
論

文

要

旨 
和

歌

の

機

能

と

そ

の

変

容―

哀

傷

歌

を

基

軸

と

し

て―
 

 

吉

井 

祥 

本

研

究

は

、

人

の

死

に

関

わ

っ

て

詠

ま

れ

る

和

歌

、

哀

傷

歌

を

対

象

に

、

平

安

時

代

の

実

社

会

に

お

い

て

、

和

歌

が

ど

の

よ

う

な

働

き

を

し

て

い

た

の

か

、

和

歌

の

機

能

と

そ

の

変

容

を

明

ら

か

に

す

る

こ

と

で

、

平

安

和

歌

史

を

叙

述

し

よ

う

と

す

る

も

の

で

あ

る

。 

上

代

の

挽

歌

研

究

の

大

量

な

蓄

積

に

比

し

て

、

平

安

時

代

の

哀

傷

歌

の

研

究

は

あ

ま

り

顧

み

ら

れ

て

こ

な

か

っ

た

。

さ

さ

や

か

に

勅

撰

集

哀

傷

部

の

構

造

や

配

列

を

通

し

た

作

品

論

や

、

哀

傷

歌

を

通

し

て

歌

人

の

実

人

生

や

性

格

を

論

ず

る

歌

人

論

が

あ

る

程

度

で

あ

る

。
哀

傷

歌

と

は

何

か

研

究

す

る

も

の

は

管

見

の

限

り

無

い

。

ま

た

、

本

研

究

が

行

お

う

と

す

る

和

歌

の

機

能

の

研

究

も

、

新

し

い

研

究

ジ

ャ

ン

ル

で

あ

る

。

哀

傷

歌

は

、

い

つ

、

ど

こ

で

、

誰

が

、

何

の

た

め

に

詠

ん

だ

の

か

、

詠

歌

状

況

を

他

ジ

ャ

ン

ル

の

和

歌

よ

り

把

握

し

や

す

く

、

実

証

的

研

究

に

向

い

て

お

り

、

様

々

な

詠

歌

形

式

が

現

存

し

て

い

る

た

め

、

実

社

会

に

お

け

る

和

歌

の

機

能

を

研

究

す

る

対

象

と

し

て

適

し

て

い

る

。 

 

本

論

第

一

部

「

平

安

前

期

ま

で

の

哀

傷

歌

史

」

で

は

、

平

安

前

期

ま

で

に

人

の

死

に

関

す

る

文

芸

、

特

に

和

歌

が

ど

の

よ

う

な

史

的

展

開

を

辿

っ

た

の

か

を

論

じ

た

。

第

一

章

「

挽

歌

か

ら

哀

傷

歌

へ

―

上

代

挽

歌

史

整

理

―

」

で

は

、

上

代

の

挽

歌

の

歴

史

を

概

観

す

る

こ

と

で

、

人

の

死

に

関

す

る

和

歌

の

詠

歌

史

が

平

安

の

哀

傷

歌

へ

繋

が

る

も

の

か

ど

う

か

確

認

し

た

。

挽

歌

は

、

喪

葬

儀

礼

に

関

わ

る

公

的

儀

礼

挽

歌

と

、

儀

礼

に

関

わ

ら

な

い

私

的

挽

歌

が

併

存

す

る

形

で

展

開

し

た

。

公



的

儀

礼

挽

歌

は

万

葉

第

二

期

を

盛

期

と

し

て

、

そ

れ

以

降

衰

微

す

る

こ

と

は

諸

研

究

の

述

べ

る

と

こ

ろ

で

あ

る

が

、

私

的

挽

歌

の

詠

歌

の

様

相

も

平

安

の

哀

傷

歌

へ

繋

が

る

徴

候

を

示

す

も

の

で

は

な

い

こ

と

を

指

摘

し

た

。

第

二

章

「

哀

傷

の

漢

詩

の

史

的

展

開

」

で

は

、

平

安

初

期

の

勅

撰

漢

詩

集

に

お

け

る

哀

傷

の

漢

詩

が

、

公

的

な

関

係

性

に

お

い

て

作

成

さ

れ

、
内

容

も

公

的

な

哀

傷

を

示

す

の

に

対

し

、『

古

今

集

』
前

夜

の

文

人

た

ち

の

哀

傷

の

漢

詩

に

は

、
私

的

関

係

性

で

の

漢

詩

が

見

え

、

内

容

も

私

的

な

哀

傷

を

表

現

し

て

い

る

こ

と

を

確

認

し

た

。

こ

れ

ら

二

章

を

受

け

て

、

第

三

章

「

平

安

前

期

に

お

け

る

哀

傷

歌

の

展

開

」

で

は

、

人

の

死

に

関

す

る

和

歌

が

、

平

安

前

期

に

お

い

て

、

ど

の

よ

う

な

展

開

を

辿

っ

た

の

か

を

明

ら

か

に

し

た

。
作

者

と

死

者

の

関

係

性

を

視

点

と

す

る

な

ら

ば

、
平

安

前

期

の

哀

傷

歌

は

、

公

的

な

関

係

性

に

基

づ

く

も

の

か

ら

詠

歌

さ

れ

始

め

る

が

、『

古

今

集

』
撰

者

時

代

頃

か

ら

私

的

な

関

係

性

に

基

づ

く

も

の

へ

と

広

が

り

を

見

せ

る

。

詠

歌

形

式

は

、

独

詠

歌

か

ら

贈

答

歌

へ

と

い

う

流

れ

を

辿

る

。

平

安

の

哀

傷

歌

と

い

う

と

、

近

し

い

者

の

死

を

歌

で

弔

問

し

合

う

と

い

っ

た

イ

メ

ー

ジ

が

強

か

っ

た

が

、

そ

こ

に

至

る

ま

で

の

和

歌

史

を

実

証

的

に

描

き

出

し

た

。 

こ

れ

ら

第

一

部

を

通

し

て

、

文

芸

が

公

か

ら

私

へ

広

が

り

、

展

開

し

て

い

く

様

を

見

出

す

こ

と

が

で

き

た

。 

 

第

二

部

「

哀

傷

歌

を

基

軸

と

し

た

和

歌

史

」

で

は

、

第

一

部

を

基

盤

に

主

に

哀

傷

歌

を

対

象

に

、

和

歌

の

機

能

と

そ

の

変

容

を

辿

る

こ

と

で

和

歌

史

を

構

築

す

る

こ

と

を

試

み

た

。

第

一

章

で

は

、

歌

体

に

着

目

し

、

長

歌

作

品

の

多

い

挽

歌

に

対

し

、

平

安

期

の

哀

傷

歌

に

長

歌

が

極

め

て

稀

で

あ

る

こ

と

に

つ

い

て

、

な

ぜ

そ

の

よ

う

に

な

っ

た

の

か

、

現

存

す

る

稀

な

実

例

で

あ

る

伊

勢

の

作

例

を

通

し

て

検

証



し

た

。

そ

こ

か

ら

見

え

て

く

る

の

は

、

哀

傷

歌

の

詠

歌

が

そ

の

場

に

い

る

人

々

の

哀

傷

の

代

弁

に

よ

る

共

有

か

ら

、

個

々

に

詠

み

合

う

形

に

よ

る

哀

傷

の

共

有

へ

と

変

容

し

て

い

く

様

で

あ

る

。

以

下

の

章

で

は

こ

の

「

詠

み

合

い

」

に

つ

い

て

考

察

を

深

め

た

。

第

二

章

、

第

三

章

で

は

「

贈

答

」

と

い

う

詠

歌

形

式

に

着

目

し

、

そ

の

機

能

を

論

じ

た

。

第

二

章

で

は

ま

ず

遺

族

に

歌

を

贈

る

弔

問

歌

と

そ

の

返

歌

を

取

り

上

げ

る

こ

と

で

、

贈

答

を

交

わ

す

者

同

士

が

対

面

か

非

対

面

か

で

、

歌

の

表

現

と

機

能

が

異

な

る

と

い

う

こ

と

を

明

ら

か

に

し

た

。

第

三

章

で

は

第

二

章

の

成

果

を

よ

り

普

遍

化

す

る

た

め

、

対

象

を

大

き

く

広

げ

て

、

哀

傷

の

贈

答

歌

全

体

で

場

に

よ

っ

て

機

能

が

ど

の

よ

う

に

異

な

る

の

か

論

じ

た

上

で

、

弔

問

に

限

ら

ず

、

哀

傷

の

贈

答

歌

全

体

に

お

い

て

、

非

対

面

と

対

面

で

和

歌

の

機

能

が

ど

の

よ

う

に

異

な

る

の

か

考

察

し

た

。

対

話

的

機

能

の

歌

と

心

情

表

現

的

機

能

の

歌

と

い

う

概

念

を

用

い

、

哀

傷

の

贈

答

歌

は

、

全

体

と

し

て

心

情

表

現

的

機

能

の

歌

が

現

れ

や

す

い

が

、

非

対

面

の

際

、

特

に

受

け

手

が

遺

族

の

場

合

に

、

対

話

的

機

能

の

歌

が

出

現

し

や

す

い

こ

と

が

明

ら

か

に

な

っ

た

。
更

に

、
時

代

的

推

移

を

追

う

こ

と

で

、

哀

傷

歌

が

も

と

も

と

は

自

己

の

哀

傷

を

表

現

し

披

露

す

る

も

の

か

ら

始

ま

り

、

対

話

的

性

格

を

強

め

て

い

く

と

い

う

過

程

を

論

じ

、

第

一

部

第

三

章

で

言

及

し

た

哀

傷

の

贈

答

歌

の

歴

史

を

よ

り

具

体

的

に

提

示

し

た

。

ま

た

、

タ

ー

ム

と

し

て

定

着

し

て

い

る
「

贈

答

」「

唱

和

」
と

い

っ

た

詠

歌

形

式

の

枠

組

み

の

曖

昧

さ

に

つ

い

て

も

指

摘

し

た

。
第

四

章

で

は

、
こ

の
「

贈

答

」
「

唱

和

」
を

詠

歌

の

実

態

に

即

し

て

再

考

す

る

と

と

も

に

、

平

安

和

歌

に

お

い

て

見

過

ご

さ

れ

て

き

た

「

和

す

」

と

い

う

歌

の

付

け

方

に

つ

い

て

明

ら

か

に

し

た

。

哀

傷

歌

と

い

う

切

り

返

さ

な

い

タ

イ

プ

の

贈

答

の

分

析

か

ら

研

究

を

始

め

る

こ

と

で

、

和

歌

の

ジ

ャ

ン

ル

を

超

え

た

普



遍

的

な

歌

の

在

り

方

の

解

明

に

、

到

達

す

る

こ

と

が

で

き

た

。

ま

た

、

歌

の

詠

み

合

い

の

歴

史

に

、

人

々

の

集

う

場

と

、

書

簡

や

伝

言

と

い

う

二

つ

の

場

を

示

し

、

対

面

と

非

対

面

の

遣

り

取

り

の

歴

史

を

そ

れ

ぞ

れ

考

え

て

い

く

重

要

性

を

示

し

、

上

代

の

歌

の

詠

み

合

い

か

ら

平

安

の

歌

の

詠

み

合

い

へ

の

史

的

展

開

モ

デ

ル

の

一

つ

を

提

示

す

る

事

が

で

き

た

。 

こ

の

よ

う

に

第

二

部

で

は

、

人

と

人

が

心

情

を

交

わ

す

た

め

の

具

と

し

て

の

和

歌

の

在

り

方

を

実

態

に

即

し

て

導

き

出

す

こ

と

が

で

き

た

。 


