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ことばの雫

●呉音の名詞
ご お ん め い し

日本の歴史傳記等にある名詞中には、呉音で讀むのが多い、佛典は 悉 く呉音讀みであるが年號
に ほ ん れ き し で ん き とう め い し ちう ご お ん よ おほ ぶつてん ことごと ご お ん よ ねんがう

でも天平、貞 觀、天和、貞 享と讀むのが故實である、太政大臣とか金剛山とか云ふ類でも、
てんぴやう ぢやうぐわん て ん な ぢやうきやう よ こ じ つ だじやうだいじん こんがうさん るゐ

漢音で讀むのよりは語氣が強くてよい又語音の汎意を避けるため、故さらに呉音を用ゐたのも
よ ご き は ん い ご お ん

ある、光格天皇の御父君典仁親王の御諡號は「慶行天皇」であるが、「けいかう」と讀んでは
くわうかくてんわう おんちゝぎみ すけひと しんわう ご し が う ● ● ○ ○ ● ● ● ● よ

「景行天皇」と同じやうに聞こ江て紛らはしいので「きやうかう」と讀むことにしたなどは、
けいかう てんわう おな き まぎ よ

最近の一事例である

此外書物の題號でも「續日本記」の續はしよくと讀み、「俗耳皷吹」の皷はくと讀み、「説林」
このほか しよもつ だいがう ● に ほ ん き ぞく ● ● ● よ ぞ く じ ● すゐ こ ● よ ● りん

の説はぜいと讀み、「萬葉集」「古今集」「今昔物語」「訓蒙圖彙」と讀むの類が多い
せつ よ まんねふしふ こ き ん し ふ こんじやくものがたり きんもう づ ゐ よ るゐ おほ

《雜誌「此花」第一枝・雅俗文庫、明治四十三年一月一日發行、８頁中段所収》

●大阪の心齋橋
お ほ さ か し ん さ い ば し

東京の両国橋、京都の五條橋と相對して、大阪の心齋橋は著名のものであるが、去月其新築落成
とうきやう りやうごくばし きやうと でうのはし あひたい おほさか しんさいばし ちよめい きよげつ その しんちく らくせい

して、立派の石橋となつた
り つ ぱ せきけう

これに就て思ひ出したのは、心齋橋といふ名の由來である、貞 享三年版の『好色一代女』に
つい おも だ しんさいばし な ゆ ら い ぢやうきやう ねん ばん かうしよく だいをんな

は「大阪眞齋橋筋呉服町角、書林岡田三郎右衛門版」との奥書があり、又元禄二年版の『本朝
おほさか ● さいばし すぢ ごふくちやう かど しよりん を か だ らう ゝ ゑ も ん ばん おくがき また げんろく ねん ばん ほんてう

櫻陰比事』にも「大阪高麗橋眞齋橋筋南入、雁金屋庄左衛門板行」とあつて、今の「心」が
あういん ひ じ おほさか ○ ○ ばし ● さいばし すぢみなみいる かりがね や し よ う ざ ゑ も ん はんかう いま しん

「眞」になつて居るが、その「眞」も眞ではない、「新」が「眞」に變つたのである、と云ふ
しん ゐ しん しん しん しん かは

のは、朝鮮即ち韓國が、高麗、新羅、百濟の三韓と云つた徃古の頃、心齋橋の所が新羅と百濟
てうせんすなは かんこく こ ま し ら ぎ く だ ら かん い む か し ころ しんさいばし ところ し ら ぎ く だ ら

の貿易塲であつたので、新羅の「新」と百濟の「濟」の字をとつて、「新濟橋」と云つた、其新濟
ぼうゑきぢやう し ら ぎ しん く だ ら さい じ ● ● ばし い その しんさい

がいつの間にか眞齋となり、更に又心齋と字が變つたのであるとの説だが、心齋橋の所が貿易
ま ○ ○ さら また ○ さい じ かは せつ しんさいばし ところ ぼうゑき

塲であつたと云ふは間違らしい、『浪華上古圖説』に據ると、今の嶋の内を新羅洲と云ひ、船塲
ぢやう い まちがひ な に は じやうこ づ せ つ よ いま しま うち し ら ぎ す い ○ ○

を百濟洲と云つたとあるから、高麗の舘に近い所の橋を高麗橋と云ふ如く、新羅人が居り、
く だ ら す い こ ま たち ちか ところ はし かうらいばし い ごと し ら ぎ じ ん を

百濟人が居つた両洲の間に架た橋であるから、「新濟橋」と云つたのであらう
く だ ら じ ん を りやうす あひだ かけ はし しんさい ばし い

此事は今の地誌類に載て居ない新説である
このこと いま ち し るゐ のつ ゐ しんせつ

《雜誌「此花」第一枝・雅俗文庫、明治四十三年一月一日發行、14 頁上段所収》

●珍にあらざる珍
ち ん ち ん

料理法の古版本に、豆腐百珍、蒟蒻百珍、玉子百珍、長芋百珍、海鰻百珍など云
れ う り は ふ こ はんぽん と う ふ ちん こんにやく ちん た ま ご ちん ながいも ちん は む ちん い

ひて百種の調理法を記したるものあり、近頃其類本として「鯛百珍料理」とい
しゆ て う り は ふ しる ちかごろ その るゐほん たひ ちん れ う り

ふを見しに、「珍」の字を左の如く「寳」の略字に誤書せり
み ちん じ さ ごと はう りやくじ ご し よ

本朝古錢の第一たる「和同開珎」を開ちんと音讀する人多しと雖も「同」は「銅」、
ほんてう こ せ ん だい わ どう かい ○ かい ○ ○ おんどく ひと おほ いへど どう どう

「珎」は「寳」の略字なりとは成嶋柳北の著「明治新撰泉譜」にも記す所にし
○ はう りやくじ なるしま りうほく ちよ め い ぢ しんせん ／＼ ぷ しる ところ

て「珍」にあらざるなり《雜誌「此花」第一枝・雅俗文庫、明治四十三年一月
ちん

一日發行、17 頁下段所収》



●上戸下戸の語原
じ や う ご げ こ ご げ ん

酒好を上戸と云ひ、酒嫌ひを下戸と云ふことは誰でも知つて居るが、其語原を知らない人は多
さけ ずき じやうご い さけ きら げ こ い たれ し ゐ その ご げ ん し ひと おほ

い、三五園月麿の『酒茶問答』には酒に就て該博らしい考証を多く並べてあるが、上戸下戸の説明
ゑん つきまる しゆちや もんだう さけ つい がいはく かうしやう おほ なら じやうご げ こ せつめい

はして無い、明和七年の版本、飯袋子の著『赤本智惠鑑』卷の五、飲酒家が大氣焰を吐く條に
な め い わ はんぽん は ん た い し ちよ あかほん ち ゑ かがみ まき い ん し ゆ か だ い き ゑ ん は くだり

博物志に王肅張衡馬均の三人伴ひ早朝に霧を冒して遠路に行きけるに一人は酒をのみ一人は
は く ぶ つ し わうしゆくちやうかう ば き ん にんともな さうてう きり おか ゑ ん ろ ゆ にん さけ にん

飯をくひ一人は空腹なり。空腹の者は惡氣に中りて死し飯をくひたる者は病ひ酒をのみたる者
めし にん からはら からはら もの あ く き あた し めし もの わづら さけ もの

は 健 なり是酒の惡氣を避ること食よりも勝れる効なりといへり。されば感陽宮の鴈門高きこ
すこやか これ さけ あ く き さく しよく まさ しるし かんやうきう がんもん たか

と空を凌ぎ霧深くして戸を閉る人酒をのまぬ人は濕にあたるゆへ昇ること叶はず依て下の戸を
そら しの きり ふか と たて ひと さけ ひと しつ のぼ かな よつ しも と

閉る役とし酒をのむ人は上の戸を閉るを役とす故に下戸上戸の名茲に起る云々
たて やく さけ ひと と たて やく ゆゑ げ こ じやうご な こゝ おこ うん／＼

と記してある、我輩も之を讀んで初めて知つた、尚同條に「酒は百藥の長たるを以て古は病を治
しる わがはい これ よ はじ し なほ どうでう さけ やく ちやう もつ ゆゑ やまひ ち

するに酒を以てす故に醫者の醫は弟の字に酉の字をかく酉の字は古の酒といふ字なり云々」と
さけ もつ ゆゑ い し や い い じ とり じ とり じ さけ じ うん／＼

あるが、ナルホド酌、酩、醉、醒、醴、釀などは皆「酉」即ち酒に從つて居る《雜誌「此
しやく めい すゐ せい れい じやう みな とり すなは さけ したが ゐ

花」第二枝・雅俗文庫、明治四十三年二月一日發行、04 頁下段所収》

●東鶴西鶴南馬北馬
○ くわく ○ くわく ○ ば ○ ば

文化文政の頃、江戸に東西庵南北(朝倉藤八)といふ戯作者があつたが、茲
ぶ ん か ぶんせい ころ え ど ○ ○ あん ○ ○ あさくら とう け さ く し や こゝ

には作者の東鶴と西鶴、浮世繪師の南馬と北馬の事を記す
さくしや ○ くわく ○ くわく う き よ ゑ し ○ ば ○ ば こと しる

貞 享元禄の頃大阪に井原西鶴といふ淫文家のあつた事は誰でも知つて
ぢやうきやうげんろく ころ おほさか ○ ○ ● ○ い ん ぶ ん か こと たれ し

居やうが、東鶴といふ先生のことは知らない人が多からう、明和七年版
ゐ ● ○ せんせい し ひと おほ め い わ はん

の勝川春 章筆『繪本舞臺扇』の序に「攝陽西鶴孫東鶴」と署名してあ
かつかはしゆんしやうふで ゑ ほ ん ぶ た い あふぎ じよ せつやう ● ○ まご ● ○ しよめい

る、此外の本では東鶴といふ名を見ない、西鶴の孫東鶴とは、何人か
これほか ほん とうくわく な み さいくわく まごとうくわく なんびと

の洒落か僞稱か、はた事実か否かも判らない
し や れ ぎしよう じ じ つ いな わか

葛飾北斎の高足に蹄齋北馬といふ名人のあつた事は誰でも知つて居やう
か つしかほくさい かうそく ○ ○ ● ○ めいじん こと たれ し ゐ

が、南馬といふ浮世繪師のあつた事は知らない人が多からう、蹄齋北馬
● ○ う き よ ゑ し こと し ひと おほ ていさい ほ く ば

の門人連が踊番附の寄合畫をしてあるのを見ると、雪馬、集馬、南馬、遊馬など署して師の畫風
もんじん れん をどりばんづけ よりあひ がき み せ つ ま し ふ ま ● ○ い う ま しよ し ぐわふう

に似た美人畫を描いてある《雜誌「此花」第三枝・雅俗文庫、明治四十三年三月一日發行、17
に び じ ん ぐわ か

頁下段所収》※文字資料として考察するに、「さいかく」の「かく」は「西靏」、孫の「とうかく」は「東

陰」と表記することを補足しておく。

●焼芋屋の起源
甘藷は誰も知つて居るとほり、享保二十年の冬、儒者青木昆陽が幕命によつ
かんしよ たれ し ゐ きやうほう ねん ふゆ じゆしや あ を き こんやう ばくめい

て江戸に移植し、天下饑餓の際に備へたのが、世上に行はるゝの初であるが、
え ど いしよく て ん か き き ん とき そな せじやう おこな はじめ

當時は琉球から渡來したといふので、これを琉球芋と呼んで、蒸すか煮るかの外
た う じ りうきう と ら い りうきういも よ む に ほか

に調理法を知らなかつたのである
て う り は ふ し

ところが寛政五年の冬、甘藷が非常な豐作で、捨るやうな價であつたが、貧民
くわんせい ねん ふゆ かんしよ ひじやう ほうさく すて ね ひんみん

すら單調の調理法に厭て買ふ者も少ない處から、本郷四丁目の番太郞が燒芋
たんてう て う り は ふ あき か もの すく ところ ほんがう ちやうめ ば ん た ら う やきいも

の工夫をして、八里半と命名て賣出し、俄分限となつたのが其始である、
く ふ う り はん な づ け う り だ にわかぶんげん そのはじめ

『寳暦現來集』に其起原を述べて
はうれき げんらいしふ その き げ ん の

芋を燒て賣る事、寛政五年の冬、本郷四丁目の番屋にて、初て八里半とい
いも やき う こと くわんせい ねん ふゆ ほんがう ちやうめ ば ん や はじめ り はん

ふ行燈を出し、燒芋を賣り初たり、其以前は蒸芋ばかりなり、其後小石川
あんどう だ やきいも う はじめ それ い ぜ ん むしいも そののち こ い し か は

白山前町家にて、十三里といふ行燈を出し候、之も亦燒芋なり、今は町毎に燒芋
はくざん まへ ちやうか り あんどう だ そろ これ また やきいも やきいも



ばかりにして蒸芋は少し。
むしいも

とあるのは確實の説である、八里半の名稱に就ては式亭三馬の『浮世風呂』に
かくじつ せつ り はん めいしよう つい しきてい ば う き よ ふ ろ

おいか「ヲホヽヽヽそれに又、今年は琉球芋が沢山な所為か、燒芋がはやりますよネヱ。お
また こ と し お さ つ たくさん せ え やきいも

まへさんがたは、御存もございますめへが、いづかたも燒芋のないことはございません△おたこ

ごぞんじ やきいも

「さやうこざいますとさ。 私 も初は何の事を申すかと存たらば、八里半とは九里に近いと申
わたくし はじめ なん ぞんじ は ち り は ん く り ちか

すことだと△おいか「さやうさ、最ちつとで栗だといふ事ださうにございます。おまへさんはど
もう くり

うか存ませぬが、 私 どもは栗よりおいしうございます△おたこ「さやうでございます。栗は皮
ぞんじ わたくし くり くり かは

をむくだけ世話でございます
せ は

婦女の甘藷を賞味するのは、今も昔も變らぬことであるが、九里に近しといふ八里半より九里
を ん な かんしよ しやうみ いま むかし かは り ちか り はん り

四里まさる十三里に一變したのは、世の移ると共に、悪狡くなる人心があり／＼と見える心地
り り ぺん よ うつ とも わるこす ひとごころ み こ ゝ ち

がする、《雜誌「此花」第一枝・此花社、大正元年十月一日刊 16 頁》

●文字繪考
も じ ゑ か う

文字繪は、其の名の如く文字……多くは平假名……で人物を畫いたものをいふので、平安朝時代
も じ ゑ そ な ごと も ん じ おほ ひら か な じんぶつ ゑが へいあんてう じ だ い

に流行した、葦手繪などの一轉したものであらう、今其の年代を詳らかにする事は出來ないが、
りうかう あ し で ゑ てん いま そ ねんだい つまび こと で き

黑川道祐作『遠碧軒隨筆』に
くろかは だういう さく えんへきけ んずゐひつ

青蓮院にヘマムシ夜入道の四百年以前のものあり、筆者知れず惜むべし、
せいれんゐん よ にふだう ねん い ぜ ん ひつしや し おし

とあれば、室町時代の初期には、既に文字繪の戯れが行はれてゐたもので、江戸時代となつて
む ろ ま ち じ だ い し よ き すで も じ ゑ たはむ おこな え ど じ だ い

は、寛永年間作『鷹筑波集』に
かんえい ねんかん さく た か つ く ば し ふ

入道のもつ小刀やほそからん
にふだう こがたな

佛師をしてやいくよヘマムシ
ぶ つ し

などゝあつて、盛んに流行つたものと見えるが、是等はたゞ物體を朦朧げに現すに止まつて、
さか は や み こ れ ら ぶつたい お ぼ ろ あらは とゞ

繪畫とは云ひ難きものである、これが進歩して立派な繪畫となつたのは、浮世繪師が筆を揮つ
くわぐわ い がた し ん ぽ り つ ぱ くわぐわ う き よ ゑ し ふで ふる

た以降の事で、文字で其の形を現し顔面手足等を畫き添へたるに初るのであるが、版畫とな
い か う こと も ん じ そ かたち あらは がんめん しゆそく とう ゑが そ はじま はんぐわ

つたのは奥村政信の『文字繪盡』が最古の一であらう、當時は未だ彩色摺のものはなかつたが、
おくむら まさのぶ も ん じ ゑ づくし さ い こ た う じ いま さいしきずり

これを續き錦繪にして刊行したのは、左に模刻した葛飾北齋筆の三十六歌仙が、其の濫觴りで
つゞ にしきゑ かんかう さ も こ く かつしかほくさい ひつ か せ ん そ は じ ま

あらう、これは小野小町の像で、其の文字で形體を畫いたものである、《雜誌「此花」第十五
を の ゝ こ ま ち ぞう そ も ん じ けいたい ゑが

號・此花社發行、大正二年十二月一日刊 14 頁下段所収》

※茲に引用する明治・大正時代の雜誌「此花」の由來は、仁德天皇難波高津宮に王仁參朝、「難

波津に咲くやこのはな冬ごもり今ハ春べとさくやこのはな」の哥に見える「このはな【木の
こ

花】〔梅の意〕」であるが、何時とはなく「此花」と変容書きされるようになった由、雅俗趣味
はな うめ い このはな

に用いた文字表記と云えよう。


