
川
氏
に
封
し
て
は
､
rJ
の
作
戦
線
は
そ
の
郷
土
を
脅
か
す
ほ
足
る
も
､
洛
栓
城
に
封
す
る
作
戦
ほ
は
駿
河
か
ら
酉
進

す
る
出
糠
昌
費
の
支
隊
と
天
龍
川
の
兼
樺
は
於

い
て
倉
す
る
薦
め
に
は
､
秋
発
荷
造
は
よ
-
天
龍
川
支
谷
の
構
造
舶

来
沿
ふ
た
通
路
に
由
る
の
が
優
や
大
層
飯
田
二
俣
久
野
の
繍
城
を
占
有
す
る
の
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

津
山

盆

地

の

地

質

概

報竹

山

俊

雄

押
出
盆
地
は
申
牌

の
仰
析
稀
肝
の
間
に
あ
る
米
田
に
長

い
矩
形
の
盆
地
で
あ
っ
て
'
そ
の
地
質
は
銘
水
か
ら
可
成
よ
-
制
べ
ら
れ
て
榊
り
'
州
債
殻

難
で
あ
る
｡
雅
潜
は
中
村
根
=_
鵜
川
の
繍
地
政
の
御
指
導

の
下
に
北
の
先
地

の
地
既
､
殊
に
節
三
船
暦
を
主
と
t
て
研
究
し
た
O
併
し
僻
は
野
外
調
査

は
充
介

で
な
-
幾
多
末
鮒
秋
の
問
題
を
残
し
て
厨
る
が
'
韻
に
握
っ
た
丈

の
結
果
を
枇
報
す
る
｡
本
桐
を
草
す
る
に
償

っ
て
懇
切
な
御
指
革
を
賜
っ
た

繍
苑
地
に
伐
-
感
謝
す
る
げ
此

の
地
方

の
文
献
は
地
球
節
六
番
節
田
鶴
に
織

っ
て
伊
る
｡
そ
の
後
同
誌
節
十
令
姉
四
紙
げ
難
戦
が
あ
る
の
一み
で
あ
る
｡

上
p

地

質

概

説

育
種
暦
は
此
の
地
域
に
旗
-
分
布
し
て
ゐ
て
.
屡
々
千
枚
岩
に
礎
質
し
た
粘
坂
岩
を
主
と
し
'
珪
岩
､
輝
線
凝
灰

岩
(大
井
西
村
に
三
和
次
岩
の
薄
層
を
爽

ひ
)が
爽
在
す
る
｡
走
向
は
東
酉
は
近
-
､
南
方
或
は
北
方
に
傾
斜
し
て
髄

つ
か
の
背
斜
及
び
向
斜
を
成
し
て
ゐ
る
｡
併
し
盆
地
内
で
は
中
庄
暦
､
第
三
紀
層
や
火
成
岩
の
間
は
分
断
し

て露
出

す
る
為
め
'
そ
の
厨
序
は
未
寵
詳
し
-
分
ら
夜

5,｡
此
の
障
域
で
は
化
石
は
顔
見
n
れ
て
な

い
が
岩
貿
上
か
ら
従
水

車
任
暦
と
考

へ
ら
れ
で
屠
る
の
で
あ
る
｡

仲
山
盆
地
の
地
慣
彊
紬

九
.I

I
7



地

政

節
十
川
怨

節
二
班

空

1
二

坤
珪
暦
は
盆
地
の
各
所
に
瓢
証
し
､
砂
岩
を
主
と
し
､

百
岩
之
に
次
ぎ
､
磯
岩
が
稀
に
楢
岩
中
は
爽
在
し
て
ゐ
る

Pseud
o
m
o
n
o
tis
E<LJ産
す
る
串
よ
-
此
の
中
庄
厨
の
少
-
79
7部
は
三
塵
紀

ノ
ー
リ
ツ
ク
在
る
事
は
明
か
だ

｡
Pse〒

.･･:-小

d
o
m
o
n
o
tis
暦
は
主
に
細
粒
砂
岩
及
び
百
岩
よ
-
成
-
.
津
山
浦
山
畑
､大
郷

'
飯
綱
の
北
方
､
高
野
付
夏
日
､
磨
野

村
下
川
､
鹿
野
小
撃
枚
及
び
そ
の
西
の
山
頂
附
近
ほ

Pseud
o
ATn
O
n
O
tis
o
=h
o
ticl

h
T鹿
す
る
｡
恐
-

?
いeud
o
m
o
･

n
o
tis
暦
の
下
位
と
E･Jl
は
れ
る
如
粒
泥
質
砂
岩
及
び
貫
岩
は
稀
は
磯
岩
の
薄
層
を
爽
み
'
大
崎
村
､
高
取
村
p
藤
間

田
町
､
林
野
町
ー
櫓
原
村
及
び
選
関
村
等
ほ
分
布
し
て
屠
る
｡
此
の
厨
か
ら
は
兼
だ
化
石
が
顔
見
n
れ
な

い
が

Ps･

eud
o
m
c,n
o
tis
暦
と
盤
合
し
て
ゐ
る
故
そ
の
時
代
が
三
盛
紀
で
あ
る
事
は
確
賓
で
あ
る
｡

三
盛
配
静
と
有
壁
暦
と
直

接
接
し
て
屠
る
塵
は
未
だ
兄
な

い
が
､
両
者
の
閥
係
は
断
層
か
或
は
不
盤
倉
で
あ
る
ら
し
い
d
備
中
成
羽
附
近
で
は

植
物
化
石
が

Pseudo
m
o
n
o
-is
軌
の
直
ぐ
下
位
に
あ
る
が
是
鹿
に
は
末
だ
磯
風
n
れ
な

い
｡

菅
生
暦
及
び
中
生
潜
む
貫

い

て花
梅
岩
と
閉
経
岩
と
が
辻
入
し
た
.
然
る
後
此
の
地
域
は
著
し

い
浸
蝕
作
用
を
受

け
花
臓
岩
は
地
表
に
露
出
す
る
は
至
っ
た
.
中
生
代
の
末
紀
叉
は
第
三
紀
の
始
め
は
石
英
粗
面
岩
及
び
そ
の
角
塵
状

岩
流
が
噴
出
し
'
津
生
暦
及
び
花
園
岩
の
浸
蝕
面
上
を
流
れ
た
｡
比
の
岩
石
は
主
は
盆
地
の
南
の
山
地
に
多
-
､
盆

地
内
に
は
柿
で
あ
る
｡
攻
で
石
基
粗
面
岩
､
扮
岩
､
輝
練
岩
等
が
主
に
小
rb･在
岩
脈
と
在
っ
て
逆
入
し
わ
｡

第
三
紀
前
車
に
は
此
の
地
域
は
陸
地
で
あ
っ
た
ら
し
い
｡
此
の
問
の
土
地
の
壁
動
で
此
の
置
域
は
起
伏
の
多

い
山

地
と
な
っ
た
｡
中
新
世
に
在
る
と
此
の
地
域
は
浸
梅
が
行
は
れ
で
中
新
世
暦
が
沈
積
し
た
.
浸
源
前
の
地
形
が
起
伏

が
多
か
っ
た
馬
め
に
中
新
世
に
於
け
る
津
川
附
近
の
海
は
多
鳥
海
で
あ
っ
た
｡
此
の
時
の
渡
海
は
酉
は
備
後
庄
原
附

近
よ
-
津
山
盆
地
附
近
穀
粒
で
兼
方
姫
路
の
北
方
に
迄
及
A
だ
と
n
れ
て
ゐ
る
が
､
津
山
盆
地
の
兼
方
で
は
未
だ
此



の
時
代
の
海
樺
の
介
化
石
の
出
る
轟
を
聞
か
覆
い
と
同
時
に
津
山
盆
地
の
南
街
の
方
に
は
盆
地
を
越
え
て
顔
が
つ

て

ゐ
先
番
は
確
か
で
あ
る
｡
此
の
時
の
浸
海
は
を
の
範
囲
の
旗
か
つ
ね
割
は
機
海
佐
で
あ
る
｡
此
の
中
新
世
暦
は
上
下
の

二
統
に
分
け
ら
れ
る
0
下
の
も
の
は
磯
岩
砂
岩
h
t主
と
し
悪

夢

爽
み
譜
虞
よ
-
V
icarya
等
の
化
石
を
崖
す
る
｡
津

山
市
の
兼
凡
を
十
粁
の
植
月
相
を
梯
式
地
と

トの附 五胡二) 団栗地陵丘畑山市山浄

章
二

i.;.;:i,::.
:.

,B

S

.鷲]

脚

石田苑
粗
･=有

し
て
此
の
地
暦
群
を
植
月
舵
と
名
付
け
る
0

津
山
附
妃
に
で
は
を
の
暦
厚
は
厚
-
て
も
育

五
十
米
前
後
で
あ
る
｡
砂
岩
宙
岩
よ

み威か

之
は
交
ふ
る
ほ
磯
岩
を
以
て
す
る
津
山
続
は

シ
ンゲ
ン

上
部
の
も
の
で
あ
る
.
津
山
市
新
m
に
於
で

観
察
す
る
所
に
依
る
と
津
山
統
の
砂
岩
は
植

月
銃
の
骨
化
看
貫
岩
の
上
に
の
っ
て
ゐ
る
の

は
明
瞭
で
あ
る
｡
併
し
両
者
が
直
接
相
接
す

る
産
は
見
ら
れ
孜
-
'
そ
の
露
出
か
ら
察
す

る
と
両
者
の
閥
係
は
整
合
か
平
行
不
整
合
で

夜
け
れ
ば
在
ら
な
い
｡
両
統
の
暦
序
か
ら
考

へ
て
筆
者
は
恐
-
後
の
場
合
が
最
で
あ
ら
う

･L～
.ハー
ラップ

･r～
パー
ラツ｣ノ

ど
考
へ
る
｡
即
ち
植
月
統
沈
積
後

.I
刑
剥
時
代
を
経
て
津
山
続
が
沈
積
し
た
と
瓜
は
れ
る
｡
津
山
銃
は
椎
月
繭
を
袴
舷

仲
川
盆
地
の
地
域
紙
報

九

tJr

T
三

､

ト

･

-
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-
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地

球

約
十
四
懸

節
二
故

九叫

7
四

し
て
西
北
カ
は
盛
-
分
布
し
て
ゐ
る
｡
津
山
練
の
下
部
か
ら
は

G
)ob
ul
aria(従
求

A
m
pultinlと
栴
さ
れ
た
も
の
)

等
の
化
石
を
虞
す
る
｡
津
山
市
は
於
る
露
出
を
本
棟
の
模
式
と
す
る
｡
此
の
時
の
海
も
飴
･C,探
-
は
を
か
っ
た
｡
津

山
椛
は
日
下
の
廃
酸
山
附
近
以
外
中
開
の
何
塵
か
ら
も
知
ら
れ
て
ゐ
を

い
｡
植
月
締
及
び
津
山
続
の
化
石
は
何
れ
も

黒
潮
式
の
も
の
で
あ
る
.
此
の
両
統
は
就

い
て
は
後
は
詳
述
す
る
｡

鉱
は
任
意
す
べ
き
は
植
月
釈
放
に
津
山
続
の
t化
石
が
何
れ
も
屠
所
に
平
行
に
著
し
-
鷹
せ
ら
れ

て居
る
事
で
あ
る

此
の
両
統
は
何
れ
も
倣
崩
を
硝
曲
作
用
を
受
け
て
ゐ
る
の
み
で
あ
る
L
t
現
在
化
石
暦
の
上
の
無
化
石
の
部
分
は
極

め
て
薄

い
か
ら
此
の
革
質
を
簡
明
す
る
の
ほ
浸
蝕
し
去
ら
れ
た
厚

い
地
層
が
津
山
舵
の
上
滋
存
在
し
穴
馬
め
だ
と
考

へ
て
差
文

へ
在
か
ら
う
｡
無
論
此
の
新
し

い
地
層
の
時
代
が
何
の
時
代
の
も
の
で
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
｡

中
新
世
沈
積
彼
此
の
地
域
は
錫

き
稽
曲
作
用
及
び
断
層
作
用
を
蒙

っ
た
.
現
在
殖
月
銃
の
同

一
暦
準
の
も
の
が
選

る
高
度
は
分
布
し
て
ゐ
る
の
は
多
-
は
此
の
地
殻
運
動
の
馬
め
で
あ
る
.
津
山
盆
地
南
練
を
東
西
に
劃
す
る
浄
山
断

層
は
此
の
時
に
捷
じ
ね
の
で
あ
る
｡
次
は
此
の
地
殻
運
動
を
受
け
て
凹
凸
を
生
じ
た
陸
面
は
烈
し

い
別
制
作
用
h
t受

け
で
唯
平
原
と
在
っ
た
.
唯
事
原
成
生
後
市
ば
此
の
地
方
は
断
層
運
動
を
起
し
､
那
岐
山
逆
断
層
は
此
の
時
に
出
凍

死
も
の
で
あ
る
｡
此
の
附
近
で
唯
中
原
遺
物
と
見
倣
ru
れ
る
卒
坦
面
は
二
宵
乃
棄
四
宵
米
の
間
に
分
布
さ
れ
て
ゐ
る
｡

之
等
の
興
る
高
度
の
平
坦
両
は
常
で
同

一
高
度
は
春
し
て
ゐ
て
後
の
断
裂
の
馬
め
ほ
か
-
在
っ
た
も
の
も
あ
ら
う
が

又
元
就
異
る
高
n
ほ
成
射
さ
れ
た
平
坦
両
も
混
じ
て
ゐ
る
と
恩
は
れ
る
｡

従
来
申
問
地
方
の
第
三
紀
及
其
後
の
地
虹
に
踊
し

ては
諸
種
の
詮
が
あ
る
｡
加
藤
博
士
は
桐
原
の
鋸
成
文
び
地
質

教
諭
ぜ
ら
れ
た
時
.
此
の
皿
題
は
輔
し
て
.
中
部
中
岡
は
第
三
紀
の
始
め
は
准
串
原
化
し
'
中
新
世
の
始
め
に
約
二



甘
米
隆
起
し
同
時
は
階
川
地
を
生
じ
て
'
こ
＼
ほ
浅

さ
梅
の
浸
入
或
は
潮
水
の
成
生
む
風
穴
と
説
か
れ
'
岩
流
角
藤

岩
は
唯
平
原
上
に
噴
出
し
た
と
述
べ
ら
れ
た
.
故
小
韓
博
士
は
秋
吉
轟
の
地
史
を
放
か
れ
た
際
'
申
幽
地
方
に
扮
岩

石
英
斑
岩
等
火
山
岩
の
活
動
あ
-
た
る
後
胎
卒
原
の
成
銀
が
行
は
れ
､
TJ
れ
と
同
時
又
は
引
披

い
て
海
没
が
来
て
節

三
紀
厨
の
浅
海
堆
積
を
鐘
じ
ね
と
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
｡
然
る
に
矢
部
博
士
は
唯
平
原
の
成
塵
を
津
山
盆
地
等
の
中
新

世
厨
堆
積
後
と
す
る
意
見
を
述
べ
ら
れ
た
.
現
在
知
ら
れ
て
p3
る
デ
ー
タ
よ
-
す
れ
ば
最
後
の
説
が
異
賓
で
あ
る
と

恩
は
れ
る
｡
叉
七
寓
五
千
分
の

.i
地
質
園
幅
岡
=
及
び
庄
Lg
雨
間
幅
内
の
節
三
紀
暦
の
上
部
に
は

V
icary
a
を
含

む

中
新
枕
よ
-
新
し
い
地
膚
が
あ
っ
て
､
之
は
池
平
城
成
壁
後
の
沈
積
物
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
｡

其
後
第
三
紀
中
か
又
は
洪
積
世
に
入
っ
て
玄
武
岩
の
噴
出
が
行
は
れ
ね
｡
郷
相
原
の
北
方
の
角
閃
石
安
山
岩
及
び

大
井
西
村
加
治
子
山
の
リ
ン

バ

ー
ジ
ヤ
イ
の
岩
脈
も
同
時
に
噴
出
し
凍
79
の
ら
し

い
o

其
後
洪
積
世
に
此
の
地
域
は
虻
に
隆
超
し
て
翻
刻
を

一
層
激
し
く
受
け
る
棟
に
在
っ
た
｡
監
硯

在
岩
石
か
ら
成
る

地
方
に
は
峡
谷
を
珪
じ
ね
が
歌
錫
な
第
三
紀
層
が
分
布
し
て
ゐ
る
地
方
で
は
浸
蝕
は
早
-
進
ん
で
局
部
的
の
基
準
浸

蝕
而
即
ち
小
規
模
の
准
卒
脱
が
山
水
'
盆
地
の
形
態
を
取
っ
た
｡
北
路
の
津
川
断
層
に
依
っ
て
該
断
圏
以
北
に
は
第

三
紀
暦
が
嫡
-
分
布
す
る
棟
に
な
っ

てゐ
ね
薦
め
､
此
の
地
域
は
盆
地
と
な
っ
た
｡
此
の
時
の
盆
地
底
が
現
今
津
山

盆
地
内
の
高
距
百
四
十
米
乃
至
百
八
十
米
の
丘
陵
上
の
平
坦
な
面
と
し

て保
存
さ
れ
て
ゐ
る
｡
此
の
平
坦
夜
浸
蝕
面

上
に
は
厚
さ
十
朱
以
内
の
分
級
さ
れ
て
ゐ
覆

い
聞
磯
暦
が
魔
々
ほ
磯
存
し
て
ゐ
る
.
此
の
浸
蝕
面
は
津
山
盆
地
を
通

じ
て
見
ら
心
る
が
､
津
山
以
兼
に
於
で
殊
に
明
瞭
に
保
春
ruれ
で
ゐ
る
｡
そ
し
て
堅

い
古
庄
中
産
爾
暦
や
火
成
岩
か

ら
在
る
低
域
は
巧
ナ
ド
ノ
ッ
ク
と
し
て
此
の
面
上
に
突
出
し

てゐ
る
｡
筆
者
は
此
の
磯
暦
が
最
も
よ
-
保
存
さ
れ

て

仲
山
盆
地
の
地
駅
枇
報

告

7
五



地

球

節
十
凹
懇

節

二
脱

糞

〓
ハ

め
,1
バ

ゐ
る
新
鹿
村
凍
原
の
地
名
を
取
-
之
を
見
原
磯
愚
と
名
付
け
る
｡
加
茂
川
以
兼
盆
地
の
北
練
に
沿
う
て
饗
達
し
で
ゐ

る
毘
錐
は
荒
原
磯
健
堆
積
の
直
前
叉
は
之
と
同
時
は
塵
じ
ね
も
の
で
あ
る
｡
加
藤
博
士
の
"1
0
0
･
m
eter⊥
ev
elgravel･

b
ed
"

は
煮
原
磯
層
は
封
此
せ
ら
る
可
き
も
の
で
あ
る
｡
其
復
配
は
四
十
乃
至
託
十
米
の
隆
起
が
宥
は
れ
'
此
の
例

剰
両
は

一
部
浸
蝕
n
れ
'
更
に
敏
光
の
隆
起
が
行
は
れ
､
浸
蝕
は
進
ん
で
現
今
見
る
谷
底
平
野
を
鑓
じ
た
｡
此
の
敏

ナ
ベ

光
の
隆
起
は
河

連

射

目
上
'
津
山
滞
院
庄
北
方
古
川
等
の
厚
さ
二
三
米
の
砂
利
暦
を
か
ぶ
っ
た
低
位
段
丘
の
存
在
か

ら
推
察
rb
れ
る
O
素
原
磯
暦
の
時
代
は
不
明
で
あ
る
が
恐
-
洪
積
世
で
あ
ら
う
｡

申
燕
代
及
び
其
以
後
の
津
川
盆
地
附
近
の
地
史
の
大
略
は
次
の
如
-
ほ
な
る
｡

一
､
三
鞄
配
暦
堆
精
後
荘
園
岩
及
閃
緑
岩
の
蓮
入
が
行
は
れ
た
｡

二
.
次
で
此
の
地
域
は
長

さ
別
剥
時
代
に
人
身
粍
成
岩
も
陸
上
に
露
出
す
る
に
至
っ
た
｡
恐
-
第
三
紀
の
前
車
に

石
英
粗
面
岩
及
び
そ
の
角
磯
岩
の
噴
流
が
行
は
れ
た
｡

三
.
中
新
世
は
入
っ
て
廉

さ
浸
海
が
行
は
れ
浅
海
他
の
植
月
続
が
沈
構
し
た
｡
次
で
少
し
の
地
殻
運
動
と
例
刻
が

行
は
れ
で
更
は
浸
梅
が
あ
っ
て
津
山
続
が
堆
桜
し
た
｡
植
月
舘
出
両
統
の
フ
ォ
ー
ナ
は
黒
潮
式
で
あ
る
.

四
'
次
で
地
殻
運
動
が
行
は
れ
で
此
の
地
域
は
隆
通
し
側
剥
作
用
を
受
け
て
准
平
原
の
形
成
を
見
た
｡

玉
.
唯
卒
原
は
隆
起
し
て
二
百
乃
至
四
宙
水
の
露
地
と
な
-
乙

･J
に
断
層
作
用
が
題
-
叉
玄
武
岩
の
噴
出
を
見
た

六
､
▲其
後
凡
そ
四
十
乃
至
五
十
米
の
隆
起
が
あ
っ
た
｡

下
､
第

三

紀

暦

の
暦

序



5
1
桔

月

統

構
月
続
は
磯
岩
拍
岩
を
主
と
し
貫
岩

を
爽

む
厚

さ
百
五
十
米
内
外
の
凝
固
在
る
事
は
前
述
し
た
｡
大
磯
津
山
市
と

盈

田村
を
結
ぶ
線
以
南
に
分
布
し
て
や
る
｡
磯
岩
の
磯
は
育
期
の
種
々
の
岩
石
よ
-
成

-
'
を
の
樺
十
糎
内
外
の
も

の
が
政
も
多

い
｡
磯
は
時
々
角
立
っ
て
ゐ
て
飴

･Ll
よ
-
分
級
n
れ
て
ゐ
夜

5,
轟
も
あ
る
｡
砂
岩
は
大
抵
粗
粒
か
申
粒

で
細
粒
の
も
の
は
少

い
.
貫
岩
は
脊
灰
色
で
時
に
黒
色
炭
質
物
或
は
粗
諾
意
薄

い
石
炭
を
爽
ん
で
ゐ
る
｡
何
れ
も
可

成
囲
結
t
で
ゐ
る
が
風
化
し
て
ゐ
る
と
極
め
て
歌
詞
で
為
rQ
?
周
暗
夜
蝕
に
依
る
見
掛
け
の
不
盤
合
及
び
磯
岩
響

有

車
の
偶
圏
は
普
通
に
見
ら
れ
る
｡
有
期
岩
膚
祇
劃
し
て
屡

々
ア
バ
ッ
ト
し
又
は
オ
ー
バ
ー

ス
テ
ッ
プ
(
傭
越
)
し
て
ゐ

る
｡
之
は
起
伏
の
多

い
基
盤
の
上
に
堆
積
し
た
為
め
で
あ
る
｡

植
月
蹄
は
経

さ
閏
曲
･HTJ
を
し
て
ゐ
る
が
､

イ

ニ
ィ
シ

ァ
ル
'
デ
ィ
ッ
プ
も
時
々
見
ら
れ
る
か
ら
此
の
摺
曲
構
造
を
明
に
す
る
の
は
面
倒
で
あ
る
｡

地
層
の
嬬
々
の
性
質
及
び
含
有
化
石
か
ら
察
し
七
本
続
が
浅

さ
内
海
の
沈
積
物
な
る
事
は
確
賓
で
あ
る
｡
木
枕
を

構
成
す
る
諸
種
の
岩
石
は
之
は
漸
移
し
､
或
は
尖
激
し
､
又
そ
の
露
閏
が
飛
び
-

で
通
種
し
て
ゐ
老

い
薦
め
細
分

す
る
革
は
国
難
で
あ
る
｡
併
し
化
石
か
ら
見
て
上
下
二
部
に
国
分
す
る
事
が
出
来
る
｡
不
串
に
し

て両
者
の
候
接
の

開
係
は
知
-
得
な
か
っ
た
が
､

現
生
種
の
多
少
か
ら

フ
ォ
ー
ナ

の
相
違
を
時
代
の
相
違
に
依
る
,79
の
と
僻
樺
し
た
の

で
あ
る
｡
化
石
を
含

む
岩
石
は
両
者
北
ハ栂
似
し
て
ゐ
る
｡

下
部

は

T
y
m
p
a
notonos
kam
iensis
n.sp
.
を
特
徴
と

L
t
上
部
は

B
lrb
atil
(F
o
ssu
llrCa)

m
im
lSlk
en
sis
n
.
sp.
を
特
徴
と
す
る
｡
下
部
暦
の
,Hiを
化
石
産
地
は
盆

リキ

サ
.ハラ

地
内
で
は
津
山
市
新
田
'
大
崎
村
而
カ

'

盆
地
の
南
で
は
加
共

村

小

原

'
同
村
金
堀
で
多
産
す
る
も
の
は
前
掲
種
の

ト
タ

仲
川
統
地
の
地
質
脚
報

袈

7
七



地

球

節
i-
四
番

鈴

二
幼

み

八

7
八

V
ic
arya

c
a
1
Io
s
a

J
e

n
k
in
s.

P
y
r1
2
u
S

?

PI
O

a

V
itu
m
(
Y
o
k
,

)

P
a
P
h
ia

(R
ud

i

taP
eS)

n
.
S
P

,

等
で
あ
る
｡

身
り

十
ル

上
部
暦
の
主
夜
化
石
産
地
は
構
月
村

1I
水
栓
.
同
村
蹟
旺

p

青
野
村
小
額
枚
'
放
血
H
村
仲

で

あ
っ
て
.
前
掲
種
の

外
事
だ･6化
石
は
次
の
も
の
で
あ
る
｡

V

i

c
a
r
y
a

C
a
t10
s
a

J
e
n
k

i

n
s
,

T
eE
in
a
n
.

sp
.

D
ip
-O
d
o
n
ta
p

s
p
.

O
strea
s

p
.

A
n
ad
a
ra
n
･
s
p
･

佃
ほ
青
野
小
撃
枚
の
北
方
で
は

V
icary
a

暦
の
LTh
L
下
部
に
氷
る
浮

き
中
粒
砂
岩
が

O
p
ercu
lin
etta

を
含
ん

で
ゐ
る
｡
十
脚
類
の
化
石
ば
本
紙
上
下
部
を
通
じ
で
多
産
す
る
｡
化
石
の
保
存
は
決
し
て
良
好
と
は
言

へ
覆

い
｡
此

の
フ
ォ
ー
ナ
は
明
瞭
夜
親
潮
式
の
も
の
で
､
隼
淡
草
融
の
水
中
に
棲
息
し
て
居
た
79
の
で
あ
る
｡
此
の
フ
ォ
ー
ナ
の
生

存
し
て
屠
死
時
の
海
水
の
脱
皮
は
現
在
本
土
近
海
の
水
温
よ
人工
肉
か
つ
ね
と
稚
魚
n
れ
る
｡
日
下
判
明
し
で
ゐ
る
歌

鯉
動
物
化
石
の
線
種
数
は
三
十
玉
梓

(
内
瓦
桟
即
ち
紙
数
の
十
四
%
二
は
現
在
積
)
は
過
ぎ
を

い
が
採
集
不
充
分
で

あ
る
L
t
又
調
べ
て
な

い
種
も
あ
る
の
で
撒
水
優
に
五
十
種
を
越
す
と
恩
は
れ
る
O
化
石
の
大
部
分
は
現
在
の
如
拙



で
は
そ
の
分
布
が
木
枕
は
限
ら
れ
て
屠
る
も
の
で
あ
る
か
ら
ー
確
定
布
の
少

小
事
と
相
換
っ
て
時
代
の
決
定
に
囲
職

,<TJ
戚
ず
る
｡
V
icarya
も

山
時
は
中
新
世
の
示
散
化
石
と
考

へ
ら
れ
た
が
近
親
の
諸
研
究
は
依
る
と
必
ず
し
も
中
新

世
は
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な

い
D
併
し
木
枕
の
時
代
は
多
分
下
部
中
新
世
と
瓜
は
れ
る
が
､
翻
ほ
多
数
の
化
石
を
採

集
調
査
し
た
上
で
な
け
れ
ば
断
言
田
楽
な

い
｡

〓
'
津

山

統

津
山
続
は
盆
地
内
加
茂
川
以
蛸
に
最
も
頗
-
分
布
し
居

て.
植
月
続
と
同
じ
-
浅
海
の
堆
積
物
で
あ
る
｡
本
楯
の

堆
積
常
時
も
周
ほ
海
底
の
起
伏
が
著
し
か
つ
ね
の
で
､
撒
越
や
複
肢
の
現
象
は
諮
庭
で
見
ら
れ
る
｡
左
の
如
-
細
分

す
る
事
が
出
来
る
｡

一
､
基
底
灘
岩

二
､
砂

岩

三
､
激

暑

四
'
砂
岩
貫
岩
の
亙
暦
或
は
酉
岩

基
底
磯
岩
(
二

は
厚
さ
不
定
で
藤
に
依
-
映
け
て
ゐ
る
罫
も
あ
る
｡
叉
角
灘
岩
の
事
も
あ
る
.
を
の
上
の
砂
岩
､

(
二
)
は
普
通
申
粒
か
細
粒
で
屡

々
泥
贋
と
在
-
p
磯
岩
の
薄
層
を
爽

む
事
が
多

い
｡
基
底
磯
岩
と
此
の
砂
岩
と
h
t倉

せ
て
厚
さ
五
十
米
前
後
に
過
ぎ
覆

い
｡
此
の
柑
岩
層
は
本
紙
を
通
じ
て
最
も
多
-
化
石
を
含
ひ
が
保
存
不
良
の
薦
め

Tt-
モー
7
T]-
〟

決
定
国
難
で
あ
る
.
主
な
化
石
産
地
は
小
田
柑
塚
谷
ド
ン
ド
ン
淵
.
郷
柑
河

本

両

岡

村

､
津
山
市
山
畑
丘
陵

1
5
'

カ
ンt'1

研
磨
材
荒
桝
谷
蛾
遭
切
削
.
同
相
草
加
郵
開
放
場
戯
道
切
捌
､

沖
山
盆
地
の
地
質
相
戦

膏
岡
村
賓 で
増 ソ
),iRJ言

ヽ

発同
村
八 才
〟.I

剛

の

北
方
等
で
あ
っ
て
p

一
九



地

球

肌
十
川
巻

鱒

二
蚊

岩
ロ

有
孔
曲
､

新
曲
粗
'

歌
鴨
動
物
等
の
化
石
を
含
ん
で
ゐ
る
｡
多
産
す
る
も
の
は

O
p
e

lCu
lin
a
(
O

p
e

rcul
in
e
l12
)
C
fr･
v
e
n
o
s

I

F
,

et,

M
･

C
o

d
ak
…a
(
ag
o
n
ia
)
n
.
s

P
.

(
背
JJ･T.1斡

LLl鞍
t
沿

路
)

T
h
yaSira

n
,

SP.

D
iplo
d
on
lLa
n
.

SP
.

(
牽
FJ
鞍
t
胎
齢
)

G
tob
u
llaria(
C
e
r
n
ia
)
n
,
sp,
(
=

A
m
p
u
ilin
a)

で
あ
る
｡
保
存
不
良
の
薦
め
輝
迄
決
定
し
み
ね
79
の
は
'
十
二
し
か
を

5,0
そ
の
内
二
種
は
現
生
種
'
機
-
の
十

カ
ナ

相
中
三
種
は

鉛

山
舵
と
兆
迫
'

一
種
は
植
月
枕
と
共
通
､
他
は
そ
の
分
布
が
本
紙
に
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
｡

_.Ilワ

そ
の
上
に
凍
る
磯
岩
(
≡
)
は
細
粒
で
極
-
局
部
的
に
磯
遷
し
た
も
の
で
'
川
畑
丘
陵
の

山
部
､
m
邑

相

､
大
井
西

村
親
板
附
近
で
見
ら
れ
る
ほ
過
ぎ
を

い
｡
厚
さ
は
二
三
十
米
以
内
で
あ
る
｡
化
石
は
な

い
｡

カ

ガ

-

叔
上
部
の
暦
(
四
)
は
津
山
市
の
西
方
ほ
て
砂
岩
頁
岩
の
互
層
で
あ
-
､
小
江Ⅰ
村
'
芳
野
村
､
苛

々

美

南
村
､
西

1

ノ
宮
村
.
郷
村
､
久
米
村
等
の
丘
陵
地
に
旗
-
分
布
し
て
居
る
｡
砂
岩
封
雷
岩
の
割
合
は
三
封

1
乃
至

1
封
四
を
普

通
と
し
薄
-
互
暦
し
て
居
る
が
'
下
部
で
は
何
れ
か

山
方
が
著
し
-
多
く
在
る
底
も
あ
る
｡
本
管
は
津
山
印
以
兼
及

ム一フ

び
EB
邑

村

で
は
貨
岩
又
は
砂
質
貫
岩
で
稀
に
郷
粒
泥
贋
砂
岩
と
な
た

津
山
雄
､
氾
邑
村
､
東

一
ノ
宮
村
'
栗
苫
田

㌧
ヨ･>

こイ

村
､
高
倉
村
､
研
磨
材
の
丘
陵
地
に
戯
-
分
布
L
t
兼
は

勝

加

茂
村
､
新

野

村
'
及
び
出
血
円
材
に
及
ぶ
｡
盆
地
の
南

ほ
て
は
青
田
付
入
紳
附
近
及
び
愚
問
村
岡
附
近
寄
に
79
存
在
す
る
｡
本
暦
は
微
鍋
を
摺
曲
多
き
薦
め
そ
の
暦
厚
は
未

詳
で
あ
る
が
三
百
米
乃
至
四
百
米
も
あ
ら
う
｡
各
塵
に
有
礼
鹿
及
び
歌
憎
動
物
の
化
石
を
含

ひ
が
そ
の
内
で
も
小
形

の

Pecten
sp･
が
歳
も
著
し

い
｡
木
骨
は
少
し
-
海
が
挽
-
在
っ
た
時
の
沈
積
物
で
あ
る
｡



津
川
続
の
時
代
は
化
石
が
少

い
鶴
め
に
決
定
し
兼
ね
る
が
恐
-
中
部
中
新
世
で
あ
ら
う
と
恩
ふ
｡
少
数
乍
ら
紀
州

P
ト

i
.･

鎗

川

舵

と
共
通
の
化
石
を
出
す
罫
は
該
枕
と
飴
-
時
代
が
達
は
な

い
事
堅
ホ
し
て
ゐ
る
が
､
多
分
津
山
舵
の
方
が
鎗

両
統
よ
-
も
少
し
甘

い
と
胤
は
れ
る
｡

獅
ほ
津
山
附
近
ほ
時
代
不
明
の
新
生
代
暦
が
三
個
所
に
あ
る
｡

一
は
吉
井
川
に
潜
う
ね
久
田
相
に
露
出
す
る
磯
暦

A-.(;
I

で
磯
は
頭
大
乃
至
拳
大
で
分
級
ru
れ
て
ゐ
な

い
｡
第
三
紀
層
で
な
-
洪
積
野
か
も
知
れ
を

い
｡
他
は
商
都
気
相
上

聞

か
ら
北
和
束
村
宮
山
に
薫
る
道
に
沿
う
七
七
平
坦
を
山
頂
に
の
っ

てゐ
る
薄
さ
砂
暦
で
'
化
石
が
覆

い
の
で
時
代
は

不
明
で
あ
る
｡
附
近
の
山
頂
に
も
瓢
々
と
散
在
し
て
ゐ
る
ら
し
い
｡
加
藤
博
士
は
南
都
乗
付
藤
的
近
傍
の
も
の
を
津

山
盆
地
の
節
三
紀
腎
と
同
時
代
の
も
の
と
ru
れ
ね
｡
植
月
柾
か
津
山
舵
の
執
れ
か
に
潜
る
も
の
で
あ
ら
う
が
義
盛
で

は
未

だ化
石
が
散
見
さ
れ
て
ゐ
孜

5,0

(完
)

宇

治

川

に
.
於

け

る

侵

蝕

現

象村

上

政

嗣

叫

'

緒

言

二
'

宇
治

川
の

地

形

的
僻
徴

三
㌧
窺
親
的
耕
嬰
素

四
'
河
川
水
位
の
野
地

五
､
悠
杓
物
質
及
び
溶
仰
物
質

の
紬
･:L4

犬
'
紬

外剛

字
3.=
川
に
於
け
る
陸
蝕
現
象

1CIT

二

7


