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森　城　跡(写真中央付近)

森
城
跡
の
展
望
台

中
世
豪
族
の
居
館
や
山
城
の
跡
を
､
高
い
所
か
ら

鳥
取
で
き
れ
ば
ど
ん
を
に
か
い
い
だ
ろ
う
を
と
'
時

ど
き
思
う
｡
し
か
し
山
城
は
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
か
何
か

で
上
空
に
舞
い
上
が
る
よ
り
仕
方
が
を
-
､
そ
ん
な

機
会
は
ま
あ
あ
り
そ
う
に
も
な
い
が
､
居
館
跡
の
方

を
ら
そ
れ
と
ペ
ア
に
在
っ
て
い
る
山
城
の
一
角
に
､

そ
こ
を
大
観
す
る
に
良
い
場
所
を
見
つ
け
ら
れ
る
場

合
が
よ
-
あ
る
も
の
で
あ
る
｡
森
城
跡
で
も
西
方
山

上
の
サ
テ
ラ
イ
ト
局
(
こ
の
あ
た
り
に
城
の
物
見
が

あ
っ
た
)
　
へ
登
る
道
の
途
中
､
湖
に
向
か
っ
て
突
出

し
た
尾
根
の
肩
の
あ
た
り
に
恰
好
を
処
が
あ
る
｡

域
は
木
崎
湖
(
昔
は
森
の
池
と
か
海
の
日
の
池
と

か
言
っ
た
ら
し
い
)
　
の
南
西
部
か
ら
北
に
向
か
っ
て

延
び
る
半
島
の
上
に
設
け
ら
れ
て
お
り
､
そ
の
先
端

部
分
の
小
高
い
正
の
上
､
写
真
左
よ
り
の
木
立
の
こ

ん
も
り
し
た
あ
た
り
に
そ
の
中
心
部
分
が
あ
り
､
ず

っ
と
南
方
の
､
現
在
の
平
公
民
館
や
海
洋
セ
ン
タ
ー

の
北
の
所
に
外
堀
や
ら
木
戸
が
あ
っ
た
｡
そ
の
間
を

東
西
に
掘
り
割
っ
て
何
本
か
の
堀
を
設
け
'
城
の
奥

に
向
か
っ
て
進
む
道
は
､
堀
に
か
け
た
橋
を
渡
る
た

び
に
'
鍵
の
手
に
折
れ
曲
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
｡

こ
れ
ら
の
堀
に
は
'
東
方
の
山
麓
を
流
れ
出
る
農
具

川
を
せ
き
止
め
て
､
湖
の
水
位
を
上
げ
る
こ
と
に
よ

っ
て
水
が
入
り
､
西
側
の
湖
と
水
面
が
つ
な
が
る
こ

と
に
在
る
｡
城
の
西
方
'
写
真
で
は
手
前
の
水
田
地

帯
は
い
ま
も
湿
田
だ
が
､
往
時
は
湖
の
一
部
分
で
あ

り
､
三
方
湖
に
か
こ
ま
れ
た
森
城
は
ま
さ
に
堅
固
を

水
城
と
い
う
ペ
-
､
こ
こ
へ
の
築
城
は
す
ぼ
ら
し
い

着
想
と
い
え
よ
う
｡

こ
の
域
を
譜
の
城
と
し
て
長
い
間
使
用
し
て
い
た

仁
科
氏
が
滅
亡
し
た
後
も
､
松
本
の
小
笠
原
氏
は
北

方
へ
の
備
え
と
し
て
引
き
続
き
堅
持
し
て
い
た
こ
と

が
'
天
正
一
二
年
(
一
五
八
四
)
　
の
小
笠
原
貞
慶
の

左
の
文
書
で
知
ら
れ
る
｡

(
前
略
)
森
之
要
害
之
義
､
河
･
伊
之
領
候
条
､
普
請

以
下
為
様
目
二
木
九
左
ヱ
門
､
同
六
右
衝
門
指
通
帳
(
略
)

し
か
し
そ
れ
か
ら
二
一
年
後
の
元
和
元
年
､
江
戸

幕
府
の
発
し
た
一
国
一
城
命
に
よ
っ
て
こ
の
城
も
破

却
さ
れ
､
数
百
年
間
の
歴
史
を
閉
じ
る
こ
と
に
な
る
｡

(
篠
崎
健
一
郎
)
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仁
科
氏
の
城
跡

は
じ
め
に

仁
科
氏
の
城
跡
と
い
う
と
､
大
町
の
人
専
ら
ほ
と

ん
ど
､
あ
あ
､
木
崎
湖
の
ほ
と
り
に
あ
る
森
城
跡
の

こ
と
だ
な
と
お
思
い
に
な
る
だ
ろ
う
し
､
そ
の
中
で

も
郷
土
の
歴
史
に
興
味
が
あ
り
､
そ
れ
に
関
係
す
る

本
を
ど
を
読
ん
だ
方
な
ら
､
森
城
は
仁
科
氏
の
合
戦

用
の
城
で
あ
り
､
政
務
を
と
っ
た
り
､
日
常
生
活
用

の
館
は
､
市
内
の
天
正
寺
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
､
と

御
承
知
で
あ
る
だ
ろ
う
｡
さ
ら
に
大
町
市
内
ば
か
り

で
在
く
郡
内
外
を
問
わ
ず
､
ど
こ
の
町
や
村
に
も
た

し
ふ
う

い
て
い
｢
城
｣
　
｢
城
山
｣
　
｢
城
ガ
峯
｣
な
ど
と
よ
ば

れ
る
､
ち
ょ
っ
と
際
立
っ
た
地
形
の
山
が
あ
り
､
城

に
よ
っ
て
は
そ
こ
に
さ
ま
ざ
ま
を
伝
承
の
ま
つ
わ
る

も
の
も
あ
る
､
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
方
も
あ

篠

崎

健

一

郎

る
と
田
a
う
｡

そ
れ
ぞ
れ
み
を
本
当
で
'
実
際
郡
内
Z
t
J
け
で
も
規

模
の
大
小
､
時
代
の
差
異
は
あ
る
も
の
の
､
赦
十
ヶ

所
の
山
城
跡
'
居
館
跡
が
あ
り
､
直
接
間
接
の
ち
が

い
は
あ
っ
て
も
､
そ
の
ほ
と
ん
ど
i
J
_
お
そ
ら
く
平
安

時
代
後
期
か
ら
'
戦
国
時
代
末
期
に
ち
か
い
天
正
の

中
ご
ろ
ま
で
'
五
〇
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
安
曇
地

方
を
支
配
し
続
け
た
､
豪
族
仁
科
氏
と
そ
の
支
族
や

技
官
た
ち
が
住
み
､
あ
る
い
は
守
備
し
た
械
砦
で
あ

る
｡
こ
の
小
文
は
そ
れ
ら
の
う
ち
の
一
部
と
､
武
士

た
ち
の
姿
を
ほ
ん
の
少
し
瞥
見
し
た
も
の
で
あ
る
｡

仁
科
氏
の
所
領
と
家
臣
団

仁
科
氏
の
支
配
し
て
い
た
地
域
は
'
時
代
に
よ
っ

て
そ
の
周
縁
部
に
お
い
で
か
在
り
の
伸
縮
が
あ
る
が
､

お
よ
そ
現
在
の
大
町
市
と
北
安
曇
郡
を
中
心
に
､
時

に
北
方
は
新
潟
県
糸
魚
川
市
周
辺
､
南
方
は
南
安
曇

郡
堀
金
村
､
豊
科
町
あ
た
り
､
東
方
は
上
水
内
郡
の

西
山
部
あ
た
り
ま
で
広
が
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
｡

そ
の
う
ち
お
よ
そ
現
在
の
大
町
市
域
に
当
た
る
部
分

が
仁
科
氏
の
直
轄
領
､
他
地
域
は
親
類
技
官
ら
を
分

封
し
て
へ
半
独
立
の
委
任
統
治
の
よ
う
な
形
態
を
と

っ
て
い
た
｡
大
町
市
域
は
仁
科
庄
お
よ
び
仁
科
御
厨

の
領
域
に
当
た
り
､
佐
野
坂
以
北
は
六
条
院
領
の
千

国
度
､
松
川
村
以
南
は
や
は
り
皇
族
領
の
矢
原
圧
や

住
吉
圧
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
し
か
し
皇
族
の
私
領

と
い
う
名
義
に
な
っ
て
は
い
る
も
の
の
､
支
配
の
実

権
は
布
地
の
土
裏
が
握
っ
て
い
る
｡

仁
科
氏
の
末
期
に
近
い
頃
で
は
あ
る
が
､
主
な
家

臣
た
ち
の
名
を
列
ね
た
も
の
に
､
生
鳴
足
場
神
社
所

蔵
の
起
請
文
が
あ
る
｡
仁
科
盛
政
と
十
人
の
親
類
被

官
た
ち
が
､
武
田
信
玄
に
対
す
る
忠
誠
を
神
前
に
替

こ
匁
う

っ
て
､
熊
野
牛
王
誓
紙
に
記
し
た
も
の
で
あ
る
｡
そ

の
名
は
堀
金
平
太
夫
盛
広
　
古
厩
平
三
盛
隆
　
渋
田

見
源
介
政
長
　
沢
波
兵
部
助
盛
即
　
日
岐
口
口
口
盛

次
　
穂
高
左
京
亮
盛
棟
　
等
々
力
豊
前
守
定
厚
　
野

口
尾
張
守
政
親
　
刷
右
近
助
政
直
　
小
宮
大
蔵
丞
故

知
｡
こ
の
う
ち
先
の
六
名
が
'
い
つ
の
時
代
に
か
仁

科
氏
か
ら
分
れ
た
支
族
で
､
あ
と
の
四
名
が
仁
科
氏

と
は
血
の
つ
な
が
り
は
な
い
随
身
の
桜
宮
た
ち
で
あ

ろ
う
｡
か
れ
ら
は
お
そ
ら
く
ま
だ
他
に
も
数
多
く
い

た
親
類
被
官
た
ち
の
､
代
表
的
を
地
位
に
あ
り
､
仁

科
氏
を
動
か
す
実
力
者
た
ち
で
あ
っ
た
ろ
う
｡
そ
し

て
親
類
の
六
名
は
､
そ
の
姓
の
示
す
そ
れ
ぞ
れ
の
領

地
に
居
館
と
城
を
持
つ
の
に
対
し
､
四
名
は
直
接
仁

科
盛
政
の
側
近
に
あ
っ
て
､
領
国
経
営
の
実
務
に
携

わ
っ
て
い
る
官
僚
た
ち
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
る
｡

親
類
の
者
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
の
領
地
に
於
て
'
家
の

子
､
郎
等
を
誌
い
､
か
れ
ら
と
と
も
に
田
畑
を
耕
し

な
が
ら
､
武
技
も
練
る
日
々
を
送
っ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
｡
大
町
の
仁
科
氏
惣
領
家
か
ら
出
陣
の
布
令
が

あ
れ
ば
､
か
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
の
在
所
か
ら
､
複
数

の
騎
乗
の
武
士
と
そ
れ
に
随
従
す
る
歩
卒
た
ち
'
族

持
ち
､
食
糧
等
を
運
ぶ
人
夫
や
乗
替
え
の
馬
も
曳
い

て
大
町
に
集
合
す
る
｡
中
に
は
搭
乗
者
は
自
分
一
人

で
､
あ
と
は
歩
兵
だ
と
い
う
小
さ
な
分
限
の
者
も
い

た
か
も
知
れ
な
い
｡
そ
う
い
う
小
集
団
が
集
ま
っ
て

仁
科
軍
団
と
な
る
の
だ
が
'
後
世
の
よ
う
に
､
あ
る

い
は
他
の
先
進
地
域
の
大
名
の
よ
う
に
､
村
落
を
離

れ
て
専
門
の
戦
闘
集
団
と
な
っ
た
武
士
た
ち
を
多
く

抱
え
る
の
に
比
べ
る
と
､
武
士
ひ
と
り
ひ
と
り
の
戦

闘
力
は
別
と
し
て
､
仁
科
氏
の
軍
団
は
全
体
的
な
結

束
や
行
動
に
､
弱
点
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
左
か
ろ

う
か
｡

仁
科
氏
お
よ
び
そ
の
親
類
被
官
た
ち
の
居
館
や
､

山
賊
の
基
本
的
を
形
は
､
韓
(
曲
論
)
と
称
す
る
一

区
画
と
､
そ
れ
を
囲
む
堀
､
郭
の
外
周
に
築
か
れ
た

土
居
と
よ
ば
れ
る
土
手
で
あ
る
｡
あ
ま
り
地
形
に
制

約
さ
れ
を
い
平
地
の
居
館
の
は
あ
い
は
､
そ
の
平
面

形
は
ほ
と
ん
ど
回
字
形
を
と
る
｡
堀
は
水
の
を
い
空

堀
も
あ
り
､
水
を
湛
え
た
堀
も
あ
る
｡
こ
の
あ
た
り

は
平
地
と
い
っ
て
も
多
少
の
傾
斜
が
あ
る
か
ら
､
水

堀
の
は
あ
い
同
一
水
面
に
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た

と
思
わ
れ
る
｡
郭
の
内
部
に
あ
る
建
物
は
､
お
そ
ら

く
後
世
の
大
き
く
頑
丈
を
農
家
程
度
の
母
屋
と
､
付

属
す
る
幾
棟
か
の
建
物
を
想
像
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
｡

屋
根
は
萱
葺
き
か
あ
る
い
は
大
板
葺
き
で
あ
っ
た
ろ

ー
つ
○さ

ん
山
城
は
居
館
か
,
ら
あ
ま
り
遠
く
な
い
独
立
丘
や
､

山
背
に
構
築
さ
れ
る
こ
と
が
多
-
､
そ
の
山
頂
や
尾

根
の
ピ
ー
ク
に
設
け
ら
れ
る
郭
は
'
お
の
ず
か
ら
円

あ
る
い
は
櫛
円
形
と
な
り
､
空
堀
は
そ
の
前
後
の
尾

根
を
掘
り
割
っ
て
作
ら
れ
る
｡
郭
の
ま
お
り
に
は
一

お
び

段
低
く
､
帝
都
と
よ
ば
れ
る
狭
長
を
テ
ラ
ス
を
め
ぐ

ら
せ
て
い
る
こ
と
も
多
い
｡
物
見
程
度
の
小
規
模
を

山
城
で
も
､
当
時
は
そ
こ
に
小
屋
が
あ
り
､
交
替
で

人
が
詰
め
て
遠
見
を
怠
ら
な
か
っ
た
も
の
た
ろ
う
｡

防
禦
的
な
機
能
を
持
つ
規
模
の
大
き
を
山
城
は
､
合

戦
に
在
る
と
麓
の
居
館
を
捨
て
､
時
に
は
焼
い
て
そ

こ
に
立
て
こ
も
る
の
だ
が
､
そ
の
は
あ
い
老
人
や
女

子
供
な
ど
の
非
戦
闘
員
は
ど
う
し
た
の
た
ろ
う
｡
も

ち
ろ
ん
武
士
た
ち
と
行
動
を
と
も
に
す
る
場
合
も
あ

っ
た
と
思
う
が
'
私
は
､
標
高
も
や
や
高
く
､
里
か

ら
離
れ
た
所
に
あ
っ
て
､
戦
略
的
に
も
あ
ま
り
意
味

も
な
さ
そ
う
を
小
規
模
を
山
城
を
､
そ
う
し
た
人
た

ち
の
避
難
用
の
隠
れ
城
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
て

い
る
｡
清
水
の
シ
ン
ジ
ョ
カ
ラ
の
上
の
城
や
､
松
川

村
川
西
の
布
上
賊
を
ど
が
､
あ
る
い
は
そ
れ
に
当
た

る
の
で
は
を
か
ろ
う
か
｡
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北城(左の尾根)と高城(右の尾根)
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北城および高城の郭の配置

鰭物博ど山

天
正
寺
尾
競
麟

い
ま
大
町
市
十
日
町
に
あ
る
天
正
寺
の
地
は
､
仁

科
氏
時
代
後
期
の
居
館
の
あ
と
で
'
仁
科
圧
の
政
所

で
も
あ
り
､
領
国
支
配
の
要
で
あ
っ
た
所
で
あ
る
｡

仁
科
氏
は
初
め
社
地
区
の
館
の
内
に
居
館
を
構
え
て

い
た
が
､
お
そ
ら
く
鎌
倉
時
代
中
期
頃
､
仁
科
圧
の

中
心
に
あ
た
る
こ
の
地
に
移
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

て
い
る
｡

居
館
の
規
模
は
東
西
一
七
〇
m
､
南
北
一
〇
八
m

の
長
方
形
で
､
周
囲
に
幅
一
〇
m
ほ
ど
の
外
堀
を
め

ぐ
ら
し
､
そ
の
内
側
に
土
居
が
あ
る
｡
堀
の
断
面
は

内
側
の
深
い
片
薬
現
状
を
呈
す
る
｡
現
在
北
側
に
堀

あ
と
を
よ
く
残
し
､
近
年
ま
た
そ
の
部
分
に
水
が
湛

え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
他
の
側
で
も
外
堀
の
跡

は
一
連
の
凹
地
と
し
て
う
か
が
え
る
｡
内
部
は
中
央

よ
り
少
し
東
寄
り
で
､
主
郭
と
二
の
郭
に
分
れ
､
主

郭
の
う
ち
の
北
寄
り
の
､
現
在
天
正
寺
の
伽
藍
の
建

て
ら
れ
て
い
る
部
分
に
､
狭
い
内
堀
を
め
ぐ
ら
せ
た

中
に
居
館
が
あ
っ
た
｡
内
堀
の
水
は
西
方
か
ら
流
れ

て
く
る
表
御
所
川
を
､
外
堀
に
掛
け
渡
し
た
樋
に
よ

っ
て
導
き
入
れ
た
の
で
は
を
い
か
と
考
え
ら
れ
る
｡

内
堀
の
あ
と
は
西
方
と
北
方
に
､
今
も
川
と
な
っ
て

流
れ
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡

二
の
郭
け
東
部
の
一
段
低
い
地
域
で
､
こ
こ
は
家

臣
ら
の
家
や
､
蔵
を
ど
の
あ
っ
た
区
画
で
あ
ろ
う
か
｡

郭
の
東
辺
の
外
堀
に
臨
む
あ
た
り
に
は
､
土
居
の
一

部
も
残
存
し
て
い
る
｡

居
館
の
大
手
門
は
､
お
そ
ら
く
い
ま
寺
の
総
門
の

あ
る
位
置
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
外
堀
に
架
せ

ら
れ
た
橋
を
渡
り
､
門
を
-
ぐ
っ
て
し
ば
ら
-
歩
む

と
内
堀
が
あ
り
､
そ
の
橋
を
渡
れ
ば
さ
ら
に
門
が
あ

り
､
そ
し
て
居
館
の
玄
関
に
至
る
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
か
｡
母
屋
で
あ
る
建
物
は
壮
大
を
大
板
葺
き
で

は
な
か
っ
た
か
と
思
う
｡
ま
た
近
年
寺
の
大
修
理
の

際
､
西
方
の
薬
師
堂
の
地
下
か
ら
､
古
い
形
の
包
丁

の
出
土
を
見
た
｡
あ
る
い
は
厨
房
の
あ
っ
た
所
か
も

知
れ
な
い
｡高

城
お
よ
び
北
城
跡

社
地
区
木
舟
集
落
の
東
方
､
鳥
屋
沢
を
は
さ
む
二

つ
の
屋
根
に
構
え
ら
れ
た
大
規
模
を
中
城
で
､
麓
の

館
の
内
に
仁
科
氏
の
居
館
の
あ
っ
た
頃
に
は
､
こ
こ

が
そ
の
本
処
の
蝦
で
あ
り
､
天
正
幸
の
地
へ
移
っ
て

か
ら
後
も
､
こ
の
城
は
重
要
な
磐
と
し
て
最
後
ま
で

性
別
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
.
郭
は
両
尾
根
の
集
ま
る

標
高
九
二
六
･
七
m
の
地
点
に
設
け
た
∴
辺
約
二

九
m
の
方
形
の
主
部
と
へ
そ
の
前
後
の
深
い
空
堀
辞

を
中
心
に
し
て
二
つ
の
尾
根
に
わ
た
り
､
お
び
た
だ

し
い
敦
の
大
小
の
郭
を
蔦
蹄
形
に
連
ね
て
い
る
が
､

南
に
手
厚
く
北
に
薄
い
の
は
､
お
そ
ら
く
南
方
を
意

識
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
主
部
の
東
方
に

か
.
-
あ
で

延
び
る
平
封
を
尾
根
先
に
は
､
捕
手
を
守
る
位
置
に

青
木
城
と
い
わ
れ
る
小
さ
な
砦
を
設
け
て
あ
る
｢
主

部
の
北
西
方
少
し
下
っ
た
両
尾
根
の
中
間
地
帯
は
'

城
の
平
と
よ
は
れ
る
緩
傾
斜
地
で
'
城
に
詰
め
る
武

士
た
ち
の
居
住
区
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
､
鳥
屋
沢
の

源
流
で
あ
る
尽
き
せ
ぬ
湧
水
も
あ
り
､
陶
器
類
や
茶

目
を
ど
が
出
土
し
た
こ
と
も
あ
る
.
南
北
雨
域
は
あ

あ
せ
て
一
班
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
､
も
と
も
と

分
け
て
呼
ん
で
い
た
ら
し
い
こ
と
は
'
天
文
二
卒

(
一
五
五
三
)
の
仁
科
盛
政
文
書
(
栗
林
士
郎
氏
蔵
)

に
､
｢
き
た
こ
や
の
者
に
も
可
申
渡
候
｣
と
あ
る
こ

と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
｡
小
屋
と
い
う
の
は
城
砦
の

古
語
で
あ
る
.

山
城
は
そ
の
城
一
つ
だ
け
で
は
弱
く
'
強
力
な
防

禦
力
は
､
周
辺
に
配
置
し
た
城
砦
群
が
右
横
的
を
連

携
作
戦
を
行
な
っ
て
こ
そ
､
発
揮
さ
れ
る
も
の
で
あ

ろ
う
e
大
き
く
見
れ
ば
仁
科
氏
領
国
内
に
､
網
の
目

の
よ
う
に
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
城
砦
群
が
そ
う
で
あ

ろ
う
が
'
そ
の
中
の
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け
る
や

や
規
模
の
大
き
い
山
城
は
､
ま
た
そ
れ
を
守
る
柴
を

い
く
つ
か
持
っ
て
い
る
｡
た
と
え
ば
南
城
北
城
の
げ

あ
い
は
,
す
ぐ
南
に
丹
生
子
域
､
そ
の
南
方
に
城
の

草
城
が
あ
り
､
沢
渡
氏
の
三
日
市
域
賊
の
は
あ
い
は
､

西
方
に
月
夜
柵
､
飯
田
､
北
方
に
堀
の
内
戚
を
配
す

る
と
い
う
あ
ん
ば
い
で
あ
る
｡

居
館
跡
や
山
城
の
現
状
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
た

い
｡
山
城
は
も
と
も
と
山
中
に
位
置
す
る
こ
と
も
あ

り
あ
ま
り
据
わ
れ
て
い
な
い
が
､
近
年
人
び
と
の
山

林
へ
の
関
心
が
鴻
ま
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
､
木
が

よ
く
茂
り
鞍
も
は
び
こ
っ
て
ま
た
原
始
に
還
る
が
の

よ
う
で
あ
る
-
遺
構
の
保
護
の
上
か
ら
す
れ
ば
綿
棒

曇
｣
と
た
が
,
研
究
者
見
享
者
に
は
少
し
く
迷
惑
を

点
も
あ
る
(
平
地
に
あ
る
居
館
跡
の
多
-
は
､
ま
ず

水
田
化
に
よ
っ
て
そ
の
姿
が
か
な
り
失
わ
れ
た
所
へ
､

宅
地
化
の
波
が
お
し
よ
せ
て
お
り
､
全
く
影
も
形
も

見
え
な
く
を
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
も
少
な
く
け
な
い
｡

標
柱
や
案
内
板
の
あ
る
の
は
い
い
方
で
あ
る
｡
今
か

ら
で
は
や
や
手
お
く
れ
の
感
が
左
い
で
も
を
い
が
､

地
域
の
人
び
と
の
関
心
を
深
め
､
行
政
側
と
助
力
す

る
形
で
保
護
対
策
を
講
じ
た
い
も
の
で
あ
る
｡
そ
の

好
ま
し
い
例
を
大
町
市
常
盤
の
､
西
山
城
址
保
存
会

の
仕
事
に
見
る
よ
う
に
思
う
｡

日
本
考
古
学
協
会
貝

大
町
市
･
松
川
村
･
白
馬
村
文
化
財
審
雲
曇
員
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1.有明産オレンジカエル(7月4日)
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2.大町高座オレンジガ工ル(8月6日)

鰭請檀と

安
曇
野
の
オ
レ
ン
ジ
ガ
工
ル宮

田

　

　

渡

一
`
オ
レ
ン
ジ
が
エ
ル
発
見
の
経
緯

昭
和
六
一
年
六
月
二
九
日
に
高
安
軽
部
穂
高
町
有

明
の
主
婦
､
平
林
正
江
さ
ん
が
､
自
分
の
水
田
で
オ

レ
ン
ジ
色
を
し
た
オ
タ
マ
シ
ャ
ク
シ
が
泳
い
で
い
る

の
を
発
見
｡
∴
｣
の
を
か
か
ら
五
匹
を
捕
獲
し
､
一
匹

は
自
宅
の
庭
の
池
に
放
し
､
四
匹
は
大
町
高
校
生
物

研
究
室
に
届
け
ら
れ
た
｡

四
匹
は
金
魚
用
の
餌
で
飼
育
さ
れ
た
が
､
七
月
四

日
に
二
匹
が
死
亡
｡
二
匹
は
七
月
五
日
に
変
態
を
終

え
て
小
さ
な
カ
エ
ル
と
な
り
､
以
後
､
ン
∋
ウ
シ
ョ
ウ

バ
工
と
ア
プ
ラ
ム
シ
が
餌
と
し
て
与
え
ら
れ
た
｡

体
色
は
日
本
色
彩
研
究
所
の
｢
色
名
小
事
典
｣
と

照

ら

し

合

わ

せ

る

と

､

｢

オ

レ

ン

ジ

･

ピ

ー

ル

｣

と

い
う
色
に
近
い
こ
と
が
分
か
っ
た
｡
そ
し
て
､
カ
エ

ル
の
種
類
は
ア
マ
ガ
エ
ル
科
の
ニ
ホ
ン
ア
マ
ガ
エ
ル

の
変
異
個
体
で
あ
る
｡

七
月
一
九
日
に
伊
那
市
の
主
婦
の
唐
沢
さ
ん
と
い

う
方
か
ら
電
話
が
あ
り
､
金
色
カ
エ
ル
を
飼
っ
て
い

る
が
餌
に
は
何
が
よ
い
か
と
の
闘
い
合
わ
せ
で
あ
っ

た
｡
信
濃
毎
日
新
聞
の
報
道
に
よ
る
と
､
こ
の
ア
マ

ガ
エ
ル
は
伊
那
市
郊
外
の
天
竜
川
支
流
沿
い
の
水
田

で
有
賀
七
蔵
さ
ん
が
発
見
し
た
も
の
と
い
う
｡
色
は

黄
色
疎
の
強
い
個
体
の
よ
う
で
あ
る
｡

さ
て
､
安
曇
野
で
は
､
大
町
市
社
区
で
も
有
明
の

個
体
に
近
い
オ
レ
ン
ジ
ガ
工
ル
が
七
月
二
八
日
に
梅

沢
力
門
さ
ん
に
よ
っ
て
二
匹
捕
獲
さ
れ
た
｡
一
か
所

に
二
一
匹
い
た
が
､
一
匹
は
草
刈
機
に
触
れ
て
死
亡
し

た
と
い
う
｡
同
地
区
の
棉
沢
宏
昭
君
も
二
匹
捕
獲
し

た
が
逃
げ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
社
区

の
オ
レ
ン
ジ
ガ
エ
ル
は
有
明
の
個
体
よ
り
や
や
淡
色

で
あ
っ
た
が
､
惜
し
く
も
十
一
月
上
旬
に
死
亡
し
た
｡

有
明
産
の
オ
レ
ン
ジ
ガ
エ
ル
二
匹
は
､
飼
育
設
備

の
整
っ
て
い
る
北
里
大
学
生
化
学
研
究
室
に
研
究
用

と
し
て
提
供
さ
れ
た
｡

ニ
`
オ
レ
ン
ジ
ガ
エ
ル
の
な
ぞ

正
常
を
ニ
ホ
ン
ア
マ
ガ
エ
ル
は
､
日
本
で
は
最
小

の
カ
エ
ル
で
'
指
さ
き
に
は
大
き
い
吸
盤
を
も
ち
'

他
物
に
吸
着
し
て
生
活
す
る
｡
普
通
背
面
は
緑
色
､

膜
面
は
白
色
､
鼻
の
穴
か
ら
耳
に
至
る
黒
い
す
じ
が

あ
り
'
眼
は
黒
い
｡
し
か
し
､
オ
レ
ン
ジ
ガ
エ
ル
は

腹
部
以
外
が
オ
レ
ン
ジ
色
で
､
鼻
の
穴
か
ら
耳
に
至

る
す
じ
は
淡
赤
色
を
呈
し
､
眼
も
赤
い
｡
正
常
個
体

の
よ
う
を
体
色
変
化
も
見
ら
れ
を
い
｡

ど
う
し
て
こ
の
よ
う
を
カ
エ
ル
が
生
じ
た
の
で
あ

ろ
う
か
｡
カ
エ
ル
の
表
皮
に
は
黒
い
メ
ラ
ニ
ン
色
素

を
も
つ
黒
色
素
胞
へ
黄
色
の
色
素
を
も
つ
黄
色
素
胞
､

そ
し
て
赤
い
色
素
を
も
つ
紅
色
素
胞
と
が
あ
る
｡
特

に
メ
ラ
ニ
ン
色
素
胞
は
伸
縮
自
在
で
'
著
し
く
伸
長

し
た
場
合
は
他
の
色
素
胞
を
と
り
ま
い
て
し
ま
っ
て

体
色
を
暗
化
さ
せ
る
｡
こ
れ
ら
の
す
べ
て
の
色
素
形

し

ろ

こ

成
に
異
常
が
起
き
る
と
ア
ル
ビ
ノ
　
(
白
子
)
と
在
り
､

メ
ラ
ニ
ン
合
成
鍵
酵
素
で
あ
る
テ
ロ
シ
ナ
-
ゼ
の
み

に
異
常
が
起
こ
り
､
他
の
色
素
形
成
に
異
常
が
な
い

と
き
オ
レ
ン
ジ
ガ
エ
ル
に
在
る
も
の
と
思
お
れ
る
｡

大
胆
を
推
論
を
す
れ
ば
､
こ
の
異
常
は
本
年
突
然

出
現
し
た
も
の
で
は
急
く
'
劣
性
遺
伝
子
と
し
て
､

す
で
に
わ
ず
か
な
が
ら
存
在
し
'
同
型
接
合
体
の
子

に
出
現
し
た
も
の
と
の
解
釈
も
成
り
立
つ
｡

(
大
町
高
校
教
諭
)

博
物
館
だ
よ
り

｢
ラ
イ
チ
ョ
ウ
の
生
活
｣
　
(
復
刻
版
)
に
つ
い
て

山
岳
博
物
館
の
顧
問
と
し
て
博
物
館
の
育
成
と
強

化
に
力
を
注
い
で
こ
ら
れ
た
信
州
大
学
名
誉
教
授
羽

田
健
三
先
生
の
定
年
退
官
に
あ
た
り
､
羽
田
健
三
先

生
退
官
記
念
事
業
会
(
代
表
阿
部
酉
与
)
で
は
､
こ

の
た
び
昭
和
3
9
年
に
初
版
刊
行
の
ま
ま
絶
版
と
な
っ

て
い
た
本
書
を
5
0
0
部
限
定
復
刻
い
た
し
ま
し
た
｡

残
部
が
少
な
-
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
が
､
一
冊

4
千
円
で
頒
布
し
て
お
り
ま
す
｡
ご
希
望
の
方
は
山

岳
博
物
館
気
付
の
同
事
業
会
(
8
0
2
6
)
9
2
1
]
)
　
へ

電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
｡
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