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鳥
取
市
青
谷
町
に
あ
る
青
谷
上
寺
地
遺

跡
は
、周
囲
を
山
に
囲
ま
れ
た
平
野
の
真

ん
中
に
あ
る
弥
生
時
代（
紀
元
前
４
世
紀

頃
〜
紀
元
３
世
紀
）の
遺
跡
で
あ
る
。当
時

は
遺
跡
の
北
東
側
に
浅
い
海
が
広
が
り
、

そ
の
す
ぐ
そ
ば
に
村
が
営
ま
れ
て
い
た
。

　

こ
の
村
は
な
ぜ
か
古
墳
時
代（
紀
元
４

世
紀
頃
）に
廃
れ
、そ
の
後
、た
っ
ぷ
り
と

水
気
を
含
む
土
に
覆
わ
れ
た
。そ
の
た
め
、

空
気
に
触
れ
る
と
腐
り
や
す
い
木
材
や
動

物
の
骨
・
角
を
素
材
と
す
る
道
具
な
ど
が
、

土
の
中
で
と
て
も
素
晴
ら
し
い
状
態
を

保
っ
て
い
る
。平
成
10
〜
13
年
に
行
わ
れ
た

発
掘
調
査
で
は
、弥
生
時
代
の
工
芸
技
術

の
到
達
点
を
示
す
品
々
が
あ
ふ
れ
ん
ば
か

り
に
出
土
し
、注
目
を
集
め
た
。

　

北
陸
や
九
州
、果
て
は
東
ア
ジ
ア
の
国
々

史
跡
の
楽
し
み
方
や

可
能
性
を
探
る

史跡の楽しみ方や可能性を探る

濵
田 

竜
彦

「
倭
人
の
食
卓
﹂に
よ
せ
て

「
倭
人
の
食
卓
﹂に
よ
せ
て

跡
、お
墓
、お
寺
や
お
城
。種
類
は
い
ろ
い

ろ
で
あ
る
。

　

立
派
な
石
垣
が
残
る
近
世
の
お
城
な
ど

は
見
た
目
に
も
わ
か
り
や
す
く
、観
光
資

源
と
な
っ
て
い
る
。一
方
で
ひ
っ
そ
り
と

存
在
す
る
史
跡
も
あ
る
が
、い
ず
れ
も
鳥

取
の
歴
史
、文
化
を
代
表
す
る
貴
重
な
文

化
財
で
あ
る
。一
人
で
も
多
く
の
方
に
、史

跡
を
訪
れ
て
も
ら
い
た
い
。そ
の
た
め
に

は
、史
跡
に
魅
力
を
感
じ
て
も
ら
え
る
よ

う
な
新
た
な
取
り
組
み
が
必
要
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
鳥
取
県
を
代
表
す
る
弥
生
時
代

の
史
跡
を
素
材
に
、史
跡
の
楽
し
み
方
や

可
能
性
を
探
っ
て
み
た
い
。

　

妻
木
晩
田
遺
跡
は
大
山
の
ふ
も
と
に
あ

り
日
本
海
を
一
望
す
る
丘
の
上
に
広
が
る

弥
生
時
代
の
村
跡
で
、平
成
11
年
12
月
に

国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
た
。

　

現
在
は
２
世
紀
の
村
の
景
観
や
里
山
の

自
然
が
整
備
さ
れ
、「
鳥
取
県
立
む
き
ば
ん

だ
史
跡
公
園
」と
し
て
公
開
さ
れ
て
い
る
。

年
間
３
万
人
を
超
え
る
方
々
が
訪
れ
、史

跡
の
見
学
や
、弥
生
時
代
の
も
の
づ
く
り

か
ら
運
ば
れ
て
き
た
も
の
、船
団
を
描
い

た
板
材
、舟
の
破
片
も
出
土
し
て
い
る
。日

本
海
を
行
き
交
う
人
び
と
が
、こ
の
村
で

交
易
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
弥
生
時
代
の
終
わ
り（
紀
元
３
世

紀
の
は
じ
め
）に
埋
ま
っ
た
溝
か
ら
た
く

さ
ん
の
人
骨
が
出
土
し
た
。散
乱
す
る
骨

の
中
に
は
鉄
製
の
武
器
で
傷
つ
い
た
頭
蓋

骨
や
銅
鏃
が
刺
さ
っ
た
腰
骨
な
ど
も
あ
っ

た
。老
若
男
女
、百
数
体
分
の
人
骨
は
、『
魏

志
倭
人
伝
』が
記
す「
倭
国
乱
」を
お
も
わ

せ
る
衝
撃
の
発
見
だ
っ
た
。

　

こ
こ
に
紹
介
し
た
の
は
調
査
成
果
の
一

部
だ
が
、こ
の
遺
跡
に
は
弥
生
時
代
の
真

実
に
せ
ま
る
情
報
が
眠
っ
て
い
る
。そ
し

て
平
成
20
年
３
月
に
弥
生
時
代
の
重
要
遺

跡
と
し
て
国
の
史
跡
と
な
っ
た
。

　

国
や
地
域
の
歴
史
を
考
え
る
上
で
欠
く

こ
と
の
で
き
な
い
重
要
遺
跡
を
国
や
県
、

市
町
村
は
、「
史
跡
」に
指
定
し
、保
存
し
て

い
る
。鳥
取
県
教
育
委
員
会
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ『
文
化
財
ナ
ビ
』に
よ
る
と
、鳥
取

県
に
は
現
在
31
の
遺
跡
が
国
、19
の
遺
跡

が
県
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。村
の

を
用
心
深
く
の
ぞ
き
込
む
子
も
あ
れ
ば
、

勢
い
よ
く
入
り
口
に
飛
び
込
む
子
も
あ

る
。中
に
な
に
が
あ
る
の
か
、「
ど
き
ど
き

感
」が
伝
わ
っ
て
く
る
。

　

む
き
ば
ん
だ
史
跡
公
園
に
は
、小
・
中
学

生
が
弥
生
時
代
の
歴
史
学
習
を
目
的
と
し

て
訪
れ
る
。し
か
し
、小
さ
な
園
児
た
ち
に

は
弥
生
時
代
の
こ
と
を
理
解
す
る
の
は
少

し
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
。楽
し
く
遊
ん

だ
こ
と
が
良
い
思
い
出
に
な
れ
ば
、い
つ

か
授
業
で
弥
生
時
代
を
学
ん
だ
と
き
、小

さ
い
こ
ろ
遠
足
に
訪
れ
た
場
所
が
遺
跡

だ
っ
た
こ
と
に
気
づ
い
て
く
れ
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

体
験
な
ど
を
楽
し
ん
で
い
る
。

　

最
近
、親
子
遠
足
で
む
き
ば
ん
だ
史
跡

公
園
を
訪
れ
る
保
育
園
や
幼
稚
園
が
増
え

て
い
る
。園
内
は
広
く
、緑
も
豊
か
で
、安

全
に
遊
べ
る
。見
慣
れ
な
い
建
物（
竪
穴
住

居
や
高
床
倉
庫
）が
あ
る
の
も
、園
児
の
好

奇
心
を
刺
激
す
る
よ
う
だ
。

　

引
率
の
保
育
士
さ
ん
た
ち
も
、さ
ま
ざ

ま
な
遊
び
を
用
意
し
て
い
る
。例
え
ば「
宝

探
し
」。弥
生
の
女
王
・
卑
弥
呼
に
ふ
ん
し

た
保
育
士
さ
ん
と
ゲ
ー
ム
を
楽
し
み
な
が

ら
、宝
も
の
を
探
し
歩
く
。竪
穴
住
居
の
中

青
谷
上
寺
地
遺
跡
か
ら
は
弥
生
時
代
の
琴

が
出
土
し
て
い
る
。弥
生
時
代
の
人
び
と

も
弦
楽
器
を
奏
で
て
い
た
と
す
れ
ば
、弦

が
ヴ
ィ
オ
ラ
と
弥
生
時
代
を
結
び
つ
け
る
。

　

ア
ン
ケ
ー
ト
に
は「
ヴ
ィ
オ
ラ
の
演
奏

を
聴
き
た
く
て
、は
じ
め
て
来
園
し
た
」と

い
う
回
答
が
２
割
ほ
ど
あ
っ
た
。コ
ン

サ
ー
ト
を
き
っ
か
け
に
、妻
木
晩
田
遺
跡

や
竪
穴
住
居
跡
の
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
え

た
。史
跡
公
園
の
常
連
さ
ん
か
ら
は「
は
じ

め
て
ヴ
ィ
オ
ラ
の
演
奏
を
聴
い
た
」「
竪
穴

住
居
跡
で
の
演
奏
が
良
か
っ
た
」、「
今
度

は
弥
生
の
琴
の
演
奏
も
聴
い
て
み
た
い
」

と
い
う
回
答
が
あ
っ
た
。遺
跡
を
通
じ
て

ヴ
ィ
オ
ラ
を
知
り
、弥
生
時
代
の
音
に
想

像
が
膨
ら
ん
だ
よ
う
だ
。

　

平
成
28
年
11
月
に
再
び
竪
穴
住
居
跡
で

行
わ
れ
た
ヴ
ィ
オ
ラ
の
コ
ン
サ
ー
ト
で「
弥

生
の
風
」と
い
う
曲
が
披
露
さ
れ
た
。作
曲

は
棚
橋
さ
ん
の
友
人
、平
尾
さ
ん
。史
跡
公

園
を
訪
れ
、弥
生
時
代
を
イ
メ
ー
ジ
し
た

と
い
う
。棚
橋
さ
ん
と
若
手
ギ
タ
ー
リ
ス

ト
の
心
地
よ
い
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
。弥
生
の

村
か
ら
人
が
去
り
1
7
0
0
年
の
時
を
越

え
て
創
作
さ
れ
た
弥
生
の
音
楽
に
、史
跡

の
新
た
な
可
能
性
が
垣
間
見
え
た
。

　

む
き
ば
ん
だ
史
跡
公
園
に
は
遺
構
展
示

館
と
い
う
施
設
が
あ
り
、本
物
の
竪
穴
住

居
跡
が
保
存
し
て
あ
る
。平
成
27
年
10
月
、

こ
こ
で
ヴ
ィ
オ
ラ
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
催
し

た
。奏
者
は
鳥
取
市
出
身
の
ヴ
ィ
オ
リ
ス

ト
・
棚
橋
恭
子
さ
ん
。せ
っ
か
く
な
の
で
竪

穴
住
居
跡
の
中
で
演
奏
を
計
画
し
た
。は

じ
め
て
の
試
み
に
ど
れ
だ
け
の
参
加
者
が

あ
る
の
か
心
配
だ
っ
た
が
、コ
ン
サ
ー
ト

会
場
は
満
席
と
な
っ
た
。

　

ヴ
ィ
オ
ラ
は
中
世
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
誕

生
し
た
楽
器
で
あ
る
。一
見
、弥
生
の
村
と

は
無
関
係
の
よ
う
だ
が
、先
に
紹
介
し
た

　

む
き
ば
ん
だ
史
跡
公
園
に
は
広
い
森
が

あ
る
。そ
の
中
を
注
意
深
く
歩
い
て
い
る

と
、と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
浅
い
窪
地
が
み
つ

か
る
。完
全
に
埋
ま
り
き
っ
て
い
な
い
竪

穴
住
居
の
痕
跡
で
あ
る
。森
の
中
に
は
今

も
弥
生
時
代
が
眠
っ
て
い
る
。

　

平
成
26
年
12
月
、こ
の
森
の
中
で
、と
っ

と
り
ア
ニ
マ
シ
オ
ン
実
行
委
員
会
に
よ
る

青
谷
上
寺
地
遺
跡

史
跡
�
て…

？

妻
木
晩
田
遺
跡
か
ら

史
跡
公
園
へ

親
子
遠
足

鳥
取
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

青
谷
上
寺
地
遺
跡
調
査
担
当 

係
長

ア
ー
ト
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム「
森
ま
も
り
の

森
の
中
」が
開
催
さ
れ
た
。子
ど
も
た
ち
と

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
体
験
型
ア
ー
ト
を
楽
し

む
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
あ
る
。

　

他
に
も
森
は
た
く
さ
ん
あ
る
の
に
、な

ぜ
史
跡
公
園
を
会
場
と
し
た
の
か
。仕
掛

け
人
の
大
下
志
穂
さ
ん
は
、「
森
の
下
に
弥

生
時
代
の
遺
跡
が
眠
っ
て
い
る
と
い
う
環

境
に
可
能
性
を
感
じ
た
」ら
し
い
。そ
し

て
、ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、歴
史
を
感
じ

る
こ
と
で
、見
え
な
い
世
界
を
想
像
し
な

が
ら
作
品
づ
く
り
が
で
き
た
と
い
う
。

　

森
の
中
に
表
現
さ
れ
た
作
品
の
一
つ

に
、木
々
の
枝
に
つ
り
下
げ
ら
れ
た
水
玉
が

あ
っ
た
。森
を
ま
も
る
こ
び
と
た
ち
が
魔

法
で
と
じ
こ
め
た
雨
や
木
の
実
ら
し
い
。

　

芸
術
に
疎
く
、作
品
の
意
図
を
正
し
く

理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、森
の
中
に

浮
か
ぶ「
と
じ
こ
め
ら
れ
た
雨
」と「
地
中

に
と
じ
こ
め
ら
れ
た
弥
生
時
代
」が
重
な

り
、枝
を
揺
ら
す
初
冬
の
風
や
水
玉
を
照

ら
す
日
差
し
に
季
節
の
移
ろ
い
や
時
の
流

れ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

史
跡
だ
か
ら
こ
そ
表
現
で
き
る
も
の
が

あ
る
と
す
れ
ば
、史
跡
は
新
た
な
芸
術
や

文
化
を
創
造
、発
信
す
る
空
間
と
な
る
。

　

む
き
ば
ん
だ
史
跡
公
園
に
は「
む
き
ば

ん
だ
ジ
ュ
ニ
ア
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
」と
い
う

組
織
が
あ
る
。会
員
は
20
人
ほ
ど
の
小
学

生
。年
間
10
回
の
体
験
講
座
を
通
じ
て
弥

生
時
代
の「
衣
食
住
」を
体
感
す
る
。

　

活
動
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、遺
跡
の
中

で
イ
ネ（
陸
稲
）、ア
ワ
、キ
ビ
、マ
メ
な
ど

を
栽
培
し
、手
製
の
石
包
丁
で
収
穫
、そ
の

後
、同
じ
く
手
製
の
弥
生
土
器
で
雑
炊
を

つ
く
る
。子
ど
も
た
ち
は
弥
生
の
村
の
小

さ
な
住
人
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
体
験
に
何
を
感
じ
る
の
か
は

自
由
で
あ
る
。し
か
し
、単
に
昔
の
技
術
や

食
を
経
験
す
る
だ
け
に
終
わ
っ
て
は
も
っ

た
い
な
い
。弥
生
時
代
の
体
験
を
通
じ
て
、

「
生
活
の
本
質
」の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
て

も
ら
う
こ
と
が
大
事
で
あ
る
。

　

人
が
生
き
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
。自

然
と
の
関
わ
り
。技
術
の
向
上
と
生
活
の

変
化
な
ど
。日
進
月
歩
、便
利
さ
を
増
す
世

の
中
で
、失
わ
れ
て
い
く
も
の
が
あ
る
。そ

れ
は
本
当
に
失
っ
て
も
よ
い
も
の
な
の

か
。過
去
を
学
ぶ
こ
と
も
必
要
だ
ろ
う
。

　

自
分
た
ち
で
栽
培
し
た
作
物
を
、自
分

た
ち
で
収
穫
し
、調
理
す
る
。弥
生
時
代
に

は
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。と
こ
ろ

が
、流
通
の
速
度
や
食
材
の
保
存
技
術
が

向
上
し
た
今
日
、い
ろ
い
ろ
な
場
所
か
ら

届
く
生
鮮
食
材
が
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

に
な
ら
ん
で
い
る
。し
か
し
、手
に
と
っ
て

み
て
も
、そ
れ
が
誰
の
手
を
経
て
き
た
も

の
な
の
か
、わ
か
る
も
の
は
少
な
い
。

　

商
品
と
し
て
流
通
し
て
い
る
食
材
は
見

栄
え
や
味
も
良
い
。安
定
し
た
品
質
は
重

要
な
セ
ー
ル
ス
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。一
方
、

家
庭
菜
園
の
野
菜
は
品
質
に
ば
ら
つ
き
が

あ
っ
て
も
、劣
っ
た
部
分
を
補
う「
＋
α
」

が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

　

例
え
ば
自
分
や
知
人
が
育
て
た
野
菜

は
、ど
こ
で
、ど
の
よ
う
に
栽
培
さ
れ
た
の

か
が
わ
か
る
。由
来
が
わ
か
る
食
材
に
は
、

情
報
の
少
な
い
商
品
に
は
な
い「
安
心
」を

感
じ
る
こ
と
が
あ
る
。

　

多
少
、形
や
味
が
悪
く
と
も
、丹
精
込
め

て
作
っ
た
も
の
は
食
べ
て「
楽
し
い
」。良

い
も
の
が
で
き
れ
ば
喜
び
も
一
入
。今
年

は「
出
来
が
良
い
」と
か「
悪
い
」と
か
、食

卓
で
会
話
も
は
ず
む
。

　

半
世
紀
ほ
ど
前
に
は
、き
っ
と
多
く
の

家
庭
で
、自
宅
や
地
元
で
作
ら
れ
た
由
来

の
わ
か
る
食
材
を
今
よ
り
も
た
く
さ
ん
口

に
し
て
い
た
は
ず
だ
。も
ち
ろ
ん「
今
で
も

そ
う
だ
」と
い
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
。し

か
し
食
を
取
り
巻
く
環
境
が
少
し
ず
つ
変

化
し
て
い
る
こ
と
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
。

　

弥
生
時
代
に
イ
ネ
や
雑
穀
を
栽
培
す
る

技
術
が
広
ま
っ
た
。縄
文
時
代
の
人
び
と

が
育
ん
で
き
た
狩
猟
・
漁
猟
・
採
集
の
文
化

に
、農
耕
の
文
化
が
加
わ
り
、米
や
雑
穀
を

主
食
、青
果
を
副
菜
、魚
介
、時
に
は
獣
や

鳥
の
肉
を
主
菜
と
す
る「
和
食
」の
原
形
が

で
き
あ
が
っ
た
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
情
報
が
埋
ま
る
青
谷
上
寺

地
遺
跡
か
ら
は
食
に
関
す
る
資
料
も
た
く

さ
ん
出
土
し
て
い
る
。弥
生
時
代
、こ
の
遺

跡
に
暮
ら
し
て
い
た
人
び
と
は
何
を
、ど

の
よ
う
に
食
べ
て
い
た
の
か
。

　

こ
の
度
、私
た
ち
が
企
画
し
た
第
一
回

と
っ
と
り
弥
生
の
王
国
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
倭
人
の
食
卓̶

青
谷
上
寺
地
遺
跡
と
鳥

取
の
食
文
化̶

」で
は
、青
谷
上
寺
地
遺
跡

の
調
査
研
究
成
果
を
も
と
に
弥
生
時
代
と

鳥
取
の
食
文
化
を
考
え
て
み
た
い
。

　

そ
の
土
地
な
ら
で
は
の
食
材
、加
工
や

調
理
の
方
法
、食
事
の
作
法
。こ
れ
ら
は
地

域
の
人
々
が
育
ん
で
き
た
食
文
化
で
あ

る
。い
わ
ゆ
る
郷
土
食
と
呼
ば
れ
る
も
の

も
そ
の
一
つ
だ
。と
こ
ろ
が
今
、そ
の
土
地

な
ら
で
は
の
食
材
や
料
理
が
食
卓
に
な
ら

ぶ
機
会
は
減
っ
て
い
る
。こ
の
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
で
は
私
た
ち
の
祖
父
母
た
ち
の
時
代

の
食
を
振
り
返
る
こ
と
で
、食
文
化
の
本

質
に
も
せ
ま
り
た
い
と
思
う
。

　

史
跡
は
地
域
へ
の
理
解
を
深
め
、地
域

の
魅
力
を
再
発
見
す
る
場
所
で
あ
る
。史

跡
を
通
し
て
私
た
ち
の
暮
ら
し
を
考
え
て

み
る
こ
と
も
、史
跡
の
楽
し
み
方
の
一
つ

に
な
ろ
う
。

巻頭

●青谷上寺地遺跡から出土した弥生時代の木製容器－「倭人の食卓」を飾っていた器など

●弥生時代の村を探検しながら宝探し
　－卑弥呼とじゃんけんポン！

●親子で高床倉庫を見学

専
門
は
日
本
考
古
学
。主
な
著
書
に『
日
本
海
を

望
む「
倭
の
国
邑
」妻
木
晩
田
遺
跡
』（
2
0
1
6

年 

新
泉
社
）な
ど
が
あ
る
。
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ま
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ん
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た
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あ
な

ひ   

み   

こ
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鳥
取
市
青
谷
町
に
あ
る
青
谷
上
寺
地
遺

跡
は
、周
囲
を
山
に
囲
ま
れ
た
平
野
の
真

ん
中
に
あ
る
弥
生
時
代（
紀
元
前
４
世
紀

頃
〜
紀
元
３
世
紀
）の
遺
跡
で
あ
る
。当
時

は
遺
跡
の
北
東
側
に
浅
い
海
が
広
が
り
、

そ
の
す
ぐ
そ
ば
に
村
が
営
ま
れ
て
い
た
。

　

こ
の
村
は
な
ぜ
か
古
墳
時
代（
紀
元
４

世
紀
頃
）に
廃
れ
、そ
の
後
、た
っ
ぷ
り
と

水
気
を
含
む
土
に
覆
わ
れ
た
。そ
の
た
め
、

空
気
に
触
れ
る
と
腐
り
や
す
い
木
材
や
動

物
の
骨
・
角
を
素
材
と
す
る
道
具
な
ど
が
、

土
の
中
で
と
て
も
素
晴
ら
し
い
状
態
を

保
っ
て
い
る
。平
成
10
〜
13
年
に
行
わ
れ
た

発
掘
調
査
で
は
、弥
生
時
代
の
工
芸
技
術

の
到
達
点
を
示
す
品
々
が
あ
ふ
れ
ん
ば
か

り
に
出
土
し
、注
目
を
集
め
た
。

　

北
陸
や
九
州
、果
て
は
東
ア
ジ
ア
の
国
々

史跡の楽しみ方や可能性を探る

跡
、お
墓
、お
寺
や
お
城
。種
類
は
い
ろ
い

ろ
で
あ
る
。

　

立
派
な
石
垣
が
残
る
近
世
の
お
城
な
ど

は
見
た
目
に
も
わ
か
り
や
す
く
、観
光
資

源
と
な
っ
て
い
る
。一
方
で
ひ
っ
そ
り
と

存
在
す
る
史
跡
も
あ
る
が
、い
ず
れ
も
鳥

取
の
歴
史
、文
化
を
代
表
す
る
貴
重
な
文

化
財
で
あ
る
。一
人
で
も
多
く
の
方
に
、史

跡
を
訪
れ
て
も
ら
い
た
い
。そ
の
た
め
に

は
、史
跡
に
魅
力
を
感
じ
て
も
ら
え
る
よ

う
な
新
た
な
取
り
組
み
が
必
要
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
鳥
取
県
を
代
表
す
る
弥
生
時
代

の
史
跡
を
素
材
に
、史
跡
の
楽
し
み
方
や

可
能
性
を
探
っ
て
み
た
い
。

　

妻
木
晩
田
遺
跡
は
大
山
の
ふ
も
と
に
あ

り
日
本
海
を
一
望
す
る
丘
の
上
に
広
が
る

弥
生
時
代
の
村
跡
で
、平
成
11
年
12
月
に

国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
た
。

　

現
在
は
２
世
紀
の
村
の
景
観
や
里
山
の

自
然
が
整
備
さ
れ
、「
鳥
取
県
立
む
き
ば
ん

だ
史
跡
公
園
」と
し
て
公
開
さ
れ
て
い
る
。

年
間
３
万
人
を
超
え
る
方
々
が
訪
れ
、史

跡
の
見
学
や
、弥
生
時
代
の
も
の
づ
く
り

か
ら
運
ば
れ
て
き
た
も
の
、船
団
を
描
い

た
板
材
、舟
の
破
片
も
出
土
し
て
い
る
。日

本
海
を
行
き
交
う
人
び
と
が
、こ
の
村
で

交
易
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
弥
生
時
代
の
終
わ
り（
紀
元
３
世

紀
の
は
じ
め
）に
埋
ま
っ
た
溝
か
ら
た
く

さ
ん
の
人
骨
が
出
土
し
た
。散
乱
す
る
骨

の
中
に
は
鉄
製
の
武
器
で
傷
つ
い
た
頭
蓋

骨
や
銅
鏃
が
刺
さ
っ
た
腰
骨
な
ど
も
あ
っ

た
。老
若
男
女
、百
数
体
分
の
人
骨
は
、『
魏

志
倭
人
伝
』が
記
す「
倭
国
乱
」を
お
も
わ

せ
る
衝
撃
の
発
見
だ
っ
た
。

　

こ
こ
に
紹
介
し
た
の
は
調
査
成
果
の
一

部
だ
が
、こ
の
遺
跡
に
は
弥
生
時
代
の
真

実
に
せ
ま
る
情
報
が
眠
っ
て
い
る
。そ
し

て
平
成
20
年
３
月
に
弥
生
時
代
の
重
要
遺

跡
と
し
て
国
の
史
跡
と
な
っ
た
。

　

国
や
地
域
の
歴
史
を
考
え
る
上
で
欠
く

こ
と
の
で
き
な
い
重
要
遺
跡
を
国
や
県
、

市
町
村
は
、「
史
跡
」に
指
定
し
、保
存
し
て

い
る
。鳥
取
県
教
育
委
員
会
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ『
文
化
財
ナ
ビ
』に
よ
る
と
、鳥
取

県
に
は
現
在
31
の
遺
跡
が
国
、19
の
遺
跡

が
県
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。村
の

を
用
心
深
く
の
ぞ
き
込
む
子
も
あ
れ
ば
、

勢
い
よ
く
入
り
口
に
飛
び
込
む
子
も
あ

る
。中
に
な
に
が
あ
る
の
か
、「
ど
き
ど
き

感
」が
伝
わ
っ
て
く
る
。

　

む
き
ば
ん
だ
史
跡
公
園
に
は
、小
・
中
学

生
が
弥
生
時
代
の
歴
史
学
習
を
目
的
と
し

て
訪
れ
る
。し
か
し
、小
さ
な
園
児
た
ち
に

は
弥
生
時
代
の
こ
と
を
理
解
す
る
の
は
少

し
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
。楽
し
く
遊
ん

だ
こ
と
が
良
い
思
い
出
に
な
れ
ば
、い
つ

か
授
業
で
弥
生
時
代
を
学
ん
だ
と
き
、小

さ
い
こ
ろ
遠
足
に
訪
れ
た
場
所
が
遺
跡

だ
っ
た
こ
と
に
気
づ
い
て
く
れ
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

体
験
な
ど
を
楽
し
ん
で
い
る
。

　

最
近
、親
子
遠
足
で
む
き
ば
ん
だ
史
跡

公
園
を
訪
れ
る
保
育
園
や
幼
稚
園
が
増
え

て
い
る
。園
内
は
広
く
、緑
も
豊
か
で
、安

全
に
遊
べ
る
。見
慣
れ
な
い
建
物（
竪
穴
住

居
や
高
床
倉
庫
）が
あ
る
の
も
、園
児
の
好

奇
心
を
刺
激
す
る
よ
う
だ
。

　

引
率
の
保
育
士
さ
ん
た
ち
も
、さ
ま
ざ

ま
な
遊
び
を
用
意
し
て
い
る
。例
え
ば「
宝

探
し
」。弥
生
の
女
王
・
卑
弥
呼
に
ふ
ん
し

た
保
育
士
さ
ん
と
ゲ
ー
ム
を
楽
し
み
な
が

ら
、宝
も
の
を
探
し
歩
く
。竪
穴
住
居
の
中

青
谷
上
寺
地
遺
跡
か
ら
は
弥
生
時
代
の
琴

が
出
土
し
て
い
る
。弥
生
時
代
の
人
び
と

も
弦
楽
器
を
奏
で
て
い
た
と
す
れ
ば
、弦

が
ヴ
ィ
オ
ラ
と
弥
生
時
代
を
結
び
つ
け
る
。

　

ア
ン
ケ
ー
ト
に
は「
ヴ
ィ
オ
ラ
の
演
奏

を
聴
き
た
く
て
、は
じ
め
て
来
園
し
た
」と

い
う
回
答
が
２
割
ほ
ど
あ
っ
た
。コ
ン

サ
ー
ト
を
き
っ
か
け
に
、妻
木
晩
田
遺
跡

や
竪
穴
住
居
跡
の
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
え

た
。史
跡
公
園
の
常
連
さ
ん
か
ら
は「
は
じ

め
て
ヴ
ィ
オ
ラ
の
演
奏
を
聴
い
た
」「
竪
穴

住
居
跡
で
の
演
奏
が
良
か
っ
た
」、「
今
度

は
弥
生
の
琴
の
演
奏
も
聴
い
て
み
た
い
」

と
い
う
回
答
が
あ
っ
た
。遺
跡
を
通
じ
て

ヴ
ィ
オ
ラ
を
知
り
、弥
生
時
代
の
音
に
想

像
が
膨
ら
ん
だ
よ
う
だ
。

　

平
成
28
年
11
月
に
再
び
竪
穴
住
居
跡
で

行
わ
れ
た
ヴ
ィ
オ
ラ
の
コ
ン
サ
ー
ト
で「
弥

生
の
風
」と
い
う
曲
が
披
露
さ
れ
た
。作
曲

は
棚
橋
さ
ん
の
友
人
、平
尾
さ
ん
。史
跡
公

園
を
訪
れ
、弥
生
時
代
を
イ
メ
ー
ジ
し
た

と
い
う
。棚
橋
さ
ん
と
若
手
ギ
タ
ー
リ
ス

ト
の
心
地
よ
い
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
。弥
生
の

村
か
ら
人
が
去
り
1
7
0
0
年
の
時
を
越

え
て
創
作
さ
れ
た
弥
生
の
音
楽
に
、史
跡

の
新
た
な
可
能
性
が
垣
間
見
え
た
。

　

む
き
ば
ん
だ
史
跡
公
園
に
は
遺
構
展
示

館
と
い
う
施
設
が
あ
り
、本
物
の
竪
穴
住

居
跡
が
保
存
し
て
あ
る
。平
成
27
年
10
月
、

こ
こ
で
ヴ
ィ
オ
ラ
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
催
し

た
。奏
者
は
鳥
取
市
出
身
の
ヴ
ィ
オ
リ
ス

ト
・
棚
橋
恭
子
さ
ん
。せ
っ
か
く
な
の
で
竪

穴
住
居
跡
の
中
で
演
奏
を
計
画
し
た
。は

じ
め
て
の
試
み
に
ど
れ
だ
け
の
参
加
者
が

あ
る
の
か
心
配
だ
っ
た
が
、コ
ン
サ
ー
ト

会
場
は
満
席
と
な
っ
た
。

　

ヴ
ィ
オ
ラ
は
中
世
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
誕

生
し
た
楽
器
で
あ
る
。一
見
、弥
生
の
村
と

は
無
関
係
の
よ
う
だ
が
、先
に
紹
介
し
た

　

む
き
ば
ん
だ
史
跡
公
園
に
は
広
い
森
が

あ
る
。そ
の
中
を
注
意
深
く
歩
い
て
い
る

と
、と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
浅
い
窪
地
が
み
つ

か
る
。完
全
に
埋
ま
り
き
っ
て
い
な
い
竪

穴
住
居
の
痕
跡
で
あ
る
。森
の
中
に
は
今

も
弥
生
時
代
が
眠
っ
て
い
る
。

　

平
成
26
年
12
月
、こ
の
森
の
中
で
、と
っ

と
り
ア
ニ
マ
シ
オ
ン
実
行
委
員
会
に
よ
る

弥
生
の
風

弥
生
の
森
と
こ
び
と
の
魔
法

小
さ
な
住
人
た
ち

ア
ー
ト
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム「
森
ま
も
り
の

森
の
中
」が
開
催
さ
れ
た
。子
ど
も
た
ち
と

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
体
験
型
ア
ー
ト
を
楽
し

む
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
あ
る
。

　

他
に
も
森
は
た
く
さ
ん
あ
る
の
に
、な

ぜ
史
跡
公
園
を
会
場
と
し
た
の
か
。仕
掛

け
人
の
大
下
志
穂
さ
ん
は
、「
森
の
下
に
弥

生
時
代
の
遺
跡
が
眠
っ
て
い
る
と
い
う
環

境
に
可
能
性
を
感
じ
た
」ら
し
い
。そ
し

て
、ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、歴
史
を
感
じ

る
こ
と
で
、見
え
な
い
世
界
を
想
像
し
な

が
ら
作
品
づ
く
り
が
で
き
た
と
い
う
。

　

森
の
中
に
表
現
さ
れ
た
作
品
の
一
つ

に
、木
々
の
枝
に
つ
り
下
げ
ら
れ
た
水
玉
が

あ
っ
た
。森
を
ま
も
る
こ
び
と
た
ち
が
魔

法
で
と
じ
こ
め
た
雨
や
木
の
実
ら
し
い
。

　

芸
術
に
疎
く
、作
品
の
意
図
を
正
し
く

理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、森
の
中
に

浮
か
ぶ「
と
じ
こ
め
ら
れ
た
雨
」と「
地
中

に
と
じ
こ
め
ら
れ
た
弥
生
時
代
」が
重
な

り
、枝
を
揺
ら
す
初
冬
の
風
や
水
玉
を
照

ら
す
日
差
し
に
季
節
の
移
ろ
い
や
時
の
流

れ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

史
跡
だ
か
ら
こ
そ
表
現
で
き
る
も
の
が

あ
る
と
す
れ
ば
、史
跡
は
新
た
な
芸
術
や

文
化
を
創
造
、発
信
す
る
空
間
と
な
る
。

　

む
き
ば
ん
だ
史
跡
公
園
に
は「
む
き
ば

ん
だ
ジ
ュ
ニ
ア
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
」と
い
う

組
織
が
あ
る
。会
員
は
20
人
ほ
ど
の
小
学

生
。年
間
10
回
の
体
験
講
座
を
通
じ
て
弥

生
時
代
の「
衣
食
住
」を
体
感
す
る
。

　

活
動
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、遺
跡
の
中

で
イ
ネ（
陸
稲
）、ア
ワ
、キ
ビ
、マ
メ
な
ど

を
栽
培
し
、手
製
の
石
包
丁
で
収
穫
、そ
の

後
、同
じ
く
手
製
の
弥
生
土
器
で
雑
炊
を

つ
く
る
。子
ど
も
た
ち
は
弥
生
の
村
の
小

さ
な
住
人
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
体
験
に
何
を
感
じ
る
の
か
は

自
由
で
あ
る
。し
か
し
、単
に
昔
の
技
術
や

食
を
経
験
す
る
だ
け
に
終
わ
っ
て
は
も
っ

た
い
な
い
。弥
生
時
代
の
体
験
を
通
じ
て
、

「
生
活
の
本
質
」の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
て

も
ら
う
こ
と
が
大
事
で
あ
る
。

　

人
が
生
き
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
。自

然
と
の
関
わ
り
。技
術
の
向
上
と
生
活
の

変
化
な
ど
。日
進
月
歩
、便
利
さ
を
増
す
世

の
中
で
、失
わ
れ
て
い
く
も
の
が
あ
る
。そ

れ
は
本
当
に
失
っ
て
も
よ
い
も
の
な
の

か
。過
去
を
学
ぶ
こ
と
も
必
要
だ
ろ
う
。

　

自
分
た
ち
で
栽
培
し
た
作
物
を
、自
分

た
ち
で
収
穫
し
、調
理
す
る
。弥
生
時
代
に

は
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。と
こ
ろ

が
、流
通
の
速
度
や
食
材
の
保
存
技
術
が

向
上
し
た
今
日
、い
ろ
い
ろ
な
場
所
か
ら

届
く
生
鮮
食
材
が
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

に
な
ら
ん
で
い
る
。し
か
し
、手
に
と
っ
て

み
て
も
、そ
れ
が
誰
の
手
を
経
て
き
た
も

の
な
の
か
、わ
か
る
も
の
は
少
な
い
。

　

商
品
と
し
て
流
通
し
て
い
る
食
材
は
見

栄
え
や
味
も
良
い
。安
定
し
た
品
質
は
重

要
な
セ
ー
ル
ス
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。一
方
、

家
庭
菜
園
の
野
菜
は
品
質
に
ば
ら
つ
き
が

あ
っ
て
も
、劣
っ
た
部
分
を
補
う「
＋
α
」

が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

　

例
え
ば
自
分
や
知
人
が
育
て
た
野
菜

は
、ど
こ
で
、ど
の
よ
う
に
栽
培
さ
れ
た
の

か
が
わ
か
る
。由
来
が
わ
か
る
食
材
に
は
、

情
報
の
少
な
い
商
品
に
は
な
い「
安
心
」を

感
じ
る
こ
と
が
あ
る
。

　

多
少
、形
や
味
が
悪
く
と
も
、丹
精
込
め

て
作
っ
た
も
の
は
食
べ
て「
楽
し
い
」。良

い
も
の
が
で
き
れ
ば
喜
び
も
一
入
。今
年

は「
出
来
が
良
い
」と
か「
悪
い
」と
か
、食

卓
で
会
話
も
は
ず
む
。

　

半
世
紀
ほ
ど
前
に
は
、き
っ
と
多
く
の

家
庭
で
、自
宅
や
地
元
で
作
ら
れ
た
由
来

の
わ
か
る
食
材
を
今
よ
り
も
た
く
さ
ん
口

に
し
て
い
た
は
ず
だ
。も
ち
ろ
ん「
今
で
も

そ
う
だ
」と
い
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
。し

か
し
食
を
取
り
巻
く
環
境
が
少
し
ず
つ
変

化
し
て
い
る
こ
と
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
。

　

弥
生
時
代
に
イ
ネ
や
雑
穀
を
栽
培
す
る

技
術
が
広
ま
っ
た
。縄
文
時
代
の
人
び
と

が
育
ん
で
き
た
狩
猟
・
漁
猟
・
採
集
の
文
化

に
、農
耕
の
文
化
が
加
わ
り
、米
や
雑
穀
を

主
食
、青
果
を
副
菜
、魚
介
、時
に
は
獣
や

鳥
の
肉
を
主
菜
と
す
る「
和
食
」の
原
形
が

で
き
あ
が
っ
た
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
情
報
が
埋
ま
る
青
谷
上
寺

地
遺
跡
か
ら
は
食
に
関
す
る
資
料
も
た
く

さ
ん
出
土
し
て
い
る
。弥
生
時
代
、こ
の
遺

跡
に
暮
ら
し
て
い
た
人
び
と
は
何
を
、ど

の
よ
う
に
食
べ
て
い
た
の
か
。

　

こ
の
度
、私
た
ち
が
企
画
し
た
第
一
回

と
っ
と
り
弥
生
の
王
国
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
倭
人
の
食
卓̶

青
谷
上
寺
地
遺
跡
と
鳥

取
の
食
文
化̶

」で
は
、青
谷
上
寺
地
遺
跡

の
調
査
研
究
成
果
を
も
と
に
弥
生
時
代
と

鳥
取
の
食
文
化
を
考
え
て
み
た
い
。

　

そ
の
土
地
な
ら
で
は
の
食
材
、加
工
や

調
理
の
方
法
、食
事
の
作
法
。こ
れ
ら
は
地

域
の
人
々
が
育
ん
で
き
た
食
文
化
で
あ

る
。い
わ
ゆ
る
郷
土
食
と
呼
ば
れ
る
も
の

も
そ
の
一
つ
だ
。と
こ
ろ
が
今
、そ
の
土
地

な
ら
で
は
の
食
材
や
料
理
が
食
卓
に
な
ら

ぶ
機
会
は
減
っ
て
い
る
。こ
の
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
で
は
私
た
ち
の
祖
父
母
た
ち
の
時
代

の
食
を
振
り
返
る
こ
と
で
、食
文
化
の
本

質
に
も
せ
ま
り
た
い
と
思
う
。

　

史
跡
は
地
域
へ
の
理
解
を
深
め
、地
域

の
魅
力
を
再
発
見
す
る
場
所
で
あ
る
。史

跡
を
通
し
て
私
た
ち
の
暮
ら
し
を
考
え
て

み
る
こ
と
も
、史
跡
の
楽
し
み
方
の
一
つ

に
な
ろ
う
。

写真／とっとりアニマシオン実行委員会写真／とっとりアニマシオン実行委員会

写真／とっとりアニマシオン実行委員会写真／とっとりアニマシオン実行委員会

●弥生時代の「衣食住」を体験。手作りの石包丁を使って穂首刈りでアワやキビを収穫

◀

アーティストたちによるワークショップ
　「森まもりの森の中」で体験型アート楽しむ親子たち

◀空中に閉じ込められた雨

●竪穴コンサート2016－「音の宝石を堪能し、遺跡のロケーションが
とても美しく感じられた」などのコメントがよせられた

た
な 

は
し
き
ょ
う 

こ

お
お
し
た　
し
　
ほ

お
か
ぼ
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鳥
取
市
青
谷
町
に
あ
る
青
谷
上
寺
地
遺

跡
は
、周
囲
を
山
に
囲
ま
れ
た
平
野
の
真

ん
中
に
あ
る
弥
生
時
代（
紀
元
前
４
世
紀

頃
〜
紀
元
３
世
紀
）の
遺
跡
で
あ
る
。当
時

は
遺
跡
の
北
東
側
に
浅
い
海
が
広
が
り
、

そ
の
す
ぐ
そ
ば
に
村
が
営
ま
れ
て
い
た
。

　

こ
の
村
は
な
ぜ
か
古
墳
時
代（
紀
元
４

世
紀
頃
）に
廃
れ
、そ
の
後
、た
っ
ぷ
り
と

水
気
を
含
む
土
に
覆
わ
れ
た
。そ
の
た
め
、

空
気
に
触
れ
る
と
腐
り
や
す
い
木
材
や
動

物
の
骨
・
角
を
素
材
と
す
る
道
具
な
ど
が
、

土
の
中
で
と
て
も
素
晴
ら
し
い
状
態
を

保
っ
て
い
る
。平
成
10
〜
13
年
に
行
わ
れ
た

発
掘
調
査
で
は
、弥
生
時
代
の
工
芸
技
術

の
到
達
点
を
示
す
品
々
が
あ
ふ
れ
ん
ば
か

り
に
出
土
し
、注
目
を
集
め
た
。

　

北
陸
や
九
州
、果
て
は
東
ア
ジ
ア
の
国
々

跡
、お
墓
、お
寺
や
お
城
。種
類
は
い
ろ
い

ろ
で
あ
る
。

　

立
派
な
石
垣
が
残
る
近
世
の
お
城
な
ど

は
見
た
目
に
も
わ
か
り
や
す
く
、観
光
資

源
と
な
っ
て
い
る
。一
方
で
ひ
っ
そ
り
と

存
在
す
る
史
跡
も
あ
る
が
、い
ず
れ
も
鳥

取
の
歴
史
、文
化
を
代
表
す
る
貴
重
な
文

化
財
で
あ
る
。一
人
で
も
多
く
の
方
に
、史

跡
を
訪
れ
て
も
ら
い
た
い
。そ
の
た
め
に

は
、史
跡
に
魅
力
を
感
じ
て
も
ら
え
る
よ

う
な
新
た
な
取
り
組
み
が
必
要
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
鳥
取
県
を
代
表
す
る
弥
生
時
代

の
史
跡
を
素
材
に
、史
跡
の
楽
し
み
方
や

可
能
性
を
探
っ
て
み
た
い
。

　

妻
木
晩
田
遺
跡
は
大
山
の
ふ
も
と
に
あ

り
日
本
海
を
一
望
す
る
丘
の
上
に
広
が
る

弥
生
時
代
の
村
跡
で
、平
成
11
年
12
月
に

国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
た
。

　

現
在
は
２
世
紀
の
村
の
景
観
や
里
山
の

自
然
が
整
備
さ
れ
、「
鳥
取
県
立
む
き
ば
ん

だ
史
跡
公
園
」と
し
て
公
開
さ
れ
て
い
る
。

年
間
３
万
人
を
超
え
る
方
々
が
訪
れ
、史

跡
の
見
学
や
、弥
生
時
代
の
も
の
づ
く
り

か
ら
運
ば
れ
て
き
た
も
の
、船
団
を
描
い

た
板
材
、舟
の
破
片
も
出
土
し
て
い
る
。日

本
海
を
行
き
交
う
人
び
と
が
、こ
の
村
で

交
易
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
弥
生
時
代
の
終
わ
り（
紀
元
３
世

紀
の
は
じ
め
）に
埋
ま
っ
た
溝
か
ら
た
く

さ
ん
の
人
骨
が
出
土
し
た
。散
乱
す
る
骨

の
中
に
は
鉄
製
の
武
器
で
傷
つ
い
た
頭
蓋

骨
や
銅
鏃
が
刺
さ
っ
た
腰
骨
な
ど
も
あ
っ

た
。老
若
男
女
、百
数
体
分
の
人
骨
は
、『
魏

志
倭
人
伝
』が
記
す「
倭
国
乱
」を
お
も
わ

せ
る
衝
撃
の
発
見
だ
っ
た
。

　

こ
こ
に
紹
介
し
た
の
は
調
査
成
果
の
一

部
だ
が
、こ
の
遺
跡
に
は
弥
生
時
代
の
真

実
に
せ
ま
る
情
報
が
眠
っ
て
い
る
。そ
し

て
平
成
20
年
３
月
に
弥
生
時
代
の
重
要
遺

跡
と
し
て
国
の
史
跡
と
な
っ
た
。

　

国
や
地
域
の
歴
史
を
考
え
る
上
で
欠
く

こ
と
の
で
き
な
い
重
要
遺
跡
を
国
や
県
、

市
町
村
は
、「
史
跡
」に
指
定
し
、保
存
し
て

い
る
。鳥
取
県
教
育
委
員
会
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ『
文
化
財
ナ
ビ
』に
よ
る
と
、鳥
取

県
に
は
現
在
31
の
遺
跡
が
国
、19
の
遺
跡

が
県
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。村
の

を
用
心
深
く
の
ぞ
き
込
む
子
も
あ
れ
ば
、

勢
い
よ
く
入
り
口
に
飛
び
込
む
子
も
あ

る
。中
に
な
に
が
あ
る
の
か
、「
ど
き
ど
き

感
」が
伝
わ
っ
て
く
る
。

　

む
き
ば
ん
だ
史
跡
公
園
に
は
、小
・
中
学

生
が
弥
生
時
代
の
歴
史
学
習
を
目
的
と
し

て
訪
れ
る
。し
か
し
、小
さ
な
園
児
た
ち
に

は
弥
生
時
代
の
こ
と
を
理
解
す
る
の
は
少

し
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
。楽
し
く
遊
ん

だ
こ
と
が
良
い
思
い
出
に
な
れ
ば
、い
つ

か
授
業
で
弥
生
時
代
を
学
ん
だ
と
き
、小

さ
い
こ
ろ
遠
足
に
訪
れ
た
場
所
が
遺
跡

だ
っ
た
こ
と
に
気
づ
い
て
く
れ
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

体
験
な
ど
を
楽
し
ん
で
い
る
。

　

最
近
、親
子
遠
足
で
む
き
ば
ん
だ
史
跡

公
園
を
訪
れ
る
保
育
園
や
幼
稚
園
が
増
え

て
い
る
。園
内
は
広
く
、緑
も
豊
か
で
、安

全
に
遊
べ
る
。見
慣
れ
な
い
建
物（
竪
穴
住

居
や
高
床
倉
庫
）が
あ
る
の
も
、園
児
の
好

奇
心
を
刺
激
す
る
よ
う
だ
。

　

引
率
の
保
育
士
さ
ん
た
ち
も
、さ
ま
ざ

ま
な
遊
び
を
用
意
し
て
い
る
。例
え
ば「
宝

探
し
」。弥
生
の
女
王
・
卑
弥
呼
に
ふ
ん
し

た
保
育
士
さ
ん
と
ゲ
ー
ム
を
楽
し
み
な
が

ら
、宝
も
の
を
探
し
歩
く
。竪
穴
住
居
の
中

青
谷
上
寺
地
遺
跡
か
ら
は
弥
生
時
代
の
琴

が
出
土
し
て
い
る
。弥
生
時
代
の
人
び
と

も
弦
楽
器
を
奏
で
て
い
た
と
す
れ
ば
、弦

が
ヴ
ィ
オ
ラ
と
弥
生
時
代
を
結
び
つ
け
る
。

　

ア
ン
ケ
ー
ト
に
は「
ヴ
ィ
オ
ラ
の
演
奏

を
聴
き
た
く
て
、は
じ
め
て
来
園
し
た
」と

い
う
回
答
が
２
割
ほ
ど
あ
っ
た
。コ
ン

サ
ー
ト
を
き
っ
か
け
に
、妻
木
晩
田
遺
跡

や
竪
穴
住
居
跡
の
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
え

た
。史
跡
公
園
の
常
連
さ
ん
か
ら
は「
は
じ

め
て
ヴ
ィ
オ
ラ
の
演
奏
を
聴
い
た
」「
竪
穴

住
居
跡
で
の
演
奏
が
良
か
っ
た
」、「
今
度

は
弥
生
の
琴
の
演
奏
も
聴
い
て
み
た
い
」

と
い
う
回
答
が
あ
っ
た
。遺
跡
を
通
じ
て

ヴ
ィ
オ
ラ
を
知
り
、弥
生
時
代
の
音
に
想

像
が
膨
ら
ん
だ
よ
う
だ
。

　

平
成
28
年
11
月
に
再
び
竪
穴
住
居
跡
で

行
わ
れ
た
ヴ
ィ
オ
ラ
の
コ
ン
サ
ー
ト
で「
弥

生
の
風
」と
い
う
曲
が
披
露
さ
れ
た
。作
曲

は
棚
橋
さ
ん
の
友
人
、平
尾
さ
ん
。史
跡
公

園
を
訪
れ
、弥
生
時
代
を
イ
メ
ー
ジ
し
た

と
い
う
。棚
橋
さ
ん
と
若
手
ギ
タ
ー
リ
ス

ト
の
心
地
よ
い
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
。弥
生
の

村
か
ら
人
が
去
り
1
7
0
0
年
の
時
を
越

え
て
創
作
さ
れ
た
弥
生
の
音
楽
に
、史
跡

の
新
た
な
可
能
性
が
垣
間
見
え
た
。

　

む
き
ば
ん
だ
史
跡
公
園
に
は
遺
構
展
示

館
と
い
う
施
設
が
あ
り
、本
物
の
竪
穴
住

居
跡
が
保
存
し
て
あ
る
。平
成
27
年
10
月
、

こ
こ
で
ヴ
ィ
オ
ラ
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
催
し

た
。奏
者
は
鳥
取
市
出
身
の
ヴ
ィ
オ
リ
ス

ト
・
棚
橋
恭
子
さ
ん
。せ
っ
か
く
な
の
で
竪

穴
住
居
跡
の
中
で
演
奏
を
計
画
し
た
。は

じ
め
て
の
試
み
に
ど
れ
だ
け
の
参
加
者
が

あ
る
の
か
心
配
だ
っ
た
が
、コ
ン
サ
ー
ト

会
場
は
満
席
と
な
っ
た
。

　

ヴ
ィ
オ
ラ
は
中
世
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
誕

生
し
た
楽
器
で
あ
る
。一
見
、弥
生
の
村
と

は
無
関
係
の
よ
う
だ
が
、先
に
紹
介
し
た

　

む
き
ば
ん
だ
史
跡
公
園
に
は
広
い
森
が

あ
る
。そ
の
中
を
注
意
深
く
歩
い
て
い
る

と
、と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
浅
い
窪
地
が
み
つ

か
る
。完
全
に
埋
ま
り
き
っ
て
い
な
い
竪

穴
住
居
の
痕
跡
で
あ
る
。森
の
中
に
は
今

も
弥
生
時
代
が
眠
っ
て
い
る
。

　

平
成
26
年
12
月
、こ
の
森
の
中
で
、と
っ

と
り
ア
ニ
マ
シ
オ
ン
実
行
委
員
会
に
よ
る

食
べ
て﹁
楽
し
い
﹂＋
α

﹃
倭
人
の
食
卓
﹄に
よ
せ
て

鳥取市教育委員会青谷町分室 主幹

　青谷の食は？と聞かれて、まず頭に浮かぶのは、

「イガイ飯」である。

　「イガイ飯」は夏場が旬の炊き込みご飯なのだが、

最近は食べる機会が減ってきた。食堂や旅館も少な

くなったが、イガイをとる人が減っているからだと思

われる。以前は夏泊の海女さんがむき身に処理した

イガイを売り歩く姿が、青谷の風物詩だっだ。

　私の家は海から離れていたが、子どものころは、

４kmの道のりを歩いて、磯で遊びながらイガイやコ

ンボシ（クボガイ）、イボニシなどを獲って帰り、イガ

イ飯やみそ汁の具にして食べていた。今では懐かし

い思い出となっている。

　青谷上寺地遺跡からもイ

ガイの殻がたくさん出土し

ている。弥生時代にはイガ

イをどのように調理して食

べていたのかと思う。

　お盆や冠婚葬祭での精進料理の一品に「イギス」

がある。

　イギス草（標準和名：カズノイバラ）という海藻を

煮溶かして、容器に入れて冷やし固めた料理で、知

らない方からは羊羹？こんにゃく？と聞かれる。

　そのままでは無味だが、磯の香りがなんとも言え

ない。生姜醤油でいただくのがおすすめ。

青谷の郷土食

my soul food ❶

森　佳樹

ア
ー
ト
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム「
森
ま
も
り
の

森
の
中
」が
開
催
さ
れ
た
。子
ど
も
た
ち
と

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
体
験
型
ア
ー
ト
を
楽
し

む
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
あ
る
。

　

他
に
も
森
は
た
く
さ
ん
あ
る
の
に
、な

ぜ
史
跡
公
園
を
会
場
と
し
た
の
か
。仕
掛

け
人
の
大
下
志
穂
さ
ん
は
、「
森
の
下
に
弥

生
時
代
の
遺
跡
が
眠
っ
て
い
る
と
い
う
環

境
に
可
能
性
を
感
じ
た
」ら
し
い
。そ
し

て
、ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、歴
史
を
感
じ

る
こ
と
で
、見
え
な
い
世
界
を
想
像
し
な

が
ら
作
品
づ
く
り
が
で
き
た
と
い
う
。

　

森
の
中
に
表
現
さ
れ
た
作
品
の
一
つ

に
、木
々
の
枝
に
つ
り
下
げ
ら
れ
た
水
玉
が

あ
っ
た
。森
を
ま
も
る
こ
び
と
た
ち
が
魔

法
で
と
じ
こ
め
た
雨
や
木
の
実
ら
し
い
。

　

芸
術
に
疎
く
、作
品
の
意
図
を
正
し
く

理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、森
の
中
に

浮
か
ぶ「
と
じ
こ
め
ら
れ
た
雨
」と「
地
中

に
と
じ
こ
め
ら
れ
た
弥
生
時
代
」が
重
な

り
、枝
を
揺
ら
す
初
冬
の
風
や
水
玉
を
照

ら
す
日
差
し
に
季
節
の
移
ろ
い
や
時
の
流

れ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

史
跡
だ
か
ら
こ
そ
表
現
で
き
る
も
の
が

あ
る
と
す
れ
ば
、史
跡
は
新
た
な
芸
術
や

文
化
を
創
造
、発
信
す
る
空
間
と
な
る
。

　

む
き
ば
ん
だ
史
跡
公
園
に
は「
む
き
ば

ん
だ
ジ
ュ
ニ
ア
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
」と
い
う

組
織
が
あ
る
。会
員
は
20
人
ほ
ど
の
小
学

生
。年
間
10
回
の
体
験
講
座
を
通
じ
て
弥

生
時
代
の「
衣
食
住
」を
体
感
す
る
。

　

活
動
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、遺
跡
の
中

で
イ
ネ（
陸
稲
）、ア
ワ
、キ
ビ
、マ
メ
な
ど

を
栽
培
し
、手
製
の
石
包
丁
で
収
穫
、そ
の

後
、同
じ
く
手
製
の
弥
生
土
器
で
雑
炊
を

つ
く
る
。子
ど
も
た
ち
は
弥
生
の
村
の
小

さ
な
住
人
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
体
験
に
何
を
感
じ
る
の
か
は

自
由
で
あ
る
。し
か
し
、単
に
昔
の
技
術
や

食
を
経
験
す
る
だ
け
に
終
わ
っ
て
は
も
っ

た
い
な
い
。弥
生
時
代
の
体
験
を
通
じ
て
、

「
生
活
の
本
質
」の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
て

も
ら
う
こ
と
が
大
事
で
あ
る
。

　

人
が
生
き
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
。自

然
と
の
関
わ
り
。技
術
の
向
上
と
生
活
の

変
化
な
ど
。日
進
月
歩
、便
利
さ
を
増
す
世

の
中
で
、失
わ
れ
て
い
く
も
の
が
あ
る
。そ

れ
は
本
当
に
失
っ
て
も
よ
い
も
の
な
の

か
。過
去
を
学
ぶ
こ
と
も
必
要
だ
ろ
う
。

　

自
分
た
ち
で
栽
培
し
た
作
物
を
、自
分

た
ち
で
収
穫
し
、調
理
す
る
。弥
生
時
代
に

は
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。と
こ
ろ

が
、流
通
の
速
度
や
食
材
の
保
存
技
術
が

向
上
し
た
今
日
、い
ろ
い
ろ
な
場
所
か
ら

届
く
生
鮮
食
材
が
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

に
な
ら
ん
で
い
る
。し
か
し
、手
に
と
っ
て

み
て
も
、そ
れ
が
誰
の
手
を
経
て
き
た
も

の
な
の
か
、わ
か
る
も
の
は
少
な
い
。

　

商
品
と
し
て
流
通
し
て
い
る
食
材
は
見

栄
え
や
味
も
良
い
。安
定
し
た
品
質
は
重

要
な
セ
ー
ル
ス
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。一
方
、

家
庭
菜
園
の
野
菜
は
品
質
に
ば
ら
つ
き
が

あ
っ
て
も
、劣
っ
た
部
分
を
補
う「
＋
α
」

が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

　

例
え
ば
自
分
や
知
人
が
育
て
た
野
菜

は
、ど
こ
で
、ど
の
よ
う
に
栽
培
さ
れ
た
の

か
が
わ
か
る
。由
来
が
わ
か
る
食
材
に
は
、

情
報
の
少
な
い
商
品
に
は
な
い「
安
心
」を

感
じ
る
こ
と
が
あ
る
。

　

多
少
、形
や
味
が
悪
く
と
も
、丹
精
込
め

て
作
っ
た
も
の
は
食
べ
て「
楽
し
い
」。良

い
も
の
が
で
き
れ
ば
喜
び
も
一
入
。今
年

は「
出
来
が
良
い
」と
か「
悪
い
」と
か
、食

卓
で
会
話
も
は
ず
む
。

　

半
世
紀
ほ
ど
前
に
は
、き
っ
と
多
く
の

家
庭
で
、自
宅
や
地
元
で
作
ら
れ
た
由
来

の
わ
か
る
食
材
を
今
よ
り
も
た
く
さ
ん
口

に
し
て
い
た
は
ず
だ
。も
ち
ろ
ん「
今
で
も

そ
う
だ
」と
い
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
。し

か
し
食
を
取
り
巻
く
環
境
が
少
し
ず
つ
変

化
し
て
い
る
こ
と
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
。

　

弥
生
時
代
に
イ
ネ
や
雑
穀
を
栽
培
す
る

技
術
が
広
ま
っ
た
。縄
文
時
代
の
人
び
と

が
育
ん
で
き
た
狩
猟
・
漁
猟
・
採
集
の
文
化

に
、農
耕
の
文
化
が
加
わ
り
、米
や
雑
穀
を

主
食
、青
果
を
副
菜
、魚
介
、時
に
は
獣
や

鳥
の
肉
を
主
菜
と
す
る「
和
食
」の
原
形
が

で
き
あ
が
っ
た
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
情
報
が
埋
ま
る
青
谷
上
寺

地
遺
跡
か
ら
は
食
に
関
す
る
資
料
も
た
く

さ
ん
出
土
し
て
い
る
。弥
生
時
代
、こ
の
遺

跡
に
暮
ら
し
て
い
た
人
び
と
は
何
を
、ど

の
よ
う
に
食
べ
て
い
た
の
か
。

　

こ
の
度
、私
た
ち
が
企
画
し
た
第
一
回

と
っ
と
り
弥
生
の
王
国
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
倭
人
の
食
卓̶

青
谷
上
寺
地
遺
跡
と
鳥

取
の
食
文
化̶

」で
は
、青
谷
上
寺
地
遺
跡

の
調
査
研
究
成
果
を
も
と
に
弥
生
時
代
と

鳥
取
の
食
文
化
を
考
え
て
み
た
い
。

　

そ
の
土
地
な
ら
で
は
の
食
材
、加
工
や

調
理
の
方
法
、食
事
の
作
法
。こ
れ
ら
は
地

域
の
人
々
が
育
ん
で
き
た
食
文
化
で
あ

る
。い
わ
ゆ
る
郷
土
食
と
呼
ば
れ
る
も
の

も
そ
の
一
つ
だ
。と
こ
ろ
が
今
、そ
の
土
地

な
ら
で
は
の
食
材
や
料
理
が
食
卓
に
な
ら

ぶ
機
会
は
減
っ
て
い
る
。こ
の
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
で
は
私
た
ち
の
祖
父
母
た
ち
の
時
代

の
食
を
振
り
返
る
こ
と
で
、食
文
化
の
本

質
に
も
せ
ま
り
た
い
と
思
う
。

　

史
跡
は
地
域
へ
の
理
解
を
深
め
、地
域

の
魅
力
を
再
発
見
す
る
場
所
で
あ
る
。史

跡
を
通
し
て
私
た
ち
の
暮
ら
し
を
考
え
て

み
る
こ
と
も
、史
跡
の
楽
し
み
方
の
一
つ

に
な
ろ
う
。

弥生の土器で

炊飯体験！

●もば

●おやき

●イギス

●イガイ飯とみそ汁
　青谷ではホンダワラという海藻を「もば（もばの

り）」と呼ぶ。鳥取県の中西部(琴浦町赤碕周辺)で

は、「もんば」と言って生で食べたり、つくだ煮にする

らしいが、青谷では、板海苔のように簾に広げて乾

燥させる。

　厳冬限定の食材で、今は獲る人も少ないのでとて

も貴重になった。

　ストーブや炭火の上であぶり、醤油をたらすと、最

高の酒の当てになる。おにぎりに巻いて食べるのも

よし。磯の香りが堪能できる一品だ。

　子どもの頃の思い出として懐かしいのは「おやき」

である。

　小学生低学年の頃、祖父と一緒に山へ炭焼きに行

き、冬の一晩を過ごしたことがある。炭焼き窯のそ

ばに木の枝を重ねた屋根の下で、たき火をしなが

ら、祖母の作った「芋おやき」をあぶって食べた。

　「芋おやき」は、米粉と里芋を練って作る。表面の

焦げ目の香ばしさと、里芋の粘り気が思い出される。

　また、田植えのころには、ヨモギを加えた「おや

き」に小豆餡を入れ、こばしま（おやつ）として、あぜ

道に腰かけて食べていた。

史跡を楽し
む！

●イガイ飯

●イギス　

●おやき

写真／新日本海新聞社提供

▶炊飯開始！火吹竹
を使うのも初体験

◀実食中。おこげも
美味しい弥生の
ご飯

◀勢いよく沸騰したら、
余分な水を捨て、
　おき火で蒸らす

▶できあがり！
　キビを混ぜて
　炊いたご飯

AOYA

TOTTORI

も り 　 　 　     よ し     き

あ お 　 　 や

なつ どまり あ　 ま

よう  かん

ひ
と
し
お


