シ
キ
（
底
部
）
に
シ
ン
が
取
り
付

け
ら
れ
る
後
、
シ
ン
と
シ
キ
の
間
を
埋
め
る
よ
う
に
シ
ン
の
左
右

に
組
み
立
て
て
い
く
。
こ
の
時
、
わ
ず
か
に
湾
曲
す
る
よ
う
に
並

べ
て
い
く
。
ヘ
イ
タ
の
継
ぎ
目
に
は
菜
種
油
と
墨
を
塗
っ
た
銅
板

（
ア
カ
イ
タ
）
を
打
ち
付
け
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
を
覆
う
よ
う
に
等

間
隔
で
ヘ
イ
タ
の
表
面
に
鉄
釘
で
銅
板
を
打
ち
付
け
て
い
く
。
こ

れ
は
ダ
テ
カ
ス
ガ
イ
と
呼
ば
れ
る
。
モ
ー
ス
の
写
真
に
あ
る
小
丸

子
に
は
、
ヘ
イ
タ
の
継
ぎ
目
は
明
確
で
な
い
も
の
の
、
ダ
テ
カ
ス

ガ
イ
が
は
っ
き
り
と
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
構
築
に
細
心
の
注
意
と
手
間
が
か
か
る
。

従
っ
て
小
型
の
丸
子
船
で
は
省
略
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
え
る
の
で

は
な
い
か
、
他
の
一
般
的
な
和
船
の
よ
う
に
木
材
の
特
質
か
ら
舳

先
や
脇
を
単
純
な
材
で
細
長
く
仕
上
げ
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
は

な
い
か
と
筆
者
は
こ
れ
ま
で
考
え
て
き
た
。
し
か
し
、
今
回
発
見

さ
れ
た
モ
ー
ス
の
写
真
は
こ
う
し
た
考
え
を
否
定
す
る
も
の
で
あ

る
。
丸
子
船
の
最
大
の
特
徴
で
あ
る
オ
モ
ギ
と
ヘ
イ
タ
、
そ
し
て

シ
ン
は
、
確
か
に
小
丸
子
に
も
備
え
ら
れ
て
い
た
。

小
丸
子
に
も
ヘ
イ
タ

　

シ
ン
や
オ
モ
ギ
の
役
割
に
つ
い
て
は
以
前
別
稿
に
記
し
）
（
（
た
。
従

っ
て
本
稿
で
は
ヘ
イ
タ
を
中
心
に
論
じ
る
。
和
船
に
一
般
的
に
見

ら
れ
る
直
線
的
な
形
状
の
舳
先
で
あ
れ
ば
、
建
材
で
あ
る
木
材
の

特
質
か
ら
舳
先
も
細
長
く
仕
上
げ
る
こ
と
が
通
常
考
え
ら
れ
る
方

法
で
あ
り
、
ま
た
建
造
の
手
間
も
省
け
る
。
こ
れ
に
対
し
、
木
材

を
湾
曲
し
た
船
形
に
組
み
立
て
る
こ
と
は
手
間
を
要
す
る
。
丸
子

船
を
復
元
建
造
し
た
際
、
船
大
工
は
船
の
手
前
か
ら
左
右
の
ヘ
イ

タ
の
バ
ラ
ン
ス
を
確
認
し
な
が
ら
「
格
好
を
整
え
る
の
が
難
し

い
。」
と
何
度
も
調
整
し
て
い
た
。

　

シ
ン
有
の
丸
子
船
に
つ
い
て
記
し
た
も
っ
と
も
古
い
記
述
と
言

わ
れ
る
の
は
『
丸
子
船
寸
法
張
』（
天
明
五
年
、
一
七
八
五
年)

で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
「
真
長
十
四
尺
物
又
五
尺
ニ
テ
モ
由
、
真

長
ケ
レ
バ
舳
板
ヲ
助
ク
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
シ
ン
（
真
）
の
長

さ
が
十
分
に
長
け
れ
ば
ヘ
イ
タ
（
舳
板
）
構
造
を
支
え
ら
れ
る
と

い
う
意
味
で
あ
り
、
シ
ン
と
ヘ
イ
タ
の
関
連
性
を
強
調
す
る
も
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
ヘ
イ
タ
は
シ
ン
と
同
時
に
丸
子
船
に

導
入
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
そ
れ
よ
り
も
二
〇
年
ほ
ど

前
に
記
さ
れ
た
『
和
漢
船
用
集
』
の
丸
子
船
の
解
説
に
は
ヘ
イ
タ

と
い
う
言
葉
は
見
え
な
）
（
（
い
。
そ
こ
に
は
「
其
舟
長
く
細
く
深
く
し
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て
、
底
よ
り
両
側
板
丸
く
は
ぎ
上
げ
に
て
棚
な
し
。
上
の
は
ぎ
を

お
も
ぎ
と
云
う
、
水
押
も
立
板
に
丸
く
は
ぎ
、
舳
は
横
舳
に
て
大

立
横
上
あ
り
。」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
シ
ン
や
ヘ
イ
タ
を
持
た
ず
、

製
材
を
縦
に
剝
ぎ
合
わ
せ
な
が
ら
ま
る
で
佐
渡
の
た
ら
い
舟
の
よ

う
に
舳
先
を
丸
く
仕
上
げ
た
丸
子
船
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
記
述
は
、
丸
子
船
の
舳
先
の
形
状
が
あ
る
時
期
に
丸
い
も
の
か

ら
尖
っ
た
も
の
へ
と
変
化
し
た
こ
と
、
尖
っ
た
も
の
へ
変
化
す
る

際
に
導
入
さ
れ
た
の
が
シ
ン
で
あ
る
こ
と
、
ヘ
イ
タ
は
シ
ン
と
共

に
導
入
さ
れ
た
こ
と
と
い
う
三
つ
の
点
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

『
和
漢
船
用
集
』
に
あ
る
「
丸
く
は
ぎ
」
と
い
う
表
現
は
、
シ
ン

は
無
い
も
の
の
、
部
材
を
丸
く
剝
ぎ
合
わ
せ
る
と
い
う
点
で
ヘ
イ

タ
の
設
置
方
法
と
技
術
的
に
共
通
す
る
。
も
し
か
す
る
と
ヘ
イ
タ

は
舳
先
を
丸
く
剝
ぎ
合
わ
せ
る
技
法
の
名
残
で
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。

　

舳
先
の
形
状
の
違
い
が
丸
子
船
の
機
能
に
ど
う
影
響
す
る
の
か
。

筆
者
は
か
つ
て
大
阪
大
学
工
学
研
究
科
梅
田
直
哉
准
教
授
と
共
同

で
航
行
実
験
を
行
い
、
舳
先
の
丸
い
タ
イ
プ
と
シ
ン
を
持
つ
舳
先

が
尖
っ
た
タ
イ
プ
は
操
船
性
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
）
（
（
た
。

舳
先
が
丸
い
シ
ン
無
タ
イ
プ
は
シ
ン
有
タ
イ
プ
に
比
べ
て
凌
波
性

能
が
劣
り
造
波
抵
抗
が
大
き
い
。
こ
の
た
め
速
度
は
出
な
い
が
突

発
的
な
風
速
や
風
向
の
変
化
に
安
全
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
特
徴
を
備
え
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
れ
に
加
え
て

平
成
十
九
年
、
同
じ
二
種
の
模
型
を
用
い
た
も
う
一
つ
の
実
験
が

大
阪
大
学
工
学
研
究
科
梅
田
直
哉
准
教
授
と
金
沢
工
業
大
学
増
山

豊
教
授
ら
の
協
力
に
よ
っ
て
行
わ
れ
）
（
（
た
。
実
験
結
果
の
詳
細
は
別

稿
に
記
す
た
め
こ
こ
で
は
省
く
が
、
シ
ン
有
に
比
べ
て
シ
ン
無
の

丸
子
船
が
よ
り
斜
め
方
向
か
ら
の
波
に
対
し
て
安
定
し
た
形
状
で

あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
と
い
う
点
だ
け
記
し
て
お
き
た
い
。

波
に
対
す
る
抵
抗
の
違
い
や
速
度
の
違
い
は
航
行
時
の
安
全
性
と

密
接
に
関
連
す
る
。
波
を
切
り
風
を
受
け
て
速
度
を
増
す
シ
ン
有

に
比
べ
て
、
舳
先
が
丸
い
タ
イ
プ
は
鈍
行
・
安
定
型
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
舳
先
の
形
状
の
変
化
は
機
能
の
変
化
を
伴
う
も
の

で
あ
り
、
そ
の
背
景
に
は
琵
琶
湖
水
運
の
衰
退
に
伴
っ
て
丸
子
船

の
役
割
が
輸
送
の
主
役
か
ら
脇
役
へ
と
転
じ
た
事
情
が
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
中
、
丸
子
船
は
速
度
の
向
上
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
舳
先
の
形
状
は
変
化
し
た
。
そ
こ
で
採
用
さ
れ
た
の
が
シ
ン
で

あ
り
、
こ
れ
を
支
え
る
形
で
ヘ
イ
タ
が
用
い
ら
れ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。

　

一
方
、
材
を
剝
ぎ
合
わ
せ
な
が
ら
舳
先
を
構
築
す
る
こ
と
は
船

体
の
幅
を
広
げ
て
全
体
の
積
載
容
量
を
増
や
す
と
い
う
丸
子
船
の

特
徴
と
も
関
連
す
る
。
実
際
、
船
大
工
の
話
に
よ
れ
ば
、
二
百
石

の
丸
子
船
は
、
百
石
に
比
べ
、
幅
は
八
〇
〜
一
〇
〇
セ
ン
チ
メ
ー
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ト
ル
、
長
さ
三
メ
ー
ト
ル
、
深
さ
が
一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど

そ
れ
ぞ
れ
大
き
く
な
る
。
逆
に
八
十
石
の
丸
子
船
で
は
、
百
石
に

比
べ
、
長
さ
一
・
五
メ
ー
ト
ル
、
幅
一
五
〜
二
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
、
深
さ
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
そ
れ
ぞ
れ
小
さ
く
な
る
。
こ

れ
ら
の
大
き
さ
の
違
い
を
横
断
面
か
ら
見
る
と
、
深
さ
に
比
べ
て

幅
の
広
が
り
が
よ
り
大
き
い
、
す
な
わ
ち
、
主
に
幅
を
拡
大
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
石
数
を
増
大
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
）
（
（
る
。
一
方
、

幕
末
か
ら
明
治
初
期
の
も
の
と
さ
れ
る
『
船
舶
仕
法
書
』
に
記
さ

れ
た
丸
子
船
の
寸
法
は
、
こ
れ
と
は
若
干
異
な
り
、
百
石
の
幅
と

深
さ
は
そ
れ
ぞ
れ
七
・
八
尺
（
二
・
三
メ
ー
ト
ル
）
と
三
・
七
尺

（
一
・
一
メ
ー
ト
ル
）
な
の
に
対
し
二
百
石
は
九
．
七
尺
（
二
・

九
メ
ー
ト
ル
）
と
四
．
七
尺
（
一
・
四
メ
ー
ト
ル
）
で
あ
る
。
則

ち
、
幅
が
六
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
増
に
対
し
、
深
さ
が
三
〇
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
増
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
か
つ
て
の
丸
子
船
は
、
現
在

の
船
大
工
が
考
え
る
丸
子
船
よ
り
も
幅
が
狭
く
よ
り
深
い
。
ま
た
、

横
断
面
は
若
干
円
形
に
近
い
も
の
と
な
る
。
こ
う
し
た
時
代
差
は

あ
る
も
の
の
、
丸
子
船
の
形
状
は
深
さ
と
長
さ
よ
り
も
幅
の
広
が

り
方
が
大
き
い
。
ま
た
同
じ
石
数
の
他
の
船
と
比
べ
て
丸
子
船
は

相
対
的
に
浅
く
て
短
い
。
船
体
の
幅
は
船
底
で
あ
る
シ
キ
材
の
枚

数
を
増
や
す
こ
と
に
よ
っ
て
広
げ
ら
れ
、
ま
た
幅
広
の
船
体
は
両

脇
に
オ
モ
ギ
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
安
定
が
図
ら
れ
）
（
（
た
。
特

に
四
百
石
積
の
大
丸
子
規
模
に
な
る
と
、
容
量
を
船
体
の
幅
で
拡

張
し
、
舳
先
の
形
も
こ
れ
に
応
じ
て
柔
軟
に
拡
大
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
の
際
部
材
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
ヘ
イ
タ
構
造
は
い
か

な
る
ラ
イ
ン
も
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
有
効
な
手
段
で
あ
っ
た

に
違
い
な
い
。
こ
の
た
め
筆
者
は
か
つ
て
ヘ
イ
タ
は
船
体
の
幅
を

拡
張
す
る
際
に
舳
先
の
形
状
を
自
在
に
合
わ
せ
る
た
め
の
仕
組
み

で
は
な
い
か
と
い
う
可
能
性
を
指
摘
し
）
（（
（
た
。
し
か
し
、
モ
ー
ス
が

撮
影
し
た
丸
子
船
は
小
丸
子
で
あ
り
、
こ
の
可
能
性
を
否
定
す
る

も
の
で
あ
る
。
も
し
も
単
に
容
量
を
増
や
す
た
め
の
仕
組
み
で
あ

る
な
ら
ば
小
丸
子
に
ヘ
イ
タ
構
造
は
不
要
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、

ヘ
イ
タ
の
機
能
は
、
実
験
結
果
も
示
す
よ
う
に
、
航
行
性
と
関
連

す
る
も
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

　

写
真
の
丸
子
船
は
前
方
か
ら
撮
影
し
て
い
る
た
め
詳
細
は
不
明

だ
が
、
舳
先
は
恐
ら
く
弧
を
描
い
て
い
た
だ
ろ
う
。
そ
う
で
な
け

れ
ば
そ
も
そ
も
ヘ
イ
タ
構
造
を
採
用
す
る
必
要
が
な
い
。
こ
こ
で

再
度
思
い
起
こ
す
の
は
、「
和
漢
船
用
集
」
に
描
か
れ
た
「
水
押

も
立
板
に
丸
く
は
ぎ
」
と
い
う
丸
い
舳
先
で
あ
る
。
ヘ
イ
タ
は
安

全
な
航
行
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た

め
に
舳
先
を
丸
く
す
る
た
め
手
法
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
琵
琶
湖

の
ヨ
ッ
ト
事
故
で
記
憶
に
新
し
い
の
は
平
成
十
五
年
九
月
十
五
日

午
後
五
時
頃
、
滋
賀
県
志
賀
町
の
沖
約
二
キ
ロ
で
起
き
た
転
覆
事
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故
で
あ
る
。
突
然
の
強
い
横
風
で
ヨ
ッ
ト
が
横
転
し
、
一
回
転
し

た
後
浸
水
し
沈
没
し
た
。
乗
員
十
二
人
全
員
が
投
げ
出
さ
れ
、
子

ど
も
三
人
を
含
む
七
人
が
行
方
不
明
と
い
う
惨
事
と
な
っ
た
。
こ

う
し
た
事
故
は
昔
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
。
琵
琶
湖
は
し
ば
し
ば
局

地
風
に
見
舞
わ
れ
る
。
局
地
風
と
は
方
向
や
強
さ
が
安
定
せ
ず
、

突
発
的
に
方
向
や
強
さ
を
変
え
る
も
の
で
あ
る
。
風
向
と
風
力
が

予
想
で
き
る
安
定
し
た
季
節
風
や
貿
易
風
と
は
異
な
り
、
帆
船
の

操
縦
に
し
ば
し
ば
危
険
を
も
た
ら
す
。
ま
し
て
シ
ン
付
き
の
舳
先

を
持
つ
場
合
、
航
行
実
験
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
丸
い
シ

ン
無
タ
イ
プ
に
比
べ
て
凌
波
性
能
に
優
れ
造
波
抵
抗
が
小
さ
い
。

こ
の
こ
と
は
速
度
を
速
め
る
に
は
適
し
て
い
る
が
、
一
方
で
突
発

的
な
風
速
や
風
向
の
変
化
に
安
全
に
対
応
す
る
こ
と
が
難
し
い
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。
実
際
、
明
治
三
七
年
か
ら
昭
和
十
三
年
の

『
滋
賀
県
統
計
）
（（
（
書
』
の
交
通
の
項
目
に
は
遭
難
し
た
船
の
数
が
記

載
さ
れ
て
お
）
（（
（
り
、
転
覆
、
損
傷
し
た
船
舶
の
数
は
年
間
に
一
〜
二

隻
で
は
あ
る
が
い
ず
れ
も
大
正
時
代
半
ば
ま
で
に
集
中
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
丸
子
船
の
舳
先
の
形
状
が
変
化
し
た
時
期
が
明
治
初

期
で
あ
る
可
能
性
を
考
え
る
と
興
味
深
い
。
残
念
な
が
ら
明
治
初

期
の
記
録
が
抜
け
落
ち
て
い
る
も
の
の
、
こ
の
よ
う
に
大
正
時
代

半
ば
ま
で
に
難
破
し
た
船
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
は
速
度
を
重
視

し
た
シ
ン
有
り
丸
子
船
の
登
場
と
無
関
係
で
は
な
い
か
も
し
れ
な

い
。

　

シ
ン
有
丸
子
船
の
操
船
性
の
難
し
さ
に
つ
い
て
は
滋
賀
県
内
で

地
域
住
民
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
昭
和
初
期
頃
の
丸
子
船
に
関
す
る

情
）
（（
（
報
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。

　
「
丸
子
船
は
操
縦
が
難
し
く
、
櫓
を
漕
ぐ
の
に
勢
い
余
っ
て
海

へ
落
ち
る
船
頭
さ
ん
も
い
た
。」（
彦
根
市
稲
枝
）

　

昭
和
初
期
の
丸
子
船
に
は
動
力
と
し
て
焼
玉
エ
ン
ジ
ン
を
使
う

よ
う
に
な
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
で
も
冬
は
局
地
風
の
た
め
に
航
行

す
る
こ
と
が
危
険
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
他
の
小
船
に
比
べ

る
と
丸
子
船
は
安
定
し
て
い
た
よ
う
だ
。

　
「
百
石
積
の
丸
子
船
で
、
当
時
は
焼
玉
エ
ン
ジ
ン
で
航
行
し
て

い
た
。
船
に
は
砂
や
バ
ラ
ス
を
積
ん
で
い
た
が
、
下
物
の
港
よ
り

空
の
船
を
現
在
の
マ
イ
ア
ミ
浜
あ
た
り
ま
で
運
び
、
良
質
の
野
洲

川
の
土
・
砂
を
浜
大
津
の
杉
江
バ
ラ
ス
と
山
崎
砂
利
ま
で
運
ん
だ
。

冬
か
ら
三
月
に
か
け
て
は
風
が
強
く
、
航
行
中
は
何
度
も
危
険
な

目
に
あ
っ
た
。
特
に
現
在
の
琵
琶
湖
大
橋
辺
り
か
ら
北
風
が
強
ま

り
、
波
も
高
く
な
っ
た
。
三
角
波
が
立
つ
と
小
型
船
は
波
に
翻
弄

さ
れ
、
転
覆
す
る
事
が
あ
っ
た
。
丸
子
船
は
大
き
か
っ
た
の
で
転

覆
す
る
事
は
な
か
っ
た
。
重
い
砂
利
を
乗
せ
る
た
め
、
吃
水
線
が

水
際
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
下
が
る
の
で
、
軍
艦
の
よ
う
に
舟
板
で
砂
利

を
覆
い
、
水
が
入
ら
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
。
当
時
は
、
船
で
運
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ぶ
方
が
効
率
良
く
、
五
ト
ン
ト
ラ
ッ
ク
に
四
台
分
積
む
こ
と
が
で

き
た
。
波
を
受
け
る
舳
先
が
長
い
ほ
ど
安
定
し
て
い
た
。」（
草
津

市
下
物
）

　

こ
の
た
め
、
丸
子
船
の
航
行
に
は
風
や
波
が
穏
や
か
な
早
朝
が

安
全
で
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
。

　
「
子
供
の
頃
、
早
朝
五
時
頃
に
、
彦
根
の
大
薮
町
か
ら
八
坂
町

の
浜
辺
に
丸
子
船
が
三
隻
ほ
ど
着
い
た
。
浜
辺
の
砂
利
や
小
石
を

舟
に
積
み
入
れ
て
は
、
松
原
の
回
転
橋
を
通
っ
て
昔
の
琵
琶
湖
汽

船
発
着
場
周
辺
に
陸
揚
げ
し
て
い
た
。
砂
利
運
び
の
丸
子
船
が
朝

早
く
仕
事
に
来
る
理
由
は
、
朝
の
間
は
琵
琶
湖
に
風
や
波
が
少
な

い
か
ら
で
あ
る
。
湖
が
静
か
な
う
ち
に
積
み
込
み
を
し
て
、
遅
く

と
も
午
前
中
に
帰
る
と
い
う
事
が
大
切
で
あ
る
と
父
か
ら
も
言
い

聞
か
さ
れ
た
。」（
彦
根
市
）

　
「
戦
前
の
平
和
な
時
代
、
こ
の
丸
子
船
を
遊
覧
船
に
仕
立
て
有

志
一
同
で
長
命
寺
参
り
に
行
っ
た
り
、
夏
休
み
に
は
隣
近
所
相
集

い
、
毎
年
湖
上
遊
覧
を
楽
し
ん
だ
こ
と
も
あ
っ
た
。
船
に
乗
る
人

（
祖
父
や
父
）
は
天
気
予
測
に
た
け
て
い
て
、
朝
夕
の
雲
の
動
き

を
見
て
、
明
日
は
雨
が
降
る
、
風
が
吹
く
な
ど
か
な
り
の
確
率
で

言
い
当
て
た
。
無
理
に
船
出
す
る
と
や
は
り
危
険
な
事
が
あ
っ
た

よ
う
だ
。」（
近
江
八
幡
市
）

　

こ
の
頃
は
す
で
に
シ
ン
有
丸
子
船
し
か
存
在
せ
ず
、
ま
た
焼
玉

エ
ン
ジ
ン
を
搭
載
す
る
こ
と
に
よ
り
波
を
押
し
切
る
方
法
で
操
船

す
る
こ
と
が
当
た
り
前
で
あ
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
。「
波
を
受
け

る
舳
先
が
長
い
ほ
ど
安
定
し
て
い
た
。」（
草
津
市
下
物
）
と
い
う

情
報
は
『
丸
子
船
寸
法
張
』
に
記
さ
れ
た
シ
ン
と
ヘ
イ
タ
の
関
係

に
も
当
て
は
ま
る
興
味
深
い
内
容
で
あ
る
。

　

水
運
を
担
う
琵
琶
湖
に
お
い
て
は
、
局
地
風
の
中
で
も
安
全
に

航
行
す
る
技
術
が
必
要
と
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
丸
子
船
は
、
突

発
的
に
変
化
す
る
風
向
き
や
風
力
の
中
で
も
安
全
に
航
行
で
き
る

よ
う
知
恵
や
工
夫
を
凝
ら
し
た
結
果
生
み
出
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

シ
ン
を
備
え
る
こ
と
で
速
力
を
増
し
た
丸
子
船
は
安
全
面
で
矛
盾

を
は
ら
む
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
シ
ン
と
同
時
に
ヘ
イ
タ
構

造
を
採
用
す
る
こ
と
で
こ
の
点
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

ま
と
め

　

モ
ー
ス
が
撮
影
し
た
丸
子
船
は
小
丸
子
で
さ
え
舳
先
の
ヘ
イ
タ

構
造
を
備
え
て
い
た
こ
と
を
示
す
例
と
し
て
興
味
深
い
。
筆
者
が

こ
れ
ま
で
指
定
し
た
い
く
つ
か
の
仮
説
に
修
正
を
加
え
る
貴
重
な

資
料
で
も
あ
る
。

　

今
回
新
た
に
判
明
し
た
こ
と
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
第
一

に
小
丸
子
は
中
丸
子
の
最
大
の
特
徴
と
も
言
え
る
オ
モ
ギ
、
シ
ン
、



モ
ー
ス
が
見
た
丸
子
船
〜
丸
子
船
の
ヘ
イ
タ
構
造
〜

二
三
五　
（
二
三
五
）

ヘ
イ
タ
を
備
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
小
丸
子
が
中
丸
子
に
一

般
的
に
見
ら
れ
る
カ
サ
ギ
や
帆
柱
を
備
え
て
お
ら
ず
、
推
進
力
も

帆
で
は
な
く
櫓
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、

た
と
え
伝
統
船
と
言
え
ど
も
時
代
や
ニ
ー
ズ
に
合
わ
な
い
部
分
は

割
愛
さ
れ
形
状
は
変
化
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
う
し
た

中
で
も
採
用
さ
れ
た
オ
モ
ギ
、
シ
ン
、
ヘ
イ
タ
は
丸
子
船
の
規
模

に
か
か
わ
ら
ず
機
能
的
に
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

第
二
に
ヘ
イ
タ
の
機
能
は
筆
者
が
こ
れ
ま
で
考
え
て
き
た
よ
う

な
船
体
の
深
さ
を
変
え
ず
に
容
量
を
増
す
手
法
で
は
な
い
と
い
う

点
で
あ
る
。
モ
ー
ス
の
写
真
は
容
量
の
少
な
い
小
丸
子
に
も
ヘ
イ

タ
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
証
拠
で
あ
り
、
そ
の
機
能
は
容
量

以
外
に
求
め
ざ
る
を
得
な
い
。
古
文
書
に
は
ヘ
イ
タ
が
シ
ン
を
支

え
る
構
造
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
シ
ン
を
導
入
し
た

こ
と
で
琵
琶
湖
特
有
の
局
地
風
に
対
応
し
き
れ
な
く
な
っ
た
丸
子

船
の
構
造
を
支
え
た
の
が
ヘ
イ
タ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
シ

ン
が
導
入
さ
れ
る
以
前
の
丸
子
船
の
舳
先
は
丸
み
を
帯
び
て
い
た

が
、
そ
う
し
た
形
状
を
可
能
に
し
た
の
は
実
際
に
は
ヘ
イ
タ
を
取

り
つ
け
る
技
法
と
共
通
す
る
。。
ヘ
イ
タ
は
シ
ン
を
備
え
て
速
度

を
重
視
し
な
が
ら
も
舳
先
の
丸
み
を
確
保
し
て
安
全
面
も
確
保
す

る
た
め
の
有
効
な
手
法
で
あ
り
、
シ
ン
無
丸
子
と
シ
ン
有
丸
子
の

い
わ
ば
折
衷
案
の
中
で
採
用
さ
れ
た
構
造
と
い
う
こ
と
が
言
え
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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研
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成
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と
に
新
た
な
知
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を
加
え
た
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立
琵
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し
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し
て
多
大

な
ご
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を
賜
っ
た
大
阪
大
学
梅
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哉
先
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の
皆
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方
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な
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述
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に
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。

註（１
）　

小
西
四
郎　

岡
秀
行
（
構
成
）　

二
〇
〇
五　
『
セ
イ
ラ
ム
・
ピ

ー
ボ
デ
ィ
博
物
館
蔵　

百
年
前
の
日
本　

モ
ー
ス
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

写
真
編
』
普
及
版
第
四
版　

小
学
館
。
こ
の
写
真
集
は
米
国
マ
サ

チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
、
セ
イ
ラ
ム
・
ピ
ー
ボ
デ
ィ
博
物
館
に
所
蔵
さ

れ
て
い
た
着
色
ガ
ラ
ス
写
真
を
複
写
し
た
も
の
の
う
ち
三
〇
〇
点
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を
掲
載
し
た
も
の
で
あ
る
。
写
真
が
撮
影
さ
れ
た
年
代
や
場
所
な

ど
に
つ
い
て
は
編
集
委
員
会
が
調
査
・
執
筆
し
た
。
本
稿
に
お
け

る
写
真
掲
載
に
つ
い
て
は
、
セ
イ
ラ
ム
・
ピ
ー
ボ
デ
ィ
・
エ
セ
ッ

ク
ス
博
物
館
よ
り
許
可
を
得
た
。

（
２
）　

機
能
や
構
造
も
含
め
た
丸
子
船
の
概
要
や
滋
賀
県
立
琵
琶
湖
博

物
館
で
行
わ
れ
た
丸
子
船
復
元
製
作
事
業
の
大
ま
か
な
様
子
に
つ

い
て
は
、
牧
野
久
実　

二
〇
〇
八　
『『
琵
琶
湖
の
伝
統
的
木
造
船

の
変
容
〜
特
に
丸
子
船
を
中
心
に
』　

雄
山
閣
を
参
照
。

（
３
）　

前
掲　

第
三
章
参
照
。

（
４
）　

シ
ン
に
つ
い
て
は
牧
野
久
実　

二
〇
〇
四
「
丸
子
船
の
舳
先
に

つ
い
て
」『
史
学
』
第
七
三
巻　

第
二
、
三
号　

三
田
史
学
会　

東

京　

三
四
─
四
九
頁
、
オ
モ
ギ
に
つ
い
て
は
牧
野
久
実　

二
〇
〇

五
「
丸
子
船
の
横
断
面
に
見
ら
れ
る
和
船
の
原
型
要
素
に
つ
い

て
」『
史
学
』　

第
七
三
巻　

第
四
号　

三
田
史
学
会　

東
京　

一

〇
九
─
一
二
九
頁
を
そ
れ
ぞ
れ
参
照
。

（
５
）　

金
沢
兼
光　

一
七
六
一
『
和
漢
船
用
集
』（
所
収
一
九
四
四　

住
田
正
一
（
編
解
題
）『
和
漢
船
用
集
』
厳
松
堂
書
店　

東
京
。
琵

琶
湖
の
丸
子
船
を
表
現
し
た
「
丸
木
舟
」、
別
名
「
丸
太
船
」
の
項

目
。

（
６
）　

牧
野
久
実
・
梅
田
直
哉
・
牧
敦
生　

二
〇
〇
七
「
新
旧
丸
子
船

の
抵
抗
比
較
〜
模
型
に
よ
る
航
行
実
験
に
も
と
づ
い
て
」『
史
学
』

　

第
七
六
巻　

第
一
、
二
号　

三
田
史
学
会　

東
京　

三
九
─
五

六
頁
。

（
７
）　

大
阪
大
学
工
学
研
究
科
准
教
授
梅
田
直
哉
、
金
沢
工
業
大
学
工

学
研
究
科
教
授
増
山
豊
と
の
共
同
研
究
と
し
て
二
〇
〇
七
年
に
行

わ
れ
た
。
実
験
と
デ
ー
タ
編
集
に
は
大
西
啓
二
技
官
と
大
阪
大
学

大
学
院
生
の
北
本
理
沙
氏
、
久
保
尚
子
氏
、
橋
本
望
氏
の
協
力
を

得
た
。

（
８
）　

牧
野
久
実　

二
〇
〇
三
「
丸
子
船
の
横
断
面
が
語
る
こ
と
」

『
史
学
』
第
七
二
巻　

第
三
、
四
号　

三
田
史
学
会　

東
京　

一
八

九
─
二
〇
四
頁
。　

（
９
）　

牧
野
久
実　

二
〇
〇
五
「
丸
子
船
の
横
断
面
に
見
ら
れ
る
和
船

の
原
型
要
素
に
つ
い
て
」『
史
学
』　

第
七
三
巻　

第
四
号　

三
田

史
学
会　

東
京　

一
〇
九
─
一
二
九
頁
。

（
（0
）　

前
掲
参
照
。

（
（（
）　

一
八
八
二
年
─　

滋
賀
県
第
一
部
庶
務
課
編

（
（（
）　

た
だ
し
、
大
正
元
年
と
昭
和
九
年
に
多
数
の
小
船
が
転
覆
し
た

り
損
傷
を
受
け
た
事
例
は
水
害
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
（（
）　

滋
賀
県
立
琵
琶
湖
博
物
館
公
開
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
「
丸
子
船
見
聞

録
」
よ
り
。


