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よ
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著
者
は
鳥
取
県
教
育
委
員
会
事
務
局
文
化
課
で
、
民
俗
文

化
財
主
事
と
し
て
民
俗
文
化
財
の
保
護
や
調
査
に
あ
た
っ
た
。

そ
の
中
で
ま
と
め
上
げ
た
の
が
本
書
で
あ
る
。
古
文
書
を
含
む

文
献
や
丁
寧
な
悉
皆
調
査
で
、
当
地
独
特
の
麒
麟
獅
子
舞
の

全
容
に
迫
っ
た
好
著
で
あ
る
。

内
容
で
あ
る
が
、「
は
じ
め
に
」「
お
わ
り
に
」
を
別
と
し
て
次

の
四
章
か
ら
成
っ
て
い
る
。「
一
、
麒
麟
獅
子
舞
の
定
義
」「
二
、

麒
麟
獅
子
舞
の
成
立
と
展
開
」「
三
、
麒
麟
獅
子
舞
の
地
域
へ

の
広
が
り
」「
四
、
地
域
の
中
の
麒
麟
獅
子
舞
」
。

麒
麟
獅
子
舞
は
、
鳥
取
県
東
部
か
ら
兵
庫
県
北
東
部
に
か

け
て
存
在
し
て
い
る
。
例
外
と
し
て
は
明
治
初
期
に
北
海
道
へ

移
住
し
た
人
々
が
伝
え
た
三
事
例
や
広
島
市
東
区
の
広
島
東

照
宮
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
麒
麟
獅
子
舞
は
、
神
社
祭
礼
で
奉

納
さ
れ
、
氏
子
の
家
々
を
一
軒
ず
つ
清
め
て
回
る
門
付
け
を

行
う
と
こ
ろ
も
多
い
。
該
当
地
域
の
人
々
に
は
、
親
し
く
懐
か

し
い
民
間
芸
能
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
麒
麟
獅
子
と
は
中
国
の
想
像
上
の
霊
獣
で
あ
る

麒
麟
を
思
わ
せ
る
獅
子
頭
を
用
い
た
獅
子
で
、
こ
れ
ま
た
想
像

上
の
動
物
で
前
触
れ
を
役
と
し
た
猩
々
と
一
対
と
な
っ
て
舞

を
行
っ
て
い
る
。

起
源
で
あ
る
が
、
慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
）
に
鳥
取
藩
初
代

藩
主
・
池
田
光
仲
に
よ
っ
て
創
建
さ
れ
た
鳥
取
東
照
宮
の
祭
礼

行
列
に
始
ま
る
と
い
う
口
伝
は
あ
る
が
、
文
献
資
料
が
見
ら

れ
な
い
。
著
者
は
各
地
の
伝
承
か
ら
、
鳥
取
東
照
宮
→
主
要

な
神
社
→
各
地
の
神
社
、
こ
の
よ
う
な
形
で
広
が
っ
た
と
し
て

い
る
。
そ
れ
も
飢
饉
退
散
、
コ
ロ
ナ
な
ど
の
病
気
祈
祷
、
災
害
防

止
な
ど
の
願
い
を
込
め
て
、
麒
麟
獅
子
舞
が
各
地
に
導
入
さ

れ
た
よ
う
だ
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
紆
余
曲
折
を
経
な
が
ら
、

平
成
三
十
年
末
現
在
、
麒
麟
獅
子
舞
は
一
二
八
頭
あ
り
、
同

じ
麒
麟
獅
子
舞
で
複
数
舞
わ
れ
奉
納
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

神
社
数
で
は
一
三
五
社
に
な
る
と
い
う
。

ま
た
、
舞
手
で
あ
る
が
、
か
つ
て
の
男
性
専
任
の
風
習
は
、
時

代
が
下
る
に
従
っ
て
次
第
に
変
化
し
、
今
日
で
は
女
性
が
参
加

す
る
と
こ
ろ
も
現
れ
た
。
女
性
の
舞
は
優
雅
で
よ
い
雰
囲
気
を

醸
す
よ
う
で
、
鳥
取
市
伏
野
と
岩
美
町
大
谷
で
も
、
女
性
が

獅
子
頭
を
務
め
る
機
会
が
出
て
き
て
い
る
。
い
ず
れ
も
親
が
関

係
者
で
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
獅
子
頭
に
親
し
ん
で
お
り
、
自
ら
志

願
し
て
勤
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

鳥
取
県
東
部
を
中
心
と
し
て
存
在
す
る
麒
麟
獅
子
舞
の
本

質
と
、
変
容
に
つ
い
て
、
分
か
り
や
す
く
説
い
た
本
書
で
あ
る
。

多
く
の
鳥
取
県
人
の
必
読
書
と
し
て
お
薦
め
し
た
い
。
（
元
鳥

取
短
期
大
学
教
授
）


