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吉
隠
の

猪
蓑
の
山
に

嬬
呼
ぶ
声
を

伏
す
鹿
の

聞
く
が
羨
し
き

大
伴
坂
上
郎
女
（
巻
八
二
五
六
一
）

こ
の
歌
は
、
題
詞
に
よ

謹
㌻
恋
鞍
上
嬰
が

跡
見
の
田
圧
に
い
た
時

に
作
っ
た
歌
で
す
。
跡
見

の
田
圧
と
は
、
現
在
の
桜

井
市
外
山
付
近
に
あ
っ
た

と
み
ら
れ
る
大
伴
氏
の
田

軸
経
営
施
設
で
、
跡
見

圧
と
も
呼
ば
れ
ま
し
た
。

大
伴
氏
の
田
圧
は
、
跡
見

の
他
に
竹
田
（
現
在
の
橿

原
南
東
竹
田
町
付
近
）
に

も
あ
り
、
い
ず
れ
も
飛
鳥

・
藤
原
旧
幕
の
近
郊
に
立

地
し
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、

坂
上
郎
女
の
父
で
あ
る
大

伴
安
麻
呂
が
壬
申
の
乱
の

勲
功
な
ど
に
よ
り
賜
っ
た

所
領
と
考
え
ら
れ
、
安
麻

呂
の
輩
罵
る
石
川
郎

女
が
大
刀
自
（
家
政
を
つ

か
さ
ど
る
女
性
）
と
し
て

そ
の
経
営
に
携
わ
り
、
後

に
は
安
麻
呂
と
石
馴
郷

女
の
子
で
あ
る
大
伴
稲
公

や
坂
上
郎
女
ら
が
園
庭

の
経
営
を
引
き
継
ぎ
ま
し

た
。
坂
上
郎
女
の
自
宅

は
平
城
京
北
郊
の
坂
上

里
に
あ
り
ま
し
た
が
、
秋

の
収
穫
期
に
は
数
カ
月

に
わ
た
っ
て
跡
見
や
竹
田

の
田
鹿
に
滞
在
し
て
い
ま

した。歌
の
内
容
は
、
跡
見
の

東
の
山
か
ら
聞
こ
え
て
き

た
雄
塵
が
雌
鹿
を
呼
ぶ
鳴

き
声
に
、
奈
良
の
自
宅
を

遠
く
離
れ
て
田
圧
に
滞
荏

し
て
い
る
自
ら
の
孤
独
を

重
ね
た
も
の
で
す
。
塵
の

鳴
き
声
が
聞
こ
え
た
と
い

う
吉
隠
（
現
在
の
桜
井
高

富
隠
付
近
）
は
、
初
瀬
川

の
支
流
で
あ
る
毒
隠
川
の

源
流
一
帯
に
当
た
り
、
跡

見
か
ら
は
東
へ
約
7
㌔
離

れ
て
い
ま
す
。
吉
隙
の
地

は
、
大
和
盆
地
か
ら
東
へ

長
く
延
び
る
柳
瀬
の
谷
の

行
き
止
ま
り
に
当
た
り
ま

す
。
ま
た
、
『
万
葉
集
』

躇
青
ば
、
恋
人
の
但
馬

皇
女
に
先
立
た
れ
た
穂
積

皇
子
が
皇
女
の
葬
ら
れ
た

吉
隠
の
猫
糞
の
岡
に
思
い

を
は
せ
た
撒
き
℃
一
〇
三
）

が
見
え
が
誌
貴
皇
子
の
妻

で
あ
る
縄
橡
姫
の
基
も
吉

際
に
あ
る
な
ど
、
皇
族
や

貴
族
の
葬
地
で
も
あ
り
ま

し
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か

ら
、
山
に
隠
れ
た
寂
し
い

土
地
と
い
う
吉
隠
の
印
象

が
生
じ
た
と
み
ら
れ
ま

す
。
山
中
か
ら
声
を
響
か

せ
た
塵
の
姿
は
跡
見
圧
か

ら
ば
見
え
な
か
っ
た
は
ず

で
す
が
、
寂
蓼
感
を
呼

び
起
こ
す
喜
際
の
地
が
寂

し
ば
な
鳴
き
声
を
発
す
る

鹿
の
す
み
か
に
ふ
さ
わ
し

い
と
坂
上
郎
女
は
考
え
た

の
で
し
ょ
う
。

（
県
立
万
葉
文
化
館
主
任

研
究
員
・
竹
内
亮
）

【
訳
】
吉
隠
の
猛
襲
の
山
に
伏
し
て
い
る
鹿
が

妻
を
呼
ぶ
声
を
聞
く
の
は
心
ひ
か
れ
る
こ
と
だ
。
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17　星睡蓮韮塑

万葉がたIj

馨
に
逢
ひ
て
　
朝
面
怨
み

街
路
樹
の
葉
も
散
る
時

期
に
な
り
、
秋
の
深
ま
り

を
感
じ
ま
す
。
今
回
の
歌
．

は
季
節
ご
と
に
分
類
さ
れ

て
い
る
『
万
葉
集
』
巻
八

の
「
秋
の
雑
歌
」
に
収
め

ら
れ
て
い
る
一
首
で
す
。
－

作
者
の
縁
運
師
に
つ
い
て

伝
わ
っ
て
い
る
の
は
作
者

名
と
こ
の
歌
だ
け
で
す
。

作
著
名
の
「
縁
」
が
百
済

系
の
姓
で
あ
る
と
す
る
説

や
、
「
縁
運
」
が
僧
名
で

の
　
萩
は
蹴
り
に
蓄

「
師
」
は
法
師
で
あ
る
と

い
う
説
な
ど
が
あ
り
ま

す。
さ
て
、
1
旬
日
、
2
旬

日
の
夕
方
に
男
性
の
訪
れ

が
あ
っ
た
女
性
が
朝
に
恥

じ
ら
っ
て
顔
を
隠
す
と
い

う
部
分
は
、
地
名
「
名
張
」

を
導
く
序
に
な
っ
て
い
ま

す
。
名
張
は
三
重
県
の
地

名
で
、
隠
れ
る
憲
の
「
な

ぼ
る
」
と
発
音
が
類
似
す

る
こ
と
か
ら
連
想
さ
れ
た

黄
葉
早
続
ば

序
で
す
。
他
昨
ら
諦
っ
藻

の
」
と
い
う
枕
詞
も
あ

り
、
同
様
に
海
中
の
藻
は

見
え
な
い
こ
と
か
ら
「
隠
」

を
導
き
ま
す
。
今
回
の
歌

の
出
だ
し
は
「
沖
つ
藻
の
」

よ
り
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
で
す

ね。
こ
の
表
現
に
は
前
例

が
鯵
一
天
武
天
皇
の
千

・
長
量
子
が
7
0
2
年

に
詠
ん
だ
「
薯
に
遼
ひ
て

朝
南
無
み
隠
に
か
日
長
き

縁
達
師
（
巻
八
二
五
三
六
）

妹
が
塵
せ
り
け
む
」
（
巻

二
六
〇
）
を
参
考
に
し

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

長
量
子
は
名
張
で
仮
構

り
を
し
て
い
た
女
性
を

詠
み
ま
し
た
が
、
今
回

の
歌
で
は
萩
と
黄
葉
が
詠

ま
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、

『
万
葉
集
』
で
は
多
く

が
「
紅
葉
」
で
は
な
く
「
黄

葉
」
と
書
か
れ
て
お
り
、

中
国
の
書
物
か
ら
の
影

響
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま

す。
萩
は
『
万
葉
集
』
で
最

も
多
く
詠
ま
れ
た
植
物

と
し
て
知
ら
れ
、
と
り
わ

け
奈
良
時
代
に
好
ま
れ

ま
し
た
。
1
4
0
首
以

上
に
詠
ま
れ
、
秋
の
景

物
の
代
表
と
い
え
ま
す
。

つ
い
で
黄
葉
が
多
く
、

5
0
首
ほ
ど
あ
り
ま
す
。
蕾

の
花
と
対
に
な
る
の
が

秋
の
黄
葉
で
す
。

愛
で
る
べ
き
萩
は
散
っ

て
し
ま
っ
た
、
早
く
黄
葉

が
続
い
て
ほ
し
い
、
と
い

う
歌
は
ち
ょ
う
ど
今
ご
ろ

の
時
期
に
あ
た
り
ま
す
。

本
格
的
な
紅
葉
が
楽
し

み
で
す
ね
。

（
県
立
万
葉
文
化
館
主
任

研
究
員
・
阪
口
由
佳
）

【
訳
】
宵
に
男
と
逢
っ
て
朝
は
恥
か
し
さ
に

顔
を
伏
せ
る
　
－
。
隠
野
の
萩
は
散
っ
て
し
ま

っ
た
。
黄
葉
よ
す
ぐ
続
け
。


