
鳥
取
駅
か
ら
山
あ
い
を
車
で
約
三

十
分
程
走
る
と
、
や
が
て
山
が
開
け

小
さ
な
集
落
が
現
れ
る
。
九
十
四
世

帯
、
三
百
三
十
人
あ
ま
り
が
暮
ら
す

岩
坪
地
区
だ
。
こ
の
集
落
に
昔
な
が

ら
の
炭
焼
き
を
復
活
さ
せ
、
む
ら
づ

く
り
に
取
り
組
ん
で
い
る
男
た
ち
が

い
る
。「
岩
坪
す
み
生
産
部
会
」
の

メ
ン
バ
ー
十
二
人
だ
。

き
っ
か
け
は
、
今
や
中
山
間

ち
ゅ
う
さ
ん
か
ん
地
域

の
共
通
の
悩
み
で
あ
る
人
口
減
少
と

高
齢
化
。「
若
い
者
が
だ
ん
だ
ん
減

っ
て
年
寄
り
ば
か
り
に
な
り
、
集
落

に
活
気
が
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

何
か
い
い
手
は
な
い
か
と
以
前
か
ら

話
し
を
し
と
っ
た
ん
で
す
。」
と
、

生
産
部
会
長
の
坪
内
孝
さ
ん
は
振
り

返
る
。
や
が
て
、
鳥
取
市
が
む
ら
づ

く
り
を
支
援
す
る
事
業
を
行
っ
て
い

る
こ
と
を
知
り
、
そ
れ
な
ら
以
前
は

盛
ん
だ
っ
た
炭
焼
き
に
取
り
組
ん
で

み
て
は
と
い
う
話
が
持
ち
上
が
っ
た
。

戦
前
、
山
間
地
で
は
ど
こ
の
農
家

で
も
副
業
に
炭
焼
き
を
し
て
い
た
。

岩
坪
で
も
紙
す
き
と
炭
焼
き
が
盛
ん

で
、
特
に
終
戦
後
は
「
神か
ん

戸ど

白は
く

炭た
ん

」

と
し
て
品
評
会
で
も
上
位
に
入
る
ほ

ど
の
品
質
を
誇
っ
て
い
た
と
い
う
。

し
か
し
、
そ
の
後
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
革

命
に
よ
り
衰
退
。
昭
和
三
十
四
年
頃

を
最
後
に
途
絶
え
て
い
た
。「
せ
っ

か
く
の
技
術
を
絶
や
し
て
し
ま
う
の

は
惜
し
い
。
今
な
ら
、
当
時
の
技
術

を
知
っ
と
る
人
も
ま
だ
残
っ
と
る
、

や
ろ
う
。」
と
い
う
こ
と
で
ト
ン
ト

ン
拍
子
に
話
が
進
ん
だ
。

肝
心
の
窯か
ま

な
ど
を
含
め
、
炭
焼
き

小
屋
を
造
る
過
程
で
は
、
メ
ン
バ
ー

最
年
長
の
坂
口
玄

し
ず
か
さ
ん
の
存
在
が
心

強
か
っ
た
。
昔
の
技
術
を
知
る
数
少

な
い
一
人
だ
。
彼
の
ア
ド
バ
イ
ス
を

も
ら
い
な
が
ら
小
屋
造
り
は
順
調
に

進
み
、
昨
年
三
月
に
完
成
。
以
来
、

み
ん
な
で
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
な

が
ら
現
在
ま
で
続
い
て
い
る
。

黒
炭
は
、
炭
の
原
料
に
な
る
木
を

入
れ
て
か
ら
加
熱
、
炭
化
な
ど
の
工

程
を
経
て
で
き
あ
が
る
ま
で
に
約
二

十
日
間
を
要
す
る
。
毎
日
、
窯
の
め

ん
ど
う
を
見
る
の
は
坂
口
さ
ん
の
担

当
だ
。
坪
内
さ
ん
の
案
内
で
、
窯
出

し
作
業
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
。
窯
を

ふ
さ
い
で
い
た
土
壁
を
崩
し
、
ま
だ

ぬ
く
も
り
の
残
る
窯
の
中
に
入
っ
て

い
く
。
や
が
て
、
黒
々
と
し
た
見
事

な
炭
が
姿
を
現
し
た
。「
今
回
は
え

え
出
来
具
合
だ
。」
と
坂
口
さ
ん
。

何
で
も
そ
う
だ
が
、
常
に
良
い
物
を

作
り
続
け
る
と
い
う
こ
と
は
と
て
も

難
し
い
。
ま
し
て
や
火
加
減
に
左
右

さ
れ
る
炭
づ
く
り
で
は
な
お
さ
ら

だ
。
一
時
間
ほ
ど
で
す
べ
て
の
炭
が

運
び
出
さ
れ
、
積
み
上
げ
ら
れ
た
。

で
き
た
炭
や
木
酢
液

も
く
さ
く
え
き

な
ど
は
、
知
り

合
い
な
ど
に
頼
ん
で
販
売
し
て
も
ら

っ
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
脱
臭
や
美
容
、

健
康
増
進
な
ど
木
炭
が
持
つ
さ
ま
ざ

ま
な
効
能
が
話
題
と
な
っ
て
い
る
こ

と
も
あ
り
、
ま
ず
ま
ず
の
売
れ
行
き

と
の
こ
と
。「
も
う
少
し
、
売
れ
れ

ば
な
あ
」、
み
ん
な
が
笑
っ
た
。

炭
焼
き
に
取
り
組
ん
で
何
が
変
わ

っ
た
の
か
。
坪
内
さ
ん
は
言
う
。

「
以
前
よ
り
み
ん
な
の
つ
な
が
り
が

強
ま
っ
た
。
知
ら
な
い
わ
け
じ
ゃ
あ

な
か
っ
た
が
、
今
じ
ゃ
あ
家
族
み
た

い
な
も
ん
で
す
。」。
昨
年
十
一
月
に

は
地
元
の
小
学
生
の
体
験
学
習
で
交

流
を
深
め
る
な
ど
、
新
し
い
つ
な
が

り
も
生
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
も

い
ろ
い
ろ
な
人
た
ち
と
交
流
し
な
が

ら
、
炭
焼
き
の
技
術
を
将
来
に
伝
え

て
い
き
た
い
。

坪
内
さ
ん
た
ち
生
産
部
会
メ
ン
バ

ー
の
挑
戦
は
続
く
。

この岩坪すみ生産部会の取り組みを当初から
取材した、いなばぴょんぴょんネット制作によ
るドキュメント番組「岩坪の炭づくり」が、農
村型ケーブルテレビ自主放送番組コンクール地
域活性化部門で優秀賞を受賞しました（7月に
再放送を予定）。

シリーズ

今
回
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
が
ん
ば
っ
て
い
る
市
民
の

み
な
さ
ん
を
紹
介
し
ま
す
。

①
せ
っ
か
く
の
技
術
を

家
族
み
た
い
な
も
ん

とっとり市報


