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万葉がたり
竃

泊
瀬
川
　
革
み
早
瀬
を

飽
か
ず
や
妹
と

掬
び
上
げ
て

問
ひ
し
君
は
も作

者
未
詳
（
巻
十
一
・
二
七
〇
六
）

今
回
取
韮
語
の
は

巻
十
一
「
毒
物
陳
思
」
の

都
に
収
め
ら
れ
た
、
川
に

寄
せ
て
思
い
嚢
漂
流

歌
で
す
。
「
泊
瀬
朝
倉

宮
」
で
は
雄
略
天
皇
が
天

下
を
治
め
、
三
輪
山
に
は

大
物
主
神
が
鎮
座
す
る
、

そ
の
神
聖
な
地
を
流
れ
て

い
る
の
か
「
泊
瀬
川
」
で

す
。
「
三
話
の
神
の
帯
は

せ
る
泊
瀬
川
」
　
（
巻
九
・

一
七
七
〇
）
と
も
詠
ま
れ

ます。泊
瀬
川
の
流
れ
の
速
い

水
を
男
性
が
手
で
掬
い
上

ば
て
、
「
飽
き
な
い
か
」

と
聞
い
て
く
れ
た
こ
と
を

思
い
出
す
女
性
の
歌
で

す
。
畢
み
早
瀬
」
の
繰

り
返
し
に
、
濡
ら
か
な
急

流
が
想
像
で
き
ま
す
。

「
は
も
」
は
慕
情
を
示

す
縫
助
詞
で
、
二
度
と
戻

ら
な
い
切
な
さ
を
想
起
さ

せ
ま
す
。
た
と
え
ば
「
古

撥
離

小
野
に
燃
ゆ
る
火
の
火
中

に
立
ち
て
間
ひ
し
君
は

も
」
　
（
相
模
の
小
野
の
燃

え
さ
か
る
火
の
中
に
立

っ
て
、
大
丈
夫
か
と
聞
い

て
く
れ
た
あ
な
た
よ
…

こ
と
歌
い
ま
す
。
火
攻

め
の
危
機
の
中
で
も
優

車
重
中
巻
で
は
、

奮撥藷蓬瞥

し
か
っ
た
倭
建
命
を
思

い
出
し
っ
つ
、
入
水
す
れ

ば
二
度
と
会
え
な
い
こ

と
を
覚
悟
し
て
「
喜
ば
も
」

と
歌
い
ま
す
。
そ
の
後
、

弟
橘
比
売
命
の
死
が
示
さ

れ
ま
す
。

ま
た
「
伊
勢
物
聾
の

諸
本
の
う
ち
、
男
性
が
女

性
に
水
を
掬
っ
て
飲
ま
せ

る
場
面
を
記
す
本
も
あ
り

ま
す
。
男
性
が
亡
く
な
っ

た
後
、
女
性
は
水
を
飲
ん

だ
場
所
に
戻
り
、
「
大
原

や
せ
か
井
の
水
を
む
す
ひ

っ
ゝ
あ
く
や
と
問
ひ
し
人

は
い
づ
ら
は
」
　
（
大
原
の

せ
か
井
の
水
を
掬
い
な
が

ら
、
「
も
う
い
い
か
」
と

聞
い
た
人
は
ど
ち
ら
に
…

…
）
と
歌
い
ま
す
。
油
滴

と
大
原
で
場
所
は
異
な
り

ま
す
が
、
内
容
は
酷
似
し

て
い
ま
す
。

今
回
の
歌
の
作
者
に
と

っ
て
、
泊
瀬
川
で
の
ひ
と

と
き
は
二
度
と
戻
ら
な
い

鮮
烈
な
思
い
出
だ
っ
た
の

で
し
ょ
う
。
そ
の
歌
が
「
伊

勢
物
語
」
に
影
響
し
て
い

る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

（
県
立
万
葉
文
化
館
主
任

研
究
員
・
阪
口
由
佳
）

＝
次
回
は
2
8
日

【
訳
】
泊
瀬
川
の
早
瀬
の
水
を
手
に
す
く
い
上
げ
て
、
「
飽
く

こ
と
は
な
い
か
妻
よ
」
と
言
問
い
を
し
た
あ
な
た
よ
。
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万葉がたll

ー「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もの　　まを

荷
膀
崗
は
　
わ
れ
物
申
す

憂
腰
に
　
良
し
と
い
ふ
物
そ
　
綾
取
り
食
せ

大
伴
家
持
（
巻
十
六
・
三
八
五
三
）

今
毎
の
一
土
用
の
丑
の

日
一
な
7
月
2
8
日
で
す
．
）

現
代
E
空
し
は
夏
パ
テ
防

止
の
た
け
に
ウ
ナ
ギ
を
食

∵
る
習
頃
か
あ
り
、
ウ
ナ

ギ
の
山
碧
雲
三
し
て
定
着

∵
て
上
三
三
㌔
ウ
ナ
ギ
に

、
三
一
て
隼
具
厘
災
の
巨
と

い
え
ま
す
ー

〓
苗
－
と
は
、
涯
撃

つ
李
写
生
章
二
な
る
立
春

二
土
嚢
二
近
親
。
立
冬
そ

れ
ぞ
れ
の
直
前
の
1
8
～
1
9

日
間
を
指
し
、
夏
季
限
定

で
は
な
い
の
で
す
が
、
い

き
で
は
ほ
ほ
「
夏
の
土
用
」

の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い

ます。こ
の
歌
か
ら
は
、
古
代

に
お
い
て
も
ウ
ナ
ギ
が
夏

痩
せ
に
有
効
な
栄
養
源
と

し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
う
か
が
え
ま
す
。
た

だ
し
、
「
土
用
の
丑
の
日
一

に
食
べ
る
物
と
い
う
発
想

は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

作
者
で
あ
る
大
伴
家
持

は
、
同
時
に
一
茂
す
寝
ず

も
生
け
ら
は
あ
ら
む
を
は

た
や
は
た
鰻
を
取
る
と

川
に
流
る
な
一
（
三
八
五

四
）
と
い
う
歌
も
詠
ん
で

い
ま
す
。
あ
ま
り
に
も
痩

せ
て
い
る
石
麻
呂
に
対
し

て
、
ウ
ナ
ギ
を
捕
ろ
う
と

し
で
川
に
流
さ
れ
る
な

よ
、
と
か
ら
か
っ
た
内
容

です。
一
万
葉
集
」
に
は
こ
れ

ら
の
歌
の
注
と
し
て
、
石

麻
呂
と
は
吉
田
老
の
通
称

で
あ
り
、
教
養
が
あ
る
立

派
な
人
物
だ
っ
た
が
生
ま

れ
つ
き
と
て
も
捜
せ
て
い

て
、
た
く
さ
ん
飲
み
食
い

し
て
も
飢
え
た
人
の
よ
う

な
姿
だ
っ
た
の
で
、
家
持

が
た
わ
む
れ
に
こ
の
歌
を

作
っ
た
、
と
記
さ
れ
て
い

ま
す
。
身
体
的
な
特
徴
を

取
り
上
げ
て
か
ら
か
う
の

は
感
心
で
き
ま
せ
ん
が
、

石
麻
呂
は
一
仁
敬
子
」
で

あ
る
と
も
話
さ
れ
、
徳
の

覆
る
敬
愛
す
べ
き
人
物
と

し
て
描
か
れ
て
い
ま
す
｛
〉

二
着
の
歌
は
一
痩
せ
た

る
人
を
唖
朕
へ
る
歌
」
と

顕
さ
れ
て
お
り
、
遠
慮
の

無
い
表
現
か
ら
み
て
も
、

二
人
は
か
な
り
親
し
い
間

柄
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
そ
れ
な
の
に
一
石

麻
呂
に
わ
れ
物
申
す
」
「
鰻

取
り
合
里
な
ど
と
あ
え

て
か
し
こ
ま
っ
た
言
葉
遣

い
を
し
て
い
る
の
は
、
親

し
み
を
込
め
た
冗
談
だ
と

伝
え
る
た
め
の
工
夫
だ
っ

た
と
み
ら
れ
ま
す
。

（
県
立
万
葉
文
化
館
指
導

研
究
員
・
井
上
さ
や
か
）

i
次
回
は
8
月
2
5
日

【
訳
】
右
腕
呂
に
私
は
申
し
上
げ
た
い
。
夏
痩
せ
に

よ
い
と
い
う
も
の
で
す
よ
。
鰻
を
と
っ
て
召
し
上
が

り
な
さ
い
。


