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元韻を通してみたo2について  

 

 

李    潣  基  
１ ． は じ め に  

一 般 的 に 上 代 特 殊 仮 名 遣 い の o 1・ o 2を 表 す 漢 字 は 、 と も に 日 本 漢 字 音 と

して は - o形 で現 れ る。 しか し 、両 者は 橋 本進 吉 ( 1 9 8 0)、 大野 晋 ( 1 9 5 3)、 有 坂

秀 世 ( 1 9 5 5 )、 森 博 達 ( 1 9 9 1 )、 早 田 輝 洋 ( 1 9 9 8 )等 の よ う に 、 音 韻 の 違 い に よ る

区 別 で あ る と 指 摘 さ れ て き た が 、 松 本 克 己 ( 1 9 7 5 )は 変 異 音 関 係 で あ る と 主

張す る。  

o 2は 主 と し て 中 舌 母 音 の よ う な 性 格 を 持 つ 音 素 で あ ろ う と 推 測 さ れ て き

た 。 そ れ は 、 中 国 中 古 音 に お い て 、 o 1に 該 当 す る 字 の 中 心 母 音 は 共 通 し て

oが 多 く 、 o 2に 該 当 す る 字 の 中 心 母 音 は 共 通 し て әが 多 い か ら で あ る 。 o 2の

字 と し て 多 く 使 用 さ れ た 魚 韻 字 は そ の 中 心 母 音 が әで あ っ た と 考 え ら れ 、

な お 、 登 韻 の 「 曾 」 お よ び 魂 韻 の 「 存 」 等 も 、 そ の 中 心 母 音 は әで あ っ た

と 考 え ら れ る 。 原 音 に お け る こ の よ う な 中 心 母 音 の 違 い が 、 上 代 語 の o 1・

o 2を 区別 す る根 拠と し て活 用さ れ た。  

こ の よ う に 、 漢 字 音 研 究 は 使 い 分 け を 究 明 す る た め の 材 料 と し て 使 用 さ

れ て き て お り 、 o 1と o 2の 使 い 分 け は 大 概 中 心 母 音 の 相 違 に よ る も の と し て

捉 え ら れ る 。 原 音 に お い て 区 別 が あ り 、 万 葉 仮 名 に も そ れ に 相 応 す る よ う

な 区 別 が み え る の で 、 上 代 語 に も オ 列 に 2種 の 母 音 音 素 が 存 在 し て い た の

は 紛 れ の な い 事 実 の よ う に 受 け 入 れ ら れ て き た 。 し か し 、 中 国 原 音 と 上 代

語 の 一 対 一 の 対 応 に は 注 意 を 払 う 必 要 が あ る と 指 摘 す る 研 究 者 も 少 な く な

い。  

上 代 特 殊 仮 名 遣 い と は 関 係 の な い よ う に 見 え る 元 韻 も 、 原 音 か ら み る と 、

o 2と 音 声 的 に 全 く 無 関 係 と い う わ け で は な い 。 本 稿 で は 、 オ 列 の 使 い 分 け

に 対 す る 全 体 像 を 明 ら か に す る た め に 、 そ の 一 環 と し て 、 焦 点 を 元 韻 に 当

てて 、 o 2の 全体 的な 性 格に つい て 考え てみ る 。  
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2． o 2と 元 韻 、 魂 ・ 痕 韻  

元 韻 3等 字 は 、 そ の 原 音 の 中 心 母 音 が 中 国 中 古 音 は ɐ、 上 古 音 は aと し て

再 構 さ れ る (董 同 龢 1 9 4 4・ 李 方 桂 1 9 8 0 )。 そ し て 、 元 韻 字 の 日 本 漢 字 音 に は 、

- a形 ・ - o形 ・ - e形 の 3種類 が 存在 する 。 この 中で 、 - e n形は 漢 音と して 、 そ し

て、 - o n形 は呉 音と し て代 表さ れ る。  

例 え ば 、 呉 音 直 読 資 料 の 『 法 華 経 音 義 』 に お い て 、 元 韻 3等 字 は 、 「 建

コ ム (居 万 )・ 建 ゴ ム ( 後 頓 )・ 言 ゴ ム (後 尊 )・ 軒 コ ン ( 居 但 )・ 幰 ケ ム (去 千 )

…」 の よ う に 現 れ る (小 倉 肇 1 9 9 5 )。 こ の よ う に 、 日 本 漢 字 音 に み え る 3種 類

の字 音形 は 、元 韻の 通 時的 な変 化 の現 れで あ ると 考え ら れる 。  

元 韻 は 原 音 に お い て 、 魏 晋 南 北 朝 時 代 ( 5世 紀 )に 元 韻 と 魂 ・ 痕 韻 と が 混 用

さ れて い た (王力 1 9 8 7 ) 1。 例え ば 、 王 力 ( 1 9 8 7： 2 3 7 )に 示 さ れて い る 「 三月 曲

水 宴 」 で は 押 韻 と し て 「 尊 ・ 存 ・ 源 …」 等 が あ る 。 こ れ ら の 字 は 以 下 の 韻

に属 する 。  

 

尊 ： 魂 韻 合 口 1等  

存 ： 魂 韻 合 口 1等  

源 ： 元 韻 合 口 3等  

 

魂 ・ 痕 韻 は 、 中 国 中 古 音 に お い て 中 心 母 音 が әの よ う に 再 構 さ れ る 韻 で

あ り 、 上 代 語 と し て は 「 存 」 の よ う に 、 o 2に 用 い ら れ る 韻 で あ る 。 つ ま り 、

こ の よ う な 原 音 の 音 声 的 特 徴 は 、 元 韻 字 が 上 代 語 の o 2と し て 用 い ら れ る こ

とも 充分 可 能で あっ た こと を示 唆 する 。  

し か し 、 - o n形 に 限 る と は い え 、 元 韻 字 は o 2の 表 記 と し て 選 ば れ ず 、 魂 ・

痕 韻 の み o 2の 表 記 と し て 選 択 さ れ て い る 。 o 2に 使 用 さ れ た 他 の 韻 に は 介 音

を 持 っ て い る 字 も 多 く あ る の で 、 元 韻 と 魂 ・ 痕 韻 に こ の よ う な 用 法 の 差 が

み え る 理 由 と し て 、 指 摘 で き る の は ɐと әと い う 中 心 母 音 の 違 い が ま ず 考 え

られ る。  

原 音 に お い て 元 韻 と 魂 ・ 痕 韻 の 音 相 に 大 差 な い と す れ ば 、 理 由 は 受 容 の

過 程 で 探 る し か な い 。 既 存 の 漢 字 音 研 究 と し て は 、 o 1・ o 2を 分 け て 表 記 し
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た 理 由 が 原 音 に お け る 音 相 の 違 い に よ る と い う こ と ま で は 突 き 止 め ら れ た

が、 元韻 を みる と、 た だそ れだ け では ない こ とが 指摘 で きる ので あ る。  

 

3． 中 心 母 音 の 性 格  

中 国 中 古 音 に お い て 、 元 韻 は - ï ɐ n、 そ し て 魂 ・ 痕 韻 は - ә nと 再 構 さ れ 、 中

心 母 音 の 違 い を み せ る 。 こ の こ と か ら 以 下 の よ う な 受 容 の 過 程 を 考 え る こ

とが でき る 。  

 

元 韻    ï ɐ (原 音 )＞ o (上 代 語 )  

魂 ・ 痕 韻  ә (原 音 )＞ o 2 (上 代 語 )  

 

呉 音 と し て は 同 音 の よ う に 扱 わ れ て い る が 、 o列 に 2種 の 母 音 音 素 が あ っ

た と す れ ば 、 上 代 特 殊 仮 名 遣 い と し て は 別 の 音 に な る 。 当 時 の 日 本 人 が 原

音 を 受 容 し て 表 記 す る 時 、 原 音 で 類 似 し た 音 を 、 全 く 別 の 母 音 と し て 捉 え

て い た と 考 え る こ と は 合 理 性 に 乏 し い 。 当 然 、 同 音 と し て 聴 取 さ れ た は ず

であ る。  

一 般 的 に 、 o 1 の 中 心 母 音 は 現 代 日 本 語 の よ う な oで あ っ た と 考 え ら れ る 。

元 韻 の ï ɐは o 2と し て は 使 用 さ れ て い な い の で 、 表 面 上 o 1と 同 じ く 母 音 oを 有

する もの と して 捉え ら れる 。  

o 1の 表記 に 用い られ て いる 韻は 以 下の よう で ある 。  

 

模 韻 o 2 (ま た は u o ) 豪 韻 ɑ u 冬 韻 u o ŋ 鍾 韻 i o ŋ 侯 韻 ә u (上 古 音 は o u )  

陽 韻 i u a ŋ  

 

o 1 に 使 用 さ れ て い た 韻 を み る と 、 中 国 中 古 音 に お い て 比 較 的 明 瞭 に o音

を 持 っ て い た 韻 に よ っ て 占 め ら れ て い る こ と が わ か る 。 な お 、 豪 韻 や 陽 韻

を み る と a u＞ oの よ う な 受 容 も 考 え 得 る 。 た だ し 、 侯 韻 に 関 し て は 、 森 博

達 ( 1 99 1： 7 8)が、  
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〔 侯 〕 韻 は 「 斗 」 と 「 樓 」 が そ れ ぞ れ 1例 ず つ 用 い ら れ て い る に す ぎ な

い 。 《 中 略 》 α群 で は 「 ト 甲 」 に 、 「 斗 」 を 除 け ば 〔 模 〕 韻 字 ば か り 用 い

ら れ て お り 、 「 斗 」 は 例 外 的 印 象 が 強 い 。  

 

と 述 べ る よ う に 、 そ の 数 は 非 常 に 少 な い 。 用 例 自 体 が 少 な い と い う こ と は 、

o 1と して の 侯韻 は上 古 音の 影響 で ある と考 え られ る。  

上 の よ う な こ と を 考 え る と 、 元 韻 を な す 介 音 と 中 心 母 音 は 、 o 1に 適 し な

い 韻 で あ り 、 む し ろ o 2に 近 い 音 と し て 聞 こ え た の で は な い か と 思 わ せ る 。

o 2は 原音 に お い て、 主 と し て中 舌 的 な әのよ う な中 心 母 音 を有 す る 字 が多 い 。

以下 o 2に 使 用さ れた 韻 とそ の再 構 音を 示し て おく 。  

 

魚 韻 i o・ ї o 3 之 韻 i i・ ї i (上 古 音 i ә・ ї ә ) 蒸 韻 i ә ŋ・ ї ә ŋ 登 韻 ә ŋ  

魂 韻 u ә n 咍 韻 ɐ i (上 古 音 ә i ) 侯 韻 ә u  

 

魚 ・ 之 ・ 蒸 韻 は 3等 字 で あ り 、 中 舌 的 で あ っ た 介 音 お よ び 主 母 音 を 有 す

る と 言 わ れ る 。 な お 、 他 の 韻 尾 を 持 っ て い る 韻 も 共 通 的 に 中 心 母 音 が 中 舌

的 で あ る と 再 構 さ れ る 。 上 代 語 の o 2は 中 心 母 音 の 強 い 影 響 の 現 れ 、 ま た 、

3等字 にお いて は介 音 の影 響も 考 え得 る。  

中 国 中 古 音 で 元 韻 の 中 心 母 音 ɐは aや ɑよ り 、 舌 位 が 若 干 高 い 中 舌 的 な 母

音 で あ る 。 な お 、 元 韻 に は 開 口 3等 乙 類 ・ 合 口 3等 乙 類 し か な い の で 、 中 舌

的な 中心 母 音お よび 介 音を 考慮 す ると o 1よ り は o 2に適 す る韻 なの で ある 。  

繰 り 返 し に な る が 、 も し 上 代 人 が o 1と o 2を 別 の 母 音 音 素 と し て み て い た

ら 、 上 の よ う な 特 徴 を 有 す る 元 韻 は o 2に 近 い 音 と し て 認 識 さ れ た 可 能 性 が

高 い と 考 え ら れ る 。 こ の よ う な 主 張 の 裏 づ け と し て 、 次 節 で は 韓 国 漢 字 音

との 比較 を 通し て論 を 進め る。  

 

4． 韓 国 漢 字 音 と の 対 照  

現 代 韓 国 語 で は 母 音 音 素 と し て oと әと を 弁 別 し て い る 。 こ の こ と は 、 古

い 時 代 で も 同 様 で あ り 、 さ ま ざ ま な 資 料 を み て 確 認 す る こ と が で き る 。 例
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え ば 、 『 三 国 史 記 』 に は 、 地 名 を 改 め た こ と に 関 す る 記 事 が 複 数 登 場 し て

おり 、こ の よう な用 例 から 字音 の 相通 につ い て観 察す る こと がで き る。  

 

巘 陽 縣  本 居 知 火 縣  景 德 王 改 名  今 因 之 （ 『 三 国 史 記 』 3 4）  

道 同 縣  本 刀 冬 火 縣  景 德 王 改 名  今 合 属 永 州  新 寧 縣 （ 『 三 国 史 記 』 3 4）  

 

 ま ず 、 「 巘 」 は 元 韻 字 で あ り 、 「 居 」 は 魚 韻 字 で あ る 。 韓 国 漢 字 音 と し

て 両 者 は 中 心 母 音 әで 相 通 し て い る 。 ま た 、 「 道 ・ 同 」 は 各 々 豪 韻 と 東 韻 に 、

そ し て 「 刀 ・ 冬 」 は 各 々 豪 韻 と 冬 韻 に 属 し て お り 、 互 い に 中 心 母 音 oで 相 通 し

て い る こ と が わ か る 。  

 就 中 、 元 韻 は 韓 国 漢 字 音 と し て 韻 母 が ә nで 現 れ る 。 例 え ば 、 古 代 に お

い て は 、 上 の 「 巘 ・ 居 」 の 例 も み ら れ る の で あ り 、 ま た 、 中 世 に お い て は

「 建 」 の よ う な 元 韻 字 の 母 音 は 韓 国 漢 字 音 資 料 の 「 書 経 ・ 易 経 ・ 詩 経 ・ 中

庸・ 小学 ・ 千字 文」 で 、 ә nとし て 現れ る (河 野六 郎 1 9 7 9 )。  

以 下 、 幾 つ か 元 韻 開 口 3等 に 属 す る 字 と 韓 国 ・ 越 南 漢 字 音 の 比 較 表 を 示

す。  

 

＜表 1＞  

字  
日本 漢字 音  

韓国 漢字 音 越南 漢字 音
呉音  漢音  

建  コン  ケン  k әn  k i ê n  

健  ゴン  ケン  k әn  k i ê n  

言  ゴン  ゲン  ә n  n gô n  

軒  コン  ケン  h әn  h i ê n  

献  コン  ケン  h әn  h i ê n  

憲  コン  ケン  h әn  h i ê n  

喝  カツ  ケツ  k a l  k i ê t  

謁  アツ  エツ  a l  y ê t  
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韓 国 漢 字 音 に お い て 元 韻 の 母 音 は 原 則 的 に әで 現 れ る (李 潤 東 1 9 9 7： 1 6 6 )。

し か し 、 入 声 字 に み え る - a形 は 、 例 外 で は な く 、 上 古 音 の 名 残 で あ る と 思

われ る 4。 入声 字を 除 けば 、日 韓 の字 音は - o形・ - ә形 で 対応 して い る。  

ま た 、 越 南 漢 字 音 で 、 例 え ば 、 「 建 」 字 は そ の 字 音 形 が / k i ê n /の よ う に

現 れ る (三 根 谷 徹 1 9 9 3 )。 こ の こ と は 漢 音 の - e n形 と 時 代 的 に 対 応 し て い る 。

越 南 漢 字 音 は 大 概 中 国 中 古 音 に お け る 秦 音 以 来 の 伝 来 し た 漢 字 音 と し て 理

解 で き る 。 従 っ て 、 呉 音 と 韓 国 漢 字 音 は 秦 音 以 前 の 姿 を 反 映 し て お り 時 代

的に も相 応 して いる と 言え る。  

韓 国 漢 字 音 に お い て 、 元 韻 3等 字 は そ の 母 音 が 一 律 的 に / ә /と し て 投 影 さ

れ て い る こ と は 上 で も 述 べ た と お り で あ る 。 介 音 の 影 響 も あ わ せ て 、 中 位

低 舌 母 音 で あ る / ɐ /は 後 舌 母 音 - o形 よ り は 、 主 に 中 位 中 舌 母 音 - ә形 と し て 現

れ る 可 能 性 が 非 常 に 高 い 。 な お 、 こ の よ う な 字 音 形 は 、 上 代 特 殊 仮 名 遣 い

の o 2の問 題 に示 唆す る 点が 多い 。  

と り わ け 魚 韻 字 は 、 o 2と 一 定 の 対 応 を み せ る 。 以 下 、 比 較 の た め に 魚 韻

の一 部と o 1に属 する 字 とを 示し て おく 。  

 

＜表 2＞  

万葉 仮名 ( o 2 )  韓国 漢字 音 万葉 仮名 ( o 1 )  韓国 漢字 音

許  h ә  古  k o  

巨  k ә  高  k o  

去  k ә  蘇  s o  

居  k ә  素  s o  

語  ә  刀  t o  

諸  cy ә  土  t h o  

序  sy ә  怒  n o  

与  y ә  用  y o ŋ  

予  y ә  容  y o ŋ  

呂  r yә  路  r o  
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上 代 語 に お い て は 、 原 音 で 中 舌 的 な 主 母 音 を 持 つ 字 が 、 集 中 的 に o 2の 万

葉 仮 名 と し て 用 い ら れ て い る 。 こ の こ と を 踏 ま え て 、 上 代 語 に o 1と o 2の 間

に 音 韻 的 な 弁 別 が く っ き り と 存 在 し て い た と 仮 定 す れ ば 、 元 韻 字 も o 2の 万

葉 仮 名 と し て 選 ば れ た は ず で あ る 。 し か し 、 元 韻 字 が 日 本 語 化 す る 過 程 で

o 2の 万葉 仮 名に なる よ うな こと は なか った 。  

古 代 に お け る 日 本 語 と 韓 国 語 を 同 一 視 す る こ と は で き な い が 、 少 な く と

も 両 者 が oと әと を 音 韻 と し て 区 別 で き る と い う 同 一 条 件 下 に お か れ て い た

と す れ ば 、 こ の よ う な 結 果 は 、 o 1と o 2の 表 記 に は 音 韻 的 要 素 よ り 、 あ る 程

度 固 定 化 さ れ た 表 記 方 法 と し て の 機 能 が 働 い て い た と 考 え ら れ る の で あ る 。  

 

5． 万 葉 仮 名 と し て の 元 韻 字  

 元 韻 字 は 、 万 葉 仮 名 と し て は 基 本 的 に o 1と o 2の ど ち ら に も 属 し な い 一 類 で

ある 。元 韻 字が 万葉 仮 名と して 使 用さ れた 例 を示 すと 以 下の よう に なる 。  

 

古 事 記 ： 万 マ ・ 煩 ボ ・ 遠 袁 ヲ ・ 番 蕃 ホ  

日 本 書 紀 ( β群 )： 煩 ボ  

万 葉 集 ： 返 反 ヘ 2  

 

上 の よ う に 、 元 韻 字 は 「 マ ・ ホ ・ ボ ・ ヲ 」 と い っ た 唇 音 系 の 万 葉 仮 名 と

し て 使 用 さ れ 、 牙 音 系 と し て は 適 し て い な か っ た よ う に み え る 。 ま ず 、 上

代 特 殊 仮 名 遣 い と 関 係 し て い る の は 、 万 葉 集 に み え る 「 返 ・ 反 」 で あ る が 、

e 2の万葉 仮 名と して 用 いら れて い るの が特 徴 的で ある 。  

こ の こ と に 関 し て 、 高 松 政 雄 ( 1 9 8 6： 1 2 2 - 1 2 3 )で は 次 の よ う に 述 べ ら れ て

いる 。  

 

元 韻 の 唇 音 字 「 反 」 「 返 」 は 、 後 の 所 謂 呉 音 漢 音 に お い て も 、 多 く は 、

オ 段 、 ア 段 音 (ホ ・ ハ )で あ る 中 で 、 例 外 的 に エ 段 音 を 採 る 字 で あ る 。 彼

土 で は 決 し て そ う な る 謂 わ れ の な い 字 で あ る の に 。 と す れ ば 、 こ こ に て
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逸 早 く 同 類 の も の と 行 を 共 に せ ぬ 何 ら か の 事 情 が 潜 ん で い た の で あ ろ う 。

そ れ は 或 い は 偶 発 的 で あ る や も 知 れ ぬ け れ ど も 、 目 下 は そ れ を 確 と は 突

き 止 め 得 ず に 留 っ て い る も の で あ る 。 恐 ら く は 、 同 摂 内 の 先 ・ 仙 韻 に 牽

引 さ れ た も の か と 思 わ れ る 。  

 

 一 方 、 万 葉 仮 名 と し て 注 目 さ れ る の は 、 「 ホ ・ ボ 」 で あ る 。 こ の 音 節 に

も 特 殊 な 使 い 分 け が 存 在 す る と い う 主 張 も あ る (藤 井 茂 利 1 9 7 2・ 馬 淵 和 夫 1

9 5 7・ 福 田 良 輔 1 9 6 6・ 1 9 6 9 )。 例 え ば 、 馬 淵 和 夫 ( 1 9 5 7 )は 「 番 ・ 蕃 」 を 甲 類 、

「 煩 」 を 乙 類 と し て 捉 え て い る 。 一 方 、 森 博 達 ( 1 9 9 1： 8 7 - 8 9 )は 、 「 ホ ・

ボ 」 の 使 い 分 け は 認 め な い も の の 、 「 オ 」 だ け は 乙 類 相 当 の 母 音 で あ っ た

可能 性が 高 いと 指摘 し てい る。  

 前 節 で 述 べ た よ う に 、 元 韻 字 は 介 音 お よ び 中 心 母 音 の 性 格 か ら o 2と し て

選 ば れ て も 差 支 え な い と 考 え ら れ る 。 も し 「 ホ ・ ボ 」 音 節 が o 2と し て 認 め

られ るの で あれ ば、 主 に『 古事 記 』に みえ る ホ音 節だ け であ る。  

元 韻 字 が o 2と し て 選 択 さ れ な か っ た 理 由 に つ い て 考 え る 際 、 介 音 と 中 心

母 音 等 の 影 響 は 既 に 言 及 し た と お り な の で 排 除 で き る 。 そ う で あ れ ば 、 考

え ら れ る 理 由 は 韻 尾 の 問 題 で あ る 。 ま ず 、 o 2に 使 用 さ れ た 音 仮 名 の 中 で 、

有尾 韻字 を 全て 調べ る と以 下の よ うに なる 5。  

 

＜表 3＞  

o 2  字  韻  韻尾  

コ 2  興 (コ・ コ ゴ )  蒸開 3乙  ŋ  

極 (ココ )  蒸開 3甲  k  

近 (コノ )  欣開 3  n  

ゴ 2  凝 (ゴ )  蒸開 3乙  ŋ  

ソ 2  曾 (ソ )・僧 (ソ )・増 (ソ )・贈 (ソ )・ 層 (ソ )・憎 (ソ )  登開 1  ŋ  

則 (ソ・ ソ ○ )・賊 (ソ ○)  登開 1  k  

ゾ 2  存 (ゾ )・鐏 (ゾ )  魂合 1  n  

賊 (ゾ )  登開 1  k  
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ト 2  登 (ト )・澄 (ト )・等 (ト )・騰 (ト )・ 藤 (ト )・鄧 (ト )  登開 1  ŋ  

得 (ト・ ト ○・ト コ )・ 徳 (ト・ ト コ )  登開 1  k  

縢 (ト )  蒸開 3甲  ŋ  

ド 2  騰 (ド )・藤 (ド )  登開 1  ŋ  

特 (ド )  登開 1  k  

縢 (ド )  蒸開 3甲  ŋ  

ノ 2  能 (ノ )  登開 1  ŋ  

ヨ 2  ×  ×  ×  

ロ 2  勒 (ロ )  登開 1  k  

 稜 (ロ・ ロ ギ )  登開 1  ŋ  

モ 2  ×  ×  ×  

＊ ×は 該 当 す る 字 が な い こ と を 意 味 す る 。  

＊ 括 弧 の 中 ○は 連 合 仮 名 を 表 わ す 。 例 ： 則 (ソ ・ ソ ○ )  

 

上 の 表 を 見 る と 、 o 2に は 喉 内 撥 音 韻 尾 ŋと 喉 内 入 声 韻 尾 kが 大 多 数 を 占 め

て い る こ と が わ か る 。 そ し て 、 残 り の 舌 内 撥 音 韻 尾 nは 「 近 ・ 存 ・ 鐏 」 に

みえ る。  

ま ず 、 「 近 コ ノ 」 に つ い て 大 野 透 ( 1 9 6 2： 4 9 2 )は 「 い づ れ に 於 て も コ 乙 ノ

乙 シ ロ 乙 の 表記 に 限 ら れて ゐ る 事 に注 意 さ れ る。 」 と 述 べて お り 、 即ち 「 近

コノ 」は 「 近志 侶・ 近 之里 」と い った 用例 に 限る こと が わか る。  

ま た 、 「 存 」 に つ い て 、 大 野 透 ( 1 9 6 2： 2 3 4 )は 、 「 存 は 允 恭 記 歌 謡 7 9に 1

例 見 え る が 、 主 要 仮 名 の 叙 と 曾 が 助 詞 ゾ 乙 の 表 記 に 限 ら れ て ゐ る の に 対 し 、

特 殊 な 変 字 存 が 特 殊 語 の コ 乙 ゾ 乙 の 表 記 に 用 ゐ ら れ て ゐ る 事 に 注 意 さ れ

る 。 」 と 指 摘 し て い る 。 即 ち 、 「 存 」 の 用 例 は 『 古 事 記 』 に の み 現 れ る 用

例 「 許 存 許 曾 婆  夜 須 久 波 陀 布 禮 」 に 限 る 。 最 後 に 「 鐏 」 は 『 日 本 書 紀 』

の 「 去 鐏 去 曾  椰 主 区 泮 娜 布 例 」 と い う 用 例 に 現 れ 、 『 古 事 記 』 と 同 様 の

歌謡 であ る 。  

つ ま り 、 o 2を 表 わ す場 合 に は 、 n韻 尾 の 字は 比 較 的 特殊 な 用 法 とし て 用い

ら れ て い た こ と が わ か る 。 従 っ て 、 意 識 的 に 選 択 さ れ な か っ た 可 能 性 も あ
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る 。 と り わ け 、 『 日 本 書 紀 』 歌 謡 で は n韻 尾 字 の 仮 名 使 用 を 回 避 す る 傾 向

が あ る と い う (大 野 透 1 9 6 2： 4 9 5 )。 元 韻 に 属 す る 字 は 、 入 声 字 以 外 は 全 て n

韻尾 を持 っ てい るの で 、こ のよ う な傾 向と 無 関係 では な いと 推測 さ れる 。  

n韻 尾 字 は た だ の 万葉 仮 名 と して 使 用 さ れる の に 何 の支 障 も な いの に 、 o 2

に 該 当 す る 万 葉 仮 名 に 上 の よ う な 傾 向 が み ら れ る の は 単 な る 偶 然 か も し れ

な い 。 し か し 、 万 葉 仮 名 に お け る 韻 尾 の 使 用 に は 何 ら か の 傾 向 が あ る と 考

えら れる 。  

尾 山 慎 ( 2 0 0 7： 2 6 - 2 7 )で は 万 葉 仮 名 に お け る 韻 尾 の 使 用 状 況 、 特 に 略 音 仮

名 ・ 二 合 仮 名 に つ い て 調 査 さ れ て い る 。 こ こ で の 「 ŋ・ k・ n」 に 関 す る 説

明を 以下 に 示す 。  

 

ŋ： 略 音 仮 名 が 圧 倒 的 に 多 く 、 字 種 も 略 音 仮 名 の ほ う が 多 い 。 n g韻 字 は 、

略 音 仮 名 と し て 主 に 機 能 す る 字 音 で あ っ た と い え る 。  

k： 二 合 仮 名 と 略 音 仮 名 そ れ ぞ れ に お け る 音 節 数 は ほ ぼ 拮 抗 し て お り 、 必

ず し も 韻 尾 は 捨 て ら れ や す い と は い え な い と 考 え ら れ る 。  

n： 略 音 は n gの ほ う が 、 二 合 は mの ほ う が 多 い 。 二 合 仮 名 の 用 例 数 、 ま た

二 合 仮 名 と 略 音 仮 名 の い ず れ に も 使 わ れ る 字 種 が 他 に く ら べ て 多 い こ

と か ら し て 、 必 ず し も 韻 尾 は 捨 て ら れ や す い と は い え な い と 考 え ら れ

る 。  

 

こ の よ う な 説 明 を o 2の 字 に 当 て は め て 考 え て み る 。 k韻 尾 と n韻 尾 の 共 通

的 な 特 徴 は 韻 尾 を 捨 て が た い こ と で あ る 。 ＜ 表 3＞ を み る と 、 o 2と し て の ŋ

韻尾 は殆 ど が略 音仮 名 とし て使 用 され てい る 。  

そ し て 、 k 韻 尾 字 は 上 に 引 用 し た 万 葉 仮 名 の 韻 尾 の 使 用 状 況 を 連 合 仮

名 ・ 二 合 仮 名 で 処 理 し て い る 反 面 、 n韻 尾 字 は そ の 用 例 も 少 な い 上 に 、 二

合仮 名「 近 コノ 」は 決 めら れた 表 現に のみ 用 いら れて い る。  

万 葉 仮 名 と し て 元 韻 字 は 連 合 仮 名 (煩 能 ホ ノ )・ 二 合 仮 名 (番 ホ ノ )と し て

は 問 題 な く 使 用 さ れ た に も 関 わ ら ず 、 o 2に こ の よ う な き ら い が あ る の は 、

o 2の 表記 に 対す る特 殊 な意 識乃 至 思惑 があ っ たか らで あ ると 思わ れ る。  
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6． ま と め  

以 上 、 o 2を 鳥 瞰 す る た め に 、 元 韻 字 と い う o 2の 周 辺 か ら ア プ ロ ー チ し て

み た 。 呉 音 と し て 元 韻 は 、 - o n形 と い う 字 音 形 を み せ る が 、 こ こ に は 、 原

音か らす れ ば o 2に成 り えた とい う 可能 性が 秘 めら れて い る。  

元 韻 と 魂 ・ 痕 韻 は 、 原 音 に お い て 音 声 的 親 近 性 を 持 っ て お り 互 い に 相 通

で き た 。 従 っ て 、 上 代 人 に と っ て 、 o 1と o 2に 音 韻 的 な 違 い が 存 在 し て い た

と い う 仮 定 下 で 、 上 代 人 に は 元 韻 字 も o 2の よ う に 聴 取 さ れ た 可 能 性 が 高 い

と考 えら れ る。  

こ の よ う な 可 能 性 を 裏 付 け る も の と し て 、 韓 国 漢 字 音 の 反 映 例 を み る と 、

元 韻 字 は o 2相 当 の 母 音 を も っ て 現 れ 、 o 1に 該 当 す る 字 と の 間 に 、 音 韻 的 な

対 立 を み せ る 。 し か し 、 ホ ・ ボ 音 節 の o 2と し て の 可 能 性 は 措 く と し て も 、

元韻 字が o 2とし て使 用 され るこ と はな い。  

こ の よ う な こ と は 、 o 1と o 2の 使 い 分 け が 単 に 音 韻 的 な 違 い に よ る も の で

は な い 可 能 性 を 示 す の で あ り 、 文 字 通 り 特 殊 な 使 い 分 け で あ っ た 可 能 性 も

ある 。  

そ し て 、 o 2の 万 葉 仮名 に 元 韻 字が 避 け ら れて い る こ とは 、 n韻 尾 字 が 意識

的 に 排 除 さ れ て い た た め で あ る と 思 わ れ る 。 さ ら に 、 n韻 尾 字 が 特 定 の 場

合 に の み 使 用 さ れ る と い っ た 用 法 は 、 音 の 類 似 性 か ら 離 れ て 、 表 記 者 の 取

捨選 択も 強 く関 与し た 表記 方法 で あっ たと 推 測さ れる の であ る。  

使 い 分 け に 使 用 さ れ た 万 葉 仮 名 は 上 古 音 か ら 中 古 音 に わ た る 、 中 国 漢 字

音 の 変 遷 を 、 比 較 的 に 規 則 的 に 反 映 し て い る 。 し か し な が ら 、 使 い 分 け ら

れ た 万 葉 仮 名 が そ の ま ま 上 代 語 の 音 韻 で は な か っ た 可 能 性 も 充 分 内 包 し て

いる と考 え られ る。  
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注  

 

( 1 )  王 力 ( 1 9 8 7： 1 9 2 )は 魂 部 に つ い て 「 一 等 字 来 自 文 部 、 三 等 喉 牙 唇 音 字 来 自 元 部 。

元 魂 痕 同 用 、 …」 と 説 明 し て い る 。  

( 2 ) 森 博 達 ( 1 9 9 1： 8 8 )は 、 「 カ ー ル グ レ ン 氏 は 、 日 本 漢 音 で ＜ 影 ＞ 母 字 が 「 ヲ 」 と 表

わ さ れ る こ と を 重 視 し て 中 古 音 を [ - u o ]と 推 定 し た 。 し か し 、 ＜ 影 ＞ 母 字 以 外 は 「 古

コ 」 ・ 「 素 ソ 」 ・ 「 杜 ト 」 の 如 く 開 口 で 表 わ さ れ 、 「 ク オ 」 ・ 「 ス オ 」 ・ 「 ツ オ 」 の

如 く 合 口 で 表 わ さ れ て は い な い 。 [ - o ]と 推 定 す る 方 が 穏 当 で あ ろ う 。 」 と 述 べ て い る 。  

( 3 ) た だ し 、 大 野 晋 ( 1 9 5 3 : 1 8 1 )は 、 魚 韻 3等 字 の 中 心 母 音 を әで あ っ た と 再 構 す る 。  

( 4 ) 類 推 音 で あ る 可 能 性 も 排 除 で き な い 。  

( 5 ) 大 野 透 ( 1 9 6 2： 3 9 1 - 3 9 4 )に 掲 載 さ れ て い る 表 を ベ ー ス に 作 成 し た 。  
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