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古
代

日
本

語

の

「あ

そ

ぶ
」

管
木

村

紀

子

(1)

は

じ

め

に

ゆ

ふ
つ
く
る

し
な

の
原

に

や

朝

た
つ
ね
…
…

朝
た
つ
ね

ま

し
も
神

そ

や

あ

そ

べ
あ
そ

べ

あ
そ

べ
…
…

朝
た
つ

ね

き

み
も
神

ぞ

ま

し
も
神

ぞ
…
…

き

み
も
神

そ

や

あ

そ

べ
あ

そ

べ

あ

そ
べ
あ

そ
べ
…

…

(神
楽
歌
)

梁
塵
秘
抄
ま
で
の
古
代
の
歌
に
接
し
て
、
し
ば
し
ば
あ
る
種

の
意
味
把
握
の
も

ど
か
し
さ
を
覚
え
る
こ
と
が
あ
る
の
は
、
単
に
用
例
が
少
な
く
て
意
味
の
と
り
に

も

も

も

も

く
い
語
が
あ
る
か
ら
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
当
時
の
人

々
に
と
っ
て
は
い
う
ま
で

も

も

も

も
な
い
共
通
の
意
識
や
感
覚
が
、
現
代
で
は
も
う
喪
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

も

右
の
歌
も
ま
た
、
そ
う
し
た
も
ど
か
し
さ

を
ど
こ
か
覚
え
る
も
の
で
あ
る
。

「ゆ

もふ

つ
く

る
」

と

い

う

枕

で

「
朝

た

つ

ね

」

の

「
朝

」

を

き

わ

だ

た

せ
、

「
ま

し
も

神
ぞ
/
き
み
も
神
ぞ
」
だ
か
ら

「あ
そ
べ
く

く

」
と
い
う
こ
の
歌
か
ら
は
、

「朝
か
ら
遊
ぶ
の
は
神
ゆ
え
こ
そ
だ
」
と
い
っ
た
語
調
も
感
じ
ら
れ
る
。
何
よ
り

も
神
こ
そ
が
、
古
代

「
あ
そ
ぶ
」
者
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
ー

。

神
楽
歌
に
は
、
右
以
外
の
歌
に
あ
と
六
例

「
あ
そ
ぶ
」
あ
る
い
は

「あ
そ
び
」

と
い
う
用
語
が
あ
る
が
、
歌
の
性
格
も
あ

っ
て
、

「
あ
そ
ぶ
」
主
体
は
、
や
は
り

お
お
む
ね
神
々
と
み
ら
れ
る
。

(6)(5)(4)(3)(2)と

こ

ろ

が

、

る

。

も

も

も

㎝

い
は
ひ
来

し

神

は
ま

つ
り

つ

明

日
よ
り
は

組

の
緒
し

で
て

あ
そ

べ
太
刀
は
き

「
す

め
神

の
豊

の
あ

そ

び

」

は

、

人

に
と

っ
て

は
神

を

「
ま

つ

る
」

行

為

で

は

あ

っ
て
も

、

「
あ

そ

ぶ
」

こ

と

で

は

な

い

の
だ

ろ

う

か
。

そ

う

で

な

け

れ
ば

、

「
神

も

は

ま

つ
り

つ
明

日

よ

り

は

…

…

あ

そ

べ
」

と

は

い

わ
な

い
だ

ろ
う

。

「
さ

さ

の
葉

を

手

ぶ

さ

と

と

り

て

あ

そ

ぶ

」

の
と

、

「
太

刀

は
き

組

の
緒

し

で

て
あ

そ

ぶ

」

の

と

は
、

人

に

と

っ
て

ど

う

違

う

の
だ

ろ
う

か
ー

。

も

も

も

⑧

(
子
の
名

を
)

な
よ
竹

の
か
ぐ
や
姫
と

つ
け

つ
。

こ
の
程
三

日
う
ち
あ
げ
あ

そ
ぶ
。

も

も

も

も

も

も

も

よ
う
つ

の
あ
そ
び
を
そ
し
け
る
。
お
と

こ
は
う

け
き
ら
は
ず
よ
び
集

へ
て
、

い
と
か

も

も

も

 
し

こ
く
あ
そ
ぶ
。

(竹
取
)

こ

の
竹

取

物

語

の

「
よ

う
つ

の
あ

そ

び

」

が

、

具

体

的

に
ど

ん

な
範

囲

の

「
よ

う
つ

」

な

の

か
は

、

は

っ
き

り

し

な

い
。

一
体

に
古

代

の

「
あ

そ
び

」

の
用

例

で

も

も

も

も

も

も

も

も

も

梓
弓

春
来
る
ご
と

に

す
め
神

の

豊

の
あ

そ
び
に

あ

は
む
と
そ
思

ふ

も

も

も

も

も

も

も

も

も

も

も

豊

へ
つ
ひ

み
あ

そ
び
す
ら

し
も

ひ
さ
か
た

の

天

の
河
原

に

ひ
さ
の
声
す
る

も

も

も

も

も

も

も

も

も

も

も

ひ
さ
か
た

の

天

の
河
原

に

豊

へ
つ
ひ

み
あ
そ
び
す

ら
し
も

ひ
さ
の
声
す

る

も

も

も

も

も

さ
さ

の
葉

に

雪

ふ
り

つ
も

る

冬

の
夜

に

豊
の
あ

そ
び
を

す

る
が
た
の
し

さ

も

も

も

も

も

も

も

も

も

も

も

も

み
つ
垣

の
神

の
御
代

よ
り

さ
さ
の
葉
を

手
ぶ
さ
と
と
り
て

あ

そ
び

け
ら

し
も

も

も

つ
ぎ

の

一
例
の
み
は
、

「
あ
そ
ぶ
」
主
体
が
明
ら
か
に
ひ
と
で
あ
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は
、

「遊
び
し
状
」
(垂
仁
記
)
を
あ
れ
こ
れ
具
体
的
に
説
明
し
て
あ
る
場
合
は
む

し
ろ
稀
で
あ
る
。
そ
の
た
め
か
ど
う
か
、
辞
書
類
の

「あ
そ
ぶ
」

「
あ
そ
び
」

の

項
は
、
お
お
む
ね

「①
神
前

の
舞
楽

・
②
奏
楽

・
③
宴
会

・
④
狩
猟
…
…
」
と
い

も

も

も

も

っ
た
ふ
う
に
、
何
を
し
て
遊
ぶ
か
と
い
う
遊
び
方
の
種
類
を
列
挙
し
て
語
義
だ
と

し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
説
明
が
、
近
現
代
の
辞
書
で
の

一
般
的
な
他
語

の
記
述
と
比
べ
て
も
、
い
さ
さ
か
ア
ソ
バ

ラ
ソ
ス
で
お
か
し
い
の
は
、
た
と
え
ば

「
な
り
は
ひ
」
の
項
で
、
人

の
生
業
の
種
類
を
延

々
と
列
挙
し
た
り
は
し
な
い
し
、

「
学
ぶ
」
と
い
う
項
に
、

「
①
文
を
読
む

こ
と

・
②
文
字
を
書
く
こ
と

・
③
算
術

…
…
」
な
ど
と
い
っ
た
説
明
を
つ
け
た
り
し
な
い
こ
と
を
思
え
ぽ
明
ら
か
だ
ろ
う
。

狩
猟
が

「
あ
そ
び
」
と
な
る
こ
と
も
あ
れ
ば

、
狩
猟
が
日
々
の
糧

の
た
め
で
あ
る

も

も

も

こ

と

も

当

然

あ

る
。

歌

舞

奏

楽

で

さ

え
、

神

を

「
ま

つ
る
」

と

き

の
、

人

の
側

と

し

て

は

「
あ

そ

び

」

で

は

な

い

と

い

う

の
が
、

さ

き

の
㎝

の

い
う

と

こ

ろ

で

は

な

い

か
。

「
あ

そ

ぶ

」

「
あ

そ

び

」

と

い

う
、

昔

か

ら

今

に

い
た

る
ま

で
あ

り

ふ

れ

て
親

も

も

も

も

し
く
、
か
つ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
言
葉

の
意
味
は
、
誰
で
も
み
な
わ
か
り
き

も

も

も

へ

っ
て
い
る
た
め
、
か
え

っ
て
客
観
的
な
説
明
が
む
ず
か
し
い
の
で
あ
る
。

万
葉
集
の
歌
で
、
「あ
そ
ぶ
」
「あ
そ
び
」

と
い
う
用
語
は
、
仮
名
書
き
十
五
例
、

訓
読
さ
れ
る
字
は

「
遊
」

一
字
の
み
で
、

お
よ
そ
二
十
四
例
あ
る
。

「遊
」
は
他

み
や
び
を

に

「
遊

士
」

の
訓

が

つ
け

ら

れ

て

い

る
が

、

、・・
ヤ

ビ
が

単

独

の
動

詞

ま

た

は
名

詞

で
出

る

の
は
、

み

や

び

働

梅

の
花
夢

に
語
ら

く
美
也
備
た
る
花
と
吾
れ
思

ふ
酒

に
浮

か

べ
こ
そ

(八
五
二
)

み
や
び

㈹

足
引

の
山

に
し
居

れ
ば

風
流
な
み
わ
が
す
る
わ
ざ
を
と
が
め

た
ま
ふ
な

(七
二

一
)

も

も

も

の
音

・
訓

各

一
例

だ

け

で

あ

り

、

二

十

四

例

の

「
遊

」

の
う

ち

文

脈

か

ら

し

い

て

ミ

ヤ
ビ

と

も

訓

め
そ

う

な

も

の
は

、

も

⑪

世

の
中

の
遊
道

に
冷

し
き
は
酔
ひ
泣

き
す
る
に
あ
る

べ
か
る
ら
し

(
三
四
七
)

み
や
び
を

も

働

海
原
の
遠
き
渡
を
遊
士
の
遊
を
見
む
と
な
つ
さ
ひ
そ
来
し

(
一
〇
一
六
)

の
二
例
く
ら
い
、
他
は

「
ア
ソ
ブ
」
以
外
の
訓
は
考
え
に
く
い
。
具
体
的
な
用
例

は
追

っ
て
挙
げ
る
が
、
天
皇
の
行
為
に
か
か
わ
る
四
例
以
外

の
も
の
は
、

一
見
現

代
語
の
用
法
と
さ
ほ
ど
差
違
な
く
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
と
も
か
く
、

「あ
そ
ぶ
」

「あ
そ
び
」

の
正
訓
字
は
、
万
葉
集
で
す
で
に

「遊
」
に
固
定
し
て

い
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

他
方
、
古
事
記
で
の
仮
名
書
き
例
は
、あ

そ

ば

せ

㈹

恐
し
。
我
が
天
皇
、
猶
其

の
大
御
琴

阿
蘇
婆

勢
。

(中

・
仲
哀
)

の
本

文

中

の

一
例

と
、

歌

に

、

あ

そ

ば

し

ω

や
す

み
し
し

わ

が
大
君

の

阿
蘇
婆
志

し

猪

の
…
…

(下

・
雄
略
)

あ

そ

び

㈲

潮
瀬

の

な
を
り
を

見
れ
ば

阿
蘇
砒
来

る

鮪
が

は
た
手

に

つ
ま
立

て
り
見
ゆ

(下

・
清
寧
)

の

二
例

が

あ

る
。

ま

た
、

本

文

中

の

「
遊

」

字

は
十

三

例

み

ら
れ

る
が

、

そ

の
う

ち

、

、

個(17)
の
二

か
所

五

例

は
、

然

だ

ろ

う

。

⑬

(大
穴
牟
遅
神
)
麗
し
き
壮
夫

に
成
り

て
出
遊
行
。

も

も

㈲

是
に
、
七
媛
女
高
佐
十
野

に
遊
行
、

ヤ

も

⑳

(小
碓
命

)
其

の
傍

に
遊
行
、
其

の
楽

の
日
を
待
。

も

も

 
⑳

一
時

、
天
皇
遊
行
美
和
河

に
到
り
た
ま
ひ
し
時
、

の

四

例
、

お

よ

び

、

会

話

中

で
敬

辞

を

明

確

に
し

た
、

(天
皇
)
其

の
御
子
を
率
遊
之
状

は
、

…
…

(小
舟
を
)
倭

の
市
師
池

・
軽
池
に
浮

も

け
、
其

の
御
子
を
率
遊
。

(中

・
垂
仁
)

も

目
弱
王
、
是
れ
年

七
歳
な
り
。
是

の
王
其

の
時

に
当
た
り
て
、
其

の
殿

の
下
に
遊
。

も

余

し

て
、
天
皇
其

の
少
王

の
殿
の
下

に
遊
を
知
ら
さ
ず

て
…
…
是
に
其

の
殿

の
下
に

も

所
遊
目
弱
王
…
…

(下

・
安
康
)

幼

児

の

か

か

わ

り

か
ら

し

て
も

「
ア

ソ
ブ

」

で

訓

む

の
が

自

ま

た

「
遊

行

」

と

し

て
出

る

、

、

(上

・
神

代

)

(巾

・
神

武

)

(巾

・
景

行

)

(下

・
雄

略

)
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も

も

も

⑳

若

し
大
后

此

の
事
を
聞
看
さ
ず
乎
、
静
遊
幸
行
。

(下

・
仁
徳
)

の

一
例
が

あ

る

。

「
行

」

は

「
記

で

は
動

詞

の
下

に

付

い

て
…

…

厚

い
尊

敬

を

表

(
1
)

わ
す

。
」

の

で

「
遊

行

」

の
場

合

も

そ

う

「
考

え

る
余

地
が

あ

る
。
」

と

い
わ

れ

る
。

も

し

そ

う

だ

と

す

る
と

、

さ

き

の
㈲

・
ω

な

ど

に

照

ら

し

、

「
ア

ソ
バ

ス
」

と

い

一
っ
た

訓

が

可

能

だ

ろ
う

か
。

し

か

し
、

㈹

～

⑳

の
五

例

い
ず

れ

の
場

合

も

、

文

脈

一
か
ら
は
出
歩
く
-

文
字
ど
お
り

「遊
行
す
る
」
意
味
合
で
使

わ
れ

て
お

り
、

「
行

」

の

つ
か
な

い
他

の

「
遊

」

の
例

(個

・
⑳
な
ど
主
語
が
天
皇

の
場
合
も
あ

る
)

一
は

、

ど

れ

も

そ

う

し

た
意

味

は

持

た

な

い
。

そ

こ

か
ら

す

れ
ぽ

、

こ

れ

ら

は

漢

語

「
遊

行

」

(
ぶ
ら

ぶ
ら
歩

き
)

の
意

で

使

わ

れ

た
も

の

で
、

そ

こ

に

「
あ

そ

ぶ

」

の

}
意

味

訓

を

と

る

か

ど

う

か

に
は

問

題

が

残

る

だ

ろ

う
。

ち

な

み

に
、

働

に

つ

へ

も

も

一
つ

く

歌

で

は
、

「
高

佐

士

野

を

七

ゆ

く

を

と

め
」

で
あ

る
。

　

残

り

三

例

の

「
遊

」

は

、

ま

ず

、

　

ね

…

⑳

(
八
重
事
代

主
神
)
鳥
遊

・
取
魚
為

て
御
大
之
前

に
往

き
て

(上

・
神
代
)

　

も

も

も

へ

も

と

あ

る
、

書

紀

に
徴

し

て

「
射

鳥

」

の
あ

そ
び

を

い

う

か
と

み

ら

れ

て

い

る
も

の
。

…

⑳

天
皇

は
、

比

口
八
田
若
郎
女
を
婚
き

て
昼
夜
戯
遊
。

(下

・
仁
徳
)

た
は

あ
そ

た

は
れ

皿

と

、

「
戯

」

の
限

定

が

つ
い

て

「
戯

れ

遊

び

ま

す

」

と

か

「
戯

遊

ま

す

」

と

か

と

}
訓

ま

れ

て

い

る

も

の
。

そ

し

て
、

一

㈱

乃
ち
其
処
に
喪
屋
を
作
り

て
・
河
鞭

岐
佐

理
持
と
為
・
鷺
は
掃
持
と
為
・
翠
鳥

は

一

饗

人
と
偽
、
雀
は
碓
女
と
為
、
雅

は
実
女

と
為
、
か
く
行
ひ
蕊

て
、

。
八
日
夜

一

八
夜

、

以

遊

也

。

(上

・
神

代

)

皿

、

で
訓

ん

で

よ

い
も

の

だ

う

と
あ

る

も

の

で
あ

る
。

お

そ

ら
く

こ

れ

は

「
ア

ソ
ブ

」

(
2
)

う

が
、

さ

き

の
㎝

の
幼

児

が

「
遊

ぶ
」

と

い
う

も

の
以

外

で
、

具
体

的

に

ど

の
よ

一
う

な

行

為

を

し

た

の

か

は

っ
き

り

し

な

い

「
遊

」

は
、

古

事

記

中

こ

の

例

だ

け

で

あ

る

。

と

こ

ろ

で

こ
れ

は
、

㈹

の
竹

取

物

語

の
場

合

と

、

三

日
あ

る

い

は

八

日

昼

夜

通

し

て

「
あ

そ

ぶ
」

と

い

わ

れ

て

い
る

こ
と

、

祝

あ

る

い

は
濱

と

い

っ
た

特

別

の
状

一

況

で

あ

る

こ
と
、

ど

の

よ
う

に
遊

ん

だ

の

か

は

具
体

的

に
示

さ

れ

て

い
な

い

こ
と

、

な

ど

の
点

で
、

き

わ

め

て

よ
く

似

て

い

る
。

つ
ま

り
、

そ

の

よ
う

な
状

況

で

「
あ

も

も

も

も

も

も

も

そ

ぶ

」

と

い
え
ば

、

ど

う

す

る

こ

と

か

は
、

古

代

の
人

々
に

は

い
う

ま

で
も

な

い

こ

と

だ

っ
た

の
だ

。

し

か

し
、

魏

志

倭

人
伝

中

に

は
、

も

も

も

も

㈱

始
死
停
喪
十
余

日
、
当
時
不
食
肉
、
喪
主

巽
泣
、
他

人
就
歌
舞
飲
酒
、

已
葬
、
挙
家

詣
水
中
漢
浴
、
以
如
練
沐
。

(
3
)

と

い
う

記

事

が

あ

っ
て
、

㈲

の

「
遊

」

に
相

当

す

る

と

み

ら

れ

る

部

分

が
、

よ

そ

目

に

は
具

体

的

に
記

述

さ

れ

て

い
る

。

記

紀

歌

謡

中

の

「
あ

そ

ぶ

」

(ア

ソ
バ

ス
を

除
く
)

は
、

三

例

の

み

で

あ

る

が

、

⑳

潮
瀬

の

な
を
り

を
見
れ
ば

ア
ソ
ビ
来
る

鮪
が
は
た
手
に

つ
ま
立
て
り
見
ゆ

(清
寧
記

・
武
烈
紀
)

⑳

打
橋

の

つ
め
の
ア

ソ
ビ
に

出

で
ま
せ
子

玉
手

の
家

の

八
重
子

の
と
じ

(天
智
紀
)

い
ず

れ

も
、

歌

垣

の
歌

と

み
ら

れ

、

す

で

に
諸

注

に
も

あ

る

よ

う

に
、

「
あ

そ

ぶ

」

と

き

の
具

体

的

な

行

為

に

は
、

何

よ

り

も

「
歌

舞

」

が

あ

っ
た

こ
と

が

窺

わ

れ

る

。

歌

垣

(か
が
ひ
)

は
、

風

土
記

に
、

⑳

坂

よ
り
東

の
諸
国

の
男
女
、
春

の
花

の
開

け
る
時
、
秋

の
葉

の
黄
つ

る
節
、
相
携
は

も

も

も

も

も

も

り
餅
聞
り
て
、
飲
食
を
齎
獲

て
、
騎

や
歩

に
て
登
臨
り
、
遊
楽
栖

遅
。
其

の
唱

に
日
、

(常
陸
国
筑
波

郡
)

も

も

G①

杵
島
県
。
…
…
郷
閣

の
士
女
、
酒

を
提

へ
琴

を
抱

き
て
、
歳
毎

の
春

と
秋

に
、
手
を

も

も

も

も

携

へ
て
登
り
望
け
、
楽
飲
歌

舞
曲
尽
き
て
帰
る
。

(肥
前

国

逸
文
)

な

ど

と

あ

り

、

ま

た

つ
ぎ

の
よ

う

な

祭

の
記

事

も

み

え

る

。

⑳

年
毎

の
四
月
十

日
に
、
祭

を
設
け
て
酒
灌
す
。
卜

氏

の
種
属
、
男
も
女
も
集
会

ひ
て
、

も

も

も

も

も

わ

も

も

も

も

も

も

う

口
を
積
み
夜
を
累

ね
て
、
飲

楽
歌
舞
。
其

の
唱
に
い
は
く
、

あ
ら

さ
か
の

神

の
み
酒
を

た
げ
と

言
ひ
け
ば
か
も
よ

わ
が
酔

ひ
に
け
む

(常
陸
国
香
島
郡
)

こ

こ

で
注

目

さ

れ

る

の
は
、

⑳

・
⑳

・
⑳

・
⑳

に
あ

る
と

お
り

、

歌

舞

の
場

に
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良奈

は
お
お
か
た
飲
酒
も
伴
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
記
紀
の
記
述
で
も
、
歌
が
歌
わ

れ
る
と
き
に
は
、
し
ば
し
ば
飲
酒

・
献
酒
が
な
さ
れ
て
お
り
、
歌
そ
の
も
の
が
馴

の
よ
う
な
酒
寿
き

の
歌
で
あ
る
こ
と
も
多

い
。

二

さ

て
、

こ
れ

ま

で
見

た

用

例

の
か

ぎ

り

で

は
、

人

々
が

「
あ

そ

ぶ
」

の
は
、

ま

ず

は

、

㈹

い

は

ひ

・
㎝

ま

つ
り

・
⑳

も

が

り

・
⑳

60

春

秋

の

か
が

ひ
、

な

ど
、

特

定

の
時

や

場

に

お

い

て

で
あ

っ
た
。

服

喪

時

に
歌

舞

飲

酒

の

「
あ

そ

び
」

は

そ

ぐ

わ

な

い
と

い
う

現

代

感

覚

に

は
、

「
か

な

し
」

「
あ

は
れ

」

な

ど

と

い

っ
た
語

が

、

古

代
、

愛

憐

・
悲

哀

い
ず

れ

を
も

含

ん

で

い
た

こ
と

を

思

い
合

わ

せ
れ

ば

よ

い

だ

ろ

う

か

。

と

こ

ろ

で
、

右

の

よ
う

な
特

定

の
状

況

で

「
あ

そ

び

」

が

な

さ
れ

る

ゆ

え

に

、

こ

こ

で
、

も

も

も

○
あ
そ
び
は
、

そ
も
く

の
用
語
例

で
は
、
単

に
魂

を
呼
び
返
す
わ
ざ

で
あ

っ
た
。

(上
世

日
本

の
文
学
)

○
あ

そ
ぶ
は
鎮
魂
を
目
的

に
し
た
呪
術
的
動
作

で
あ

つ
た
。
其

が

一
つ
の
偏
向
を
持

つ
て
、

鎮
魂
舞

踊
を
行
ふ

こ
と
を
意
味
す
る

や
う

に
用
ゐ
ら

れ
た
。

(
和
歌

の
発
生
と
諸
芸
術
と

の
関
係
)

(
4
)

 等

と
あ

る

折

口
信

夫

博

士

に
始

ま

る
、

い

わ
ば

民

俗

学

的

な

「
あ

そ

び

」

の
解

釈

の
検

討

が

必
要

と

な

る

だ

ろ

う

。

最

近

刊

行

さ

れ

た

石
上

堅
著

『
日

本

民

俗

語

大

辞

典

』

の

「
あ

そ

び
」

の

項

は
、

折

口
説

と

若

干

ず

れ

な

が

ら

、

ま

た

つ
ぎ

の
よ

う

に
述

べ
ら

れ

て

い

る
。

○
地
方

で
、
休
み

・
休
憩

の
こ
と
を
、

カ
ミ
ゴ
ト
と
い

い
、
オ

ロ
シ

・
ワ
ス
レ

・
ア
ソ
ビ

と
同
義
に
併
用
し

て
い
る
よ
う

に
、
も
と

は
、
鎮

魂
呪
術
を
中
心
に
す
る
神
祭
り

(
田

遊
び

・
雛
遊
び
な
ど
)
を
行
う

こ
と
。

そ
れ
が
、

祭
り
に
か
か
る
前

の
物
忌
み
期
間
を
、

ア

ソ
ビ

(若
者
組

の
泊
り
宿
を
、

ア
ソ
ビ
イ

ェ
)

と
感
じ
、
群

の
行
動
を
中
心

に
し

て
、

休

み

・
休
憩

の
義

に
転
じ
た
。
〈
以
下
略

〉

折

口
博

士

の
鋭

い
直

感

と

独

特

の
用

語

を
背

景

に

し

た

こ

う

し

た

「
あ

そ

び

」

の
解
釈
の
影
響
は
き
わ
め
て
大
き
く
、
民
俗
学
的
な
分
野
だ
け
で
な
く
、
多
く
の

古
典
の
注
釈
書
類
や
古
語
辞
典
類
も
、
以
後
何
ら
か
の
形
で
そ
れ
を
踏
ま
え
た
記

述
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
言
葉
の
自
然
な
実
態
に
即
し
て
考
え
る
か
ぎ
り
、

折

口
説
は
つ
ぎ

の
よ
う
な
疑
問
点
を
含
ん
で
い
る
。

ま
ず
、
記
紀
万
葉
の
こ
ろ
か
ら
現
代
ま
で
、
死
語
と
な
る
こ
と
な
く
同
じ
形
で

使
わ
れ
て
い
る
和
語

の
動
詞
は
、

一
般
に
、
ど
こ
か

一
点

の
変
わ
ら
ぬ
本
義
を
も

ち
つ
づ
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ぽ
、

「
い
は
ふ
」
や

「
ま
つ
る
」
は
、

古
代
と
現
代
と
で
す
こ
し
意
味
合
が
ず
れ
て
来
て
は
い
る
も
の
の
、
中
心
に
あ
る

祝

・
祭
的
意
義
は
今
も
失
わ
れ
て
は
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

「鎮
魂
を
目
的
と
し

も

も

も

た

呪

術

的

動

作

」

(民
俗
学
大
辞
典

で
は

「
鎮
魂
呪
術
を
中
心
と
す
る
神
祭
り
を
行
う

こ

と
」

と
、
転
意

さ
せ

て
い
る
)
が

本

義

と

さ

れ

る

「
あ

そ

び
」

は
、

す

で

に
古

代

の

用

例

で
、

よ

ほ
ど

こ

じ

つ
け

な

い

か
ぎ

り
そ

の

よ
う

な
意

味

合

と

の
関

連

を

と

り

に

く

い
も

の
が

出

る
。

た

と

え
ば

、

さ
き

の
㎝

や
、

も

も

も

も

も

も

も

勧

か

の

(月

の
)
国

の
父
母

の
こ
と
も
覚
え
ず
。

こ
こ
に
は
、
か
く
久
し
く
あ
そ
び
き

も

も

も

も

も

も

こ
え
て
な
ら
ひ
た

て
ま

つ
れ
り
。

(竹
取
)

る

も

も

も

も

倒

あ
そ
び
わ
ざ
は
、
小
弓
、
碁
。
さ
ま
あ
し
け
れ
ど
鞠
も
を
か
し
。(枕

草
子

二
一
五
)

な
ど
。
あ
る
い
は
、

「
魂
を
呼
び
返
す
わ
ざ
」
と
い
う
言
い
方

を
、

現
代

風

に

「く
た
び
れ
た
精
神
を
活
性
化
す
る
行
為
」
と
言
い
か
え
る
な
ら
、

一
貫
し
た
本

義
と
み
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
大
方

の
民
俗
学
風
理
解
は
そ
う
で
は
な
く
、

む
し
ろ
呪
術
的
な
祭
礼
行
為
に
ひ
き
つ
け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
鎮
魂
呪
術
に
か
か
わ
る
と
し
て
、
古
代
語
で
何
ら
か
の
呪
的
意
味

カ

も

も

も

合

を

も

つ
語

音

で

あ

る

「
い

の

る

・
い

は

ふ

・
い

つ
く

・
い

む

」

な

ど

の

イ
、

も

も

も

も

「
ち

は

ふ

・
ち

か

ふ

・
い

の

ち

・
ち

か
ら

」

な

ど

の

チ
、

あ

る

い

は

タ

マ
な

ど

と

「
ア

ソ
ビ

」

は
、

何

ら

の
共

通

音

・
関

連

音

も

も

た
な

い

し
、

熟

語

と

も

な

ら

な

い

の
は

、

ど

う

し

て
だ

ろ
う

か
。
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さ
て
、
そ
こ
で

「
あ
そ
び
」
は
ど
の
よ
う
な
語
と
形
式
的
な
関
係
を
も

つ
か
、

す
こ
し
さ
ぐ
っ
て
み
よ
う
。
日
本
語
の
動
詞
は
、
そ
の
基
本
に
あ
る
の
は
二
音
節

動
詞
で
あ
り
、
三
音
節
以
上
に
な
る
と
、
語
幹
部
分

に
何
ら
か
の
よ
り
基
本
的
な

語
基
が
認
め
ら
れ
る
派
生
的
な
語
で
あ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
ア
ソ
ブ
は
、

も

も

三
音
節
動
詞
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
ア
ソ
ブ

と
同
様
語
尾
が
バ
行
四
段
に
活
用
す
る

三
音
節
以
上
の
動
詞
を

『大
言
海
分
類
語
彙
』
か
ら
拾
い
、
そ
の
語
幹
の
本
来
の

語
性
を
横
に
、

「
ブ
」
が

つ
く
こ
と
に
よ

っ
て
出
る
意
味
を
縦
に
し
て
分
類
表
示

し
て
み
よ
う
。

靴性

 

詞名状 態 詞性

 

性詞動

状

態

に

な

る

ホ

コ

ロ

(窟

)

ー

ブ

ツ

ル

(蔓

)

ー

ブ

ア

サ

(
浅
)

i

ブ

ヒ

ラ

(平

)

ー

ブ

ユ

ル

(緩

)
ー

ブ

マ

ロ

(丸

)
ー

ブ

コ

ロ

(転

)
ー

ブ

ム ウ ナ
ス カ ラ

　 　 　

産 浮 平
)))

iii
フ フ フ

心

情

に

な

る

イ シ タ

ク ノ シ

　 　 　

息 篠 足
999
)))

iii
フ フ フ

 

ア

ハ
レ

(憐

)

ー

ブ

カ

ナ

シ

(悲

)

ー

ブ

タ

ノ

シ

(楽

)

ー

ブ

ク

ル

シ

(苦

)

ー

ブ

タ

フ

ト

(貴

)

ー

ブ

行

為

を

す

る

ウ イ マ ハ

ソ ナ ネ コ

　 　 　 　

嚥 否 真 捗))似?

ll))ブ ブll

フ フ

ニ オ

ヨ フ

　 　
ロ申 号
))

iI

フ フ

 

ム

セ

(咽

)

ー

ブ

サ

ケ

(裂

)

ー

プ

ア

ク

(空

)

ー

ブ

エ
ラ

(選

)

ー

ブ

こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
平
安
期
ま
で
の
文
献
に
す
で
に
出
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
平
安
期
以
降
四
段
だ
が
古
く
は
上
二
段
と
み
ら
れ
る
ヨ
ロ
コ
ブ

・
ス
サ
ブ

は
、

い
ち
お
う
省
い
た
。
漢
字
は
、
語
幹
部
の
み
の
語
源
的
な
意
味
を
と
っ
て
宛

て
て
み
た
。

さ

て
、

以

上

の
語

群

の
ど

の
あ

た
り

と
、

「
ア

ソ

ー
プ

」

は

類

す

る

の
だ

ろ

う

か
。

表

記

の
よ

う

に
、

こ
れ

ら

バ

行

四

段

動

詞

は
、

語

幹

部

の
語

源

的

な

意

味

が

ま

っ
た

く

不

明

の
も

の
は

ほ

と

ん
ど

な

い
。

「
状

態

に
な

る
」

欄

な

ど

、

ほ
と

ん

ど

漢

字

の
意

で

明

ら

か
で

あ

る

し
、

「
行

為

を

す

る
」

欄

の

「
イ

ナ

ブ

」

か

ら

「
ア

ク
ブ

」

ま

で

は

、

も

と

は
、

そ

れ
ぞ

れ

の
発

声

音

や
そ

の
印

象

に
直

接

対

応

し

て

い
た

か
と

み

ら

れ

る
も

の

で
あ

る
。

?

印

を

つ
け

た

も

の

も

、

「
イ

ク

ブ

(憤

)
」

は

、

イ

キ

ー
ド

ホ

ル

・
イ

キ

ー

ル

(
燈
)

な

ど

と
、

「
タ

シ
ブ

(嗜
)
」

は
、

タ

シ
ダ

シ

・
タ

シ

ー

ナ

シ

・
タ

シ
ー

ナ

ム

・
タ

シ
ー

カ

な
ど

の
あ

る
充

足

性

を
表

わ

す

か
と

み
ら

れ

る

タ

シ
と
、

「
ハ

コ
ブ

(運
)
」

は
、

バ
カ

ー

ド

ル

.

バ
カ

ー

ル

な

ど

の
あ

る
量

や
距

離

の

目
安

を

い
う

バ
カ
と

の
類
縁

性
が

考

え

ら

れ

る

し
、

「
シ

ノ
ブ

(忍
)
」

は
、

ホ

コ

ロ
ブ

・
ツ

ル
ブ

の
あ

り
様

と
同

じ

で
、

細

く

て
も

よ

シ

ノ

く

シ
ナ

ヒ
、

よ
く

力

に

た

え

る

小

竹

の
性

状

を

、

人

の
心
情

に

転

化

し

た

と

み

る

こ

と
が

で
き

る
。

そ

う

し

た

他
語

の
あ

り
様

か

ら

し

て
、

「
ア

ソ

ー
プ

」

の
語

幹

部

分

も
、

本

来

あ

る

程
度

単

純

な

具
体

性

を

も

っ
た

語

だ

っ
た

の

で
は

な

い

か
と

推
察

さ

れ

る
。

し

か

し
、

ア

ソ

(
サ

・
シ

・
ス

・
セ
)
と

い
う

音

を
も

つ
具

体

性

の
あ

る
語

意

は

、

「
浅

・
朝

・
麻

・
足

・
芦

・
汗

」

ぐ

ら

い

で
、

一
見

「
あ

そ

ぶ

」

の
漠

然

と

し

た

意

味

と

か

か

わ

り

の
あ

る
も

の

は

な

さ

そ
う

で
あ

る
。

た
だ

一
つ
注

目

さ

れ

る

の

は
、

音

が

一
致

す

る
火

の
山

阿

蘇

山

の

ア

ソ
で
あ

る
。

こ
れ

は
、

景

行

紀

十

八
年

に

阿

蘇

国

の

い
わ

れ

が

出

、

神

武

記

に

は

「
阿
蘇

君
」

と

い

う

名

が

み

え

て
、

「
ア

ソ
」

単

独

で
も

用

い
ら

れ

た

か

な

り

古

い
言
葉

と

み

ら

れ

る
が

、

ど

の
よ
う

な

意

味

を

も

っ
て

い

た

の

か
、

文

献

か

ら

は

ま

っ
た

く

不

明

で

あ

る
。

た

だ
、

「
ナ

ラ

ー
ブ

」

の

「
ナ

ラ
」

の
単

独

形

が

地

名

「
奈

良
」

と

し

て

残

っ
た

こ

と

と

似

た
点

も

あ

り
、

「
あ

そ

ぶ
」

が

何

よ

り

も

歌

舞

飲

酒

に

か

か

わ

る

も

の
と

す

る

と

、

ふ

と
思

い
合

わ

さ

れ

る

の
は

、

ア

セ

(汗
)
と

も

つ
な

が

る

、

そ

の
時

の
身

心

.

(
5
)

の
燃

え

る

よ

う

な

ア

ツ
さ

で

あ

る
。
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奈

と

こ

ろ

で
、

折

口
信

夫

『
上

世

日

本

の
文

学

』

〈
第

四
-

三
、

天

釦

女
命

V

に

は

、

「
鎮

魂

」

と

い

っ
た

言

い
方

と

は

別

に
、

つ
ぎ

の

よ
う

な
く

だ

り
が

あ

る
。

○

口
本

の
舞

・
歌

・
物
語
な
ど
、
此

(
巫
女

が
神
と
し

て
託
宣
を
行

ふ
)
神
懸
り

か
ら
出

て
来
る
も

の
が
多
数

に
あ
る
。
酒
が
現
今

の
様

に
時

も
処
も
定
め
ず
、
用

ゐ
ら
れ

る
や

う

に
な

つ
て
は
、
此
話
も
梢
耳

に
入
り

に
く
い
か
も
知
れ

ぬ
が
、
古
代

に
於

て
は
、
酒

の
川
ゐ
ら
れ
る
場
合
は
、
は

つ
き
り
と
定
り
、

且
、
其
機
会
も
、
さ
う
度

々
で
は
な
か

つ
た
。
神

事
だ
け
に
用

ゐ
た

の
で
あ
る
。
酒
を

用
ゐ
て
、
陶

然
と
し
た
境
地

に
這
入
る

こ
と
が
、
既
に

一
つ
の
神
懸
り

の
状
態

で
も
あ

っ
た
。

而
も
、
さ
う
し
た
神
酒
を
掌
る

の
は
女
性

で
あ

っ
た
。
…
…

ミ

キ

イ
ハ

此

御
酒

は

わ
が
御
酒
な
ら
ず
。
く
し

の
神

常
世

に
い
ま
す

石
立
た
す

少
名

カ
ム
ホ

ト
ヨ

ホ

ホ

マ
ツ

御
神

の

神
寿

ぎ

寿
ぎ
く
る
ほ
し

豊
寿
ぎ

寿
ぎ
も

と
ほ
し

献
り

来
し
御
酒

ヲ

ぞ
。
あ

さ
ず
食

せ
。

さ

＼

(仲

哀
記
)

歌

舞

飲

酒

に

か

か

わ

る

直

接

の
用

語

な

ら

、

「
う

た

ふ

・
ま

ふ

・
ゑ

ふ
、

た

の

し

・
う

ら
げ

」

と

い

っ
た

言

葉

が

当

然

あ

る
。

「
あ

そ

ぶ
」

と

は
、

歌
舞

飲

酒

行

為

全

体

に

か

か

わ

っ
て

い

る

の
だ

か
ら

、

当

然

そ

れ

ら

が

一
体

に

な

っ
た

と

き

の

(
6
)

状

態

あ

る

い

は
行

為

を

い

う

の
で

あ

ろ

う

。

つ
ま

り
、

身

も

心
も

日

ご

ろ

の
本

分

を

わ

す

れ

は

な

れ
、

う

っ
と

り

と

な

る

境

地

、

身

心
が

ア

ッ
く

ア

セ
ば

み
、

忘

我

も

も

の
う

ち

に
歌

わ
れ

舞

わ

れ

る
、

あ

た

か

も

神

が

か

っ
た
行

為

な

い

し

は
状

態

に

な

る

こ
と

、

そ

れ

が

「
ア

ソ
ー

プ
」

で

あ

っ
た

の

で

は
な

い

か
。

あ

つ
く

も

え

さ

か

(
7
)

る
神
の
山
ア
ソ
は
、
そ
う
し
た
太
古

の
言
葉
の
は
る
か
な
実
体
を
今
に
伝
え
て
い

る
と
い
え
ば
付
会
に
す
ぎ
る
だ
ろ
う
か
。

三

人

は

、

「
あ

そ

び

」

に

お

い

て
非

時

に

カ

ミ
と

な

る
。

そ

れ

は
、

人

と

し

て

は
、

や

は

り

日

々

の
本

分

か
ら

は

は

な

れ

た

ひ

と

と

き

の

ア

ツ
き

状

態

で
あ

る
だ

ろ
う

。

罰

の

「
遊

」

の
古

訓

に
あ

る

「
カ

ミ
ゴ

ト
」
、

あ

る

い
は

今

も

特

定

地

域

に
残

る

も

 「
カ

ミ
ゴ

ト
ー-

休

日
」

と

は
、

「
神

事

」

と
字

を

宛

て

る

と

意

味

が

暖

昧

に
な

る
。

そ

れ

は
、

「
鬼

ご

と

(ご

っ
こ
)
」

「
ま

ま

ご

と
」

の

ゴ

ト
、

「
道

の
後

こ

は

だ
処

女

(
8
)

を

神

の
ご

と

(如
)
聞

え

し

か

ど

も
」

(応
神
記
)

の
、

コ
ト

な

ら

ぬ

ゴ

ト

で
あ

っ
た

だ
ろ
う
。
ω

「ま
し
も
神
ぞ
/
き
み
も
神
ぞ
」
さ
あ

「あ
そ
べ
く

く

」
と
は
、

い

わ
ば

「
神

ご

と

(ご

っ
こ
)
」

の

セ
リ

フ

で

は
な

い

か
。

「
あ

そ

び

」

と

「
ご

と

(
ご

っ
こ
)
」

と

は
、

今

も

子

ど

も

の
世

界

で

は
同

義

的

で
あ

る
。

人

は
、

ま

た

、

神

に
、

御

酒

を
供

え

歌

舞

を

あ

げ

る
。

そ

う

す

る

こ
と

が

「
神

の

よ

ろ

こ

び

給

ふ
べ

き

こ
と

」

(源
氏

濡
標
)
だ

か

ら

で

あ

る

。

「
あ

そ

ぶ
」

と

は
、

す

な

わ

ち

カ

、・・
の
行

為

そ

の
も

の

で
あ

っ
た

ゆ

え

に
。

し

た

が

っ
て
、

㈲

・
⑳

の

(
9
)

「
ア

ソ
バ

ス
」
、

あ

る

い
は

、

岡

を
す
国

の

遠

の
み
か
ど
に

汝
ら
が

か
く

ま
か
り
な
ば

平
ら

け
く

吾
れ

は

も

将
レ
遊

手
抱

て

我

れ
は

い
ま
さ
む

天
皇

わ
れ

う
つ

の
み
手
も
ち

か
き
な

で
そ

ね
ぎ

た
ま

ふ
…
…

(万

九

七
三
)

も

㎝

…
…
吾
が
思

ふ

皇
子

の
命

は

春

さ
れ
ば

…
…
国
見
所
レ
遊

…
…
み
雪

ふ
る

冬

の
朝
は

さ
し
楊

根

は
り

梓
を

お

ほ
み
手

に

と
ら
し
た
ま

ひ
て

所
レ
遊

我
が
王
を
…
…

(万

三
三
二
四
)

な

ど

と

、

古

代

ま
ず

大

君

の
行

為

の
み

に

つ
い

て
使

わ
れ

て

い

る

「
ア

ソ
ブ

(ア

ソ
バ
ス
)
」

は
、
「
高

光

る

日

の
み

こ
」

た

る

大

君

の
行

為

は
、

す

べ

て

「
神

ご

と
」

つ
ま

り

「
あ

そ

び

」

で
あ

る

と

み

な

し

て

の
言

い
方

だ

ろ
う

。

だ

か
ら

こ
そ

、

大

君

も

ま

た

、

岡

(吉

野

の
国
主
等
)
吉
野

の
白
梼
上

に
、
横
臼
を
作
り
て
其

の
横
臼
に
大
御

酒
を
醸

み
、
其

の
大
御
酒
献
る
時
、

口
鼓
を
撃
ち
、
伎

為
て
歌
ひ
て
日
、

か
し

の
ふ

に

横
臼
を
作
り

横
臼
に

か
み
し
大
御
酒

う
ま
ら
に

き

こ
し

も

ち
食
せ

ま
う
が
父

(応
神
記
)

⑳

是

の
日
、
活

日
自

ら
神
酒
を
挙
げ
て
、
天
皇
に
献

る
。

侃
り

て
歌

ひ
て
日
、

こ
の
御

酒
は

わ
が
御
酒
な
ら
ず

や
ま
と
な
す

大
物

主
の

か
み
し
御
酒

い
く

ひ
さ

い
く
ひ
さ

(崇
神
紀
)

と
、

み
き

を
、

そ

し

て
歌

や

伎

を

た

て
ま

つ
ら

れ

る

も

の
で

あ

っ
た
。

あ

る

い

は
、
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何

よ

り

も

大

君

み
ず

か
ら

が

、

關

而

る
に
介
冑

の
士
、
疲

弊
無
き

に
あ
ら
ず
。
故

に
、
柳

に
御
謡

を
為
し
て
、
将
卒

の

心
を
慰

め
た
ま
ふ
。

謡
ひ
て
日
は
く
、

た
た
な
め

い
な
さ

の
山

の

木

の
問
ゆ
も

い
ゆ

き
ま
も

ら
ひ
…
…

(神
武
紀
)

㈲

天
皇
…
…
群

臣
に
詔
し
て
日
は
く

「
朕
が
為

に
蜻
蛉
を
讃

め
て
歌
賦
せ
よ
」
と
。
群

臣
能

く
敢

へ
て
賦
む
者
莫
し
。
天
皇
乃
ち

ロ
号

し
て
日
は
く

や
ま
と

の

を
む
ら

の
嶽

に

猪
伏
す
と

た
れ
か

こ
の
事

大
前

に
ま
を
す
…

…

(雄
略
紀
)

㈹

天
皇
、
泊
瀬

の
小
野

に
遊
ば
す
。
山
野

の
体
勢
を
観

し
て
、
慨

然
感
興
、
歌
ひ

て
日

は
く

、

隠

国

の

泊
瀬

の
山
は

出

で
た
ち

の

よ
ろ
し
き
山
…
…

(同
)

と
、

「
慨

然

感

興

」

「
乃

ち

口
号

」

よ

く

人

の
心

を

慰

め

る

、

ひ

い

で

て
即

興

の
歌

の

名

手

で

あ

っ
た

。

け

だ

し
、

太

古

、

こ

の
島

に

す

む

人

々

の

「
お

ほ
き

み
」

た

る
者

は
、

す

ぐ

れ

て

「
あ

そ

び

」

の
能

者

だ

っ
た

こ
と

で

「
神

に

い

ま

し
」

た

の

で

あ

る
。

け

れ

ど

も

、

「
あ

そ

び

」

は
、

ぬ

も

ω

百
し
き

の
大
宮
人

の
ま

か
り
出

て
遊

ぶ
今

夜

の
月

の
さ
や
け
さ

(万

一
〇
七
六
)

も

働

海
原

の
遠
き
渡
り
を
遊
士

の
遊

を
見
む
と
な
つ
さ
ひ
そ
来
し

(同

一
〇

一
六
)

も

も

㈹

漢
人
も
筏
浮
べ
て
遊
ぶ
と
云
今
日
そ
わ
が
背
子
花
か
づ
ら
せ
な

(同

四
一
五
三
)

な
ど
と
い
う
よ
う
に
、
文
献
中

の
漢
人
の
遊
楽
気
分
を
知
り
、
そ
れ
に
準
え
た
い

と
す
る

「
い
と
ま
あ
る
」
大
宮
人
た
ち
の
中
で

「宮
び
」
ゆ
く
に
つ
れ
、
し
だ
い

に
そ
の
歌
舞
飲
酒

一
体
の
神
が
か
り
の
熱
気
を
喪
失
し
、
意
味
を
分
化

・
屈
折
さ

せ
て
ゆ
く
。

万
葉
集
の

「あ
そ
ぶ
」

の
用
例
は
、
そ

の
半
数
以
上
が
、
大
伴
旅
人

・
家
持
周

辺
の
い
わ
ゆ
る
宴
歌
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、

も

も

も

も

ら

も

も

も

も

も

も

も

も

働

梅
花
咲
き

た
る
園

の
青
柳

を
か
づ
ら

に
し

つ

つ
あ

そ
び
く
ら

さ
な

(帥
老
之
宅
宴
歌

八
二
五
)

も

も

も

へ

も

も

も

も

も

も

も

カ

も

も

も

㈲

黄
葉

の
過
ま
く
惜

し
み
思
ふ
ど
ち
遊

ぶ
今
夜

は
明
け
ず
も
あ
ら
ぬ
か

(家
持

一
五
九

一
)

と

、

季

節

の
節

目

、

あ

る

い

は
梅

・
よ
も

ぎ

・
あ

や

め

・
橘

の
実

な

ど

を

「
か
づ

ら

き

あ

そ

ぶ
」

と

い

っ
た

あ

り

様

、

ま

た

「
思

ふ
ど

ち
あ

そ

ぶ

」

「
た
つ

さ

は

り

も

も

も

あ
そ
ぶ
」
と
い
う
言
い
方
に
、
ど
こ
か
か
が
ひ
の
風
情
も
の
こ
し
て
お
り
、
具
体

的
な
行
為
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
歌
舞

・
飲
酒
の
範
囲
と
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
は

あ
る
。
た
だ
、

も

も

も

も

㈹

か
く
し

つ
つ
遊
び
飲
み

こ
そ
草
木
す
ら
春
は

生

ひ

つ
つ
秋
は
散
り
ゆ
く

(大
伴
坂
上
郎
女

九
九
五
)

と
寸

あ

え

て

「
飲

み

」

を

「
遊

び

」

と

わ
け

た

言

い
方

は
、

働

菊

の
花
う

つ
ろ
ひ
さ
か
り
な
る

に
、
紅
葉

の
ち
ぐ

さ
に
見
ゆ
る
を
り
、
親
王
た
ち
お

カ

も

も

も

も

は
し
ま
さ
せ

て
、
夜

ひ
と
夜
酒

の
み
し
遊
び

て
…
…

(伊
勢

八

一
段
)

と
、

平

安

期

に
続

い

て
も

い

て
、

「
あ

そ

び
」

の
内

容

か

ら

「
飲

酒

」

行

為

は
分

岐

さ

せ

る
意

識

が

、

万

葉

時

代

す

で

に
あ

っ
た

と

い

う

こ

と

だ

ろ
う

。

む

ろ

ん
、

飲

酒

も

、

⑱

世

の
巾

の
遊

の
道

に
冷
し
き

は
酔

ひ
泣

き
す

る
に
あ

る

べ
か
る
ら
し(旅

人

三

四
七
)

と

、

「
あ

そ

び

」

一
般

で

な

く

な

っ
た

わ

け

で
は

な

か

っ
た
。

し

か

し
、

そ

れ

は
、

平

安

公

家

の
世

界

で

は
、

管

弦

・
舞

楽

の
宮

び

た

遊

楽

気

分

の

「
あ

そ

び
」

と

は

別

の
、

も

も

も

も

も

も

も

も

も

も

も

働

物
く

ひ
酒

の
み

つ
る
あ

そ
び
も

み
な
す
さ
ま
じ
く
な
り
て
、
ひ
と
り

た
ち
ふ
た
り

た

ち
、

み
な
た
ち

て
い
ぬ
。

(宇
治
拾
遺
23

平
安
中
期

の
語
り
部
分
)

と

い

っ
た

や

や
卑

俗

な

「
あ

そ

び

」

に
す

ぎ

な

い
も

の
だ

っ
た

よ
う

で
あ

る
。

も

と

こ

ろ

で
、

「
遊

楽

」

の

「
楽
」

は

、

万

葉

集

で
は

「
楽

伎

」
(四

二
七

二
)
と

仮

名

が

送

ら

れ

る

例

も

あ

り
、

正
訓

「
タ

ノ

シ
」

に

固
定

し

た

用
字

(六
例
)
と

み
ら

れ

る
が

、

そ

の

「
た

の

し
」

は
、

＼
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も

も

も

も

も

も

も

㈹

た
る

ひ
め
の
浦

を

こ
ぎ

つ
つ
今

日
の
日
は
た

の
し
く
あ

そ

べ
言

ひ

つ
ぎ
に
せ
む

(四
〇
四
七
)

も

も

も

カ

も

も

も

も

励

し
な
ざ

か
る
越

の
君
ら
と
か
く
し

こ
そ
楊
か
づ
ら
き
た

の
し
く
あ

そ
ば

め
(
四
〇
七

一
)

も

も

も

も

も

め

も

國

年

の
は

に
春

の
来

た
ら
ば
か
く
し

こ
そ
梅
を
か
ざ
し

て
た
の
し
く

の
ま

め
(
八
三
三
)

と

、

し
ば

し
ば

「
あ

そ

ぶ

」

と

き

の
気

分

を

い
う

用

語

と
も

な

っ
て

い

る
。

古

事

記

の

「
タ

ノ

シ
」

は
、

63

こ
の
御
酒

の

御
酒

の

あ
や
に
う
た
ダ

ノ
シ

さ
さ

(中

.
仲
哀
)

岡

山
県

に

蒔

け
る
青
菜

も

吉

備
人
と

と
も

に
し
摘
め
ば

タ
ノ
シ
ク
も
あ

る
か

(中

・
仁
徳
)

と

、

歌

の
中

に

二

例
あ

る

だ

け

だ

が

、

こ

の
う

ち
鮒

は
、

や

は

り

歌

舞

飲

酒

の

「
あ

そ

ぶ
」

時

に

か

か

わ

っ
て

い

る
。

と

こ
ろ

が

「
楽

」

字

と

な

る

と
、

本

文

の

十

六

例

中

「
タ

ノ

シ
」

で

訓

め

そ

う

な

も

の

は

一
例

も

な

い
。

そ

れ

ら

は
、

ま
ず

、

神

楽

の
始

ま

り

と

い

わ

れ

(
梁
塵
秘
抄

ロ
伝
集
)
、

『
古

事

記

伝

』

以
来

「
ア

ソ
ブ
」

の
訓

も

も

つ

も

詞

何

の
由

に
か
、
天
宇
受

売
は
楽

為
、
亦
、
八
百
万
神
諸
咲

ふ
。

…
…
汝
命

に
益

し
て

も

貴
き
神
坐
す
故

に
、
歓
喜
咲
楽
。

(上

・
神
代
)

の
二

例

。

下

巻

部

だ

け

に

散

在

し

て

「
ト

ヨ
ノ

ア

カ

リ
」

の

定

訓

を

も

つ

「
豊

も

も

楽

」

七

例

。

さ

き

の
㈹

の
歌

の
後

に
、

「
此

は

酒

楽

之

歌

也

」

と
あ

る

一
例
。

あ

と

六

例

は
、

謝

故

、
熊
曽
建

が
家

に
到
り

て
見
れ
ば

、
其

の
家

の
辺

に
軍
三
重

に
囲

み
、
室
作
り

て

　

居
り
。
是

に
御
室
楽

為
む
と
言
動

み
、
食
物
設
備
た
り
。
故
、
其

の
傍

に
遊
行

し
て
、

コ　

　

其

の
楽

日
を
待
ち

た
ま

ふ
。
余

し
て
、
其

の
楽

日
に
臨

ひ
、

…
…
熊
曽
建
兄
弟

二
人
、

　

其

の
嬢
子
を
見
成

で
、

己
が
中

に
坐

せ
て
盛

楽
。
故
、
其

の
酎
な
る
時

に
臨

ひ
…
:
・

(中

・
景
行
)

　

び　

働

其

の
国

の
人
民
、
名

は
志
自
牟
之
新
室

に
到
り
て
楽
。
是

に
盛
楽
、
酒
酎

に
て
次
第

に
皆
侮

ふ
。

(下

・
清
寧
)

の

二

か
所

に
見

え

る
。

こ

の
㈹

・
働

の
状

況

が

「
あ

そ

び

」

に
相

当

す

る

の
は

一

見

し

て

明

ら

か

で
あ

る
が

、

「
楽

」

の

こ
れ

ま

で

の
訓

は

、

ウ

タ

ゲ

か

ヱ

ラ

キ

(ギ
)
か

で
あ

る
。

し

刀
し

、

右

に

み
ら

れ

る
と

お
り

「
楽
」

は
、

a

・
b

・
C
は

名

詞

的

用

法

、

d

・
e

・
f
は

動

詞

的

用

法

と

み

ら

れ

る

か

ら
、

ウ

タ
ゲ

で

は
動

詞

的

使

用

が

苦

し
く

、

ヱ
ラ

ク
は
、

名

詞

と

し

て

「
ヱ
ラ
キ

の
日
」

な

ど

と

は
何

と

も

熟

さ

な

い

し
後

の
用

例

も

な

い
。

ま

た
、

ウ

タ

ゲ

の
訓

は

d

・
e

・
f

と
似

通

っ
た
用

法

で
あ

る
鮒

の
場

合

に

は
、

統

一
的

に

あ

て

に
く

い
。

だ

が

、

こ
れ

ら

を

「
ア

ソ
ブ

・
ア

ソ

ビ
」

で
訓

む

な

ら
、

き

わ

め

て
自

然

に
す

べ

て
統

一
し

て
訓

む

こ
と

が

で
き

る
だ

ろ
う

。

古

事

記

の
中

で
、

「
愁

・
患

(
ウ
レ
ヒ
)
」

「
寿

・
命

(イ

ノ
チ
)
」

「
遊

・
楽

(
ア
ソ
ビ
)
」

な
ど

は
、

異

字

同

訓

の
可

能

性

が

あ

る
と

い

(
10

)

わ

れ

て
も

い

る
。

さ

て
、

「
豊

楽

」

の
場

合

も

、

㈹

・
㈲

の
神

楽

歌

の
用

語

か
ら

推

し

て

「
ト

ヨ

ノ

ア

ソ
ビ

」

と

い
う

訓

も

可

能

だ

ろ

う
。

古

事

記

に

は
別

に

「
豊

明

」

と

い
う

表

記

で
明

ら

か

に

「
ト

ヨ

ノ
ア

カ

リ
」

と
訓

め

る
場

合

が

二

例

あ

り

、

う

ち

一
例

は
、

下

巻

履

中

記

で

「
為

二
豊

明

一」

「
為
二
豊

楽

一」

と

同

語

法

で
並

存

し

て

い

る
。

い

ず

れ

も

ト

ヨ
ノ

ア

カ

リ

と
訓

ま

せ

る

つ
も

り

な
ら

、

な

ぜ

同

一
表

記

に
し

な

か

っ

も

も

も

た

の
だ

ろ
う

か
。

そ

し

て

ま

た
、

「
豊
楽

・
新

室

(御
室
)
楽

・
酒

楽

」

が

、

従

来

す

べ

て
別

訓

と

い
う

の

は

い

か
が

だ

ろ
う

か
。

四

「
あ

そ

ぶ

」

と

は
、

な

る

べ
く

古

代

の
用

語

に
即

し

て

い
う

な

ら

、

「
神

の
ご

と

く

、

あ

や

に
う

た
だ

の

し
く

な

る

こ

と

を
す

る
」

こ
と

で
あ

る
。

人

は

、

い

つ

で

も

神

の
ご

と

く

な

れ

る

わ
け

で

は

な
く

、

折

々
の
祝

い
や

祭

り

な

ど

、

神

々
が

よ

り

身

近

に

い
ま

す

時

、

ふ

と
そ

の
気

分

に
参

入

で
き

る

に
す

ぎ

な

い
。

大

宮

人

が

「
い
と

ま

」

を

も

て
余

し
、
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⑬

か
た
は
な
る
ま
で
、
遊
び
た
は
む
れ
つ
つ
暮
ら
し
給
ふ
。

(源
氏

浮
舟
)

と
、
そ
れ
を

「あ
そ
び
」
で
う
め
る
な
ら
、

「あ
そ
び
」
は
神

々
か
ら
は
遠
の
き
、

単
な
る

「遊
楽
」
気
分
に
頽
落
す
る
。

一
方
で
神

々
と
共
に
あ

る
べ
き

「あ

そ

び
」
は
、
気

の
は
る
儀
礼
に
形
骸
化
し
、

「
い
は
ひ
来
し
神
は
ま
つ
り
つ
…
…
明

日
よ
り
は
遊
べ
」
と
、
あ
ら
た
め
て
人
だ
け
で
の
息
抜
き

の

「遊
び
」
が
必
要
と

な
る
だ
ろ
う
。
平
安
宮
廷
の
神
楽
と
は
、
あ
く
ま
で

「神
の
あ
そ
び
」

へ
の
奉
仕

も

で
あ

り
、

ゆ

え

に

文
字

ど

お

り

の
神

事

な

の

で
あ

る
。

「
あ

そ

び
」

と

は
、

よ

り

現

代

の
語

感

に

即

し

て

い

う

な

ら
、

「
忘

我

・
熱

中

●

(
11
)

・
陶
酔

・
愉
悦
と
い
っ
た
気
分
を
伴
う
、

日
々
の
本
分
を
は
な
れ
た
行
為
」
を
指

し
て
い
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
太
古
の

「あ
そ
び
」
と
、
現
代
の

「
あ
そ
び
」

と
は
何
ら
意
味
を
転
じ
て
い
な
い
。
そ
れ

は
、
日
々
の
本
分
を

は
な
れ

た

そ

の

「う

っ
と
り
し
た
気
分
」
こ
そ
が
大
切
で
、
行
為
そ
の
も
の
を
必
ず
し
も
具
体
的

に
限
定
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
も
、
昔
も
今
も
同
じ
で
あ
ろ
う
。
古
事
記
の
中
の

「鳥
遊
」
や

「
わ
が
大
君
の
あ
そ
ば
し
し
猪

の
」
と
い
っ
た
例
か
ら
は
、
主
に
男

た
ち
の
弓
矢
の

「
あ
そ
び
」
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
窺
わ
れ

る
し
、
平
安

貴
族

の

「あ
そ
び
」
は
、

も

も

も

も

も

69

琴
な

ら
は
し

・
碁
う
ち

・
扁

つ
き
な
ど
、

は
か
な

き
御
遊

び
わ
ざ
に
に

つ
け

て
も

…

…

(源
氏

橋
姫
)

と
、

管

弦

・
舞

楽

以

外

に
も

、

「
は

か

な

き

御

遊

び

」

は

多

様

で
あ

っ
た

。

そ

し

て
、

具

体

的

に
何

を

す

る

と

い
う

の

で

は

な

く

、

そ

の
気

分

の
み

に
即

し

て
使

わ

れ

る

例

も

、

す

で

に
古

く

か

ら
あ

る
。

か

ぐ

や

姫

が

、

62

「
こ

こ

に

は

か
く

久

し

も

も

も

も

も

く
あ
そ
び
き
こ
え
て
」
と
言
う
の
は
、
本

つ
国
で
あ
る
月
の
都
を
は
な
れ
夢
心
地

で
居
る
と
い
っ
た
気
持
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な

「
本
拠
を
は
な
れ
た
夢
心
地
」
と

い
っ
た
意
味
合
に
お
い
て
、

「あ
そ
び
」

と

「
遊
行
」
と
は
容
易
に
結
び
つ
く
し
、

「
遊
行
女
児
」
が
、
ウ
カ
レ
メ
と
も
ア
ソ
ビ
と
も
言
わ
れ
た

(和
名
抄

.
名
義
抄
)

あ
そ
び

の
だ
ろ
う
。
む
ろ
ん
そ
の
遊
女
は
、
平
安
期

「声
は
渓
雲
を
遇
め
、
韻
は
水
風
に

鷹

へ
り
。」

(遊
女
記
)
「声
は
頻
伽
の
ご
と
く
」
(新
猿
楽
記
)
と
、
す
ぐ
れ
て
よ
く

歌
を
う
た
う
者
で
も
あ

っ
た
。

ま
た
、
令
集
解
服
葬
令
に
み
え
る
、
天
皇
崩
時
、
積
所
の
こ
と
に
供
奉
し
た
と

あ
そ
び
べ

い
う

「
遊

部

」
。

そ

こ

に

み

ら

れ

る

㈹

隔
二
幽
顕
境

ハ
鎮
二
凶
属
魂

一之

氏
也
。

終
身
勿
レ
事
、
故

云
二遊

部
幻

あ

る

い

は
、

免
二
課
役

ハ
任
意
遊
行

、
故

云
二遊

部
↓

と

い

っ
た
釈

は
、

お

そ

ら

く

は
、

天

皇

崩

時

の

「
あ

そ

び

」

に
専

従

的

に
供
奉

す

る
ゆ

え

の
部

曲

名

が

、

す

で

に
奈

良

朝

以

降

の
貴

族

に

は
、

「
任

意

遊

行

の
故

に

遊

部

と

云
」

と

い

っ
た
、

「
遊

行

女

婦

」

の
呼

び

方

と

も

通

じ

る

「
あ

そ

び
」

の

語

感

で
と

ら

え

ら

れ

て

い
た

と

い
う

こ
と

だ

ろ
う

。

そ

の

か
ぎ

り

に

お

い
て
、

㈹

偲
儲
子

は
定

居
な

く
当
家
な
し
。
弩
盧
藍
帳
、
水
草
を
逐
ひ
て
移
捗
す
。

…
…
課
役

な
き
を
以

て

一
生

の
楽

と
為
す
。
…
…

(
そ
の
歌
声
は
)
韓
蛾

の
塵
を
動
か
し
、
余

韻

は
梁
を
続

る
。

…
…

(俺
偏
子
記
)

と

い

わ

れ

た

ク
グ

ツ
も

ま

た

ア

ソ
ビ

の
徒

で
あ

り
、

そ

の

よ
う

な

課

役

な

き

遊

行

の
人

々
は
、

足
柄

山

の

「
い
つ

く

よ
り

と

も

な
く

出

来

た

る
」

ア

ソ
ビ

、

「
難

波

わ

た

り
」

の
水

辺

の

ア

ソ
ビ

(更
級

日
記
)
と

い
う

よ
う

に
、

ア

ソ
ビ

と

い
う

呼

称

も

も

も

も

も

も

も

も

も

も

に
お
い
て
、
平
安
公
家
の
用
語
の
中
で
容
易
に
混
交
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ

し
て
、
時
と
し
て
誰
で
も
が
す
る
が
、
け

っ
し
て

一
人
前
の
人
の
本
分
で
は
な
い

「
あ
そ
び
」
を
、
あ
る
特
定
の
人

々
の
本
分
的
行
為
に
限
定
し
て
そ
の
呼
称
に
す

る
と
き

(源
氏
物
語
に
は

「あ
そ
び
人
」
と
い
う
い
い
方
も
み
ら
れ
る
)、

ど
こ
か
そ
の

人
々
を
異
端
視
し
た
響
き
を
持

つ
の
は
、
平
安

の
昔
も
、
今
も
、
さ
ほ
ど
変
わ
ら

な
い
。

と
こ
ろ
で
、
ア
ソ
ビ
と
呼
ば
れ
た
水
辺
の
遊
女
あ
る
い
は
陸
の
偲
偏
子
女
な
ど

は
、
遊
女
記

・
偲
偏
子
記

・
新
猿
楽
記

・
更
級
日
記
な
ど
に
見
る
か
ぎ
り
、
歌
を

歌
う
と
は
あ

っ
て
も
、
舞
を
舞
う
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
こ
こ
に
、
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圃

舞
の
袖
瓢
翻
と
し
て
、
侮
か
伽
逓
か
が
ぴ
ど
い
。
歌
の
声
和
雅
に
し
て
頻
鳥
の
鳴
る

も

も

も

も

も

も

も

一

が
ご
と
し
。
非
調
子

の
琴

の
音

は
、
地
祇
影
向
を
垂
れ
、
無
拍
子

の
鼓

の
声

は
、

野

「

干
必
ず
耳
を
傾
く
。

(新
猿
楽
記

)

一}
と
、
歌
舞
奏
楽

一
体
の
神
が
か
り
の

「
あ
そ
び
」
を
す
る
と
記
述
さ
れ
て
い
る
者

}
が
あ
る
。

「硯
女
」
i

カ
ウ
ナ
ギ
で
あ
る
。
院
政
期
に
お
け
る
そ
の
舞
い
姿
や

諺
嶽懇
奉

贈
額
繕
.雅
撫
響
縫
鰻

劔

住
吉

の

一
の
鳥
居

に
舞

ふ
き

ね
は

神

は

つ
き
が
み
衣

は
か
り
ぎ

ぬ
し
り
け
れ
も

号

～

喫
の
歌
声
の
言
蓬

梁
塵
秘
抄
の
鈴

残
さ
莞

「神
歌
」
毒

13

神
ご
と
の
歌
1

そ
の
身
に
神
が

つ
い
た
も

の
の
歌
う
歌
で
あ
ろ
う
。
そ
の
文
字

第

面
に
見
る
内
容
が
卑
俗
で
神

々
し
く
な
い
と
思
う
の
は
、
歌
い
手
の
神
が
か
り
気

要

分
を
共
感
で
き
な
い
後
世
の
感
覚
で
あ
る
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
、
古
代
末
期
の
み

や
こ
周
辺
で
は
、
遠
い
い
に
し
え
の

「あ
そ
び
」
の
行
為
や
気
分
は
、
儀
礼
化
し

紀

た
宮
廷
神
楽

の

「
豊
の
あ
そ
び
」
よ
り
も
、

学

㈲

あ
そ
び
を
せ
ん

と
や
生
れ
け
ん

た
は
ぶ
れ
せ
ん
と
や
生
れ
け
ん

(13
)

か
う
な
ぎ

大

と

歌

う

、

虫

け

ら

の
よ

う

に
落

ち

ぶ

れ

軽

ん
じ

ら

れ

た
里

々
の

巫
女

た

ち

の
歌

や

良

妻

に
、
そ
の
命
脈
を
保

っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。

:

奈

【

あ

そ
ぶ
子
ど
も

の
声
き

け
ば

わ
が
身

さ

へ
こ
そ
ゆ
る
が
る
れ

む

も

も

…
と
は
、
す
で
に
老
い
て
神
が
か
り
の
舞

い
を
な
し
え
な
い
わ
が
身
さ
え
、
い
や
や

「

、

、

は
り
そ
の
神

つ
き
の
血
を
も

つ
わ
が
身
こ
そ
、
若
い
巫
女
の
鼓
や
歌
声
に
、
ふ
と

も

も

も

も

も

お

の
ず

か
ら

身

が

ゆ

ら

い

で

し

ま

う
、

あ

あ

や

は

り

自

分

は

「
あ

そ

び

(神
ご
と
)
」

一
-

歌
舞
を
す
る
身
に
生
れ

つ
い
た
の
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
四
句

神
歌
に
は
老
女
や
尼
の
感
慨
が
目
立
つ
が
、

「
さ

へ
・
こ
そ
」
と
い
う
相
反
す
る

一
意
の
助
詞
の
結
合
し
た
表
現
は
、
以
上
の
よ
う
な

「あ
そ
び
」

の
理
解
に
お
い
て
、

.
は
じ
め
て
よ
く
四
句
神
歌
の
中
に
お
さ
ま
る
。

…

し
か
し
な
が
ら
、
若
い
巫
女
た
ち
の
あ

ま
り
に
も
軽
や
か
な
蝶
や
仙
女
の
よ
う

一

(
14
)

な

「
ま

ひ
」

は
、

「
市

を

成

し
」

て

見

物

す

る

も

の
で

は

あ

っ
て

も
、

も

は

や

太

古

の

「
あ

そ

び

」

の
よ

う

に

は
、

ふ

つ
う

の
人

々

に
そ

の
神

が

か

り
気

分

を
共

感

さ

せ

る
力

は
も

ち

え

な
く

な

っ
て

い

た
。

人

々
は
、

よ

り
激

し
く

熱

気

の
こ
も

る

躍
動
ー

ヲ
ド
リ
に
、
集
団

の
い
わ
ば
神
が
か
り
気
分
、
す
な
わ
ち
、
仏
教
浸
透

後
の
法
悦
境
を
感
じ
求
め
た
の
だ
と
み
ら
れ
る
。

「
踊
り
念
仏
」
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
古
代
的
な

「あ
そ
び
」
に
代
わ
り
、
乱

世

の
人
々
の
心
を
と
ら
え
た
の
で
あ
る
。

注

(
1
)
岩
波

日
本

思
想

大
系

『
古
事
記
』
訓
読
補
注

(上
巻
六
四
頁

四
)

(
2
)
他

に

「
カ
ミ
ゴ

ト

ス
」

(度
会
本

)
と
い
う
古

訓
が
あ

る
。

(
3
)
注

(
1
)

同
書
補

注
m
。
書
紀
中

の
天
皇
崩
時

の

「
乃
奏

二
種

々
歌
侮

一」

(
天
武

紀
)
な
ど
も

ひ
か
れ
て
い
る
。

(
4
)
全
集
第

十
二
巻

(上
世

日
本

の
文
学
)

・
第
十
七
巻

(
和
歌

の
発
生
と
諸
芸
術
と

の
関
係
)
、

そ
の
他
。

(
5
)
阪
倉
篤
義

『
語
構
成

の
研

究
』

(角
川
書
店
)

鰯
-

蹴
頁
。

イ
ソ
と
イ

ト
な
ど
、

サ
行
と

タ
行
と
は
子
音
が
交
替

し
う

る
。

(6
)
武
満
徹

川

田
順
造

『
音

・
こ
と
ば

・
人
間
』

(岩
波
書
店
)

に
は
、
西

ア
フ
リ

カ

の
モ
シ
族

の
言
語

に
は
、

「
歌
と
、
楽
器

の
音
と
、
踊
り
と
、
享
楽

の
総
合
さ
れ

た
状
態
」
を
指
す

「
デ
ー

ム
」
と

い
う
語
が
あ
る
と
報
告
さ
れ
て

い
る
。

(
7
)

浅
間
山

の

「
ア
サ
」
も
当
然
関
連
す
る
音

で
あ
ろ
う
。

(
8
)

遠
藤
邦
基

「
濁
音
減
価
意
識

ー

語
頭
の
清
濁
を
異
に
す
る
二
重
語
を
対
象
に
i

」

(
国
語
国
文
第
46
巻

4
号
)

(
9
)
㈱

「
大
御
琴

ア

ソ
バ

セ
」
が
仮
名
書
き

で
あ
る

の
は
、
大
君

の
行
為
を
い
う

「
ア

ソ
バ

ス
」

が
、

「遊

」
あ
る

い
は

「楽

」

で
は
あ
ら
わ
せ
な
い
か
ら
で
、
そ
の
弾
琴

が

「
鎮

魂
呪
術

の
わ
ざ
」
だ
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

も
し
そ
う
な
ら
、
㈱

の
「
遊
」

も
、
当

然
仮
名
書

き
さ
れ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
か
ら

で
あ

る
。
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(10
)
小
島
憲
之

『上
代

日
本
文
学

と
中

国
文
学

』
上

(塙
書
房
)

鵬
頁
。

(
11
)

「
あ

そ
び
」
が
本
分

で
あ

る
の
は
、
子
ど
も
と
、
鳥

・
獣

・
魚

た
ち

で
あ

る
。

と

り
わ
け
さ
え
ず

る
鳥
な
ど

は
神

に
近

い
と
い
う

こ
と
だ
ろ
う
。

(
12
)
拙
稿

「
梁
塵
秘
抄
四
句
神
歌
」

(国

語
国
文
第

52
巻

1
号
)

(
13
)
秘
抄
神
歌

で

「
あ

そ
ぶ
」
と
歌

わ
れ
る
の
は
、
神

・
人

・
鶴

・
亀

・
諸
鳥

・
猿

の

ほ
か
は
、
蝶

・
蜻
蛉

・
蝸
牛

・
し
ら

み
と
、
虫

類
が
き
わ
だ

っ
て
い
る
。

(
14
)

「
ま
ふ
」
と

は
、
㈹

や
、

「
目
が
ま
う
」
と

い
う
方
言

(愛
媛

・
岐
阜
)
が
あ

る

こ
と

で
明
ら
か
な
よ
う

に
、
旋
回
す

る
こ
と
を
い
う
。
朝
鮮
半
島

に
現
存
す
る

巫
女

は
、
激
し
く
旋
回
す

る
こ
と

で
神

が
か
る
と
い
う
。

(
一
九

八
四

・
九

・
二
四
)

`Asobu'inOldJapanese

NorikoKIMURA

Summary

InoldJapanesetheword`asobu'wasnotusedtomean`toplay'or`tobeidle'.

Theorignalmeaningofthiswordwastofallintoastateoftrancethroughsinging,

dancing,anddrinking.

Inthisessaytheword`asobi'letsusknowhowtheancientpeoplefeltwhentheyheld

anecstaticfestivalwithgods.


