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海行かば

中島　洋

　去 る 6 月 の 天 皇、皇后 両 陛下 サ イ パ ン 慰霊 ご訪

問の 際、デイ ケア セ ン タ
ー

で 両陛 下 をお迎 え した

サ イ パ ン の マ ナ ム コ （老 人）た ちが 、「海行か ば」

を歌 っ た。そ の 翌 日、両陛下 とお話 を した 3 人の

チ ャ モ ロ 人の マ ナ ム コ にイ ン タ ヴゴー
した 。

　昼 食 を共 に し た 人 は 「サ イ パ ン が 明 る くな っ た

気がす る」 と感想 を述 べ た 。 2 人 目の 人 は 会 っ た

途端 に 「中島さん 、 ぼ くた ち、きの うは 天 皇陛下

の 前で 〈 海行 か ば 〉 を 歌 っ た よ 」 とい っ た ．，実に

嬉 しそ うだ っ た、， 3 人 目は 女性 で あ っ た が 「私 は

そ ん な に 長 く 生 き る こ と は な い か ら、きの うは 本

当 に 良か っ た 。皇后 陛 下は とて も優 しい 人 だ っ た 」

と感 無量 の 様 子で あ っ た
。

　サ イ パ ン の チ ャ モ U 人社 会は、現在 で も親子の

絆 が 強 い
。 こ れ ら の 感想は 、 f 、孫 、曾孫 へ 、そ

の 日 の うち に 伝わ る 。子や 孫か らは 翌 日の オ フ ィ

ス で 友人 ・知人 に伝わ り、曾 孫か らは学校 で友達

に 伝わ る 。
サ イ パ ン で は 長 く語 り伝 え られ る歴 史

的なご訪問で あ っ た 。

　 と こ ろ で、私 は終戦時は中学 2 年生 だ っ た か ら、

あ の 昭 和 12 年作曲 の 「海行か ば 」 は数 え切 れ な

い くらい 何度 も歌っ たが、あ の 歌詞 に つ い ては 子

供 の 頃 か ら腑 に落 ちな い 箇所 があ っ た 。 　それ は

“

大君 の 邊 （へ ）に こ そ 死 なめ
”

で 、こ こ は 「天

皇 の お 傍 で 死 の う」 の 意味 と説明 され て い た。

そ の 前の 歌詞は 、
tL

海行か ば水漬 く屍 、山行 か ば草

生す屍
”

だ。そ うす る と、自分 が 水漬 く屍 あ る い

は草生す 屍 とな っ て しま う戦死 の 瞬間は 、大君 の

傍 に い た 。 逆 に い えば 、大 君が兵士た ち の 戦死 す

るす ぐ傍 （非常に 危険な と こ ろ）にお られ た とい

う こ と に な っ て し ま う 。 大君 の 「邊 （へ ）」と い う

の は 何か の 間違 い で 、こ こ は 大君 の 「為 （た め）」

に で な い と意味 が 繋 が らな い と思 っ て い た 。 当時

の 少 年 は 、折に触れ て、自分が戦死す る 時の こ と

をふ と想像 し て み た り し た もの だ。

こ の 歌詞 に つ い ては 、昭和 16 年に 陸軍幼年学校

に入学 、 そ の 後 、
士官学校に進 ん で 終戦を迎えた

本 会会員 の 大橋 旦 氏 に も伺 っ てみた と こ ろ、「あ の

歌は 昭和 17 年か ら盛 んに歌 われ る ように な っ た

気がす る が 、幼年学校 の 国語 の 時間に、辺 に こ そ

死 なめは 、天皇陛下 の お傍で 死 の うとの 意味 と習

っ た
。 しか し、陛 下 の お傍 で 死ね る の は 限 られ た

特権的な高級 将校 だけ だ か ら、
一

般 の 軍人 には縁

の 薄 い 歌 だ と思 っ た 」 と の お 返事だ っ た。

　や は り、「邊 （辺 ） に こ そ 死 なめ 」 で は 兵 士 の

歌 と し て は 意味が 通 らない の だ。

二 種類 の 歌 詞

　 「海行 か ば 」 の 歌詞 に は 二 種類 あ る。歌詞 の 最

後が 「の ど に は 死な じ」 で 終わ っ て い る の が、明

治 13 （1880 ） 年 に 海軍 の 儀 制 歌 （儀 式歌 ） と し

て宮 内省の 伶人 、東儀季芳が作曲 した もの と、明

治 28 年発 行 の 『大東 軍歌』に収 録 され て い る古

谷 弘政 （第 4 代 陸 軍軍 楽隊長）作 曲 の もの で 、「顧

み はせ じ」 で 終わ っ て い る の が、昭和 12 年の 信

時 潔作曲 の もの と、明治 13 年に 保育唱 歌 と し て

宮 内省式部寮雅楽課 で 作曲され た もの だ 。

　前者、つ ま り 「の どには 死 な じ」 で終わ っ て い

る も の の 歌詞 は 、聖 武 天皇 の 天 平 21 年 4 月の 宣

命 か ら採 られて お り、また、後者は 『萬葉集』第

4094 番の 大伴家持の 長歌の 一部分で あ る。

邊 （辺） で はな く、 幣で ある

　8 世紀 中盤、749 （天 平・21）年、前年 もそ の 前

年 も畢魃 で 収穫 が 少 な く、飢 えに苦 しむ 者 も多か

っ た。2 ．月に は行基大僧正 が 亡 くなり、暗 い 世情

だ っ たが 、 2 月 下旬 、陸奥 の 国で 金 が産 出 され た

と朝 廷 に 金が 献 ．ヒされ た 。 日 本 で 金 が 産 出 され た

の は初 め て だ っ た の で 、朝廷で は 大 い に 喜ばれ、

畿 内 七 道 の 主だ っ た 神杜に 奉幣 し て 報告 し た 、

　 『続 日本紀』 に よれ ば、4 月 には 、聖 武天皇は

東 大寺を訪 問 され 、仏 へ の 感謝 を述 ぺ られ 、 それ
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サ イパ ン 島の デイケ ア
・
セ ンターを訪問された 天 皇、皇后 両 陛 下 。　 Phot。

：Courtesy　ofEnrique 　Dela　Cruz

に 引き継 ぐ儀式 で 、石 上朝 臣乙 麻 呂が 宣命 を読み

上 げ、臣下 へ の褒賞があ っ た。

　そ の 宣命 の 中に 、大 伴家持の 先祖に 関す る詔 詞

が あ っ て 、（汝 たち の 先祖 どもは）「海行 波　美 豆

久屍 　山行 波　草牟須 屍　王 乃幣尓 去 曾 　死 米

能 杼尓波不 死 」（と言 い 伝 え て きた者 どもで ある）

とある 。
つ ま り、 〈 海行 か ば水漬 く屍　 山行 か ば

草 生す 屍　大 君の 幣に こ そ 死 なめ 　長閑 に は 死 な

じ 〉 で あ る 。

　こ の 宣命に感激 し、大伴家持は『萬葉集』第 4094

番 と して収録 され て い る 「陸奥 の 國に 金を出だす

詔 書 を賀ぐ歌
一

首 并せ て 短 歌」 を詠み 、そ の 長歌

の 中に 先 の 詔詞 の 最後を 「顧み はせ じ」 と変えて

挿入 し て い る 。と こ ろが、『萬葉集』の 流布本で は、

「幣に こ そ 死 なめ 」 が 「敝 に こ そ 死 な め 」 に な っ

て い る 。 そ して 、後代、こ の 「敝」 が さらに 「邊

（辺 ）」 と置 き換 え られ て い る の だ。

　 当時は 、まだ カ タカ ナ もひ らがな も成立 して い

な い の で 、い わ ゆ る万 葉仮名 とし て 、多 くの 漢字

が 日本語の 音 に当て られ て い た 。 た とえば 「幣 尓

去 曾」 は 「幣に こ そ 」 と訓む 。 問題 な の は 、こ の

幣と い う漢字 を 「へ い 」 と訓む 場合 と、「へ 」 とい

う音に 当て た場合が あ る こ とだ。「へ い 」と訓めば、

神 や 天子に 対す る礼物の 意味で あ る し、単に 「へ 」

と訓 んだ場 合は 、ど の よ うな意味 の 「へ 」 な の か

とい う こ とになる 。

　 『萬葉集』の オ リジナ ル は 現存 しな い か ら、オ

リジナ ル で は 、こ の 「敝 に こ そ 死 な め 」 の 「敝」

が本 当 に その 字で あ っ た の か ど うか は 不明 で ある。

しか し、こ の 大伴家持 の 歌 の タイ トル か ら判 断 し

て も、聖武天 皇 の 詔 詞が 先 に 存在 した の は明 らか

で、そ うで あれ ば 、 家持 も 「幣 に こ そ 死 なめ 」 と

書 い た もの と考え る の が 自然 で あ ろ う。

　 また、の ちに 「邊 1 と置 き換 えられ る こ とを意

図 して 「敝 」 と書 くわけ が ない
． 家持は ほか の 歌

では 、山邊 （3911番）、海邊 （4044 番 ）な ど の 場

合 は 、
「へ 」 と訓 まれ る こ とを意図 して 「邊 j を使

っ て い るか らだ 。

　 こ こ で 、聖武天皇の 宣命に戻 っ て 、「幣に こ そ 死

なめ 」を考えて み よ う。大伴家持の 先祖は 来目 （大

来 目、久米 と も） と呼 ばれ る戦闘集 団 を率 い て 神

武 天皇の 東征に参加 し 、
「撃 ち て しや まむ 」 と第

一

線 で 活躍 して い た 。 そ の よ うな第
一

線 の 戦闘集団

の 将兵が 、大 君の お 傍 で 死 の うと思 っ た の で は 、

戦闘集団 と し て 機能 しな くなる。彼 らは 「海 で の

合戦な らば水漬 く屍、山野 の 戦 い な らば草生す屍

に なろ うと も、君 恩に身命 を捧 げて 死 の う 、 平穏

に は死 なな い 」 とい う心意気 の はずだ 。 戦 死す る

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Pacific Society

NII-Electronic Library Service

The 　Paoifio 　Sooiety

Journal　 of 　 The　 Pacific　 Society ／Oeteber　2005 ／No．95　（Vol．28，　N〔L　2） 一 b 一

場所が、大君か ら何十キ ロ も何百キ ロ も離れ て い

て も関係 が な い
。

　 さら に 、「幣に こ そ 」の 「こ そ 」と い う係 助 詞 は 、

語 や 句に 付 い て 、「今度 こ そ 」 とか 「勝 つ こ と こ そ 」

と強調す る働きをす るわけで、兵隊が 「邊に こ そ」

と大 君 の お傍 で 死 ぬ こ とば か りを願 うわ けが な い 。

　以 上 の こ とか ら、ご く普通 に 考えれ ば 、まず 聖

武 天 皇 の 詔 詞 に 「幣に こ そ死 な め 」 が あ り、大伴

家持 が 「陸奥の 國に金 を出だ す詔書 を賀 ぐ歌
一

首

井せ て短歌」 の 中に 引用 した が 、 そ の 「幣」 が写

本 の 段 階 で 「敝 亅 に変 わ っ た 。明治 以 降 、喇 叭譜

を含 め る と 6 曲 の 「海行 か ば 」 が 作 曲 され た が 、

そ の 歌詞で は 「幣」 は 全 く忘れ 去 られ 、「邊 （辺 ）」

にな っ て しま っ た とい うこ とになろ う。

本 居宣 長の 呪縛

　なぜ 、そ うな っ た の か
。 原 因 は本居宣長 の 『続

紀歴 朝詔詞 解』（1800 年成 立）に あ る 。こ の 書で 、

宣長が 、幣 を邊 （辺 ） と解釈 し た の で あ る 。 宣長

は次の よ うに書い て い る。
　 　 　 　 へ　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　へ　 　 　 　 　 　 　 　 　 ほ レゆ

　く 王 乃 幣は 、天皇 の 方 に て 、 邊 の 意也 、俗 に
お うま さ き

御馬 前 とい ふが 如 し、さ て こ S の 語 の す べ て の 意
　 　 　 　 　 み と も

は、天皇の 御従 に仕奉 りて 、 もし海 を行 く時に事
　 　 　 　 　 　 　 み た め

あ らば、天 皇 の 御為 に命 をすて て 、海の 中に も沈

みて む、山 を行 く時な らば即 ち其山 にて 、命 をす

てむ とい ふ 也〉

　本居宣長 は江 戸 開府か ら 130 年近 く経 っ て生 ま

れ た 人 で 、 しか も商家 の 育ちだ か ら、か な り平和

ボケ し て い た の で あ ろ う。 こ の 解釈 か らは 、第一

線の 兵士た ちの 死 生観 など少 しも伝わ らない 。ま

るで 温泉地 に で も行幸 され る天 皇 を護衛 して い る

時の よ うな話 で は な い か。「遊 に 」 で は なく　「幣」

と して身命 を捧 げる か ら こ そ、そ の 死が 至 高の も

の とな る の で あ る 。

　 しか し、こ の 宣長の 誤 っ た解釈 が、明治、大正 、

昭和 を経 て 現在 にま で 、 そ の 間 、 日清、 日露両戦

役、第 一次、第 二 次大戦 を経て い るに も拘わ らず 、

生 き続け て きた の は 不思議 な こ とで あ る 。

の 訓み は 「ぬ さ」 とか 「し で 」 であ っ た とい う可

能性 で ある。

　 しか し、『萬葉 集 』に も、課役 （3847 番 ）、功 （3858

番 ） の よ うに 漢字 訓 み の 語 が使 わ れ て い る も の も

あ る し 、 大伴家持 自身 も、412 ］番で は 「朝参」（ち

ょ うさん ＝ 毎月朔 日 の 朝、朝廷で行 なわれ る儀式

に参 加 す る こ と） と い う語 を用 い て い る 。「幣」 を

「へ い 」 と訓 む の は 少 し も不 自然で は ない e

　 もち ろん、『続 日本紀』を精 査 し た 上 で 、聖武天

皇の 詔詞の 中の 「幣 にこ そ死なめ」は、「ぬ さに こ

そ 死 な め」 と訓む べ き で あ る と証明す る人 が い れ

ば 、そ れ は 大 い に 尊重 され る べ き こ と であ る。

　た だ
、 奈良時 代 の 知識階級 は 、平成 の われ わ れ

がが持 っ て い る英語 に関す る知 識 よ りも、漢語や

漢字 に っ い て よ り高度な知識 を持 っ て い た よ うな

気がす る。そ うで なけれ ば 、あれ だ け 闊達に 万葉

仮名 を使い こなす こ とは で きなか っ た と思 うの で

ある 。
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幣は 「へ い 」 で よい

　 さて 、こ こ で もう
一

つ ク リ ア し なければ な らな

い 問題 が ある。それ は 、『萬葉集』の 個 々 の 語は 、

基 本的にはや ま と言葉だ か ら、大伴家持 の 「海行

かば 」に 「幣 に こ そ 死 な め 」 とあ っ て も、そ の 「幣 」
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