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｛
鹿
庭
■
。
こ
の
山
の
四
面
に

一十
二
の
谷
が
あ
り
、
皆
ヽ
鉄
を
生

ず
る
¨
難
波
の
豊
前

（と
よ
さ

き
）
の
朝
廷

（み
か
ど
）
に
、
始

め

‘
て
礎
人
た
て
ま
っ
）
り
き
」
。

較
溶

‐（佐
用
）
郡
の
冒
頭
に
出
て

く
る
有
名
な
記
述
だ
。

鹿
庭
山
と
い
う
の
は
、
鹿
を
た

ぐ
さ
ん
放
っ
た
た
め
ヽ
こ
う
名
付

け
ら
れ
た
と
さ
れ
る
が
、
洞
部
佐

用
町
の
大
撫
山

（標
高
四
百
三
十

月
Ｙ
の
こ
と
。
古
歌
に

「
佐
用
の

朝
霧
」
と
し
ば
し
ば
歌
わ
れ
て
い

る
よ

う
に
ヽ
　
一
帯

は
霧

の
名
所

で
、
夏
の
終
わ
り
こ
ろ
、
谷
々
か

ら
霧
が
湧

（わ
）
き
上
が
り
、　
一

面
霧
の
海
に
な
る
と
い
う
。

風
土
記
の
注
釈
書
で
は

一
般
に

″
か
に
わ
や
ま
″
と
読
ま
せ
て
い

る
が
、
地
元
の
人
々
の
呼
び
名
は

古
く
か
ら

″
か

ん

ば

や

ま
″
。

字
を
充
て
る

と
、
金

場

山

だ
。

「
皆
、
鉄
を
生
ず
る
」
と
い
う
風

現
在
で
も
、
大
雨
が
降

っ
た
あ
と

な
ど
、
大
撫
山
か
ら
流
れ
落
ち
る

水
は
、
ど
こ
と
な
く
黒

っ
ぽ
い
そ

う
だ
。

風
上
記
に
は
こ
の
鹿
庭
山
の
ほ

か
に
、
宍
粟
郡
に
も
製
鉄
の
艶
事

が
見
ら
れ
る
。

「
敷
草
村
、
草
を

敷
い
て
神
の
座
と
し
た
。
故
に
敷

草
と
い
う
。

（中
略
）
檜

（ひ
の

き
）
杉

生

い
、
鉄

を

生

（い
）

域
で
は
古
代
か
ら
早
々
と
製
鉄
が

行
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
。

佐
用
郡
南
光
町
西
下
野
の
金
屋

遺
跡
。
中
国
自
動
車
道
の
西
下
野

ヽ
ン
ネ
ル
を
西
に
抜
け
た
通
称
ヽ

金
屋
山
で
発
掘
さ
れ
た

″た
た
ら

場
″
だ
。　
″た
た
ら
″
と
い
う
の

は

″た
た
ら
吹
き
″
の
略
で
、
平

っ
た

い
炉

に
砂
鉄
と
木
炭
を
入

・れ
、
ふ

い
こ

で
風
を
送
る
製
鉄

法
”
炉
の
構
造
そ
の
他
が
多
少
進

歩
し
た
程
度
で
、
明
治
の
初
め
、

実
詠
か
ら
高
炉
方
式
の
洋
鉄
生
産

が
始
ま
る
ま
で
、
中
国
山
地
で
広

く
行
わ
れ
て
い
た
や
り
方
だ
。

金
屋
山
か
ら
は
計
五
基
の
た
た

ら
が
見
つ
か

っ
て
い
る
が
、
時
代

は
炉
の
周
辺
か
ら
大
量
に
出
土
し

た
土
器
か
ら
判
断
し
て
八
世
紀
の

初
頭
っ

「
播
磨
風
上
記
」
が
編
ま

れ
た
時
に
は
、
す
で
に
稼
働
し
て

風
土
記
が

「
四
面
に
十

二
の
谷
が

あ
り
、
皆
、
鉄
を
生
ず
る
」
と
伝

え
て
い
る
鹿
庭

（
大
撫
）
山

い
た
こ
と
に
な
る
。
山
の
斜
面
を

Ｌ
字
型
に
カ

ツ
ト
し
て
炉
に
し
た

原
始
的
な
構
造
で
、
炉

の
規
模
は

横
六

・
五

済
、
奥

行
き

四

上
二

ｙ
。
炉
の
両
端
に
掘

っ
立
て
柱
を

建
て
た
と
推
定
さ
れ
る
柱
穴
が
確

認
さ
れ
て
お
り
、
屋
根
を
持

っ
た

″
た
た
ら
場
″
だ

っ
た
ら
し
い
。

ふ
い
こ
ら
し
き
も
の
は
発
見
さ
れ

て
お
ら
ず
、
谷
か
ら
吹
き
上
げ
て

く
る
自

然
の

風
を
そ

の
ま

ま
利

用
、
火
力
を
高
め
た
よ
う
だ
。
鹿

庭
山
か
ら
は
ま
だ

″た
た
ら
場
″

は
発
掘
さ
れ
て
い
な
い
が
、
山
の

あ
ち
こ
ち
で

″か
な
く
そ
〃

（鉄

滓
）
が
見
つ
か

っ
て
お
り
、
金
屋

山
と
ほ
ぼ
同
時
に
稼
働
し
始
め
た

と
考
え
ら
れ
る
。

千
種
川
流
域
の
各
た
た
ら
場
で

生
産
さ
れ
た
和
鉄
は
、
中
世
に
入

っ
て
に
わ
か
に
名
を
高
め
る
こ
と

に
な
る
。
商
標
名
を

″
千
草
の
玉

鋼
〃
。
鍛
刀
用
鋼
と
し
て
は
日
本

一
と
の
評
判
を
取
り
、
有
名
な
備

前
長
船

（お
さ
ふ
ね
）
の
業
物
は

ほ
ぼ
例
外
な
く
こ
の
玉
鋼
を
素
材

に
し
て
打
ち
鍛
え
た
も
の
だ
。

江
戸
時
代
に
入
る
と
、
鉄
山
労

働
者
は
数
十
人
で
グ
ル
ー
プ
を
作

り
、
千
種
川
筋
か
ら
引
原
川
流
域

（宍
粟
郡
波
賀
町
）
を
転
々
と
移

動
、
生
産
さ
れ
た
玉
鋼
は
大
坂
な

ど
の
市
場
に
広
く
送
り
出
さ
れ

た
。
山
々
を
渡
り
歩
く
彼
ら
は

鉄

山
者

と
呼

ば
れ

″
金

山
所

帯
″、
と
俗
称
さ
れ
る
独
自
の
社

会
を
作
り
上
げ
た
。　
一
般
の
農

民
と
は

ほ
と

ん
ど

交
渉

が
な

く
、
完

全
に

閉
ざ

さ
れ

た
世

界
。
年
に

一
、
三
度
の
祭
り
の

時
な
ど
に
は
大
挙
し
て
山
を
降

り
、
手
ひ
ど
く
金
を
ば
ら
ま
い

て
、
日
こ
ろ
の
う

っ
ぷ
ん
を
晴

ら
し
た
と
い
う
。

洋
式

高
炉

の
導

入
と

と
も

に
、
風
土
記
の
記
述
以
来
、
千

年
余
の
歴
史
を
誇

っ
た

″
た
た

ら
の
火
″
は
完
全
に
消
え
、
播

磨
奥
地
の
鉄
山
者
は
比
較
的
遅

く
ま
で
操
業
を
続
け
た
岡
山
、

鳥
取
県
な
ど
の
中
国
山
地
に
移

住
し
て
い
る
。
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