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鳥
取
市
郊
外
に
広
が
る
湖
山

池
。湖
岸
か
ら
五
〜
十
メ
ー
ト
ル

離
れ
た
と
こ
ろ
に
石
が
積
ま
れ
、

島
の
よ
う
な
も
の
が
ぽ
つ
ん
ぽ

つ
ん
と
み
え
る
。こ
れ
は
「
石
が

ま
」と
言
い
、江
戸
時
代
か
ら
始
ま

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
全
国
で
も

珍
し
い
漁
法
「
石
が
ま
漁
」の
た

め
に
築
か
れ
た
も
の
だ
。こ
の
漁

法
は
、一
月
下
旬
か
ら
三
月
の
初

め
に
か
け
て
、暖
か
く
て
暗
い
所

に
か
く
れ
る
フ
ナ
の
習
性
を
利

用
し
、石
が
ま
に
潜
ん
だ
魚
を
石

の
隙
間
か
ら
棒
で
つ
つ
き
、「
胴
か

ん
」と
呼
ば
れ
る
捕
獲
器
に
追
い

込
む
漁
法
だ
。記
録
に
よ
れ
ば
、明

治
十
年
当
時
に
八
十
基
以
上
も
あ

っ
た
と
い
う
。し
か
し
、食
生
活
ス

タ
イ
ル
の
変
化
に
よ
る
魚
ば
な
れ

や
、核
家
族
化
が
進
む
に
つ
れ
て

後
継
者
不
足
と
な
り
、そ
の
ほ
と

ん
ど
の
「
石
が
ま
」は
荒
廃
し
、現

在
で
は
四
基
、二
〜
三
軒
が
漁
を

営
む
だ
け
と
な
っ
て
い
る
。

事務局長の児島さん

伝統的漁法「石がま漁」の様子

石
が
ま
漁
の
最
盛
に
向
け
て

湖
山
池
石
が
ま
漁
を
伝
承
す
る
会

消
え
ゆ
く
漁
法
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こ
の
湖
山
池
な
ら
で
は
の
、「
石

が
ま
漁
」
を
存
続
さ
せ
よ
う
と
立

ち
上
が
っ
た
グ
ル
ー
プ
が
、
会
長

の
芦あ
し
ざ
わ澤
喜よ
し
た
け武
さ
ん
（
湖
山
町
東
五

丁
目
）
を
は
じ
め
と
す
る
「
湖
山
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池
石
が
ま
漁
を
伝
承
す
る
会
」（
会

員
数
四
十
五
名
）の
み
な
さ
ん
だ
。

　

ま
ず
は
、
使
わ
れ
な
く
な
っ
た

石
が
ま
を
復
元
し
よ
う
と
、
会
員

が
少
し
ず
つ
修
復
。
昨
年
や
っ

と
一
基
完
成
し
た
。「
池
の
底
の

泥
を
取
り
除
い
て
漁
が
で
き
る
よ

う
に
な
る
ま
で
に
二
年
間
か
か
り

ま
し
た
わ
」
と
事
務
局
長
の
児こ
じ
ま島

良り
ょ
うさ
ん
（
湖
山
町
北
六
丁
目
）。

石
が
ま
修
復
は
、
池
の
底
に
溜
ま

っ
た
ヘ
ド
ロ
を
取
り
除
き
、
崩
れ

か
け
た
石
を
積
み
上
げ
る
な
ど
大

変
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
作
業
で
、

石
が
ま
づ
く
り
の
構
築
法
を
再
確

認
し
、
後
世
に
語
り
継
ぐ
た
め
の

研
究
の
一
つ
と
し
て
役
立
っ
た
。

ま
た
、会
員
た
ち
は
、市
民
に
「
石

が
ま
漁
」を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
、

石
が
ま
漁
を
実
際
に
体
験
し
て
も

ら
い
捕
れ
た
魚
を
使
っ
た
料
理
を

堪
能
し
て
も
ら
う
「
石
が
ま
ま
つ

り
」
を
開
催
。
親
子
づ
れ
で
賑
わ

い
大
盛
況
だ
っ
た
。こ
の
他
に
も
、

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
く
な
ど
石
が

ま
漁
の
伝
承
活
動
を
展
開
し
て
い

る
。

　
「
私
た
ち
は
、
活
動
を
続
け
る

に
し
た
が
い
、
生
態
系
豊
か
だ

っ
た
湖
山
池
を
三
十
年
と
い
う
短

い
期
間
で
壊
し
て
き
た
こ
と
に
気

付
き
ま
し
た
。
今
後
は
そ
れ
以
上

の
時
間
を
か
け
て
で
も
元
の
自
然

に
戻
し
て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま

せ
ん
。
そ
の
た
め
に
も
次
世
代
の

子
ど
も
た
ち
に
、
湖
山
池
の
環
境

の
大
事
さ
を
教
え
、
自
然
を
復
活

さ
せ
る
活
動
を
担
っ
て
も
ら
わ
な

く
て
は
い

け
ま
せ
ん
」

と
児
島
さ

ん
は
語
る
。

　

湖
山
池

の
自
然
を

取
り
戻
し
、

石
が
ま
漁

の
最
盛
に

燃
え
る「
湖

山
池
石
が

ま
漁
を
伝

承
す
る
会
」

の
活
動
は
、

始
ま
っ
た

ば
か
り
だ
。

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

「石がま漁」のしくみ（図：田
たなか

中善
ぜんぞう

蔵さん提供）
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