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山
鹿
｛
索
行
集
　
　
　
　
　
　
國
疑
精
紳
交
化
硲
究
所
編

　
山
鹿
素
行
集
は
國
斑
精
瀞
文
化
研
究
所
よ
り
「
続
審
中
の
豪
強
石
瀬
文
化

に
關
…
ず
る
文
星
資
料
の
中
、
思
想
家
著
作
集
の
一
と
し
て
編
纂
」
さ
れ
「
六

十
鯨
郡
六
頁
巻
を
越
ゆ
る
遺
著
の
由
・
よ
り
、
未
刊
の
書
を
先
に
し
既
刊
の
欝

を
後
に
し
て
順
次
之
を
印
行
せ
ん
と
す
る
も
の
」
に
し
て
、
燕
雀
第
入
巻
蓬

刊
行
さ
れ
て
屠
る
Q
線
巷
、
解
題
、
血
塗
の
外
、
罫
描
薙
小
の
麟
版
を
巻
頭
に
載

せ
、
特
に
第
一
釜
に
は
「
素
行
先
龍
年
魏
…
」
を
掲
げ
て
履
る
。

　
既
判
各
魅
の
内
容
次
の
如
し
。

　
第
一
総
　
　
原
源
獲
機
、
至
上
獲
機
諺
解
、
諮
腿
随
筆
、
礁
誠
遺
事
、
齊

　
　
　
　
　
薬
猟
罫
葺
、
ム
ロ
ド
質
素
鉾
　
別
題
　
瀞
甲
声
蝕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■
盛
「
ノ
．

　
　
　
　
　
引
’
手
、
ξ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
箏
、
Ψ
イ
2

　
　
　
　
　
附
録
　
護
機
諺
解
私
淑
．
　
肖
　
長
島
元
鼓
著

第
皿
総
　
　
武
並
全
溌
．
乾

第
三
雀
I
l
…
武
教
金
書
　
坤

第
四
魅
　
　
武
教
七
膏
雨
義
　
漁

厳
君
魅
　
　
武
教
七
三
諺
義
　
下

第
六
総
　
　
中
朝
事
實
、
聖
教
要
録
、
請
贋
疑
問

第
七
魅
　
　
家
譜
年
譜
、
年
議
資
料
、
東
海
道
聡
記
、

第
八
巻
－
i
山
　
鹿
随
筆

東
山
道
鷺
記

　
誠
に
、
本
集
の
「
序
」
に
も
…
冨
ふ
如
く
、
素
行
が
競
ハ
の
聖
教
、
實
屡
、
武
教

の
名
を
以
て
暇
道
し
た
る
所
は
、
饗
は
、
　
「
我
が
疲
弊
聖
文
の
木
源
を
極
め

以
て
國
朧
の
木
義
を
明
徴
に
す
る
」
に
あ
り
、
今
日
の
所
謂
臼
本
學
の
筋
芽

之
も
言
は
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
從
っ
て
素
行
教
學
の
特
質
と
し
て
墨
ぐ
可

ぎ
は
、
第
一
に
は
「
瀞
明
の
洋
々
、
聖
治
の
縣
縣
、
丈
事
項
赫
た
る
ゆ
朝
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

謝
實
に
基
き
、
瀞
聖
の
大
道
、
入
蟻
の
聖
教
を
憲
章
」
し
た
る
事
で
あ
り
、

第
二
に
は
「
修
身
齊
家
治
南
帯
天
下
の
文
事
武
備
の
秘
露
を
蠣
っ
て
（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

學
闇
M
事
塑
準
不
破
の
實
學
を
唱
へ
」
た
寓
で
あ
る
。
第
三
に
は
』
h
我
が
文
就
一
．

　
　
　
　
む

徳
の
武
教
を
大
成
し
て
（
中
略
）
南
武
の
國
風
を
振
起
」
し
た
事
で
あ
る
。
こ

れ
、
素
行
を
し
て
近
糠
儒
鍛
史
上
は
勿
論
、
廣
く
日
木
精
榊
史
の
上
に
不
朽

の
意
義
を
持
せ
し
む
る
所
以
に
し
て
、
現
時
國
防
國
家
膿
制
下
に
於
け
る
國

民
竪
讐
厚
・
培
ふ
駈
で
あ
る
。
而
・
て
繋
四
の
特
質
・
し
て
、
肇
瑚

三
無
を
撒
く
に
強
烈
な
る
政
潰
性
を
以
て
し
た
事
が
あ
る
。
政
教
一
致
は
儒
　
（

學
　
般
が
無
ハ
の
内
容
と
す
る
所
な
り
と
は
呂
撮
へ
、
共
の
教
鍛
成
立
の
基
底
に

強
く
政
治
を
持
つ
事
は
、
確
に
素
行
學
の
特
質
と
す
べ
き
癖
實
で
あ
ら
う
。

「
理
」
と
は
「
條
理
」
な
り
と
し
「
敬
」
よ
り
は
「
禮
」
を
尊
び
、
千
手
的
制
度
を
重

ん
ず
る
政
治
的
傾
向
は
、
隷
ハ
の
雁
史
叙
述
を
ば
内
容
の
み
な
ら
ず
形
式
に
於

て
も
政
治
史
た
ら
し
め
、
其
の
兵
畢
を
職
■
…
剛
川
…
兵
の
學
た
る
に
止
め
ず
、
治

國
安
罠
の
政
治
學
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
．
而
し
て
素
行
は
人
聞
を
君
臣
、
士

庶
と
し
て
政
治
的
に
把
握
し
、
指
導
者
と
被
指
導
者
、
既
の
上
下
の
制
度
、

秩
序
の
襖
に
爽
陣
頭
的
生
活
の
行
は
る
べ
き
を
瞬
く
説
い
て
屠
る
。
　
（
我
々

は
既
庭
に
犠
徐
へ
の
道
を
見
出
す
禦
が
娼
來
る
。
）

　
焦
活
の
あ
ら
ゆ
る
面
に
深
く
政
治
を
持
つ
現
時
は
、
，
叉
素
行
の
…
教
撃
が
強

ぐ’n

瞬＝

介

第
二
十
九
巻
　
第
　
一
號

六
九



講｛

介

算
二
十
九
巻
　
第
二
號

七
〇

く
も
思
ひ
嶺
さ
れ
、
共
の
研
究
が
押
し
す
餌
め
ら
る
N
時
で
あ
る
。
既
の
時

に
當
っ
て
、
研
究
奢
の
擦
っ
て
以
て
立
つ
べ
き
原
典
が
、
眞
連
木
乃
棄
は
臓
ハ

に
殻
も
近
き
善
本
を
鴛
て
之
を
留
木
と
な
し
、
確
實
な
る
校
訂
を
纒
て
川
版

さ
れ
つ
」
あ
る
は
、
我
々
の
大
な
る
喜
び
と
す
る
所
で
あ
る
。

　
我
々
は
本
集
完
成
の
口
を
衷
心
、
鶴
首
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
（
目
黒
書
店

獲
菅
）
（
．
石
田
一
良
）

敦
賀
郡
古
文
箆
悶

出
本
　
三
編

　
地
方
誌
の
編
纂
は
明
治
の
末
年
よ
り
大
正
年
代
に
か
け
て
蓮
り
に
企
て
ち

れ
、
各
地
に
競
っ
て
事
業
を
興
す
渚
秘
踵
ぎ
著
し
い
流
行
を
現
じ
た
．
㎏
い
は

ば
地
方
文
化
獲
揚
の
　
標
式
と
し
て
そ
れ
は
試
み
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と

云
へ
る
Q
新
に
護
翻
せ
ん
と
す
る
遠
軽
活
動
の
基
礎
事
實
と
し
て
、
麻
．
史
を

顧
み
こ
れ
を
蝕
し
く
認
識
し
よ
う
と
す
る
精
瀞
の
地
方
的
な
傾
向
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
從
っ
て
地
方
誌
の
口
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
…
早
に
一
小
地
域
に
曾
・

つ
て
存
し
た
過
去
事
實
の
綱
羅
を
以
っ
て
絡
る
も
の
で
も
な
く
、
叉
．
涯
々
た

る
所
謂
お
國
自
慢
を
誇
示
す
る
場
所
で
も
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
國

史
の
部
分
と
し
て
の
役
捌
．
を
果
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
意
昧
に
於
い
て
地
方
誌
は
極
め
て
貢
婆
な
國
史
の
特
殊
と
し
て
の

儂
値
を
藏
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
不
幸
に
し
て
こ
れ
ら
の
還
し

い
成
詐
聴
は
眞
に
理
解
…
さ
れ
ず
、
充
分
に
利
川
さ
れ
る
に
至
っ
て
み
な
い
。
　
一

に
そ
の
債
値
を
過
小
親
し
か
ち
な
偏
見
に
も
曲
る
が
、
他
方
に
編
纂
者
の
側

に
も
周
到
な
用
意
と
閉
白
な
見
識
と
を
鋏
い
て
る
た
こ
と
に
基
く
・
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
は
否
み
難
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
群
没
肖
の
中
・
に
あ
っ
て
、
敦
賀
郡
誌
は
藤
色
の
成
果
を
畢
・
げ
た
も

の
、
　
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
既
に
定
評
が
あ
る
。
事
に
當
つ
た
山
木
元
氏
の
愛

郷
と
好
餌
と
は
史
料
の
博
捜
と
公
毘
な
見
解
と
に
よ
っ
て
そ
の
困
難
を
克
服

し
て
、
大
正
四
年
に
公
刊
の
蓮
び
に
棄
つ
た
の
で
あ
る
が
、
當
時
蒐
集
さ
れ

た
古
文
書
の
集
大
成
は
上
皇
の
際
に
制
ら
れ
、
且
つ
分
擁
刊
行
の
事
も
挫
折

し
て
、
久
し
く
編
漕
の
筐
底
に
臓
め
ら
れ
て
る
た
の
で
あ
っ
た
が
、
岡
ら
ず
も

今
機
縁
を
得
て
、
常
初
の
計
誰
を
更
に
大
に
し
て
、
こ
」
に
敦
賀
郡
古
文
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

の
世
に
購
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
｝
に
編
潜
の
篤
撃
の
織

工
で
は
あ
る
が
、
併
し
な
が
ら
同
郷
の
人
東
北
帝
．
國
大
學
助
教
授
桑
原
武
夫

氏
の
喋
喋
に
侯
つ
と
こ
ろ
頗
る
大
き
い
竜
の
が
あ
り
、
叉
山
本
氏
は
そ
の
校

正
の
中
途
に
し
て
易
．
賓
さ
れ
、
事
業
の
完
成
は
木
糧
助
教
授
中
村
直
勝
氏
の

厚
意
に
よ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
愚
書
は
小
な
り
と
錐
も
か
く
の
如
き
篤
志

の
協
力
を
以
っ
て
成
っ
た
こ
と
は
撫
界
の
美
事
と
秘
す
べ
き
で
あ
ら
う
ひ

　
木
書
に
載
せ
る
と
こ
ろ
の
古
交
書
御
釜
蔦
通
は
泄
寺
諸
家
の
駈
筆
者
別
に

誹
刻
さ
れ
、
郡
誌
刊
行
の
時
以
後
の
蒐
集
に
係
る
も
の
は
績
集
と
し
て
あ

り
、
集
　
阪
の
腕
切
な
き
に
ち
か
い
ご
と
を
思
は
せ
る
。
そ
の
悉
く
は
慶
長
元

和
以
薗
の
年
代
に
周
す
る
も
の
に
限
ら
れ
て
み
る
の
は
編
者
の
古
交
番
に
就

い
て
の
見
解
に
斎
く
も
の
で
あ
る
が
、
こ
」
に
牧
め
ら
れ
た
激
量
は
他
愛
に

比
し
て
決
し
て
少
し
と
し
な
い
。
敦
賀
郡
の
地
は
挾
小
で
は
あ
る
が
、
北
陸

道
の
咽
喉
を
心
し
、
主
都
敦
賀
は
水
陸
交
通
の
要
衝
で
あ
り
、
古
論
の
大
瀧

た
る
氣
比
憩
宮
の
瀞
徳
を
仰
い
で
、
地
方
文
化
の
野
心
で
あ
っ
た
ば
か
り
で

な
く
、
中
央
の
動
灘
の
影
響
す
る
と
こ
ろ
大
い
な
る
地
方
で
あ
っ
た
。
從
っ

て
本
郡
古
文
轡
の
数
多
く
あ
り
、
そ
の
史
料
性
に
富
ん
で
み
る
こ
と
は
察
す

（1｛O）


