
難
訓
の
歌 

 

万
葉
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
市
原

い
ち
は
ら
の

王
お
お
き
み

の
歌
は
�
古
来
�
難
訓
と
さ
れ
て
い
る
� 

原
典
は
漢
字
で
次
の
よ
う
に
書
く
� 

 

待
時
而 

落
鐘
禮
能 

雨
零
收 

 

開
朝
香 

山
之
將
黄
變 

 

�
和
文
�
時 と

き

待
ち
て 

降
れ
る
時
雨

し

ぐ

れ

の
雨
止
み
ぬ  

明 あ

け
む
朝

あ
し
た

か 

山
の
黄
葉

も

み

た
む 

 

�
通
説
�
時
節
と
な
�
て
降
り
始
め
た
し
ぐ
れ
の
雨
が
上
が
�
た
� 

あ
す
の
朝
は
�
山
の
木
々
は
黄
葉

こ
う
よ
う

し
て
い
る
だ
ろ
う
か
� 

 

万
葉
集
の
歌
の
外
形
は
短
歌
と
長
歌
が
大
半
を
占
め
る
�
歌
の
内
容
に
よ
る
分
類
も
勿

論
あ
る
が
�
い
ず
れ
に
せ
よ
歌
は
漢
字
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
�
ど
う
読
む
の
か
が
�

古
今
の
編
者
�
研
究
者
で
探
求
さ
れ
て
来
た
� 

今
日
の
短
歌
の
定
型
は
五
七
五
七
七
で
あ
る
が
�
万
葉
の
古
歌
に
お
い
て
�
お
そ
ら
く

は
厳
密
な
定
型
は
な
か
�
た
で
あ
ろ
う
�
あ
る
の
は
�
和
語
の
音
韻
で
は
な
か
ろ
う
か
� 

さ
れ
ば
前
掲
の
短
歌
の
下
の
句
は
�
開
朝
香
山 

之
將
黄
變 

と
す
れ
ば
�
和
語
の
音

韻
に
叶
う
と
�
筆
者
は
勝
手
に
考
え
て
み
た
� 

そ
う
す
る
と
�
歌
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
�
時
代
背
景
を
帯
び
て
く
る
�
そ
れ
が
真
実

で
あ
る
か
ど
う
か
は
筆
者
に
は
分
か
ら
な
い
が
�
文
字
の
間
か
ら
作
者
の
思
い
が
湧
き

上
が
�
て
く
る
�
も
と
よ
り
�
真
実
を
こ
の
世
に
お
わ
さ
ぬ

王
お
お
き
み

に
お
聞
き
す
る
こ
と

は
出
来
な
い
が
�
筆
者
が
歌
を
通
じ
て
感
得
す
る
過
去
の
様
相
は
語
る
こ
と
が
で
き
る
� 

 

諸
兄
は
死
後
の
世
界
を
信
じ
る
の
だ
ろ
う
か
�
世
に
霊
言
�
霊
的
存
在
が
語
る
言
葉
�

と
云
う
の
が
あ
る
が
�
全
て
の
霊
言
は
立
証
で
き
な
い
�
あ
た
か
も
複
素
空
間
で
の
解

を
実
空
間
で
求
め
よ
う
と
す
る
如
く
で
あ
る
�
従
�
て
�
感
得
で
き
る
過
去
の
様
相
は

現
実
世
界
に
生
き
る
人
の
知
覚
を
通
し
て
知
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
�
そ
の

知
覚
が
優
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
�
歌
は
現
在
に
蘇
る
�
筆
者
の
場
合
も
諸
兄
の
ご
笑
覧

を
信
じ
�
こ
の
難
訓
の
万
葉
歌
を
読
み
替
え
て
み
た
い
��
通
説
�
の
内
容
は
�
景
観
に

対
す
る
詠
嘆
で
し
か
な
い
�
し
か
し
�
そ
れ
で
は
意
味
を
な
さ
な
い
の
で
は
な
い
か
�

筆
者
の
拙
訳
は
� 

 

�
現
代
歌
�
時 と

き

を
待
ち 

落 う
つ

鐘 か
ね 

敬
う
や
ま

ひ 

止
む
時
雨

し

ぐ

れ 

朝
香

あ

さ

か

の
山
は 

将 ま
さ

に
紅
葉

も

み

じ

ぞ 

 

�
解  

説
�
政
変
の
時
を
待
ち
�
古
来
の
銅
鐸

ど
う
た
く

で
警
鐘
を
鳴
ら
す
ご
と
き
�
恵
美
押
勝 

の
乱
は
起
�
た
が
�
そ
の
天
皇
家
は
危
機
の
時
雨

し

ぐ

れ

が
収
ま
り
�
朝
に
は
都
の 

山
々
が
紅
葉
に
変
る
よ
う
に
�
新
し
い
御
世

み

よ

が
来
た
の
だ
� 

 

女
帝
�
孝
謙
天
皇
�
七
一
八
�
七
七
０
�
は
東
大
寺
大
仏
を
開
眼
さ
せ
た
が
�
後
に
は

道
鏡
を
寵
愛
し
て
�
藤
原
仲
麻
呂
に
よ
る
�
恵
美
押
勝
の
乱
�
と
い
う
ク
�
デ
タ
� 

鎮
圧
事
件
を
招
い
た
�
朝
香

あ

さ

か

の
山
と
は
�
東
大
寺
建
立
を
遂
げ
た
奈
良
の
都
を
指
し
て

い
る
�
因
み
に
�
銅
鐸
は
風
鈴
の
様
な
鐘 か

ね

で
あ
�
た
こ
と
が
�
近
年
の
考
古
学
で
判
明

し
た
�
ま
た
�
飛
鳥

あ

す

か

も
明
日
香

あ

す

か

も
同
じ
く
�
皇
宮
が
あ
�
た
都
を
意
味
し
て
い
る
�
同
じ

く
女
帝
の
元
明

げ
ん
め
い

天
皇
の
歌
に
� 

 飛
ぶ
鳥
の 

明
日
香
の
里
を 

置
き
て
去
な
ば 

君
が
あ
た
り
は 

見
え
ず
か
も
あ
ら
む              

と
あ
る
� 

 

神
武
天
皇
か
ら
初
ま
る
歴
代
天
皇
は
�
今
上
天
皇
�
徳
仁
�
ま
で
一
二
六
代
あ
る
が
�

全
て
男
系
天
皇
と
さ
れ
て
い
る
�
そ
の
中
で
女
性
天
皇
は
八
人
�
十
代
で
あ
る
� 

重
祚

ち
�
う
そ

�
複
数
回
即
位
�
が
二
人
お
ら
れ
�
推
古
天
皇
�
皇
極
・
斉
明
天
皇
�
持
統
天
皇
�

元
明
天
皇
�
元
正
天
皇
�
孝
謙
・
称
徳
天
皇
�
明
正
天
皇
�
後
桜
町
天
皇
の
八
人
で 

あ
る
� 

前
出
の
市
原
王
は
藤
原
仲
麻
呂
と
同
じ
時
を
生
き
た

王
お
お
き
み

で
あ
る
が
�
歴
史
研
究
者
の

間
で
は
�
恵
美
押
勝
の
乱
�
に
加
担
し
て
粛
正
さ
れ
た
と
の
説
も
あ
る
�
筆
者
の
通
説

で
は
�
む
し
ろ
仲
麻
呂
派
と
女
帝
派
の
板
挟
み
か
ら
解
放
さ
れ
た
歌
と
読
め
る
� 

 

難
訓
の
歌
は
こ
の
一
首
だ
け
で
は
な
い
が
�
万
葉
集
の
歌
は
漢
字
の
羅
列
で
あ
る
の
で
�

そ
れ
を
ど
う
読
む
か
�
即
ち
�
ど
う
当
時
の
和
語
に
対
応
さ
せ
る
か
が
難
し
い
の
で
あ

る
�
同
じ
漢
字
で
あ
�
て
も
異
な
る
訓
読
み
が
あ
り
得
る
�
語
彙
の
区
切
り
に
も
差
異

が
生
じ
る
�
万
葉
集
は
写
本
で
現
在
に
残
�
て
い
る
も
の
で
あ
る
�
従
�
て
�
何
系
統

も
の
写
本
を
付
き
合
わ
せ
て
�
ど
ち
ら
が
よ
り
真
正
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
�
約
四
千

五
百
首
も
の
長
歌
�
短
歌
�
そ
の
他
の
歌
を
そ
れ
ぞ
れ
比
定
す
る
�
パ
ズ
ル
の
よ
う
な

面
白
さ
が
あ
る
ら
し
い
� 

 

令
和
四
年
八
月
十
九
日 

大
中
臣
正
比
呂 


