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智ち

づ頭
町ち

ょ
うの

あ
る
鳥
取
県
東
南
部
を
八や

ず頭
郡
と
い

っ
て
、
現
在
は
八
頭
町
、
若わ

か

桜さ

町
、
智
頭
町
の
三
町

の
み
だ
が
、「
平
成
の
大
合
併
」
ま
で
は
八
町
村
を

数
え
た
。
八
つ
の
「
頭
」
か
ら
成
る
の
で
「
八
頭
」

な
の
か
。
し
か
し
明
治
半
ば
ま
で
は
八は

っ
と
う東
郡
、
八や

上か
み

郡
、
智
頭
郡
で
あ
っ
た
も
の
を
、
明
治
二
十
九
年

（
一
八
九
六
）
の
合
併
で
八
頭
郡
が
で
き
た
と
い
う

か
ら
、
八
町
村
説
は
あ
た
ら
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も

郡
名
に
「
八
」
が
つ
く
の
が
多
い
の
は
ど
う
し
て
だ

ろ
う
？

町
域
の
九
三
％
が
山
林
で
、
人
口
約
八
千
人
。

林
業
の
町
と
し
て
知
ら
れ
て
き
た
。
中
心
部
は
鳥

取
と
畿
内
を
結
ぶ
智
頭
街
道
の
宿
場
町
と
し
て
発

展
し
た
。
吉
野
と
並
ぶ
杉
の
産
地
だ
っ
た
が
、
山
林

が
見
捨
て
ら
れ
て
久
し
い
の
だ
。
ま
た
ク
ル
マ
社
会

に
あ
っ
て
旧
の
宿
場
町
は
、
た
だ
車
と
人
が
通
り
過

ぎ
る
だ
け
―
―
。

い
や
、
ち
が
う
。
鳥
取
県
智
頭
町
は
、
も
っ
と

も
い
い
か
た
ち
で
町
づ
く
り
に
成
功
し
た
一
つ
だ
ろ

う
。
国
の
政
策
が
集
約
と
効
率
第
一
、
周
辺
部
切
り

捨
て
の
な
か
で
、
智
頭
町
は
大
に
つ
く
こ
と
を
求
め

ず
自
立
を
選
ん
だ
。
林
業
は
ふ
る
わ
な
く
と
も
山

林
の
町
は
凋
落
し
な
か
っ
た
し
、
む
し
ろ
新
し
い
可

能
性
を
ひ
め
て
い
る
。
旧
宿
場
は
も
の
さ
び
し
い
廃

市
と
は
な
ら
ず
、
い
れ
か
わ
り
た
ち
か
わ
り
人
が
や

っ
て
く
る
。
そ
し
て
町
お
こ
し
は
中
心
部
に
か
ぎ
ら

ず
、
山
あ
い
の
小
さ
な
町
全
域
に
及
ん
で
い
る
。

も
し
「
観
光
ス
ポ
ッ
ト
」
を
数
え
る
な
ら
、
い
た

っ
て
貧
し
い
。
目
ぼ
し
い
見
も
の
は
石い

し
た
に谷
家
と
い
っ

て
国
登
録
重
要
文
化
財
に
な
っ
て
い
る
元
大
庄
屋
の

建
物
ぐ
ら
い
で
、
神
社
仏
閣
に
国
宝
ク
ラ
ス
の
何
が

あ
る
わ
け
で
は
な
い
。「
歴
史
の
道
百
選
」
に
選
ば

れ
た
智
頭
往
来
に
し
て
も
、
全
国
百
カ
所
あ
る
一
つ

に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
も
旧
宿
内
は
ほ
ん
の
一
キ
ロ
た
ら

ず
。
千せ

ん
だ
い代
川
沿
い
の
桜
土
手
は
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
が
計

一
八
〇
本
。
こ
の
程
度
の
名
所
な
ら
日
本
中
の
あ
ち

こ
ち
に
あ
る
だ
ろ
う
。「
西
河
克
己
映
画
記
念
館
」

が
あ
る
が
、
小
さ
な
洋
館
に
撮
影
現
場
の
ス
ナ
ッ
プ

写
真
や
ポ
ス
タ
ー
を
並
べ
た
だ
け
で
、
そ
も
そ
も
当

地
出
身
と
い
っ
て
も
映
画
監
督
西
河
克
己
は
、
四
歳

の
と
き
に
家
族
と
と
も
に
町
を
離
れ
、
里
帰
り
し

た
の
は
七
十
年
ち
か
く
た
っ
て
か
ら
の
こ
と
。
実
質

的
に
は
記
念
す
べ
き
何
も
な
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
智
頭
町
は
と
て
も
い
い
町
で

あ
る
。
歩
い
て
い
る
と
幸
せ
な
気
分
が
し
て
、
わ
ざ

と
歩
調
を
落
と
し
た
く
な
り
、
何
て
こ
と
の
な
い
一

角
で
立
ち
ど
ま
っ
て
、
何
て
こ
と
の
な
い
風
景
を
し

み
じ
み
味
わ
い
た
く
な
る
。
い
っ
た
い
、
ど
う
し
て

こ
ん
な
ぐ
あ
い
に
な
る
の
だ
ろ
う
？

石
谷
家
は
屋
号
を
「
塩
屋
」
と
い
っ
て
、
古
く
は

鳥
取
城
下
で
塩
の
卸
問
屋
を
し
て
い
た
。
元
禄
年

間
に
智
頭
に
移
り
、
宿
場
問
屋
と
地
主
経
営
に
乗

り
出
し
た
。
明
敏
な
当
主
が
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

五
代
将
軍
綱
吉
の
治
世
下
で
あ
っ
て
、
幕
藩
体
制
が

環
境
資
源 

─
─ 

鳥
取
県
智
頭
町

ド
イ
ツ
文
学
者
・
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
　
　
　
　

池
内
　
紀

（
イ
ラ
ス
ト
＝
著
者
）

連載Ⅰ
あの町この町
第50回
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か
た
ま
り
、
農
業
生
産
が
大
き
く
向
上
、
商
品
経

済
が
飛
躍
的
に
発
展
し
て
、
各
地
に
大
商
人
が
台

頭
し
て
き
た
こ
ろ
で
あ
る
。
藩
の
監
視
の
強
い
お
城

下
よ
り
も
宿
場
町
の
ほ
う
が
自
由
が
き
く
し
、
人

の
往
き
か
う
街
道
町
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
が

も
た
ら
さ
れ
る
。
本
家
石
谷
に
は
襲
名
が
伝
三
郎
、

伝
九
郎
、
伝
四
郎
の
三
つ
あ
っ
て
、
三
代
で
一
巡
す

る
方
式
を
と
っ
て
い
た
。
ふ
つ
う
家
名
は
一
つ
な
の

に
、
ど
う
し
て
三
つ
も
あ
っ
た
の
か
。
家
の
習
わ
し

や
伝
統
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
代
ご
と
に
別
式
で
や
れ
と

い
う
戒
め
を
こ
め
た
も
の
か
。

明
和
九
年
（
一
七
七
二
）、
伝
三
郎
が
大
庄
屋
に

任
じ
ら
れ
た
。
藩
の
政
務
代
行
で
あ
る
。
裕
福
で

人
望
が
な
い
と
つ
と
ま
ら
な
い
。
つ
づ
い
て
伝
九
郎

が
就
任
。
だ
が
、
き
っ
ち
り
五
十
年
つ
と
め
て
文
政

五
年
（
一
八
二
二
）
以
降
は
辞
退
し
、
分
家
や
他
家

に
譲
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
正
確
に
時
代
を
見
て
の
こ

と
だ
ろ
う
。
幕
藩
体
制
が
キ
シ
み
だ
し
、
農
民
一
揆

が
あ
ち
こ
ち
で
起
き
は
じ
め
て
い
た
。
農
民
が
ま
っ

先
に
不
満
を
ぶ
つ
け
る
の
は
代
行
役
の
大
庄
屋
で

あ
っ
て
、
お
役
を
つ
と
め
て
ロ
ク
な
こ
と
は
な
い
の

で
あ
る
。

明
治
以
後
は
山
林
経
営
と
銀
行
業
、
そ
し
て
政

治
家
と
し
て
活
躍
。
鉄
道
の
時
代
に
な
っ
て
街
道
が

さ
び
れ
る
と
、
私
財
を
投
じ
て
因
美
線
（
大
正
十
二

年
開
通
）
を
実
現
し
た
。
重
要
文
化
財
の
石
谷
家

住
宅
は
、
こ
の
前
後
に
十
年
が
か
り
で
改
築
し
た

と
い
う
が
、
旧
家
が
も
っ
と
も
栄
華
を
誇
っ
た
こ
ろ

の
産
物
で
あ
っ
て
、
敷
地
三
千
坪
、
部
屋
数
は
四
十

に
あ
ま
り
、
土
蔵
七
棟
。
ま
ず
は
主
屋
の
土
間
に

圧
倒
さ
れ
る
。
吹
き
抜
け
式
で
、
松
の
巨
木
を
用

い
た
梁
組
の
豪
壮
な
こ
と
と
き
た
ら
、
超
高
層
ビ
ル

に
も
匹
敵
す
る
の
だ
。
上
が
っ
た
と
こ
ろ
の
大
き
な

囲
炉
裏
ば
た
が
家
人
と
出
入
り
の
人
と
の
サ
ロ
ン
に

な
っ
た
。

書
院
座
敷
の
応
接
間
、
国
登
録
名
勝
地
の
庭
園

に
面
し
た
江
戸
座
敷
、
主
人
の
間
、
大
き
な
神
棚

を
祀
る
神
殿
室
、
モ
ダ
ン
な
螺
旋
階
段
と
吹
き
抜

け
空
間
に
架
し
た
太
鼓
橋
。
十
年
に
及
ぶ
大
工
事

の
間
、
名
の
あ
る
棟
梁
が
こ
こ
ぞ
と
ば
か
り
に
腕
を

振
る
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

襲
名
を
三
つ
用
意
し
て
も
旧
家
を
持
ち
こ
た
え

智頭町パンフレットより



34

る
の
は
並
み
大
抵
の
こ
と
で
な
い
。
ま
し
て
や
戦
中

戦
後
の
厳
し
い
時
代
に
大
々
的
な
農
地
解
放
が
あ

り
、
代
が
か
わ
る
と
相
続
税
が
待
っ
て
い
た
。
腕
章

を
つ
け
た
説
明
役
の
人
に
そ
っ
と
た
ず
ね
る
と
、
現

当
主
は
東
京
住
ま
い
で
、
邸
宅
は
町
に
寄
贈
さ
れ
、

現
在
は
因
幡
街
道
ふ
る
さ
と
振
興
財
団
が
運
営
し

て
い
る
。

「
こ
れ
だ
け
大
き
い
と
ね
ェ
」

家
を
継
ぐ
こ
と
の
難
し
さ
は
、
土
地
の
人
が
一
番

よ
く
知
っ
て
い
る
。

「
智
頭
宿
周
辺
マ
ッ
プ
」
に
は
、
石
谷
家
住
宅
の
す

ぐ
前
に
「
御
本
陣
跡
」、
そ
の
左
ど
な
り
に
米
原
邸
、

右
ど
な
り
に
伊
藤
邸
と
あ
る
。
ま
ん
中
に
国
登
録

有
形
文
化
財
の
消
防
屯
所
。
ど
う
し
て
消
防
団
の

詰
め
所
が
文
化
財
に
な
っ
た
り
す
る
の
か
？　

木

造
洋
風
の
つ
く
り
が
独
特
で
、
め
っ
た
に
な
い
し
ろ

も
の
な
の
だ
。
背
後
に
牛う

し
ぶ
せ
や
ま

臥
山
を
控
え
、
旧
智
頭

の
屋
敷
街
に
あ
っ
て
、
さ
し
ず
め
山
の
手
消
防
隊
の

お
も
む
き
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ほ
か
に
も
昭
和
初
期
に
は
や
っ
た
ア
ー
ル
・
デ
コ

調
の
家
や
、
造
り
酒
屋
の
重
厚
な
蔵
、
消
防
屯
所

と
同
じ
く
有
形
文
化
財
の
公
民
館
、
古
い
道
し
る

べ
…
…
。

鳥
取
市
と
結
ぶ
幹
線
国
道
53
号
は
、
旧
宿
が
一

望
で
き
る
関
屋
番
所
跡
で
街
道
と
わ
か
れ
、
千
代

川
沿
い
に
の
び
て
い
る
。
車
の
大
半
は
そ
ち
ら
な
の

で
、
警
笛
や
信
号
に
気
を
と
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
の

ん
び
り
と
町
歩
き
が
で
き
る
。
観
光
バ
ス
で
き
た
団

体
が
、
旗
を
も
っ
た
人
を
先
頭
に
ゾ
ロ
ゾ
ロ
と
歩
い

て
い
く
。
何
や
ら
参
勤
交
代
の
大
名
行
列
に
似
て
い

る
の
は
、観
光
客
こ
そ
現
代
の
大
名
で
あ
る
か
ら
で
、

キ
ラ
び
や
か
に
や
っ
て
き
て
、
気
前
よ
く
お
土
産
を

買
っ
て
い
く
。

三
叉
路
の
道
標
が
因
幡
街
道
と
備
前
街
道
の
分

岐
点
を
告
げ
て
い
る
。
Ｔ
字
型
の
タ
テ
に
あ
た
る
の

が
河
原
町
商
店
街
で
、
さ
び
れ
ぎ
み
な
が
ら
、
わ
び

し
い
感
じ
は
し
な
い
。
時
代
の
変
化
は
と
っ
く
に
承

知
ず
み
と
い
っ
た
ふ
う
で
、
酒
店
、
薬
局
、
食
品
店

な
ど
の
ほ
か
は
店
を
閉
じ
て
い
て
も
、
昔
な
が
ら
の

格
子
や
桟
が
美
し
く
、
店
先
に
「
川
舟
」
と
呼
ば

れ
る
木
づ
く
り
の
水
槽
が
あ
っ
て
、
澄
ん
だ
水
が
流

れ
落
ち
て
い
る
。
静
ま
り
返
っ
た
昼
下
が
り
に
、
サ

ラ
サ
ラ
と
水
音
が
聞
こ
え
る
よ
う
だ
。

板い
た

井い

原ば
ら

集
落
は
町
か
ら
車
で
山
道
を
走
る
こ
と

十
五
分
ば
か
り
。
牛
臥
山
の
一
つ
山
向
こ
う
の
谷
あ

い
に
、
突
如
と
し
て
家
並
み
が
あ
ら
わ
れ
る
。
渓

消防屯所
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流
と
山
裾
の
あ
い
だ
に
ひ
し
め
き
合
っ
て
、
現
在
は

二
十
数
戸
だ
が
、
か
つ
て
は
四
十
に
あ
ま
っ
た
そ
う

だ
。
昭
和
三
十
年
代
そ
の
ま
ま
で
、
高
度
成
長
に

入
る
以
前
の
山
村
集
落
を
よ
く
と
ど
め
て
お
り
、

県
の
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
に
指
定
さ
れ
て

い
る
。

木
炭
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
で
、
山
林
が
大
き
な
産

業
だ
っ
た
こ
ろ
、
わ
ざ
わ
ざ
町
か
ら
通
う
よ
り
も
山

中
に
住
ん
だ
ほ
う
が
効
率
的
で
あ
る
。
清
流
が
走

り
、
陽
だ
ま
り
で
畑
が
で
き
る
。
公
民
館
、
学
校

の
分
校
、
神
社
な
ど
が
つ
く
ら
れ
た
。
時
代
が
か
わ

り
、
大
半
の
人
が
出
て
い
っ
て
か
ら
も
町
は
集
落
を

捨
て
な
か
っ
た
。
自
分
た
ち
の
暮
ら
し
と
文
化
を
伝

え
る
大
切
な
「
生
き
証
人
」
で
あ
る
か
ら
だ
。

智
頭
町
は
行
政
関
係
者
に
は
、「
ひ
ま
わ
り
シ
ス

テ
ム
発
祥
の
地
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
郵
便
局

の
外
務
職
員
が
郵
便
物
を
届
け
る
際
、
ひ
と
り
暮

ら
し
の
高
齢
者
の
用
事
を
聞
い
て
サ
ポ
ー
ト
す
る
と

い
う
も
の
。
ヒ
マ
ワ
リ
の
花
と
「
日
回
り
」
を
掛
け

た
命
名
だ
ろ
う
。
今
で
は
全
国
の
市
町
村
に
ひ
ろ

ま
っ
て
い
る
が
、
智
頭
町
役
場
福
祉
課
の
発
案
だ
っ

た
。
つ
づ
い
て
企
画
課
が
「
日
本
１
／
０
村
お
こ
し

運
動
」
を
呼
び
か
け
、
こ
れ
も
評
判
に
な
っ
た
。
各

集
落
が
０
か
ら
１
へ
一
歩
踏
み
出
し
て
、
み
ず
か
ら

地
域
の
特
色
を
掘
り
起
こ
そ
う
と
い
う
の
だ
。「
一

村
一
品
」
に
似
て
い
る
が
、
物
品
の
生
産
に
か
ぎ
ら

な
く
て
も
い
い
。
集
落
ご
と
に
地
区
振
興
協
議
会
が

つ
く
ら
れ
、
０
か
ら
１
へ
の
運
動
が
は
じ
ま
っ
た
。

「
み
ど
り
の
風
が
吹
く
“
疎
開
”
の
ま
ち
」

カ
ラ
ー
八
頁
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
小
さ
な
写
真
カ

ッ
ト
で「
智
頭
遺
産
」を
収
め
て
い
る
。
地
区
の
人
々

が
あ
ら
た
め
て
自
分
た
ち
の
住
む
環
境
を
見
直
し
、

町
の
資
源
と
し
て
誇
ら
か
に
提
出
し
た
。
板
井
原

の
杉
木
立
、
真
鹿
野
の
山
麓
風
景
、
波
多
の
台
の

ス
ス
キ
草
原
、
毛
谷
の
古
民
家
、
篠
坂
の
切
り
通

し
岩
…
…
。写
真
提
供
者
の
名
前
が
掲
げ
て
あ
る
。

上
田
勝
利
さ
ん
、
小
林
悦
次
さ
ん
、
玉
木
将
雄
さ

ん
…
…
。
お
名
前
か
ら
し
て
世
代
と
お
ト
シ
が
ほ

ぼ
わ
か
る
。

四
方
を
千
メ
ー
ト
ル
前
後
の
山
に
囲
ま
れ
、
お
お

備前街道の商店街
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か
た
の
集
落
は
山
裾
に
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
形
に

応
じ
て
家
を
建
て
、
植
林
し
、
農
地
を
開
い
た
。
近

年
は
「
里
山
」
と
い
っ
た
言
い
方
を
さ
れ
る
が
、
人

と
自
然
が
共
生
す
る
な
か
で
特
有
の
景
観
が
形
成

さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
を「
環
境
資
源
」と
名
づ
け
て
、

ど
う
し
て
い
け
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
。
豊
乗
寺
の
大

杉
と
マ
キ
、
北
股
川
の
河
畔
樹
、
ミ
ズ
ナ
ラ
、
那
岐

神
社
の
社
叢
、
道
ば
た
の
柿
の
大
木
。
農
地
や
集

落
近
く
に
あ
っ
て
、
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
の
役
目
を
果
た

し
て
き
た
。
そ
ん
な
古
木
や
杜も

り

が
、
い
わ
ば
「
原
日

本
的
風
景
」
を
生
み
出
し
て
い
る
。
山
、川
、
集
落
、

里
。
名
も
な
い
ス
ポ
ッ
ト
な
が
ら
、
日
本
人
な
ら
誰

も
が
懐
か
し
く
思
い
、
い
い
し
れ
ぬ
郷
愁
を
覚
え
る

景
観
で
あ
る
。
そ
れ
を
自
分
た
ち
の
環
境
資
源
と

し
て
誇
っ
て
い
け
な
い
わ
け
が
あ
ろ
う
か
。

智
頭
街
道
は
町
を
出
る
と
一
路
南
下
す
る
。
観

音
堂
の
あ
る
中な

か
ば
ら原
、
副そ

う

ケが

滝た
き

、
つ
い
で
駒こ

ま

帰が
え
り。
昔
は

最
奥
の
宿
場
村
で
、こ
こ
で
馬
を
帰
し
た
の
だ
ろ
う
。

志
戸
坂
峠
ま
で
の
念
仏
岩
、
泣
き
地
蔵
が
、
か
つ
て

の
旅
の
厳
し
さ
を
し
の
ば
せ
る
。
今
で
は
ト
ン
ネ
ル

ま
で
車
で
走
り
上
が
る
が
、
お
り
お
り
ハ
ッ
と
す
る

よ
う
な
景
色
が
あ
ら
わ
れ
る
の
だ
。
石
垣
を
築
い
て

家
を
つ
く
っ
た
。
古
民
家
に
特
有
の
や
さ
し
さ
と
確

固
と
し
た
造
形
美
が
目
の
底
に
や
き
つ
い
て
く
る
。

そ
れ
は
ま
わ
り
の
梅
の
木
や
柿
林
と
、
さ
ら
に
背
後

の
杉
林
と
も
あ
ざ
や
か
に
調
和
し
て
お
り
、
長
い
歳

月
の
な
か
で
は
ぐ
く
ま
れ
て
き
た
も
の
だ
。
日
本
人

が
「
ふ
る
さ
と
」
と
い
う
と
き
、
き
っ
と
思
い
起
こ

す
記
憶
の
原
型
に
ひ
と
し
い
。「
智
頭
町
全
域
マ
ッ

プ
」
に
は
、「
奥
西
の
お
茶
と
ヤ
ー
コ
ン
栽
培
」「
五ご

月が
つ
で
ん田
の
栃
よ
う
か
ん
、地
蔵
餅
」「
市
瀬
の
花
づ
く
り
」

「
中
島
の
伝
承
館
」
な
ど
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
集
落
に

村
お
こ
し
運
動
の
成
果
が
添
え
て
あ
る
。

「
私
ら
の
集
落
は
た
っ
た
十
三
軒
し
か
な
い
じ
ゃ
が
」

五
月
田
農
産
加
工
所
の
案
内
に
よ
る
と
、
小
さ

な
山
里
は
標
高
一
二
五
五
メ
ー
ト
ル
の
那
岐
山
の
麓

に
あ
っ
て
寒
暖
の
差
が
大
き
い
、
米
づ
く
り
に
は
絶

好
の
気
候
で
、「
鈴す

ず
は
ら
も
ち

原
糯
」と
い
う
も
ち
米
が
で
き
る
。

こ
れ
で
つ
く
っ
た
し
ろ
餅
は
き
め
が
こ
ま
か
く
、
な

め
ら
か
で
、
米
の
甘
味
が
独
特
だ
そ
う
だ
。
黒
豆

を
入
れ
て
塩
味
を
き
か
し
た
の
が
豆
も
ち
。よ
も
ぎ
、

カ
ボ
チ
ャ
、紫
い
も
な
ど
の
味
を
つ
め
た
か
き
も
ち
、

数
秒
で
ト
ロ
ー
ン
と
と
け
る
シ
ャ
ブ
シ
ャ
ブ
餅
、
ほ

か
に
も
と
ち
餅
や
土
地
の
名
そ
の
ま
ま
の
春
五
月
の

よ
も
ぎ
餅
。
あ
る
い
は
十
三
軒
メ
ン
バ
ー
の
若
手
が

考
案
し
た
ら
し
い
マ
ロ
ニ
エ（
栃
）シ
フ
ォ
ン
ケ
ー
キ
。

カ
ラ
ー
の
チ
ラ
シ
は
、
現
場
か
ら
の
原
稿
と
写
真

を
町
が
１
／
０
運
動
の
予
算
で
刷
り
物
に
し
た
の

だ
ろ
う
。
智
頭
駅
前
の
観
光
協
会
に
い
ろ
い
ろ
と
取

り
揃
え
て
あ
る
。
情
報
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
と
と
も
に

物
産
館
で
も
あ
っ
て
、
地
産
の
サ
ン
プ
ル
が
と
こ
ろ

狭
し
と
並
べ
て
あ
る
。

観
光
協
会
の
と
な
り
が
ス
ー
パ
ー
、
向
か
い
が
町

役
場
、
農
協
、
消
防
署
、
商
工
会
、
総
合
セ
ン
タ

ー
、
バ
ス
停
。
広
場
も
そ
な
わ
っ
て
い
て
、
駅
を
バ

ッ
ク
に
催
し
や
集
会
が
で
き
る
。
線
路
の
向
こ
う
に

町
営
マ
ン
シ
ョ
ン
と
保
健
・
医
療
・
福
祉
の
総
合
セ

ン
タ
ー
、
一
階
の
ホ
ー
ル
は
講
演
会
や
イ
ベ
ン
ト
の

会
場
に
な
る
。
駅
前
と
い
う
便
利
な
と
こ
ろ
に
、
暮

ら
し
に
必
要
な
施
設
が
ほ
ぼ
す
べ
て
そ
な
わ
っ
て
い

る
。
一
カ
所
で
用
が
た
せ
て
、
買
い
物
を
し
て
帰
れ

る
。
大
合
併
の
あ
と
、
や
た
ら
に
立
派
な
庁
舎
を

不
便
な
と
こ
ろ
に
押
し
た
て
た
ケ
ー
ス
が
多
か
っ
た

な
か
で
、
智
頭
町
の
町
づ
く
り
に
は
凛
と
し
た
一
本

の
筋
が
通
っ
て
い
る
。

自
分
た
ち
の
環
境
資
源
を
再
発
見
し
て
リ
ス
ト

に
し
た
の
も
、
は
っ
き
り
し
た
考
え
あ
っ
て
の
こ
と

な
の
だ
。
先
祖
か
ら
受
け
継
い
だ
環
境
遺
産
を
新

し
い
視
点
で
見
直
し
て
、
今
の
時
代
に
あ
ら
た
め
て

意
味
を
問
い
直
す
。
さ
も
な
い
と
市
街
地
の
拡
大
や

公
共
工
事
で
あ
っ
と
い
う
ま
に
消
え
失
せ
る
し
、「
大

規
模
開
発
」
の
名
の
も
と
に
一
挙
に
根
だ
や
し
に
さ

れ
た
例
が
い
く
ら
も
あ
る
。
人
の
暮
ら
し
が
あ
っ
て

こ
そ
の
資
源
で
あ
り
、生
活
様
式
の
変
化
の
な
か
で
、

み
る
ま
に
荒
廃
す
る
だ
ろ
う
。
少
子
高
齢
化
は
と

ど
め
難
い
の
だ
。
廃
村
の
け
は
い
は
じ
り
じ
り
と
迫

っ
て
い
る
。
１
／
０
運
動
が
、
そ
ん
な
危
機
感
か
ら

生
ま
れ
た
こ
と
は
あ
き
ら
か
だ
。
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
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ズ
に
あ
る
「“
疎
開
”
の
ま
ち
」
は
、
戦
争
末
期
に

国
策
と
し
て
実
施
さ
れ
た
疎
開
で
は
も
と
よ
り
な

く
、
過
疎
を
迫
ら
れ
て
い
る
土
地
を
開
く
と
い
っ
た

意
味
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
灰
色
の
空
の
下

で
暮
ら
す
都
会
人
に
、
み
ど
り
の
風
の
町
へ
の
21
世

紀
的
疎
開
の
す
す
め
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
う
ち
気
が
つ
い
た
が
、
町
に
は
板
井
原
、
中

原
、
木
原
、
福
原
、
河
津
原
、
米
原
、
郷
原
、
野
原
、

坂
原
な
ど
、「
原
」
の
つ
く
集
落
名
が
め
だ
っ
て
多

い
の
だ
。
前
に
つ
く
文
字
に
よ
っ
て「
ハ
ラ
」「
バ
ラ
」

「
ワ
ラ
」
と
言
い
か
え
る
。
山
あ
い
に
あ
っ
て
一
定

の
平
地
を
指
す
言
葉
な
の
だ
ろ
う
。
と
た
ん
に「
八
」

の
つ
く
郡
名
の
秘
密
が
わ
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し

た
。
八や

お

や
百
屋
、
八や

そ

じ
十
路
、
七な

な

重え

や

え
八
重
、
八
百
八
橋
の

使
い
方
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、
八
は
数
量
で
は
な

く
数
が
多
い
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
お
り
、
八
東
郡
、

八
上
郡
、
八
頭
郡
は
い
ず
れ
も
多
数
の
集
落
を
も
つ

こ
と
の
郡
名
で
は
あ
る
ま
い
か
。

で
は
八
頭
に
対
す
る
智
頭
は
ど
う
な
の
だ
？　

わ
が
文
字
解
に
よ
る
と
、「
千ち

よ世
に
八や

ち

よ
千
世
に
」
の

「
千
」
は
、
こ
れ
も
ま
た
と
び
き
り
多
く
の
数
を
含

ん
で
い
る
。
そ
の
千
を
智
に
と
り
か
え
た
。
そ
の
町

づ
く
り
か
ら
す
る
と
、
町
名
に
智
を
も
つ
の
は
ダ
テ

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
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