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「
声
明
」
と
「
木
遣
」
に
「
演
歌
」

増

山

雄

三

日

本

文

化

の

面

白

味

の

一

つ

は

、

過

去

か

ら

の

連

続

性

が

濃

厚

で

あ

る

上

、

そ

れ

を

残

す

能

力

も

高

い

の

で

、

古

代

や

中

世

の

歌

謡

の

歌

詞

ま

で

が

、

豊

富

に

保

存

さ

れ

て

い

る

の

は

、

中

国

に

は

な

い

現

象

で

あ

り

、

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

に

お

い

て

も

、

宗

教

的

な

歌

を

除

け

ば

、

日

本

ほ

ど

で

は

な

い

。

古

事

記

や

日

本

書

紀

に

は

、

合

わ

せ

て

二

百

三

十

五

と

い

う

、

大

量

の

歌

謡

が

記

録

さ

れ

、

ほ

か

に

、

神

楽

歌

や

催

馬

楽

と

い

っ

た

、

古

い

時

代

の

も

の

も

あ

り

、

中

世

に

な

る

と

宴

曲

集

が

あ

り

、

流

行

歌

の

今

様

を

集

め

た

、

梁

塵

秘

抄

や

閑

吟

集

も

あ

り

、

狂

言

の

中

の

歌

謡

ま

で

も

あ

る

。

本

来

な

ら

、

口

誦

さ

れ

て

消

え

る

べ

き

性

質

の

も

の

が

、

こ

れ

だ

け

記

録

と

し

て

残

っ

て

い

る

の

は

、

ま

さ

に

尋

常

で

は

な

い

が

、

確

か

に

、

歌

う

こ

と

が

好

き

な

民

族

だ

っ

た

事

が

分

る

も

の

の

、

た

だ

、

ど
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ん

な

調

曲

だ

っ

た

か

と

な

る

と

分

ら

な

い

。

特

に

、

奈

良

朝

以

前

の

昔

と

な

れ

ば

、

茫

々

と

し

て

い

て

、

「

上

代

の

歌

謡

は

恐

ら

く

平

家

琵

琶

の

白

声

の

よ

う

に

、

朗

読

風

に

近

い

物

で

は

な

か

っ

た

ろ

う

か

」

と

、

芸

能

史

叢

説

に

は

書

か

れ

る

が

、

恐

ら

く

、

そ

う

だ

っ

た

の

で

は

な

か

ろ

う

か

。

そ

れ

は

、

自

分

自

身

を

楽

器

の

よ

う

に

う

た

う

と

い

う

、

思

想

も

技

術

も

な

か

っ

た

し

、

ま

た

、

リ

ズ

ム

や

メ

ロ

デ

ィ

ー

よ

り

も

、

口

か

ら

出

て

い

く

コ

ト

バ

そ

の

も

の

の

呪

術

性

の

方

が

、

当

時

の

宗

教

感

情

と

し

て

は

、

大

切

で

あ

っ

た

か

ら

だ

。

そ

し

て

、

言

霊

と

し

て

の

歌

詞

が

、

神

で

あ

る

自

然

や

、

心

を

持

つ

相

手

に

理

解

さ

れ

な

け

れ

ば

、

無

意

味

に

な

っ

て

し

ま

う

た

め

、

あ

る

程

度

の

抑

揚

を

込

め

て

、

朗

読

し

た

も

の

か

と

思

え

、

調

曲

よ

り

歌

詞

が

大

切

と

さ

れ

た

か

ら

こ

そ

、

謡

部

の

記

憶

に

貯

蔵

さ

れ

て

い

っ

た

に

違

い

な

い

。

そ

れ

で

、

古

代

日

本

人

は

、

身

ぶ

り

を

ま

じ

え

足

を

踏

み

鳴

ら

し

て

、

言

葉

に

節

を

つ

け

て

、

自

分

以

外

に

も

、

他

人

と

も

一

緒

に

な

っ

て

愉

し

む

と

い

う
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事

を

知

っ

て

い

た

よ

う

だ

が

、

し

か

し

そ

れ

は

粗

笨

な

も

の

で

、

ま

だ

、

天

才

が

出

現

し

て

、

型

を

作

り

だ

す

ま

で

に

は

至

ら

な

か

っ

た

。

そ

れ

で

、

集

団

で

同

じ

所

作

を

し

て

歌

い

踊

る

と

い

う

、

「

踏

歌

」

が

成

立

す

る

の

は

、

記

録

で

は

、

河

内

や

大

和

に

住

ん

で

い

た

、

朝

鮮

半

島

か

ら

渡

来

し

た

漢

人

に

、

早

く

か

ら

伝

承

さ

れ

、

日

本

書

紀

に

も

、

「

漢

人

等

、

踏

歌

ヲ

奏

ス

」

と

あ

る

。

以

後

、

宮

廷

の

儀

礼

の

な

か

に

、

踏

歌

を

奏

す

る

事

が

組

み

入

れ

ら

れ

る

様

に

な

っ

た

が

、

実

は

、

踏

歌

の

ル

ー

ツ

は

朝

鮮

半

島

で

は

な

く

、

唐

の

長

安

の

正

月

十

五

日

夜

、

高

灯

の

も

と

で

、

子

女

が

袖

を

連

ね

て

歌

舞

し

た

風

俗

に

あ

る

と

い

う

が

、

歌

詞

も

は

や

し

言

葉

も

、

全

て

漢

語

漢

音

だ

っ

た

と

い

う

。

日

本

人

は

、

そ

の

拍

子

だ

け

に

面

白

さ

を

感

じ

た

が

、

そ

の

型

を

学

ぶ

う

ち

変

形

を

生

み

、

そ

れ

が

後

に

歌

垣

で

の

う

た

い

方

に

変

化

を

与

え

、

そ

れ

が

だ

ん

だ

ん

と

変

化

し

、

盆

踊

り

の

音

頭

や

拍

子

に

、

大

き

な

影

響

を

も

た

ら

し

た

事

が

想

像

で

き

る

。

と

こ

ろ

で

、

声

楽

と

い

う

も

の

が

入

る

の

は

、

平
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安

初

期

、

空

海

や

円

仁

が

入

唐

し

て

、

「

声

明

」

と

い

う

も

の

を

齎

し

た

も

の

が

始

ま

り

と

さ

れ

、

そ

れ

は

、

僧

侶

が

法

要

な

ど

で

唱

え

る

、

不

思

議

な

発

声

と

高

低

抑

揚

の

調

曲

の

こ

と

で

あ

り

、

寺

院

に

い

け

ば

、

今

で

も

そ

れ

を

聞

く

事

が

で

き

る

。

こ

の

声

明

の

源

流

は

、

多

様

な

楽

器

や

声

楽

が

栄

え

た

、

古

代

イ

ン

ド

に

あ

っ

た

と

い

う

が

、

そ

こ

で

は

、

声

が

神

秘

的

ま

た

音

楽

的

に

出

さ

れ

る

事

で

、

呪

力

を

帯

び

る

信

仰

が

あ

り

、

や

が

て

そ

れ

が

神

秘

な

も

の

を

讃

え

る

事

に

使

わ

れ

、

グ

レ

ゴ

リ

ー

聖

歌

の

源

流

ま

で

、

こ

の

声

明

に

求

め

ら

れ

る

と

い

う

。

声

明

は

、

仏

教

と

と

も

に

中

国

に

入

り

、

整

理

さ

れ

日

本

に

も

た

ら

さ

れ

、

声

明

師

と

い

う

専

門

の

声

楽

家

が

誕

生

し

、

仏

教

各

宗

に

そ

の

系

譜

が

続

き

、

多

く

の

弟

子

を

養

成

し

て

一

般

化

し

、

そ

れ

が

様

々

な

形

に

な

っ

て

芸

能

化

さ

れ

、

平

安

琵

琶

や

謡

曲

も

そ

の

系

譜

を

継

ぎ

、

江

戸

期

に

発

達

し

た

邦

楽

の

う

た

い

方

も

、

も

と

は

全

て

声

明

で

あ

る

。

一

方

、

「

木

遣

」

と

い

う

も

の

を

聞

い

た

時

、

そ

の

気

持

ち

の

い

い

音

色

が

、

耳

の

中

か

ら

蘇

っ

て

き
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た

が

、

司

馬

遼

太

郎

の

「

古

蝶

の

夢

」

と

い

う

本

を

読

ん

で

い

た

ら

、

そ

の

主

人

公

の

一

人

は

、

江

戸

末

期

に

お

け

る

幕

府

医

官

の

養

子

と

し

て

、

江

戸

で

青

年

期

を

送

っ

た

人

物

で

、

彼

も

青

春

時

代

に

、

ど

こ

か

で

こ

の

木

遣

を

聞

い

た

と

い

う

。

つ

い

で

な

が

ら

、

各

地

に

あ

る

土

地

の

気

分

と

い

う

も

の

は

、

そ

の

土

地

の

芸

者

が

伝

承

し

て

い

る

こ

と

が

多

く

、

越

後

長

岡

な

ど

の

気

分

な

ど

は

、

芸

者

を

呼

ん

で

様

々

な

音

曲

を

聞

く

と

、

何

と

な

く

、

救

わ

れ

た

気

持

ち

に

な

る

と

い

う

。

私

な

ど

は

、

芸

者

遊

び

を

し

た

経

験

は

な

い

が

、

昔

の

人

達

は

、

芸

者

に

性

的

魅

力

を

感

じ

て

遊

ん

で

い

た

の

は

確

か

で

、

そ

れ

だ

け

に

、

彼

女

ら

が

、

と

き

に

そ

の

土

霊

で

あ

る

か

の

よ

う

に

、

土

地

の

匂

い

の

こ

も

っ

た

芸

を

伝

承

し

て

い

る

事

に

は

、

感

心

す

る

と

同

時

に

、

驚

か

さ

れ

て

し

ま

う

よ

う

だ

。

そ

れ

で

、

先

の

胡

蝶

の

夢

の

主

人

公

も

、

遊

里

の

情

緒

を

感

じ

随

分

遊

ん

だ

よ

う

だ

が

、

今

は

寂

れ

て

し

ま

っ

た

神

田

明

神

下

へ

行

っ

て

み

る

と

、

こ

こ

に

い

た

芸

者

の

歴

史

は

、

東

京

で

も

最

も

古

か

っ

た

の



6

で

、

幕

末

に

は

、

講

武

所

芸

者

な

ど

と

呼

ば

れ

て

、

格

の

高

さ

を

誇

っ

て

い

た

よ

う

だ

。

そ

れ

で

も

、

そ

こ

を

訪

ね

て

み

る

と

、

老

若

二

人

の

芸

者

が

で

て

き

て

、

こ

の

小

さ

な

館

も

、

時

代

の

波

で

段

々

立

ち

行

か

な

く

な

っ

て

き

た

と

嘆

き

つ

つ

も

、

若

い

芸

者

の

方

は

、

ど

う

や

ら

演

歌

が

自

慢

の

様

で

、

二

、

三

曲

歌

っ

て

く

れ

た

。

そ

れ

を

聞

き

つ

つ

、

流

石

に

う

ま

い

も

の

だ

と

感

心

し

た

も

の

の

、

し

か

し

内

心

で

は

、

東

京

の

芸

者

は

そ

れ

し

か

で

き

な

く

な

っ

て

い

る

の

か

と

、

失

望

し

た

り

し

た

が

、

そ

ろ

そ

ろ

帰

ろ

う

と

す

る

と

、

再

び

そ

の

芸

者

が

、

不

意

に

、

今

度

は

「

木

遣

」

を

や

り

ま

し

ょ

う

と

言

っ

て

、

長

々

と

歌

っ

て

く

れ

、

そ

れ

は

、

実

に

見

事

な

も

の

だ

っ

た

。

ど

う

し

て

そ

れ

を

歌

え

る

の

か

と

聞

く

と

、

祖

父

が

以

前

、

鳶

の

頭

だ

っ

た

と

い

い

、

東

京

の

彼

女

の

生

ま

れ

た

辺

り

で

は

、

鳶

の

頭

が

死

ん

だ

と

き

、

若

い

者

た

ち

が

、

青

竹

を

組

ん

だ

担

架

の

よ

う

な

も

の

に

死

体

を

寝

か

せ

、

そ

れ

を

担

い

で

、

木

遣

を

歌

い

な

が

ら

、

世

話

に

な

っ

た

町

内

を

練

り

歩

く

の

だ

と
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い

い

、

そ

の

木

遣

で

す

と

彼

女

は

い

っ

た

。

こ

の

年

に

な

る

ま

で

、

木

遣

は

一

度

は

聞

い

た

記

憶

は

あ

る

が

、

そ

れ

は

、

小

耳

に

は

さ

む

程

度

の

関

心

で

し

か

聞

か

な

か

っ

た

も

の

の

、

彼

女

の

歌

っ

た

木

遣

に

は

、

発

声

法

と

い

い

節

と

い

い

、

最

も

筋

の

よ

い

「

声

明

」

が

、

脈

打

つ

よ

う

に

生

き

て

い

た

。

明

治

後

に

な

っ

て

、

オ

ル

ガ

ン

に

あ

わ

せ

て

う

た

う

、

小

学

唱

歌

の

普

及

に

よ

っ

て

、

声

明

式

に

よ

る

神

樂

の

歌

を

、

一

挙

に

過

去

の

も

の

に

し

て

し

ま

っ

た

が

、

さ

ら

に

、

大

正

期

か

ら

流

行

り

だ

し

た

流

行

歌

が

、

日

本

人

の

持

つ

歌

の

感

覚

か

ら

、

声

明

を

消

し

去

っ

て

し

ま

い

、

敗

戦

後

に

は

、

声

明

の

末

裔

か

ら

枝

分

れ

し

た

、

な

に

わ

節

も

廃

れ

て

し

ま

っ

た

。

た

だ

、

敗

戦

後

に

な

っ

て

、

流

行

歌

の

首

位

を

占

め

は

じ

め

た

「

演

歌

」

と

い

う

も

の

が

、

声

明

の

命

と

言

っ

て

い

い

程

で

は

な

く

て

も

、

そ

れ

が

持

つ

粘

液

み

た

い

な

も

の

を

、

か

す

か

に

伝

承

し

て

い

る

の

で

は

な

い

か

と

思

う

が

、

こ

れ

は

、

多

分

に

聞

き

よ

う

の

問

題

で

、

或

は

異

論

が

あ

る

か

も

知

れ

な

い

。

令

和

三

年

十

月


