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は し が き

本 書Jま､平 成1 0 年 度 か ら 平 成1 3 年 度 ま

で の 4 年 間 に 交 付 さ れ た 文 部 科 学 省 科 学 研 究

費 補 助 金 基 盤 研 究 C-2 ｢ 『喉 音 三 行 弁』 の 観 念

の 成 立 と 日 本 音 韻 学 の 成 立 に 関 す る 学 説 史 的

研 究｣ に お け る 研 究 成 果 の 報 告 で あ る｡ 本 研

究 は 単 独 で 行 わ れ た o 研 究 代 表 者 は､

釘 貫一 亨(名 古 屋 大 学 大 学 院 文 学 研 究 科)

で あ る o 配 分 額 の 内 訳 は 次 表 の と お り で あ る.

成 痩

交 付 決 定 額 (配 分 額) (金 額 単 位 千 円)

直 接 経 費 間 接 経 費 合 計

平 成1. 0 年 度 1 2 0 0 0 1 2 0 0

平 成 1 1 年 度 9 0 0 0 9 0 0

平.成 1 2 年 度 5 0 0 0 5 0 0

平 成 1 3 年 度 5 0 0 0 5 0 0

総 計 3 1 0 0 3 1 0 0

本 研 究 に か か る 研 究 発 表 は 以 下 の と お り で

あ る｡

① 帝 文

釘 貫 亨 ｢日 本 簿 史 の 可 能 性 と 『国 語 史』 ｣

『国 語 学』 1 9 6 集 (国 語 学 会､ 1

9 9 9 )

釘 貫 亨 ｢日 本 語 学 史 に お け る 『音 声』 の 発

見｣ 『名 古 屋 大 学 文 学 部 研 究 論 集』

( 2 0 0 1
､

3 )
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釘 貫 亨 一r 古 代 人 の こ ゑ (声) を 聞 くJ 『美

夫 君 志』 第 6 3 号 (美 夫 君 志 会､ 2

o o 1
､

9 )

釘 貫 亨 ｢ 『珂 刈 薩』 論 争 に お け る 上 田 秋 成

の 依 拠 学 説 一名泣今道f聴音用字考をめぐってl-_｣ 『国

籍 学』 5 3 巻 一4 号 (国 語 学 会､ 2 0

0 2 ､
4 )

② 口 頭 発 表

釘 貫 ■亨 ｢古 代 人 の こ ゑ (声) を 聞 く｣ 美 夫

君 志 会 平 成 1 3 年 度 全 国 大 会 ( 2 0

o 1 ､ 6 ･ 3 0 中 京 大 学)

釘 貫 亨 ｢ 『吋 刈 複』 論 争 に お け る 上 田 秋 成

の 依 拠 学 説
-1波今道

F喉首用字考lをめぐって-｣ 国

語 学 会 平 成 1 3 年 度 秋 季 大 会 ( 2 0

o 1 ､ 1 0 . 2 1 福 井 大 学)

以 上

1 は じ め に

わ れ わ れ 日 本 語 学 者 は､ 奈 良 時 代 の 万 葉 仮

名 と 当 時 の 漢 語 字 音 と の 関 係 を 近･代 音 声 学 の

手 法 に よ っ て 分 析 の メ ス を 入 れ る と き, 当 代

の 発 音 を あ る 確 実 性 を 伴 っ て 復 元 出 来 る こ と

を.教 え ら れ て い る. 上 田 万 年 ｢ p 音 考｣ で 明

ら か に さ れ た 古 代 語 ハ 行 子 音 の 実 態 や 橋 本 進

吉 が 解 明 し た 奈 良 時 代 語 八 母 音 の.発 見､ さ ら

に 有 坂 秀 世 に よ る 精 密 な 古 代 薄 青 の 推 定 な ど

も か か る 精 密 な 観 察 に よ っ て 明 ら か に さ れ

た｡ そ れ ら は, 近 代 言 語 学 の 歴 史 的 手 法 の 国

語 研 究 - の 導 入 が も た ら し た 勝 利 の 典 型.と し
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て 縛 ら れ て き た の で あ っ た｡

こ の よ う な 評 価 自 体 は 換 り を 含 ん で い る わ

け で は な い が､ あ る 重 要 な 事 柄 が 強 調 さ れ て

い な い｡す な わ ち 古 代 語 の 音 声 復 元 の 作 業 は､

既 に 近 世 の 国 学 者 に よ っ て 顕 著 に 高 度 な 水 準

に ま で 達 し て お り ､ そ の 成 果 の う え に 近 代 国

静 史 学 の 勝 利 が も た ら さ れ た の で あ る と い う

点 で あ る｡ 本 報 告 は､ 古 代 帯 音 声 の 復 元 に 際

し て 周 学 者 連 が 共 有 し た 熱 情 と そ の 業 練 の 再

現 を 通 じ て､ 音 譜 研 究 史 に お け る 音 声 - の 知

的 自 覚 の 持 つ 意 義 を 建 策 し よ う と す る｡

2 巨 木 に お け る 音 声 音 詩 研 究 は い っ か ら

始 ま っ た の か

わ が 国.に お け る 青 憩 音 声 を 対 象 と し た 学 術

の 始 ま り は､ ま と ま っ た も の と し て 弘 法 大
_節

空 海.が 平 安 時 代 初 期 に 唐 か ら 持 ち 帰 っ た 真 言

密 教 教 学 の 悉 兵 学 で あ る と さ れ る｡ い う ま で

も な く 真 言 は､ 大 日 如 来 の ｢こ と ば｣ で あ り､

そ の た め の 教 学 は 神 秘 化 さ れ た ｢こ と ば｣ と

し て の み 対 象 化 さ れ る の で あ っ て､ 人 間 の 日

常 的 な 営 み と'し て の 音 声 書 籍 と い う 視 点 は 存

荏.し な い｡ し た が っ て こ こ に 日 本 語 音 声 の 観

念 が 介 入 す る 余 地 は な い｡ 空 海 が 将 来 し た 悉

兵 学 の 中 心 は､ や が て 天 台 密 教 に､移 行 し, 安

然 『悉 曇 蔵』 と い う 古 代 的 達 成 を 経 て, 平 安

時 代 宋 に 明 覚 が 子 音 軸 と 母 音 軸 を 縦 横 に 並 べ

た 音 図 ( 『反 晋 作 法』 ) を 開 発 し た｡ (図1 )

音 図 の 出 現 は､ 音 素 文 字 を 持 た な い 日 本 人 が
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音 節 を 子 音 と 母

こ と を 示 す も の

悉 卓 学 の 基 本

院 政 時 代 に

-

没)が 現 れ

『悉 農 相 伝

声 学 的 観

図 1

音 に 事 実 上 分 離 す る に 至 っ た

で あ る｡ 以 後, 玉 音 図 は 中 世

概 念 と し て 方 法 化 さ れ て ゆ く｡

は 高 野 山 に 束 禅 院 心 蓮 (
- -

八

て 真 言 悉 農 学 が 優 勢 を 取 り 戻 し､

過 (図 2 ) に 見 る よ う な 精 細 な 音

察 に よ っ て 大 き く 進 展 す る｡
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こ の こ ろ､ 日 栄 貿 易 を 通 じ て 『親 鏡』 が 輸

入 さ れ た｡ 『親 鏡』 は､ 席 末 頃 に 成 立 し た 四

十 三 枚 か ら な る 漢 字 音 図 で あ り､ 唐 代 字 音 を

モ デ ル に し て い る と 考 え ら れ て い る｡ こ の 書

物 の 具 体 的 用 途 は は っ き り し な い が､ 詩 作 の

際 甲,押 韻 宇 検 索 に 便 利 で あ っ た か も し れ な

い｡ 要 す る に 『親 鏡JI は, 仏 教 教 学 と 無 関 係

_4_



な 純 然 た る 世 俗 の 事 物 で あ っ た が､ わ が 国 で

は 音 声 分 析 の ノ ウ ハ ウ を も っ た 悉 曇 学 者 を 措

い て 理 解 者 が い な か っ た｡わ が 国 で 始 め て『親

鏡』 を 読 解 し た 人 物 と し て 知 ら れ る の が 悉･曇

学 侶 明 了 房 信 範 で あ る｡倍 範 を 宗 匠 と す る『額

鏡』 伝 授 が 密 教 教 学 内 で 継 永 さ れ る が､ こ の

事 物 が 世 俗 の 知 俄 世 界 に 流 出 す る の は 近 世 以

後 の こ と で あ る｡

中 世 の 言 語 音 研 究 と し て 逸 す る こ と が 出 来

な い の は 鎌 倉 時 代 に 天 台 教 学 内 で 興 隆 し た 法

華 経 字 音 学 の 存 在 で あ る｡ 読 経 と い う 行 為 そ

の も の は 仏 教 伝 来 以 来 存 在 し た の で あ ろ う が

読 涌 青 白 体 を 学 問 の 対 象 に し た の は, 天 台 学

僧 心 空 に 始 ま る
注1o な ぜ こ の と き､ 法 華 経 字

音 挙 が 興 起 し た の か｡考 え ら れ る 要 因 と し て､

平 安 時 代.後 如 か ら 流 行 し た 芸 能 と し て の ｢読

経 道｣ の 存 在 が あ る｡ ｢読 経 道｣ の 中 心 地 播

州 書 写 山 円 教 寺 で は､ 後 白 河 法 皇 を パ ト ロ ン

と し て 以 来 ｢読 経 道｣ が 隆 盛 を 極 め た と い う

旺 2

｡ 書 写 山 に も 任 し た 心 空 は､ こ の よ う な

雰 餌 気 を 肌 身 で 経 晩 し た は ず で､ 天 台 法 華 経

教 学 は か つ て な い ほ ど 経 文 読 踊 の 音 声 に 関 し

て 関 心 を 強 め て い た.の で あ る｡

以 上 の よ う に 中 世 以 前 の わ が 国 に お い て 言

語 音 声 に 対 す る 知 的 関 心 が 存 在 し な か っ た わ

け で は な い｡ し か し､ こ れ ら の 業 凍 は､ 今 日

の 日 本 語 学 にー お け る 音 声 研 究 の 直 接 の 源 流 と

み な す こ と が 出 来 な い｡ な ぜ な ら 悉 暴 学 で あ

れ 終 章 経 字 音 学 で あ れ､ こ れ ら は 仏 教 と い う

神 秘 的 な 環 境 の 枠 内 で 始 め て 自 覚 化 さ れ た 事
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敬柄 を 対 象 に す る 学 問 だ か ら で あ っ て､宗 教 の

世 界 か ら 離 れ た 日 常 的 な 言 語 音 声 に 関 心 が あ

る わ け で は な い｡実 際､悉 農 学 も 法 華 経 字 音

学 も そ れ 自 体 と し て は､ こ.の 後 如 何 な る 学 統

に も 自 己 展 開 す る こ と が な か っ た の で あ る｡

そ れ で は.
､今

日 の 日 本 誇 音 声 研 究 の 直 接 の 源

流 を ど こ に.求 め れ ば よ い の か｡ そ の 間 麿 を 次

節 で 明 ら か に し た い｡

3 す べ て は 仮 名 遣 い か ら 始 ま っ た

柄

世

中 世 の 日 本 語 研 究 は, 平 安 王 朝 の 仮 名 文 学

作 品 の 注 釈 と し て 行 わ れ た｡ そ の 技 術 的 支 柱

を な す も の が 仮 名 遣 い と て に を は 学 で あ る｡

こ れ ら が 中 世 に 発 足 し た 理 由 の
一

つ は, 平 安

時 代 か ら.鎌 倉 時 代 に か け て 大 き な 言 語 変 化 が

起 こ っ た か ら で あ る｡ 仮 名 遣 い は, 十 一 世 紀

以 来 生 起 し た 日 本 静 の 歴 史 的 音 変 化 の 結 呆,

生 起 し た わ が 国 独 自 の 正 書 法 で あ る｡ 十 世 紀

に 完 成 し た と い わ れ る 平 仮 名 に よ る 書 記 体 系

の 存 在 を 窺 わ せ る も の と し て､ い ろ は 歌 が あ

る｡ こ の 人 口 に 胎 炎 し た 日 本 式 ア ル フ ァ ベ ッ

ト に よ っ て 王 朝 宮 廷 人 は､ い ろ は 四 十 七 種 の

普.に 正 し く 対 応 す る 平 仮 名 を 駆 使 し て,･す べ

て の 日 本 帯 が 仮 名 文 字 に 転 写 さ れ 得 る 事 を 体

験 し た は ず で あ る｡

し か し､ ハ 行 転 呼 音 (語 中 帯 尾 の ハ ヒ フ へ

ホ が ワ ヰ ク エ ヲ の 音 に 推 移 す る 現 象) と ア ワ

行 ?.いiゐ w i ､ え e ゑ w e
､ お o を w o の

合 流 と い う 大 規 模 な 音 変 化 に よ っ て､ い ろ は
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歌 が 表 現 す る 育 と 文 字 の 整 合 な 対 応 が 十 一

世

紀 以 後 崩 れ 始 め た｡ そ の 結 果､ 人 々 は 自 ら の

発 音 を も と に し て は 平 安 時 代 と 同 質 の 歌 文 を

綴 る こ と が 出 来 な く な っ た の で あ る｡ 平 仮 名

で 表 現 さ れ る 和 歌 と 散 文 文 芸 の テ キ ス ト を 自

由 か つ 正 確 に 復 元 出 来 な い こ と は 中 世 宮 廷 人

の 教 養 の 体 得 に と っ て 深 刻 な 課 潜 と な っ た｡

か く し て, 平 仮 名 正 書 法 と し て の 仮 名 遣 い が

中 世 古 典 研 究 の 発 足 と と も に 登 場 す る｡

日 本 古 典 学 の 創 始 者 藤 原 定 家(
-

ニ 四
一

没)

の 仮 名 遣 い 書 『下 官 集』 に お け る 古 典 書 写 に

際 し て の 基 準 は､ 全 体 と し て 平 安 時 代 の 古 書

に よ り な が ら ｢お｣ と ｢をJ の 書 き 分 け に つ

い て は 鎌 倉 時 代 当 時 の 京 都 ア ク セ ン ト に 依 拠

し た と 考 え ら れ て い る 旺3｡か か る 二 重 基 準 は､

元 来 定 家.個 人 の た め の も の で あ っ た そ の 当 事

者 な.ら 十 分 使 い こ な せ た で あ ろ う が､時 代 が

隔 た る に つ れ て 次 第 に 合 理 的 な 艶 明 が 困 難 に

な る の は 必 然 で あ る｡

鎌 倉 時 代 末 期 に 行 阿 と い う 古 典 学 者 が 自 著

『仮 名 文 字 遭』 で ｢定 家 卿 収 名 遣｣ を 横 棒 し

て マ ニ ュ ア ル 化 し て 以 来､ 不 動 の 規 範 と し て

社 会 的 な 固 定 を 見 た と い わ れ て い る｡こ の 後､

さ.ら に 室 町 時 代 に 大 規 模 な ア ク セ ン ト 変 化 を

経 た 京 都 語 圏 で 定 家 仮 名 遣 い を 説 教 す る 歌 学

の 宗 匠 ら が そ の 存 在 根 拠 を 合 理 的 に 説_ 明 す る

こ と は 不 可 能 で あ っ た｡ ま た 仮 名 遣 い が 合 理

的 解 明 を 拒 む 純 粋 規 範 で あ る が ゆ え に､ 定 家

の 権 威 を 唯
一

の 動 力 源 に し つ つ 秘 伝 奥 伝 の 神

秘 的 な 学 術 環 境_ を 生 き 残 っ た の で あ る｡ー 中 世

一7･



の 古 典 正 書 法 の 規 範 で あ っ た 仮 名 遣 い は､平

安 時 代 以 来 の 音 変 化 の 結 果 も た ら さ れ た の で

あ っ た が､ こ れ を 実 践 す る 中 世 人 に と っ て こ

の よ う な 観 念 は､む ろ ん 存 在 し な か っ た｡仮

名 遣 い の 間 居 の 根 源 に 音 変 化 の 問 題 が 存 在 す

る こ と を 自 覚 す る の は､近 世 の 国 学 者 で あ る｡

中 世 以 来 の 堂 上 歌 学 を 背 景 と す る 定 家 仮 名

遣 い と 契 沖 以 後 の 近 世 仮 名 遣 い に は, 間 愚 の

立 て 方 に 根 本 的 な 相 違 が 存 在 す る D す な わ ち

前 者 が 古 典 文 学 の 書 写 と.歌 文 制 作 を め ぐ る 書

記 規 範 で あ る の に 対 し て､後 者 は､仮 名 遣 い

と■ は そ も そ も 何 か と い う 学 理 的 規 定 に 精 力 が

注 が れ た｡ 契 沖 『和 字 正 渡 紗』 (元 禄 8 年1

6 9 5 刊)は
T 万葉集注釈 に よ っ て 鍛 え一 ら れ

た 上 代 古 典 の 教 養 に 基 づ く 古 代 仮 名 の 用 字 法

に 関 す る,詳 細 な レ ポ ート で あ っ た｡ こ の 実 証

的 な 報 告 は､事 実 上 定 家 仮 名 遣 い の 純 粋 規 範

の 悉 意 的 な 本 質 を 告 発 す る も の で あ っ た- ｡ 合

理 的 説 明 を 拒 絶 す る こ と で 成 立 し て い た 伝 鹿

的 正 書 法 に 対 し て､ 契 沖 は 復 古 主 義 に 基 づ く

文 献 考 証 に よ っ て､ 仮 名 遣 い に 学 理 的 根 拠 を

与 え よ う と し た の で あ る｡

契 沖 ( 1 7 0 1没) は､ 書 記 規 範 を 説 明 す

る.枠 組 み と し て 伝 統 的 に 用 い ら れ て き た い ろ

は 歌 に 替 え て, 古 代 帯 音 声 を 網 羅 し た (と 彼

が 考 え た)五 十 音 図 を 対 置 し た｡ち な み に｢五

十 音 図｣ と は 契 沖 が 『和 字 正 濫 紗』 で 名 付 け

た 呼 称 で あ る
注4o

音 図 に は 当 時､ ｢五 音 の 図, ｣

｢直 音 物 音 図｣ ｢玉 音 五 位 之 次 第｣ な ど さ ま

ざ ま な 名 称 が あ っ て､ 契 沖 に い た っ て 始 め て

_8-



古 代 日 本 籍 音 を 過 不 足 な く 網 羅 し た 合 理 的 な

配 置 図 と し て の 位 置 が 与 え ら れ た｡ ｢五 十 音

図｣ の 名 称 に は､ 古 代 国 語 音 の 過 不 足 な い 配

当 図 と し て の 意 味 が こ め ら れ て い る｡ (図 3 )
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仮 名 遣 い を 解 明 す る 枠 組 み を い ろ は 歌 か ら

五 十 音 図 に 変 え た こ と は､ 極 め て 画 期 的 な 試

み で あ っ た｡ 伝 統 的 な 仮 名 遣 い に お い て は｢い

ろ は の い

_｣
と ｢う ゐ の お く や ま の ゐ｣な ど と

説 明 さ れ て い た こ と が､ ｢ア 行 の い｣ ,
｢ワ

行 の ゐ｣ と い う 周 上 の 位 置 付 け に よ る 鋭 明 に

切 り 替 わ っ た｡ そ の 結 果､ 佼 名 遣 い を 生 起 し

た 本 質 的 事 情 が 上 代 に 存 在 し た 発 音 問 題 で あ

る こ と が 明 ら か に な っ た｡ 仮 名 遣 い で 間 歴 と

な 争 文 字｢い ゐ ひJ, ｢え ゑ - ｣ ､
r お を ほ｣

を 音 図 上 に 置 け ば, そ こ に
一 定 の 規 則 性 の あ



る こ と
一

目 瞭 然 た る も の が あ る｡仮 名 遣 い と

は 定 家 仮 名 遣 い に よ っ て 伝 え ら れ て き た よ う

な 正 書 法 上 の 純 粋 規 範 で は な く､ 古 代 国 語 の

発 音 問 題 で あ っ た の で あ る｡近 世 仮 名 遣 い 論

は､ い ろ は 歌 か ら 五 十 音 図 に 説 明 の 枠 組 み が

ス イ ッ チ す る こ と に よ っ て､ 正 書 法 か ら 古 代

音 声 の 問 題 と し て 位 置 付 け ら れ た｡ 近 世 の 仮

名 遣 い は､ 単 な る 書 記 規 範 で は な く､ 古 代 薄

青 声 の 独 自 の 仕 組 み に 切 り 込 ん で ゆ く 本 質 論

に 生 ま れ 変 わ っ た｡

契 沖 は､ 自 ら が 愚 案 し た 仮 名 遣 い の 要 諦 が

近 世 人 の 想 像 を 超 え た 古 代 藩 の ア ワ ヤ 行 の 発

音 の 区 別 の 間 居 で あ る こ と を 帯 織 し て い た o

こ れ を｢喉 音 三 行 弁｣ あ る い は ｢喉 音 仮 名 三

異 弁J と い う｡ し か し, そ の 発 音 の 区 別 が 如

何 な る 実.億 を 持 っ た も の で あ る の か と い う 音

価 推 定 に は 契 沖 の 慧 眼 を 以 っ て し て も 至 ら な

か っ た｡ 近 世 の 仮 名 遣 い 論 は, こ の ｢喉 音 三

行 弁｣の 音 韻 学 的 定 義 を め ぐ っ て 展 開 す る が､

そ の 困 難 な 課 題 に 挑 み 古 代 音 声 の 復 元 に 成 功

し た の が 本 居 宣 長( 1 8 0 1没)で あ っ た
注8｡

し＼逮名仮の世近
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俊 名 遭 い 論 に お い て か か る 音 声 学 的 課 識 が 成

立 し た 要 因 と し て､こ の 時 期 音 図 が 世 俗 の 知

識 世 界 に 流 布 し た こ と が あ げ ら れ る｡五 十 音

は､元 来 日 本 帯 音 を 写 し た も の で は な く､平

安 時 代 は じ め､悉 曇 学 に お い て 焚 音 焚 字 の 配

当 (悉 曇 草) の 仮 名 音 訳 と し て 高 野 山 で 生 ま

れ た も の で あ る と い う 注6｡悉 曇 学 で は 母 音(磨

多) を ほ ぼ ア イ ク エ オ 順､ 音 節 (体 文) を カ

サ タ ナ ハ マ ヤ ラ ワ の 順 で 排 列 す る の で､ 玉 音

は こ れ に 倣 っ た の で あ る｡

こ の よ う に 玉 音 は も と も と 図 で は な く 線 条

表 示 で あ っ て､今 日 に 見 る よ う な 母 音 子 音 を

整 合 的 に 排 列 し た｢音 図｣ と し て の 体 裁 が 整

う の は 天 台 密 教 の 明 覚 『反 晋 作 法』 (寛 治 7

年1 0 9 3 ) 以 来 の こ と で あ る D 本 書 が 捷 示

し た 音 図.の 行 順 は ア カ ヤ サ タ ナ ラ ハ マ ワ と い

う も の で あ る が, こ れ は 中 世 悉 兵 学 の 調 音 上

の 分 類 で あ る ア.カ ヤ 行 (喉 音) ､ サ ク ラ ナ 行

.(舌
音) ､

ハ マ ワ 行 (唇 音) の｢三 内 説
_｣に

従

っ た も の で あ る こ と は 疑 い な い｡ こ の よ う に

玉 音 が 図 示 の 対 象 に な っ た の は 漢 字 反 切 の 手

順 を 利 便 に 行 う た め で あ っ た とー い わ れ る｡

内 説 に よ る 調 音 分 類 は､ さ ら に 高 野 山 の 東 禅

院.心 蓮 の 精 密 な 調一昔 注 記 を 得 て 中 世 悉 卓 学 の

模 範 と し て 伝 永 さ れ て ゆ く 注7o

中 世 悉 鼻 学 の 展 開 に 関 連 し て 今 ひ と つ の 重

要 な 画 期 を な す 出 来 事 が あ っ た｡ そ れ は 日 栄

貿 易 を 通 じ て 『韻 鏡』 が 輸 入 さ れ た こ と に 伴

う 額 鏡 注 釈 の 開 始 で あ る｡ 『韻 鏡』 は､ 席 末

頃 に 制 作 さ れ た 漢 字 音 検 索 の た め の 音 図 集 で

ー11-
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『韻 鏡』 と 玉 音 図 が 世 俗 の 関 心 を 集 め る き

っ か け に な っ た の は､ 室 町 時 代 に 公 家 の 間 で

年 号 や 人 名 の 青 凶 の 占 い に 反 切 を 使 い 始 め た

こ と に よ る｡ こ れ は 例 え ば 康 治 と い う 年 号 の

吉 凶 を 占 う の に 康 治 の 反 切 は 飢 と な る か ら 不

吉 で あ る､ と す る よ う な も の で あ る｡ こ の よ

う な 独 特 の 姓 名 判 断 を｢名 乗 反 切｣或 い は｢人

各 反 切〕 と 言 う｡ こ れ が か な り 流 行 し た こ と

が 当 時 の 公 家 の 日 記 な ど に 見 え る
注8.

占 い の

事 物 の 常 と し て､ で き る だ け 込 み 入 っ た.複 雑

な も の が 好 ま れ る か ら 『韻 鏡,』 と そ の 注 釈 書

は､ こ の.よ う な 需 要 に よ く 適 合 し た B 近 世 以

後 『韻 鏡』 を 人 名 反 切 に 付 会 し た 世 俗 世 界 の

同 書 に 対 す る 需 要 を 見 越 し た 出 版 メ デ ィ ア が

盛 ん に 韻 鏡 注 釈 事 を 出 版 し た｡ 毛 利 貞 斎､ 井

上 松 斎, /J､亀 益 英 ら の 在 京 世_ 俗 の 儒 者 が 額 鏡

注 釈 書 を 執 筆 し､ 彼 等 は 自 ら の 学 問 を 指 し て

｢音 韻 之 学｣ と 称 し た｡ こ の 魔 術 性_ を 帯 び た

音 韻 之 学 を 契 沖 は 軽 蔑 し て い た が､ 韻 鏡 注 の

世.俗 化 は 悪 い こ と ば か り で は な か っ た｡ 中 世

以 来 の 韻 鏡 注 釈 書 に 付 載 さ れ て き た 音 図 が 音

韻 之 学?流 行 と と も に 世 俗 の 知 識 世 界 に 流 出

し た か ら で あ る｡ そ れ ま で 玉 音 や 音 図 の 知 識

は, 密 教 教 学 内 で 知 ら れ た 存 在 に 過 ぎ な か っ

た｡ 近 世 の 韻 鏡 注 釈 に 掲 載 さ れ た ｢玉 音 五 位

之 次 第｣ や｢直 音 物 音 図｣は､ 日 本 薄 青 に 対 す
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る 帯 織 の 反 映 で は な く､反 切 に よ っ て 湊 字 音

を 規 定 す る た め の 理 論 的 補 助 図 で あ っ た｡

漢 字 音 再 構 成 の た め の こ の よ う な 理 論 図 を

古 代 薄 青 の 反 映 図 に 読 み 替 え て､ 佼 名 遭 い を

解 明 す る 枠 組 み と し た の が 契 沖 の｢五 十 音 図｣

で あ っ た o

契 沖 に よ る 仮 名 遣 い 漁 の い ろ は 欺 か ら 五

十 音 図 - の 枠 組 み の 転 換 は､ 手 記 規 範 か ら 古

代 日 本 語 音 の 復 元 と い う 学 理 的 課 題 - 観 点 を

移 行 さ せ る 決 定 的 な 要 因 を な し た o 契 沖 は､

古 代 国 語 の ア ワ ヤ 行 の 発 音 の 区 別 の 中 に 仮 名

遣 い の 本 質 が 隠 さ れ て い る こ と を 最 初 に 了 解

し た｡ 仮 名 遣 い の 背 後 に 近 代 人 の 想 像 を 超 え

た 古 代 語 音 声 の ユ ニ ー ク な 仕 組 み が 存 在 す

る､ と い う 常 識 こ そ 近 世 仮 名 遣 い 論 の 中 核 的

動 機 で あ.る D

ア.ワ ヤ 三 行 の 万 葉 仮 名 に 用 い ら れ る 漢 字

は､ 『韻 鏡』の 調 音 分 類 で は｢喉 音｣に 属 す る｡

仮 名 遣 い の 要 諦 を 古 代 話 の ア ワ ヤ 行 の 発 音 の

違 い に 注 目 し た 契 沖 の 観 点 は､ 本 居 宣 長 に 引

き 継 が れ､ 『字 音 仮 字 用 格』 (安 永 5 年1 7

7 6 刊) に お い て｢喉 音 三 行 弁｣ と い う 術 帯

を 与 え ら れ た o 宣 長 は､ 契 沖 の 仕 事 を
一

歩 進

め.て 奈 良 時 代 に 用 い ら れ た 万 葉 仮 名 の 観 察 か

ら､ ｢喉 音 三 行 弁｣ の 発 音 の 実 態 を 浮 か び 上

が ら せ る こ と に 成 功 し た｡ 宣 長 は こ れ ら の 音

声 の 関 係 を｢喉 育 三 行 分 生 国｣ ｢喉 音 軽 重 等 第

図｣と い う 二 枚 の 図 で 表 し て い る｡ (次 貢 図

6 ) す な わ ち､ 喉 育 三 行 と り わ け ア 行 と ワ 行

に お い て イ ヰ､ エ ヱ の 字 音 仮 名 は､ 唇 の 開 き
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の 程 度 を 表 す『親 鏡』の｢開 合｣の 所 属 の 違

い に よ っ て 鋭 明 さ れ る が､ ひ と り オ ヲ の 仮 名

に つ い て は と も に 合 音 に 属 し て お り､一 律 の

説 明 が 出 来 な か っ た｡
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図 6

ア ワ ヤ 行･の 発 音 の 区

に 沿 っ た.規 則 的 な 差 異

た 嘗 だ と 考 え た 宣 長 は､ ｢喉 育 三 行 弁｣ か ら

『鵠 鏡』 の 範 時 に は な い 融 通 無 碍 な｢軽 重｣

の 概 念 を 用 い て オ ヲ の 区 別 を 鋭 明 し た｡ こ れ

が 結'果 的 に 功 を 奏 し､ 上 代 の ア 行 の 発 音 は､

o , ワ 行 の そ れ は w a

w o
､

ヤ 行 は j a

と 復 元 さ れ た｡ こ れ が 一 見

a

複.雑 な こ の 二 枚 の 図 の 意 味 す る と こ ろ で あ

る ｡

こ の よ う に 喉 音 三 行 の 音 声 は､ 体 系 的 な 差

異 と し て 維 持 さ れ て い た こ と が 宣 長 の 音 価 推

定 に よ っ て 明 ら か に な っ た｡ そ の 結 果､ 当 時

の 音 図 の 仮 名 配 列 に 関 す る 重 大 な 修 正 が 行 わ

れ た｡ 当 時 流 布 し て い た 音 図 の ア 行 と ワ 行 の
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仮 名 は ア イ ク エ ヱ､ ワ ヰ ウ ヱ 互 と な っ て い

て オ と ヲ と が 入 れ 挙 っ て い た o
こ れ は 本 来 は､

ア イ ク エ オ, ワ ヰ ウ ヱ ヲ の 配 置 で あ っ て 十

一 世 紀 以 後 オ と ヲ の 音 統 合 が 生 じ て 振 乱 し た

の に 加 え､ 中 世 悉 卓 学 の 宗 匠 東 禅 院 心 蓮 の 音

図 が ｢ア イ ウ ニ 三, ワ ヰ ウ ヱ 互J と 配 置 し た

の に 倣 っ て 長 ら く オ ヲ の 配 置 の 錯 誤 が 続 い

た o 古 代 静 の 発 音 を 復 元 し た 宣 長 に よ れ ば､

ワ 行 に 配 置 さ れ て い た オ は 万 葉 仮 名 の 於 類

に, ア 行 に 配 置 さ れ て い た ヲ は 遠 類 に 遡 る か

ら､ 中 世 以 来 の ア 行 と ワ 行 の 仮 名 の 配 置 は 古

代 語 の 音 秩 序 に 外 れ た も の と 諏 識 さ れ た｡ オ

を ア 行 仮 名､ ヲ を ワ 行 仮 名 と す れ ば 古 代 語 の

｢た 垂_立(擁)
- と 皇_皇｣ ｢あ た ご(愛 宕)

一

重 た ぎ｣な ど の 音 相 通 も よ く 説 明 す る こ と

が 出 来 る.｡ 阜 こ で つ い に 古 来 の 正 常 な 音 図 の

配 置 を 復 元 し 得 た の で あ る( 『字 音 仮 字 用 格』

｢於 乎 所 属 弁｣ ) ｡ 宣 長 は, 古 代 薄 青 声 の 復

元 を 通 じ て 伝 統 的 音 韻 学 の 縛 り を 突 破 し､ 中

世 音 図 の オ ヲ の 配 置 の 錯 誤 を 見 抜 い た の で あ

る｡そ の 際､宣 長 は 神 懸 っ た 行 き 方 で は な く､

実 証 と 合 理 的 推 論 の 結 果 と し て ｢古 代 人 の 声

を 聞 い た｣ の で あ る｡ 科 学 的 実 証 と 合 理 的 推

袷,の 結 果､ ｢奈 良 人 の 声｣ を 聞 い た 宣 長 の 感

激 を わ れ わ れ は 想 起 す べ き で あ ろ う0

こ の よ う に 中 世 以 来 の 仮 名 遣 い が 近 世 に お

い て 古 代 音 声 学 に ま で 展 開 し た の は､ 仮 名 遣

い の 鋭 明 に, い ろ は 歌 を 捨 て て 五 十 音 図 を 採

用 し た こ と に よ る｡ こ れ に よ っ て､ 元 来 書 記

規 範 で あ っ た 仮 名 遣 い の 本 質 に 音 声 的 な 事 情
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が 介 在 し て い

に な っ た｡ 古

図 の 説 明 力 は

動 詞 活 用 論 に

音 図 に よ っ て

八 衝』

(図 7

活 用 抄

て 噸 矢

を 単 に

普 遍 的

す も の

た る 古

発 挿 し

図 7

る

代

ヽ

及

説

こ と を 容 易 に 想 起 し 得 る よ う

帯 解 釈 の 道 具 と し て の 五 十 音

ひ と り 音 声 学 に と ど ま ら ず､

ん だ o 動 詞 活 用 の 体 系 を 五 十

明 す る こ と は､ 本 居 春 庭 『詞

(文 化 5 年1 8 0 8 刊) が 知 ら れ る が

) ､ 発 想 そ の も の は 本 居 宣 長 『御 国 詞

』

と

仮

(天 明 2 年1 7 8 2一 頃 成 立) を 以 っ

す る｡ こ の こ と は､ 宣 長 が 五 十 音 図

名 遣 い に と ど ま ら な い 古 代 日 本 語 に

な 説 明 原 理 と し て 捉 え て い た こ と を 示

で あ る｡ 五 十 音 図 は､ 音 声 と 文 法 に わ

代 語 復 元 の 技 術 と し て 抜 群 の 説 明 力 を

た の で あ る｡

音 声 学 の 誕 生 と 民 族 主 義

寧 意 し て お か な け れ ば

遣 い と い う 正 書 法 か ら

な ら な

展 開 し て

･17-
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音 の 復 元 と い う 近 世 的 展 開 を 実 現 し た 精 神 的

動 力 渡 は､ 国 学 運 動 を 支 え た 民 族 主 義 的 情 熱

で あ っ た と い う 点 で あ る｡ 近 世 日 本 音 声 学 の

祖 と い う べ き 人 物 が 契 沖 で あ っ た こ と は 既 に

述 べ た D 古 典 学 者 契 沖 の 主 要 業 凍 は, い う ま

で も な く 万 葉 集 の 注 釈 で あ る が､ 彼 の 注 釈 は

中 世 の 万 葉 学 と は 本 質 的 に 異 な っ て い た｡ 契

沖 に と っ て の 万 葉 集 は, 古 今 集 理 解 の 補 完 物

で は な く､ そ れ か ら 自 立 し､ か つ 優 位 に 立 つ

古 典 テ キ ス ト と し て 位 置 付 け ら れ た｡ 堂 上 歌

学 か ら 陰 に 陽 に 疎 外 さ れ た 契 沖 は､ 都 会 的 洗

練 の 極 致 で あ り 伝 統 的 支 配 層 に よ っ て 閉 鎖 さ

れ て い た｢王 朝 の み や び｣ を 超 え る 古 典 学 の

目 標 を 模 索 し た｡ そ こ で 得 ら れ た テ キ ス ト こ

そ 万 葉 集 で あ り, 王 朝 テ キ ス ト に 範 を 置 く 定

家 仮 名 達.い た 対 し て 上 代 の 用 字 法 を 規 範 軸 に

据 え た の で あ る｡ そ こ に 至 る プ ロ セ ス も 口 伝

奥 伝 の 怪 し げ な 秘 術 に よ っ て で は な く, 文 献

考 証 に 基 づ く 証 拠 物 件 を 突 き つ け て 伝 統 的 仮

名 遣 い の 非 合 理 を 告 発 し た の で あ る｡ 契 沖 に

と っ て 万 葉 集 を は じ め と す る 上 代 文 献 が 発 す

る 精 神 的 価 値 は､ ｢王 朝 の み や び｣ と い う 都

市 的 洗 練 に 替 わ っ て､民 衆 の 野 性 を 含 ん だ｢や

ま.と ご こ ろ｣と い う 民 族 精 神 の 発 露 で あ っ た｡

か か る 精 神 的 目 標 は, 近 世 期 の 古 典 研 究 が 持

つ 大 衆 性 と 広 域~性 に 適 合 し た｡

近 世 国 学 者 に と っ て 古 代 人 の 発 音 の 復 元 の

問 題 は, 民 族 主 義 イ デ オ ロ ギ ー が 等 し く 持 つ

肉 体 - の 傾 倒 と 密 接 に 関 わ っ て い る が､ 民 族

主 義 的 情 念 に 貫 か れ た 嘗 静 学 者 の 例 を わ れ わ
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れ は､ 西 洋 言 語 学 の 歴 史 の 中 に 見 出 す こ と が

出 来 る｡ 彼 こ そ が 民 話 や 童 話 の 採 集 で 知 ら れ

る グリ ム 兄 弟 の 兄 ヤ
ー コ プ ( 1 8 6 3 没) で

あ る｡ 西 洋 の 言 語 研 究 は､紀 元 前 3 世 紀 エ ジ

プ ト の ア レ キ サ ン ドリ ア で ギリ シ ャ 古 典 学 が

発 足 し､ 紀 元 四 世 紀 に は ラ テ ン 学 が 加 わ り,

以 束 ル ネ サ ン ス 期 に 至 る ま で
一

貫 し て､ ギリ

シ ャ 帯 と ラ テ ン 静 の 文 法 学 と い う 古 典 研 究 の

枠 組 み を 守 っ て い た｡ と こ ろ が1 8 世 寂 に ヨ

一 口 ツ'パ 人 が 古 典 印 度 誇 で あ る サ ン ス ク リ ッ

ト を 発 見 し て 事 態 が 変 化 す る｡ 彼 等 は､ ギリ

シ ャ 語 や ラ テ ン 静 と サ ン ス ク リ ッ ト の 文 法 形

態 の 類 似 に 驚 き,資 本 主 義 勃 興 期 の 進 化 論 的

発 展 思 想 に 支 え ら れ て､ 文 法 形 態 の 類 似 す る

こ れ ら の 請 書 帯 が あ る 共 通 の 祖 先 と も 言 う べ

き 言 語 か.ら 別 々 に 進 化 し た の だ と い う こ と を

直 観 し た｡ こ れ に よ り 彼 等 は､ 諸 言 語 の 史 的

系 統 関 係 を 解 明 す る 比 較 言 語 学 を 樹 立 し た｡

比 較 言 語 学 に よ っ て 西 洋 の 言 語 研 究 は､ 古 典

学 か ら 分 離 し て 自 立 し た 近 代 科 学 と し て の 歩

み を 始 め る｡ 比 較 言 語 学 は､ 発 足 当 初 比 較 文

放 と 呼 ば れ た が､ そ れ は 系 統 的 親 縁 関 係 に あ

る 言 藷 間 の 文 法 形 態 を 比 較 す る 方 法 に 基 づ く

命.名 で あ る o し か し､ こ の 方 法 が 次 第 に 精 密

化 分 析 化 す る に 伴 っ て､ 文 法 形 態 の 比 較 か ら

そ れ 自 身 何 の 意 味 も 担 わ な い 単 音 (ア ル フ ァ

ベ ッ ト の 一 文 字 に 対 応 す る) の 比 較 に 到 達 し

て
-

つ の 画 期 的 展 開 を 見 せ る こ と に な る o そ

の 時 節 点 に 位 置 す る の が ヤ ー コ プ･グリ ム で

あ る｡ グ リ ム は､ 紀 元 前 の あ る 時 期 印 欧 共 通
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祖 蒔 か ら 古 代 ゲ ル マ ン 語 が 分 離 し た 徴 証 で あ

る 第
一

次 子 音 推 移､ さ ら に 紀 元 後 六 世 紀 頃 に

ゲ ル マ ン 薄 か ら 古 高 地 ド イ ツ 帯 が 分 離 す る き

っ か け と な っ た 第 二 次 子 音 推 移 を 論 証 し た｡

こ れ ら の 規 則 的 な 音 声 推 移 は 発 見 者 に ち な ん

で グ リ ム の 法 則 と 呼 ば れ る が､ こ こ に 至 っ て

比 較 青 商 学 は 飛 躍 的 な 精 度 を 獲 得 し た と 言 わ

れ る
注9o

従 来 の 比 較 文 法 に よ る ｢音｣ の 比 較

が 実 際 は 綴 り 字 を 対 象 に し た 素 朴 な 比 較 に と

ど ま っ て い た の に 対 し て､ グ リ ム は 音 声 学 の

リ アリ ズ ム を 比 較 言 語 学 の 古 音 復 元 た 注 入 し

た の で あ る｡ グリ ム の 法 則 を 報 告 し た 『ド イ

ツ 文 法』 第 二 版 ( 1 8 2 2 ) に お い て 民 族 主

義 者 ヤ ー コ プ は, 宣 長 の 経 験 と 似 て チ ュ
- ト

ン の 森 か ら 立 ち 現 れ た ｢古 代 ゲ ル マ ン 人 の 声

を 聞 い た. ｣に'違 い な い. 以 後､ 比 教 育 籍 学 の

発 展 は ド イ ツ の 独 壇 場 の 様 相 を 呈 す る に 至

り､ 全 盛 期 を 迎 え る が､ ｢音 法 則 に 例 外 な し｣

の 科 学 信 仰 を 豪 語 し た ド イ ツ 青 年 文 法 学 派 に

と っ て ヤ
ー コ プ. グ リ ム は, 民 族 精 神 と 不 可

分 の 近 代 科 学 の 祖 と し て の 栄 誉 を 担 い つ づ け

る の で あ る｡ グ リ ム 兄 弟 の 古 学 と 宣 長 の 古 学

の 間 に 類 似 の 役 割 が 存 在 す る こ と に 注 目 し た

の.は 谷 省 吾 で あ っ た
注1 0

o そ の 論 を 受 け て 筆

者 は､ そ の 役 割 の 最 も 精 妙 な 類 似 を 宣 長 と ヤ

ー コ プ 丁 グリ ム の 古 代 語 音 声 学 に 見 出 し て 論

じ た 注1 1

｡ 本 居 宣 長 に よ る 古 代 語 音 声 学 の 興

隆 は,
一

般 書 藤 学 的 観 点 か ら す れ ば､ ヤ ー コ

プ ･ グ リ ム に よ っ て 見 出 さ れ た グ リ ム の 法 則

と 類 同 の､ し か も 彼 よ り も 先 行 す る 近 代 音 声
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学 の 誕 生 と し て 記 述 さ れ 得 る｡ 洋 の 東 西 に 相

次 い で 興 起 し た 音 声 学 は, と も に 民 族 主 義 的

情 熱 に よ っ て 支 え ら れ た 古 代 薄 青 復 元 の 方 法

と し て 開 発 さ れ た と こ ろ が 極 め て 興 味 深 い.

し か し な が ら､ 西 洋 の 音 声 学 の そ れ が 比 較 言

語 学 的 方 法 の 一

層 の 深 化 と 美 学 的 な イ ギ リ ス

音 声 学 を 生 ん で 更 な る 展 開 を 示 し た の に 対 し

て､ 日 本 音 声 学 埠 東 条 義 門､ 奥 村 栄 実 と い っ

た 優 秀 な 後 継 者 を 生 む
一

方 で､ 五 十 音 図 を 神

秘 化 し た 音 義 言 裏 派 の 跳 梁 と い う 退 廃 的 プ ロ

セ ス を も 生 み 出 す の で あ る o 本 居 宣 長 と い う

音 声 学 者 は､ 文 献 実 証 主 義 と 民 族 主 義 的 排 外

主 義 と い う 異 質 な 二 つ の 熱 情 を
一

人 格 の 内 部

に お い て 互 い に 掛 け 替 え の 無 い 活 力 源 と し 合

う 関 係 を 維 持 し た の で あ る
Q ｢喉 育 三 行 弁｣

に よ っ て.古 代 国 語 音 の 復 元 に 成 功 し た 宣 長

は､ 『字 音 仮 字 用 格』 上 梓 の 九 年 後､ 『漢 字

三 音 考』 (天 明 5 年1 7 8 5 ) を 刊 行 し た- o

こ の 事 物 は､ わ が 国 に お け る 最 初 の 漢 字 音 研

究 書 で あ る と い う よ り も む し ろ 音 声 言 帝 に 関

す る 一 種 の イ デ オ ロ ギ ー の 表 明 と も 言 う べ き

も の で あ っ て､ 後 に さ ま ざ ま な 問 題 を 引 き 起

こ し た 書 物 で あ る｡ 手 堅 い 文 献 考 証 と 合 理 的

推.論 の 力 で 古 代 国 語 音 に 近 づ き 得 て, 自 説 の

真 理 性 に 自 信 を 得 た 宣 長 に と っ て, 古 代 学 と

民 族 主 義 は 互 い に 掛 け 替 え の.な い 活 力 鯨 と し

て あ っ た｡ ｢科 学 的 0 0 主 義｣ が 横 棒 す る 信

念 の 強 固 さ を わ れ わ れ は よ く 知 っ て い る が､

宣 長 の よ う な r科 学 的 民 族 主 義｣の 信 念 に 潰 か

れ た 人 を 改 心 さ せ る の は 容 易 な 技 で は な い｡
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果 た し て 宣 長 の 音 声 学 姓, 民 族 晩 排 外 主 義 の

姿 を 明 確 に 蕗 呈 し て き た｡

『漢 字 三 音 考』 で は､ 上 代 日 本 語 の 発 音 が

外 国 語 音 の 浪 雑 不 正 に 比 べ て 単 直 純 正 で あ る

こ と､ ン の 音 や 半 濁 音 ( p 音) が 上 代 諸 に 存

在 し な い と い う 主 張 が 展 開 さ れ る が､ こ れ は

や が て 上 田 秋 成 を 刺 激 し て 有 名 な 『吋 刈 蔑』

論 争 を 導 い て ゆ く こ と に な る｡ こ の 論 争 の 今

日 的 評 価 に つ い て は 稿 を 改 め ざ る を 得 な い

が､ 民 族 主 義 的 倍 念 を 自 ら の 古 代 語 研 究 の 成

果 に よ っ て 武 装 す る 宣 長 の ス タ ン ス は 極 め て

鈴 蘭 な も の で あ っ た. 1 7 世 紀 か ら1 8 世 艇

に か け て､ 日 本 評 研 究 は 勿 論､ 西 洋 言 語 学 に

お い て も - 般 青 静 学 的 観 点 は 方 法 論 と し て 確

立 し て お ら ず､言 語､ と り わ け 音 声 は､ 民 族

の 血 肉 と.し < 捉 え ら れ た.

石川 啄 木 の 短 歌｢ふ る さ と.のな轟りなっ か し

て い し ◆ は

/停 車 場 の 人 ご み の 中 に/そ を 聴 き に ゆ く｣

( 『一 握 の 砂』 ) に あ る よ う に､わ れ わ れ は

自 分 の 属 す る 言 静 共 同 体 の 音 声 を 他 郷 で 耳 に

す る と き､決 し て 心 中 穏 や か で は い ら れ な い｡

東 北 地 方 の ズ ー ズ ー 弁 を 典 型 と し て 方 言 コ ン

プ レ ック ス の 中 心 を な す 要 因 が 音 声 に 関 わ る

こ.と を 見 て も こ の 点 は 明 ら か で あ る｡

音 声 言 語 は､郷 土 意 識 や 民 族 意 識 と 直 接 つ

な が る 感 情 喚 起 力 を 常 に 伴 っ て い る｡そ れ は､

自 ら の 顔 か た ち に 対 す る 自 意 識 に も 似 た 肉 体

の 記 憶 と 響 き 合 う と こ ろ の 何 者 か で あ る｡ 民

族 主 義 的 音 声 学 は､近 代 的 自 意 識 が 興 隆 し て

き た あ る
-

時 期､ 自 ら が 属 す る 言 語 共 同 体 の
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姿 を､ あ る 典 型 と も い う べ き 肉 体 の イ メ ー ジ

を 伴 っ て 映 し 出 す と こ ろ の 精 妙 な 鏡 と し て 登

場 し た の で あ る｡

[注]

注1 中 滞 信 幸｢心 空 の 鶴 学｣ 『愛 文』 3

6 (愛 媛 大 学 法 文 学 部 国 語 国 文 学 会, 2

0 0 0 )

注 2 柴 佳 世 乃 ｢ 『読 経 道』 と 書 写 山 一『浜

単 産 音 曲 相 乗 血 脈』の 位 相
-

｣ 五 味 文 彦 編 『芸

能 の 中 世』 (吉 川 弘 文 館､ 2 0 0 0 )

注 3 大 野 晋｢仮 名 遭 の 起 源 に つ い て｣ 『国

語-と 国 文 学』 2 7
､ 1 1 (東 京 大 学 国 文

学 会､ 1 9 5 0 )

注 4 馬 淵 和 夫 『五 十 音 図 の 話』 (大 修 館

書 店､ 1 9 9 3 )

注 5

.拙
稿｢ 『喉 音 三 行 弁』 と 近 世 仮 名 遣

い 論 の 展 開｣ 『国 語 学』 1 9 2 (国 語 学

会､ 1 9 9 8 )

注 6 馬 淵 和 夫 注 4 前 掲 香

住 7 拙 稿｢日 本 語 学 史 に お け る『音 韻』

の 問 題｣ 『名 古 屋 大 学 文 学 部 研 究 論 集･

文 学』 4 3 ( 1 9 9 7
､ 3 )

注 8 注 7 拙 稿

注 9 R ･ H ･ロ ウ ピ ン ズ『言 語 学 史』第

3 版(中 村 完､後 藤 斉 訳､研 究 社 出 版1

9 9 3 )高 津 春 繁『比 較 言 語 学 入 門』 (岩

波文庫.､ 1 9 9 2 )

注10 谷 省 吾｢グリ ム 兄 弟 の 古 学｣ 『鈴 屋

学 会 報』第 7 号(鈴 屋 学 会､ 1 9 9 0 )

注11拙 稿｢日 本 語 学 史 に お け る『音 声』の
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発 見｣ 『名 古 屋 大 学 文 学 部 研 究 論 集･文

学』 4 7 ( 2 0 0 1
,

3 )

(名 古 屋 大 学 大 学 院 文 学 研 究 科 教 授)
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