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総説特集　素材の お い しさ を科学する 一7

酒 の お い し さ一 古典 か ら さぐる
一 ＊

　　　
一

島 英治
＊ ＊

（創価大学 工 学 部生命情報 工 学科 ）

　 「酒 の お い し さ」 は 五 感 を と お して 感性 に 訴え る もの で す 、脳 に 伝達 され た感覚は 日本語 と い う言 語 に よ

りその 感覚 は表現 され ます 。本稿 は、凵本語 の特性、日本語の 「サ ク ラ」が 日本人に あた え る影響、酒は 神
　 よ tlぽろ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 ぽ

の 憑代 、 感性 に訴え る酒、神代 に 探 る 日本の 酒 、万葉集の 酒 を讃 む る 歌 13首、芭蕉 と酒、良寛と酒、
’
ち よきドぽ トム

橘曙覧 の 歌 、酒 と 人生 、そ し て 、ま と め か ら な り ます tt 酒の お い し さは 、もの つ くりの 人 の 心 、あ じ わ う人

の 心 、理性に よる克己心 、の 三点の 重 な っ た と こ ろ に最も効果を発揮すると思 い ます。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 よ

bl し ろ

キ
ー

ワ
ー ド ：酒、酒の お い し さ、酒 と占典、酒は神の 憑代、R本語

は じめ に

　 「お い し い 」と は 、どの ような こ と をさすの で し ょ

う か c 岩波の 「広 辞苑』
1）に よ る と、

　　 「い しい 」に接頭語 「おj が付 い て で きた ／．／美

　　味で あ る ．、〉うまい より上 品な語。浮世床 二 「な

　　ん ぞ 一 ・い 物 が ご ざい ます な ら」。「一 ・
い お

　　菓子 」「
一 ・

い 語」

と あ ります。「美味」 い う こ と に つ い て、万葉集 の

歌が あ ります 。

　　飯喫騰　眛母不在　難行往　安 久毛不有

　　赤根佐須　君之情志 　忘可弥津藻

　　　　　　　　　　　 万葉集 ・巻 16巻 一 3857

万葉がな は 、中西　進 『万葉集
一

全訳 注原 文付 （4）』1）

より引用 し ま し た、、こ れ を、佐佐木信綱編 「新訂

新訓　万葉集　下巻 』
3） に よ る翻訳 で は 、次 の よ う

に な ります。
　 　 い ひ は　 　 　 　　 うま

　　飯喫め ど　†fくもあ らず

　　行き往け ど　安 くも あ らず 　あ か ね さす

　　君 が情 し　忘れか ね つ も
さゐ の おほ きみ　　 　　 　　 まかたち

佐為モ の 近習の 嬋が 、宿直で 頻繁に 夫 に 会 えな い 日

が続 い て い た ときの こ とで し た 。 当直の 夜に夫の 夢

をみ 、夫 が 側 に 居 な い こ と か ら む せ び 泣 き を し、声
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 お ほ き み

高に歌 っ た歌が先 の
一

首 で した 。モは こ の こ とを聞

き 、 心 をい た め永く当直を免除 した と い う こ と で す．
　 　 　 　 　 　 　 うま

　 こ の 歌 で は 、「甘 くもあ らず」を万 葉が な で 「味

母不在」と使 っ て い ます。今日の 「おふ くろの 味」

に通 じ る感覚は 、万葉集の 時代に 「味母」 とい う文
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 う　ま　く

字 と し て 使われて い ま し た 。 万葉が な は 「味母 も
あ ら a

’
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）ま くも あ F／ず

不在 」 と読む の で し ょ うか 、それ と も、「味 母不在」

と 読む の で し ょ う か 。

　 と こ ろで 、酒 の お い し さ は 、ど の よ う に して もた

ら され る の で し ょ う か th な か な か 難 しい 問題 で す が、

こ こ で は古典の 中に探 っ てみ る こ とに します。酒 の

お い し さを古典 の 中に 探 る前 に、お い し さの 感覚を

表現する 日本語の特性 と、目本語 「サ ク ラ」が日本

人の 感性に与え て きた 影響に つ い て す こ し考 え て 見

ます。

1． 日本語 の 特性

　日 本語 に つ い て 、言語学的に詳細な 研究をま と め

た服 部 四郎著 『日本語の 系統』
4〕に よ る と、日本語

の 系統は今な お霞み に つ つ まれて い る との こ と で 、

日本語は近隣諸国で 用い られて い る言語とは系統的

に 異な る と い われ て い ます 。

　 How 　wondcrful ，　huppy　and 　delicieus　tastes　and 　flavors　of 　the　Japanese　sake 　transmitted　and 　described　in　anCient 　and

　 old 　litcraturcs
＊ ＊ Eiji　 Ichishima； Department　 of　Bioinformatics，　 Faculty　 of　 Enginccring，　 Soka　 Univcrsity，　 Tangi−cho 　1−236，

　 Hachioji−shi ，　Tukyo 　192−8577 ，　Japan；ichishima＠ t．soka ．ac ．jp；Fax ＋81 −426−91−2741
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鳥

　 い っ ぽ う、国語 学者の 大野 　晋教授は 「日本語以

前』5）、『日本語 の起源　新版』
6）の 中で 、は る か 彼方 、

南 イン ドと ス リ ラ ン カ の タ ミ ル 文 明と言語が
、 遠 い

遠 い 歴 史以前の H 本の あ る時期の 文明 お よび言語

と、祖先をおな じ くして い る の で は な い か と い う壮

大な仮説を提出し て い ます 。 大野　晋先生 は さ ら に 、

近著 「弥生文明 と南イ ン ド」η の 中で 、

　　 日本か ら 7000  も離れた南 イ ン ドの 文 明が

　　3000 年 も前に 日本に 到来 し、弥生時代 とい う

　　新 し い 文明 の 時代 を開 く原動力 とな っ た 。 そ

　　 れに伴 っ て 古代 タ ミル 語が 占い 日本語 に か ぶ

　　 さ り、単語 と文法 と が 受け 入 れ られ て 、こ こ

　　 に ・つ の い わゆ る ク レ オ
ー

ル 語が成立 した。

と述べ て い ます。こ こ で い う、

　　 ク レ オール 語 （注、cr601e （仏），Creole（英））

　　 とは、大航海時代 に 中央ア メ リ カ や ア フ リ カ に 、

　　 ヨ
ーロ ッ パ 文 明が進 出 し、支配 的勢力を及ぼ し

　　た と き、そ れ に伴 っ て ポ ル ト ガ ル 語 、ス ペ イ ン

　　語 、英 語 などが各地 に、始め は単語か ら、世代

　　が 進 む に つ れ て文 法 まで 現 地 の 発音の 仕方 に

　　よ っ て 現 地 の 人 々 に う け い れ ら れ、も と も と の

　　現地 の 言葉と も、侵入 した ヨ ーロ バ の 言語その

　　 もの とも違 う形に変形 し定着 し た言語 をい う も

　　の です 。

　医学 を修め、古代の ラ テ ン 語や占典ギ リ シ ャ 語な

ど に造詣 が深 く、大学 で 西洋 占典学 の 教鞭 をと っ て

お い で の 二 宮陸雄先生 は、もう
一

つ の 印欧 古典語で

あるサ ン ス ク リ ッ ト語 の 世界 に 踏み込ん で い た と こ

ろ、「占事記 』に 出会 い 、占 事記 の 神 代編 に は サ ン

ス ク リ ッ トの 語 感を もつ 語が 多い こ とに気が つ き、

古事記 の 中にサ ン ス ク リ ッ ツ ト語で読み解 く宇宙精

神継承の壮大な構図を見出し ました。その 成果は、

「古事記の 真実一 神代編の 梵語解』
8）な る大著 と し

て 出版 されま し た。た とえば 、「美斗能麻具波比 （ミ

ト ノ マ グ ハ ヒ ）」は、梵語辞 典 に よると、mithuna （ペ

ア の
。 　

・
対を成 し た

。 女と男 の ペ ア 。
ペ ア をなす こ

と。性 交）、ma   a （楽 し い 。快活な。祭 り。快楽

や 祝い の あ る機会く 場合〉 。供犠）か らで き た合成

語 mithunomakhah （ミ トウ ノ マ カ ヒ ）で 、「男 女 の ペ ア

の 快楽行事 （あ りは供犠）」、「性交の 祭 り」を意味

して い る の だ そ う で す。

　 『古事記』
9）の 成 立 は 、序文 も本文 も含め て 和銅

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 と ね り う じ 　 ひ え だ

五年 （西暦 712 ） の 作 です 。 舎人姓 は稗田 、名は

あ　　れ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 お ほ の や すま ろ

阿禮、年は 28 の 記憶 して い た歴 史を、太安萬侶 が、

音訓 を交 えて記 した もの で す。古事記 は、日本で 最

も古 い 文学書 、歴史書 と位置付け られて い ます 。

　 と こ ろ が 、東洋史学者 の 岡田英弘先生 は 『倭国
一

束 ア ジ ア 世界の 中で
一』

10），『倭国の 時代』
11）の な か

で 、占事記 は 和銅 Tt年の 時代 よ り約 100 年後の 平

安時代 （794−1185） の 初期 の 作 を偽 っ た もの を、和

銅 5 年 （西暦 712）の 作と し て い た と論 じ て い ます。

い っ ぽ う、歴 史学者で 古代史専攻の 上田 ［F．昭氏は 「藤

原不比等』
12）の な か で 、占事記の 序文の な りた ちが

い つ か 疑問 が の こ る に し て も、和 銅 5年 （712 ）に

撰 トされ た とい う占事記 が平安時代に作 られた もの

とは氏 は考えな い とあ ります。

　斉明 7年 （西 暦 668年 ） に 、近 江 国滋 賀の 大 津
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 で ん　じ

宮 で 即 位 式 を挙 げ た 天智天 皇 （在 位 西暦紀 元

668−671）は わ が 国で 初の 成文法典 『近江令』22 巻

を編纂 し、670年な い し 671 年に 施行 し たと い われ

て い ま す。こ の 近江 令 で 、「H 本」 と い う国号 が 初

め て採用 された と、岡田英弘氏は 推定 し て い ます．
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 あ づ み の むらじつ らた り

氏 は 670年 に 新羅 を訪 問 し た阿曇連頬乖 が 日本国

を名告 っ た 使 節 の 最初 で あ る と述 べ て い ま す
n ，。そ

し て 、 「日 木 古 代 史 事典』
13）に よ る と 、唐 土 朝

（618−907）の 正史で あ る 「唐書1 『旧唐書』な どの

中国関係書、ま た 「三 国史記』 （金富軾 ら、1145）

「新羅本記」の海外資料に 「凵本国」が現れる の は

7 世 紀末 か ら 8 世紀 初頭 とあ ります。し たが っ て 、
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 て 　 ん 　 じ

「倭」か ら 「日本」 とい う国号へ の 変更 は、天智天

皇治世 の こ とと推定 されて い ます。

2． 日本語 の 「サ ク ラ 」が 日本 人 に あ た

　　え る影 響

　サ ク ラは 日本を代表する花です。山田孝雄氏の 名

著 『櫻史』
14）の は しが き に 、

　　櫻花は わが国民の性情の 権化な り。わが櫻 と同

　　じき樹は外国にな きに あ らず とい へ どもわが国
　 　 　 　 　 う る

　　の 花 よ り麗は し く咲けるはな しとそい ふ
。 思へ

　　ば国民の 性情の こ の花 に よ りて薫花養成せ られ
　 　 　 　 　 い くば く

　　た る こ と幾可 なるべ きか 。後略

とあ ります。

　　難波津に さくや こ の 花冬ごもり　今は春べ と咲
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 わ　　 に

くや こ の 花　　　 　　　　王 仁 伯 済か らの 帰 化人 ）

　　占今集 （和歌集）の 序に ある こ の歌の 「こ の花」

は櫻花な るべ し
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　 　 　　 　 　 　 　 酒の お い し さ一占典 か ら さ ぐ る一

と論ぜ られる、と 『櫻史』に あ ります 。 然る に 往々

梅と せ る 説 もあ る との こ とで す．

　た しか に、江 戸時代末期の安政 ・
天明期の 詩人、

江村北海 （1713 −1788）の 目本漢詩史 『日本詩史』
且5〕

　 　 　 　 　 　 　 　 し ； う 　　　　　　 な 　に 　は 　f

に よ る と、「梅花の 頌」に 「難波 津に 咲 くや こ の 花

冬ご もり、今を春べ と咲 くや この 花」の 和歌 を指す、

と あ ります v

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 サ ン フ
　わが国で、「はな」とい えば、桜 をさ し て きまし
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 か 　む　あ　 t’　つ　 ひ 　 め

た
。 桜の 精は 大 lll津見 の 神の 女、名 は神阿 多都比売、

　 　 　 　 　 こ の は な の さ　　く　　や　　ぴ　 め

亦 の 名は 「木花之佐久夜毘売」で す、春に な る と、

山 の神は 里 に降 りて 田 の 神に な ります u 木花之佐久

夜毘売は 父の 命で サ ク ラ の 花に姿 を か え て イネの 精

霊 に な ります。花見は イネの 収穫 の 占い で した 。占

代 の 人びと は 、春の 一
日、酒肴を用意し サ ク ラ の 木

の 予で 、花に 祈りつ つ 一時をす ご し ま し た 。 こ れ が、

花見の 原型で す 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 に ね　ll

　日 本の 正 史 で あ る 『円本 書紀 』
16）は舎人 親 王 ら

の 撰 に よ り 養老 4 年 （720 ） に 、神 代 か ら持 統

天 皇 ま で の 朝廷 に 伝 わ っ た 神 話 で す u 天孫 ・
あ ま つひ ニ ぽ のに 　　ぎ の み こ と

天津彦穂瓊瓊杵尊に み そ め ら れ た 木花開耶姫 は 、
あ め み き　　　　　　 ひ と　よ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 は た わ

天孫の 子 を一夜に て 孕み ま し た。天孫か ら 「抑吾が
ニ　　　 あ ら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 は

児の 非 ざる か」 と疑われま し た。姫は甚だ慙恨 じ、
）　v 　む　ろ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ま た

無戸室 を作 り、「天孫の 子な ら ば、必ず 当に全 く生
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 や

きたまへ 」その 室の 中に火をつ け室 を焚 きま し た 。

こ の 中 で 、モ皇 子 が 無事 に 誕生 し ま した tt
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 あ るふ み

　 さら に 、日本書紀
16）の

一
書 ［第二］ に 曰 く、と

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 さ　 　 a 　 　 l−

神吾田鹿葦津姫 （＝木花開耶姫）は 「狭 名田 の 稲以
　 　 あ め の た む さ lt 　　 か 　　　 に ひ なノヒぢ

て 、天甜酒 を醸 み て 嘗」 と あ ります．t
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 t　さ　け

　 こ の 酒 は、和名抄、飲 食部に よる と、「醴酒」 と

ある もの で す、，和名抄に 「
一

日
一

宿酒也」 とあ りま

すの で 、醴酒 は い わゆ る
一
夜酒 と言われる もの で す 。

　渡部昇
一
著 「日本語 の こ こ ろ』

171
に 、次 の 言葉 が

あ ります．

　　別の 言葉で い えば、日本人 は 日本語 の な か に 生

　　 まれ るの で あ っ て 、単に 意思伝達 の 具 と して 日

　　本 語 を学 ぶ の で は な い の で あ る 。われわれ は 自

　　 然界に ある桜花の 美がわか る前に 、日本語の 中

　　 に まず桜花の 美を見る の だ 。 紀友則 をは じめ と

　　 す る無数 の 詩歌の 中に 、桜の 散 りゆ く花び らの

　　美 をあ ら か じ め 見 て い たか ら こ そ、自然 の 中 に

　　 あ る 山桜、つ まり学 名で 言 い ば 「プ ル ヌ ス
・

セ

　　 ル ラ タ ・
ス ポン タ エ ァ 、Prunus　serrutata 　Lindl．

　　 subsp ．　sp ・ ntanea 　Makino 」と い う植物 を美 し い と

　　感 じ、散りゆ く花び らに 感銘 を受 け るの で あ る。

こ の 文章は 、日本語の 「サ ク ラ」が 日本人 の 感性に

あ た え て い る影響 を極め て適切 に表現 して い ると思

い ます 。

　 　 　 　 　 　 よ り しろ

3．酒 は神 の 憑代

　古代 の 日本人 と酒 の 関わ り に つ い て 、中国正史の

うち三世紀 の 「三 国史』 の ひ とつ 「魏志」巻 30 ・

東夷人 ・倭人、通称 「魏志」倭人伝 （石原道博　編

訳 『新訂　魏志倭人伝　他三篇』）
ts）に あります。

　　始 め死するや停喪十 余 日、時 に当 りて 肉 を食わ
　 　 　 　 　 こ くきゅう

　 　ず、喪主哭泣 し他 人 に つ い て 歌舞飲酒 す。

　　そ の 会同 ・座起に は、父子男女別な し。人性酒

　　を嗜む。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 う

　　大 人 の 敬 す る所 をみ れ ば 、た だ手 を博 ち以て
　 　 き は い 　　 　　 　　　 　　 　　　 　　じ ゅニ う

　　跪拝 に 当 つ 、そ の 人寿考 ．あ る い は 百年、あ る

　　L 、Cよ丿k、丿し十年 D　f菱略

3 世紀の 『魏志倭 人伝』
ts）の 記録は、冂本の 酒 に関

する最も古 い 記録で す 。 そ し て 、倭の 人び との 長命

の さ ま が記録 さ れ て い ます、

　和銅 6 年 （713）、元 明 天皇 の 詔 に よ っ て つ く ら

れた 「風土記 』
19，

の うち、常陸 の 国司 か ら太政官 （ま

た は民部 省） に 提出 され た 「常陸風土記」に よる と、

当時の 人び と の 酒 を飲み歌舞に ふ け る さ まが 、次 の

よ う に 記 さ れ て い ます。

　　また、毎年四 Jl十 日には、お祭をし て 酒宴をひ
　 　 　 　 　

tt
ら　へ

　　 らく， 卜部氏 （神祇官に 属 して ト占を職 とする
　 　 　 　 　 　 　

い
かつか み

　　 もの ，、中臣の雷臣か ら出た とい う。） の 同族 の

　　人た ちは男 も女 もみな集会 し、日々夜々 酒を飲

　　ん で 歌舞の 楽 しみ に ふ け る。その うた う歌 に い

　 　 う，

　　　　　あらさ か の 〔あ た ら し い の 意、新 し く醸 し た

　　　　　酒 を讃 えて ）　 神の み 酒を

　　　　　飲 と　言い けば か もよ

　　　　　我 が 酔い に け む

　古代 の 日本人 が嗜 ん だ酒 は、どの よ うな も の で

あ っ た の で し ょ うか。「風 土記』の うち の 「大隈国

風上 記」逸文に次 の 文が あ ります
2Q｝．

　　　大隈 ノ 国 ニ ハ 、
一

家二 水 卜米 トヲ マ ウ ケ テ 、

　　　村 ニ ツ ゲ メ グ ラ セ バ 、屶女一
所 ニ ア ツ マ リテ 、

　　　米 劾 ミテ 、サ カ ブ ネ ニ ハ キ イ ・ テ 、チ リぐ
　　　 〔ジ の ニ カ ヘ リヌ 、酒 ノ 香 ノ イデ ク ル トキ、

　 　 　 又 ア ツ マ リテ 、カ ミ テ ハ キ イ レ シ モ ノ ドモ 、
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島

　 　 　 コ レ ヲ ノ ム …
　 　 　 　 　 く ち か み の 　　　　　　　さ1／

こ の 酒は 、口 嚼 （噛）酒で す。口嚼 （噛）酒は東南

ア ジ ア系の 非漢民族 で ある越人に よっ て 稲作 と と も

に南方系の 狩猟 、採取、漁労文化に伴 っ て 占代 H本

に 渡来 し た 酒造 りの 方式 と し て と らえ られ て い ま

す 。

　 じつ は、口 嚼 （噛）酒の つ くり方は 、沖縄の 石垣

島に 今 も伝わ っ て い ます。昭和 51 年 （1976 ）に 自
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 J） ン　ヌ　 　 　 7

らの 体験 を語 っ た宮城　文 さん の 「噛神酒」に よ り

ます と、硬 く炊 い た飯 とそ の 一
割相 当 の 生 の 米粉を

か み 、つ ば で 自然発酵 させ た と い う こ とで す。「ミ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 さ　　か　　フ　 こ

シ カ ン 人 （ピ イ トウ 〉」 （本土 で い う造酒童 了）は 歯

の 丈夫 な妙 齢の 女が選ばれた とい うこ と で す。酒つ

くりで 有名な元醸造試験所所長 の 秋 山裕
一

博士に よ

りますと、こ の 噛神酒の 造 り方は 、か む と こ ろを除
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 み ずもと

くと、日本伝来の 酒母で あ る 「水酉元」の 造 り方に 似

て い ると い う こ とで す。こ の際に 、生米を入れる と

必ず酵母菌が 生 えて くる とい われて い ます．米 と相

性の 良い 酵母の な か に 、酒造 りに適する ア ル コ ー
ル

発酵能の 強 い 酵母が住ん で い る の か もしれませ ん 。

こ の 記 録は醸造 学分 野 の 専門雑誌、「日本醸造協会

誌」、71 巻
2］）に記録 されて い ます 。

　 和銅 6 年 （713 ）に 編集 され た 『播 磨風 tl記』に

よ る と、神代に遡 っ て カ ビ に よ っ て 酒 を醸 し た と推

定 されるくだ りがあ ります 、，
　 　 　 　 　 　 み か れ ひ

　　　 大神の 御粮 （乾 ・飯 つ 糒 （注、ほ しい （ホ シ イ）、
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ぬ　　　　 か び

　　　 ほ しい い の 約 ））沾れ て 梅生 え き、す な は ち酒
　 　 　 　 かも　　　　　　　　 に わ　き　 た ［ ±

−）　　 うたげ

　　　 を醸 しめ て 、庭酒に 献りて 宴 し き
め し 　 　 　 　 　 　 　 　 か む t’ち

米飯に カ ビ が生 え た もの は 、古く 「加無太知」また
　 　 か 　　む 　　た 　　ら 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 こ う t，
は 「加牟多知」と呼 ばれ ま した tt今の 麹 で あ る 「御

粮」が イネ （稲）で あ っ た こ とは、日本書紀
1fi）の

おほや まつみ の かみ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あ め の た わ さけ

大山祇神の 姫 （木花開耶姫）の 造 っ た 「天甜酒」が
　 き　 な　　た

「狭名田」の イネ （稲）で 醸 され た こ と か らも察し

ら れ る と坂 口謹
一
郎先生 は の べ て い ます

22）。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 よ り L6

　 酒は 昔か ら神がつ くる もので、酒は 「神の 憑代」

と考えられて きま した
23〕。憑 代は依代と も書 きます 。

神霊が 招き寄せ ら れ て 乗 り移 る もの で す。占代で は

酒は 自家醸造で し た か ら 、人変に貴重 な もの で 、酒

に は魂 が込 め られ て い る と考 え られ て い ま し た。

従 っ て 、酒 の 贈答は魂の 贈答であ っ たわ けです。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 さかな　　　　　　　　　　　　　　 アワピ　　ア ワビ

　 なお、酒を贈る と き は 、肴と し て 「の し鰒 （鮑」

が添 えられ ま した。の し鮑 は、ア ワ ビを薄切 りに し

て乾燥 させ た もの で す 。 の し鮑は脇役で あっ たの で

すが 、年が経 る に つ れ 、の し鮑を贈れ ば酒をお くっ

た とされる ようにな りました、，さらには、の し鮑が
　 の 　　 し

「熨斗」 となり、そ して簡 単に 「の し」 とな りま し

た 、簡略化 とともに、自分 の魂の 一
部 を贈 ると い う

意識の ほ うも薄れて し ま っ た と い う こ と で す．以上

が 「の し」の 由来で す
23，。

　 日本の 人 は 「サ ク ラ」に感 じる様に、酒とい う言

葉 を見聞きす る と、占代か ら伝 え られ た 「酒は 神の

よ ＋）し ろ

憑代」 と い う感覚が 体の 中に湧 きで て き て 、酒 はお

い しと い う感 じ の前期の 状態に な る ように も思 える

の ですが、い かが で し ょ うか 。

　江戸 時代 の 風狂 の 禅師、
一

休宗純 （1394 −1481）は、

　　　極楽を何処 の 方と人間 はば

　　　　　　杉の 葉立 て る 又 六 が 門　　　　　一休

と、杉 の 葉を束ね て球状 に し軒に か けて 酒屋の 看板
　 　 　 さ ri’tまt’し
と し た 晒 林」 を歌 に よみ 、極楽は 酒屋 に あ る と喝

破 し ま した 。杉の 葉を束ね球状 に した酒林はなぜ 酒

屋 を意眛する よ う に な っ た の か は 、奈良の 二 輪山 の
おお み わ

人神神社が酒の 神と され、杉を神木 と し て い る こ と

か ら きて い るの で す。

4．感性 に 訴 え る酒

　　酒は視覚 、聴覚、嗅覚、味覚 、触覚な どの 五 感に

訴 え ます
24’26〕。酒 の 巾 の 酔 い をもた らす本体 は、エ

　タ ノ ー
ル で す，エ タ ノ

ー
ル は血中濃度 100・ml 当り

50mg に な る と 、脳 の 中枢神経は酔 い を感 じます、、

　大脳生理学的に は エ タ ノ
ー

ル は古 い 皮質 を開放する

役割 を果 た し、ス トレ ス か らの 開 放 を もた ら しま

　す
27）。田 中潔先生 の 『ア ル コ ー

ル 長 寿法 一
晩酌 の

すすめ 一』
27） が あ り ます。酒 の 歴 史は 古 く、ビー

ル

の 酒神オ シ リ ス （Osiris（ラ テ ン ））、 ワ イ ン の 酒神デ

　ィ オ ニ
ュ ソ ス

28）
（Dienysus ）（バ ッ カ ス、　Bucchus）、

　 l 　・り　は 　な　の 　さ　く　や　び め

木花之 佐久夜毘売な どの 酒神が知 られ て い ます 。 中

国の 贅沢 二 昧
29）に 、皇帝 の 贅沢 と 精 神 の 蕩 尽 が あ

　りますが、い ずれに も酒は深 くか か わります、前漢

⊥朝をたお し （西暦紀元 7 年）、「新」王朝をひ らい
　 オの も う

　た 干莽 （紀元前 45一後 23）は経済政策に つ い て の

A
’
との り

詔 を出し ま し た
30）。

　 　 　 　 　 　 し よ くニ う

　　　 夫塩は 食肴の 将、
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 か　か　い
　　　 酒は百薬の 長、嘉会の 好な り。

　　　 鉄 は 田農の 本 に し て 、

　　　 名山大澤、饒衍の 臧ない 。　 後略

その 中の 一節に 、「酒は 百薬の 長　嘉会の 好」の 言
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　 　 　 　 　 　 　 　 酒 の お い し さ
一

古 典 か ら さ ぐ る
一

葉が あ り ま し た。「酒 は 百薬 の 長」 の 語 源 で す。王

莽 の 新⊥ 朝は短 命に終わ りま し た が 、「酒は 百薬の

長」の 言葉は 名言 と し て長 く伝え られて きま した 。

　お 隣の 中国の 宋の 時代の 陶穀の 詩集、「清異録」
　 　 　 　 　 　 　 　 　 ニ う　じ の せ か し’
酒 醤門 に の っ て い る 「麹 世界」 は 、酒 の 世界 へ の い

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ま　さ　う

ざな い をよ くあらわ し て い ます。故青木正児氏の 著

書 「中華飲酒詩選』
31｝の 翻訳を紹介い た し ます 。

　 　 　 こ うじのせ か ［／
　　　 麹世界

　　　酒天 は 　うつ ろ

　 　 　酒地 は　　は るか

　　　酒 国は　や すら か

　　　君臣貴賎 の差別無 く

　　　財利を図 る要も無 く

　　　刑罰を避 け る要も無 い 、，

　　　ら くらくと　やすやすと

　 　 　その 楽 し み は 量 り きれ な い 。
　 　 　 　 　 　 　 　 むれ

　　　や がて 飛蝶 の 群に 入 っ て

　　　た だ 　もう、もや もや ひ ろ び う と して

　　　 一 何も覚えな くな る u

　 も う　・
篇、陶穀 の 「瓶盞病 一

て う し　さか づ き　の

　や まひ 」 とい う詩を紹介し ます。

　　　酒ず き は 朝と な く晩 と な く　 寒い に つ け暑い

　 　 　 に つ け

　　　楽し い と云 っ て は酔ひ

　　　愁へ て も酔ふ．、

　 　 　間だ と云 っ て は 酔 ひ

　　　忙 し くて も酔ふ 。

　　　肴の 有る無 し

　　　酒 の 善 し　悪 し
一

切構 はず。

　　　質入、無心 、

　　　借金、掛 け買 ひ 、　
・
向平気で L，

　　　日ごと飲み 、飲めば酔 うまで

　　　酔ふ を厭はず、貧 し きを悔 いず、

　　　俗に 銚子盃 の 病 と名づ け る、．
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 め く

　　　本草薬物 学書 を片端か ら掲つ て も

　　　素問 占代の 医書を詳細 に検 べ て も

　　　此れに効 く薬ばか りは出て ゐ な い u

5．神代に 探 る 日本の 酒
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 し う レ ん

　4 世紀初頭 に 実在 し た こ とが確実視 され る崇神天
　 　 　 　 　 　 　 　 は つくに しら ず すめ らみ こ と

皇 は 凵 本書紀 に 「御肇 國 （国）天 皇 」 、占事記 に
　 は 　つ　 で　 に 　 1．　 ら 　 ／．　 ［．み 　 ま 　 ざ 　 の 　t 　め 　 ttみ 　 こ 　 ／t

「初國 （国）知 ら し し御真木 天皇、常陸風 土記 に
　 は ’く ぼ し ト　し ヒ み ま えのす め ら み コ と

「初國 （国）所知美麻貴大 阜」と呼ばれ て い ます。

日 本 の 酒 を神代に 探 っ て み ま す
32．34）tt

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 う　
−
t き

　 日 本書紀
16，に よ る と、崇神天 皇 8 年の 夏 四 月の

　 か の オ ね りい た ち き の と の う tD ひ 　　　　　　　　　　　　　　 む ら 　　 い 　　く　　ひ

　庚子の 朔乙卯 （十六 凵）、高橋邑 の 人活人をも っ

　 　 　 む お み わ

　 て 、大神 （大 物 卞 大神 ＝大 三 輪 の 神 の 意） の

　 さ か び と

　掌酒 （神に 奉る 酒 を管掌する 人）と し ま し た 。
　 　 ヒ　　わ　　

−
9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 お　ほ　

ぬ
　 t’　ね　 ニ

　 冬十二 月の 二 十 日に 、天皇 は 大田 田根子 をも っ

　 　 　 お ほ み わ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い 　く　 ひ

　 て 、大神 を祭 らせ ま し た 。 こ の 日 に 、 活人 は
　 み 　 　 tl 　 　 ざ さ

　神酒 を挙げ て 天皇 に 献上 し ま し た 。そ し て 次 の

　歌 を歌 い まし た。
　 　 こ　　　み 　　 き　　　　　　　　　み 　　 き　　　　　　　　　 や まとな　　　　 ぽ も のぬ し

　　此の 神酒は　我が 神酒な らず　倭成す　大物 セ
　 　 　 か 　　　　　み 　　 き 　　 いくひ さ　　 い ’t ひ さ

　　の 醸み し神酒　幾久　幾久

幾 久 は 、幾世 まで 久 し く栄え よ栄 え よと、い う意味

で す，，
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 とよ の お か l／

　 こ の よ うに して 、神宮に宴をもちま し た、宴が終
　 　 　 　 　 　 たち

わ っ て 、諸大夫等は 歌 い ま し た 。
　 　 う l きけ 　　 み 　　 オ，　　 と の 　　　　　h　さ　と　　　　　　　 い
　　昧酒 　三 輪 の 殿 の 　朝門 に も　 出 で て 行 か な
　 　 　 　 　 つ　の 　と

　　三輪の殿戸 を

一
晩 中酒宴を して 、　 モ輪 の 社殿 の 朝開 く戸 凵 を通 っ

て 帰 っ て 行 こ う、と い う意味で す。

天皇は
　 　 1 まさけ 　　 み 　　 わ　　　ttの 　　　　　　ら 　Lt　

tt
　　　　　　　 f，　　　 b．　，t

　　味酒　二輪の 殿の 　朝門 に も　 押 し開 か ね
　 　 み 　　 わ　　　ニ の 　ヒ

　　 ニ輪 の 殿 門を

二輪の 社殿 の 戸 を、朝 に な っ て か ら押 し 開 い て お 帰

りな さい 、と い う意味で す，

　以 Eの 歌謡は 4 ［1ヒ紀に 実在 し た と され る崇神天皇

の 時 の 酒宴 の さ まを良 く伝え て い る と 思 い ます 。 活

人の 歌は 、主 人側 が 酒 をたた え て 酒宴 をは じ め る歌

謡で あ り、諸 大夫等の 歌は客人 が酒 を賞す歌謡で 、

崇神天 皇の 歌は 主人側の接待の 歌謡です 。 日本の 占

代の 酒宴の 形式 ・作法 を示 して い る もの で 、大変に

興味深 い もの が あ り ま す。

　応神天 皇は 4 世紀後
’

トか ら 5 世紀 初頭 に 実 在 し

た 口∫能性が高 い と 「冂本占代 史事 典』
刑

にあ る天 皇
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 な か つひ め

で 、他 系 か ら の 入 婿 で 崇神 天 皇 の 子孫 の 仲姫 を 妻 と

し て 迎え皇統を継承 し たと されて い ます。

　 古事記
り〕に は 、応神大皇が 太了

L
の 時の 宴の さま が

描か れて い ます，コ
　 　 　 　 み そ き

　 太 子 が 禊 か ら も ど る の を 待 っ て い た 母、
ね き　な か た ら　ゴひ め

息長帯日売命 （＝神宮皇后）が 、待つ 人が 無事に帰

る こ とを祈 り醸 した 酒 を献 Eし て 歌 をよみ ま し た 。
　 　 　 　 み 　　 こ　　　　　 わ 　　　み 　　 き　　　　　　　　　く L　　 か み 　　 と　こ 　よ

　　 こ の 御酒 は　我 が御酒な らず　酒 の 司　常 世に
　 　 いま　　　　 い／±tt　　　　　　 オ　く　な みかみ　　　　 かむ ほ 　　　　　 ほ

　　座す　石立たす　少名御神 の 　神寿き　寿 き
　 　 くる　　　　　　　　ヒ　よ　ぽ　　　　　　ほ　　　t こ ほ　　　　　±　’　　　 こ　　　 み 　　　き

　　狂 ほ し　粤寿き　寿き廻 し　献 り来 し御酒 ぞ
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一
島

　 　 あ　　　　　　s

　　乾 さず食せ 　さ さ

　神宮 皇后摂政 13年 、太子時代の 応神の ために開

い た 酒宴の 歌謡で し た 。
こ の 歌に あ る 「少 名御神」

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 と　 こ　よ

と は 、大国主神 と協力 し国造りに 励 ん だ後 に 常世の
さと 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ナ く な び ニ な a）

郷 に 行 っ た と伝 え られ て い る 少名毘古那 神 で
ヵ み む す ひ の か み

神産巣 日神の 御子 で す。酒造 りを教 えた と い われ て

い ます、、
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 t’Cすの う もの す くね

　先 の 母の 歌の あ とで 、建内宿禰が 御子の た め に 答
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Lk か く ら

えて歌 っ た歌は、次 の 酒楽の 歌 （酒座歌）です。
　 　 　 　 み 　　 き　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　

ゴノつ み　　うす

　　 こ の 御酒を　醸み けむ人 は　そ の 鼓　臼に 立 て
　 　 　 　 　 　 　 　 　 か

　　て　歌ひ つ つ 　醸み けれ か も　舞ひ つ つ 　醸み
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 たの

　　けれか も　 こ の 御酒の 　御酒の 　あや に うた楽

　　 し　 ささ

　応神天皇 は、若 い 太 子の 時か ら母や 建内宿禰の 設

け た宴 の 大御酒 にな じん だため か酒がすきで あ っ た
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 i　 す　 こ　 り

よ うで す tt 百済 か らの 酒造技術者 で あ る須須許理 が

大御酒 を献上 し た酒で浮 き浮き した気持ち を次の 旋

頭歌で よん で い ます 。

　 　 す　 す　 こ　 り　　　　　か　　　　　み　　さ　　　　 わ れ キ　
　　須須許理 が　醸み し御酒 に　 我酔ひ に け り
　 　 こ と な ぐ し 　 ゑ ぐ し 　 　 　わ れ ゑ

　　事無酒　笑酒に　我酔ひ に け り

「事無酒」 は無事 平安 な酒、「笑酒」 は笑 い を もよ

おす愉快な酒の 意です ．

　 　 　 　 　 　 　 　 　 ほ

6．万 葉集の 酒 を讃 む る歌 13 首

　万葉集
36｝に は、酒 の 歌は数 多くみ られ ますが 、

な ん と い っ て もそ の 圧 巻 は 奈良時代 の 歌 人 ・太 宰
｛ち

帥 ・大伴旅人 （685−73D の 酒を賛む る 13首で す。
　 しるし　　　 もの 　　　も　　　　　　 ひとつぎ

　　験な き物 を思はずは
一

坏の 濁れる酒をの む べ く

　　 ある ら し

　　　　　　　　　　　　　　　　 （巻　3−338）
　 　 　 　 　 しトじ り 　 お li 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 こ と

　　酒 の 名 を聖 と負せ しい に しへ の 大き聖 の 言 の よ

　　ろ し き　　　　　　　　　　 （巻 　3−339）
　 　 　 　 　 　 　 なな　 さか し き　　　　　　　　 ほ

　　い に しへ の 七 の 賢人 どもも欲 りせ し もの は酒に

　　 し あ る ら し

　　　　　　　　　　　　　　　　 （巻　　3−340）
　 　 さか 　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ゑ ひ なき

　　賢 しみ と物 い ふ よりは酒飲み て酔泣きす る し ま

　　さ りた る ら し 　　 　　 　 　　 　 （巻 　3−341）
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 きは ま

　　言 は むすべ せ むす べ 知 らず極 りて貴き もの は酒

　　に しある らし　　　　　　　　　（巻 　3−342）
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 さか つぼ

　　なか なか に 人と あらずは酒壷に な りて し か も酒
　 　 　 し

　　に 染み な む　　　　　　　　　 （巻　3−343）
　 　 　 A に くさか

　　あな醜賢 しらをすと酒飲 まぬ人 をよく見ば猿に

　　か も似 む　　 　　　　　　 　　 （巻　3−344）

　 　 あ た ひ 　　　　　　　　　　　　　　　　　ひ と つ き

　　価 無き宝 とい ふ とも
・
坏の 濁れる酒に あ に益 さ

　　めや も　　　　　　　　　　　　（巻 　3−345）
　 　 よる ひ h， 　 I ころ し

　　夜光 る玉 と い ふ とも酒飲 み て情 をや る に あ に若

　　か め や も　　　　　　　　　　 （巻　3−346）
　 　 　 　 　 　 みや　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なひなき

　　世の 巾の 遊び の 道に すず し きは酔泣する に あ る

　　べ くあ る ら し 　 　 　 　 　 　 　 （巻 3−347）

　　今の 代に し楽 し くあ らば来む生 に は蟲 に鳥に も

　　吾は な りなむ 　　 　　 　　 　　 （巻 　3−348 ）
　 いける t の 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 は ど

　　生者つ ひ に も死ぬ るもの に し あれば今ある間 は
　 　 たの

　　楽 し くをあ らな

　　　　　　　　　　　　　　　　　（巻　　3−349）
　 　 　 　 　 　 　 　 3 か　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ゑ ひ な き

　　 もだ りお りて 賢 し らするは酒飲み て酔泣する に
　 　 　 　 し

　　 なほ昔 か ず け り

　　　　　　　　　　　　　　　　　倦 　3−350 ）

大伴旅人は大伴安麻 呂の r一孫で 、代々宮廷 を守 っ て

きた生粋の 貴族 で し た が 、60歳 を越 し て か ら 太宰帥

として筑紫に赴任 しま した。赴任後ま もな く愛妻を

亡 く しま した。旅人 の 酒を賛む る歌には 、 望郷の 思

い と、妻を亡 く し た 悲 し さ、そ し て 名門人伴家 の 没

落と い っ た や りきれな さが隠 されて い ます。

7．芭蕉 と酒

　芭蕉 （1644 −1694 ）は元 禄 4 年 （1691 ）4 月 18 日
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 きm［t／t

よ り 5 月 4 日 ま で 、向 井 去来 の 別 荘 で あ る 京
ら く　t，し t’
落柿舎に滞在 しま し た 。 その 時の 口記文学が 「嵯峨

日記』で す c4 月 22 日の 条に 次 の 言葉が出て き ま

す
37）。

　 　 も　　 　　　 　　 　　 かなしみ

　　喪に 居る 者は悲 をあ る じと し
　 　 　 　 　 　 　 　 の む　　　　　　t のしみ

　　　　　　酒を飲 もの は 楽ある じ とす

芭蕉の 「閑居箴」とい う句に
3S）、次の もの が あ ります。

　　酒 の めば い と S
’
ね られぬ よる の雪

芭蕉は 『笈の 小文』の 中で、奈良県吉野郡竜門村に

ある瀧 を次 の よ うによんで い ます
・a7）。

　　　　瀧 （龍）　 門
　 　 　 　 　 　 　 し よ う ニ

’
つ 　　セ

　　龍門 の 花や上戸 の 土産 にせん

　　酒 の み に 語 らん か ・ る瀧の 花

　　　　櫻

　　扇に て酒 くむ か げや ち る櫻

芭蕉は い け る口で あ っ たよ うです 。 門弟た ちには次

の 教訓をた れて い ます、，
　 　 　 　 あ ん ぎ S め お き て

　　　　行 　脚 　掟
　 こLOt ，’
　　好で 酒をの む べ か らず、

　　　　　饗応に より固辞 し がた くとも、微醺に て

一
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　 　 　 　 　 酒 の お い し さ一占 典 か ら さ ぐ る
一

　　 　 　 　1ヒむ べ し

行脚掟は、芭蕉が旅行の 注意事項を 1数 ケ 条に まと

め て記 し た もの と して 、 江戸時代 中期以降の 諸俳書

（俳句 の 本 ） に 収 録 され て い ます 。 し か し、芭蕉作 と

い う確証は あ りませ ん。芭蕉の仮託 の 書 として も興

味深い もの で ず
‘
り

。

8．良寛 と酒
　 　 　 　 　 　 こ つ じ き

　
一所不住 の 乞食 生活 を続 け た良寛 は 、宝 暦 8 年

（1758）に 生 まれ た と い わ れ、犬 保 2 年 （1831＞

に 74 歳で 亡 くな りま し た 。良寛は 酒 を大変 に愛 し

た人 で し た
4［］−42）。

　　そ の か み は酒に 浮けつ る梅の 花上に 落ちけ りい

　　た づ らに して 　　　　　　 　　　　　 （36）
　 　 お 　ほ 　み 　 き　　 み 　フ　き

　　大御酒 を 二 坏五 つ き た べ 酔ひ ぬ ゑ ひ て の 後は待

　　た で つ ぎけ る　　　　　　　　　　　　（168）

　　あすよりの 後の よすが は い ざ知 らず今日の ひ と

　　 目 は酔ひ に け ら し も　　　　　　　　　（182）
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 し ろノへ
　　 うま酒 を飲 み 暮 ら し け り は ら か ら の眉白妙 に 雪

　　の ふ るまで 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　（183）
　 　 も t，ど 1］　　 こ 　づ た

　　百鳥の 木伝 うて鳴 く今 日 しもぞ更にや飲 まむ
一

　　つ きの 酒 　　　　　 　　　　　　 　　（187）
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ぷ，
　　 さす た け の 君 が すす む る う ま酒 に われ酔 ひ に け
　 　 　 　 　 うまさ 1／

　　 りそ の美酒に　　　　 　　　　　　　 （188）

　　 さすたけ の 君がすすむ る うま酒を更に や飲 まむ

　　そ の 立 ち 酒 を　　 　　 　　 　 　　 　 （189）
　 　 　 　 　 　 　 　 わ さ　ct

　　ちん ばそに 酒に山葵に給は るは春は さび し くあ

　 　 ら せ じ と な り　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （197）
　 　 　 　 　 　 し　Jt ば

「ちんば そ」は神 馬藻の 音の 訛 り で 、海藻の 「ホ ン

ダ ワ ラ ・ホ ダ ワ ラ ・ナ ノ リ ソ 」で す 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ら　と　 Lt

　　草の へ に蛍 と な りて T一年をも待た む
　 　 　 　 いむ　　　　　　　こ　が ね

　　　　妹が手ゆ黄金の 水をた まふ とい はば

　　　　　　　　　　　　　　　 （旋頭歌 　14）
　 　 ヒ 　 LV　 は 　 ぎ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ほ

　　常盤 木 の と き は か き は に 君 が祝 つ る
　 　 　 　 　 と 　 L　み 　

キ
　 　　　 　　 k

　　　　その 豊御酒に われ酔ひ に け り

　　　　　　　　　　　　　　　 （旋頭歌 　15）
　 　 　 　 　 　 　 　 　 ほ

　　新室の に ひ む ろ の 祝 き酒 に我

　　　酔 ひ に け り そ の ほ ぎ 酒 に　　　（雑体歌 　1）
　 　 　 　 　 ヨト ら よ　し　，げ

良寛 の 酒は ．解良栄 重の 「良寛禅師奇話』 に よ る と、

　　師常に酒を好む 。 然 りと雖 も、量を超えて酔狂

　　に 至 る を兄ず ，，又出父野 翁を言 わず、銭 を出 し

　　合ひ て 酒 をか ひ 呑む こ とを好む 。汝一盃吾
一

盃 、

　　その 盃 の か ず、多なか ら し む。

と あ り ま す。

9．橘 曙覧の歌
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 たちば なの あけみ

　幕 末 の 歌 人 ・国学 者、橘 　曙覧
43） （1812−68） は

清貧の 暮ら しの なか か ら、生活 ・社会 ・自然 を自由

奔放 に 詠み 、近代短歌の 先駆 と し て高 い 評価 を うけ

て い ます 。

　　　　酒　人
　 　 　 　 　 　 　 　 セ

　 　 と く と く と　 垂 りく る 酒 の 　 な りひ さ ご
　 　 　 　 　 　 お ご
　　 う れ し き音を さす る物 か な

　 独 楽 吟
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 it，v
た の し み は 　雪ふ る よ さ り　 酒 の 糟

　 　 　 　 　 　 く　 　　　 　　 ひ

　　 あぶ りて 食い て 　火に あた る時
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ひ t あり
たの しみは 　とぼ し きまま に 　人集め

　　 酒飲 め物 を　 食へ と い ふ 時

　 高 瀬 川 と い ふ と こ ろ へ

床に嶋 く　 こ ほ ろ ぎ橋を　横 に 見 て
　 　 ゑ　　　　　　　　　 　　 ね

　　 酔ひ 倒た る　寝ご こ ちの よさ
あ た セ

温 め て 　た だ
一
め ぐり　 さす る 酒

　　 あ か くな りた る　顔 つ きを見す

（123）

（57D

（58 

（635）

（653）

10．酒 と人生

　柳 沢淇園著 （天 保 14 年 （1843 ＞刊 行）、森 洗 「
　 　 　 　 つ ん ひ ；う さ　’し
校 注 　 『雲萍雑 志』輔 に は 、次 の 二 つ の 方向 か らの

酒 に対 す る評価があ ります。
　 　 ／・tt し ゅ　　 じ’，と く

　 「飲酒 の 十徳」に 、
　 　 　 　 れ い
　　　1．禮 を正 し、
　 　 　 　 ろう

　　　2．勞 をい とひ 、
　 　 　 　 う れ ひ

　 　 　3．憂 をわすれ 、
　 　 　 　 うつ
　　　4．欝 をひ らき、
　 　 　 　 き

　　　5．気をめ ぐ ら し、
　 　 　 　 や よひ

　　　6．病をさけ、

　　　7，毒を解 し、

　　　8．人と親 し み 、
　 　 　 　 え ん

　　　9．縁 をむすび、
　 　 　 　 に ん じ ゅ
　 　 10．人壽 を延 ぶ 。
　 　 ：　じ　んば　，ヒn 　　　ほ う

　 「古人罰酒の 法に 」、
　 　 　 さ ん が ，i　 いん し t く　　 t，ぞ　　　　 　　　　　　　　　　　　 ほ う 　　う し な 　 tttき

　　　二合を飲酌 の 限 りとす、，もし こ の 法 を失ふ時
　 　 　 　 い へ　　みだ　 　　　　 ほろぽ

　　　は 、家 を乱 し 身を亡 す。
　 　 　 ぎ　　 し 　　　　　　 rt　b うね う

　　 箕子 ［殷の 紂王の叔父］紂王 の 暴虐 をい さめ

　　　たた め 囚禁 さ る
　 　 　 　 　 　 な 　　　　　tl，tttt　

tr1　t り　 く　 しS つ
　　　

一
たび嘗めて延齢の 良薬と賞し、

　 　 ド　　　と　　　　　　　 こニう　　 み b
’
　　　 な か た ち

　　 二 度なめ て 心 を擾すの 媒と お ど ろ き、
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　 　 　 さ　ん 　E　　　　　　　 こ　 く　 か 　　 う し な 　　　　も と b 　　さと

　　　ヨ度 なめて國家 を失 ふ の 基と悟れ り。
　 　 　 　 　 　 　 　 う れ ひ 　　　　 と ぎ　の

　　　勞 （労）な く憂な き時飲 む べ か らず。

な どがあ ります。

　戦 国時代の 武将 ・上 杉謙信 （1530−78）は剃 髪 し

不識庵謙信 と号 し ま し た ，義侠に富み 、兵略 に長 じ
　 　 　 　 　 　 　 げ

た謙信の 辞世の 偈
45〕

を次 に掲げ ます。

　　四十九年　　
・
睡 の 夢　

一
期 の 栄華　

一
盃 の 酒

　江戸時代前期の 儒者 ・教育者 ・本草学者の 貝原益

軒 （1630・1714 ）は 、『養生訓』を著 し、酒に つ い て

説 い て い ます
46｝。

　 　 　 　 　 び 4 く　　　　　 tこ し

　　酒は天 の 美禄な り 。 少 の め ば陽気 を助 け、血気
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 うオこい 　　 　 　 　　 き ょ う

　　をやは らげ、食気 をめ ぐ ら し、愁 を去 り、興を
　 　 　 　 　 はなはた

　　発 し て 、甚人に益あ り。 多くの めば、又 よ く人
　 　 　 　 　 　 　 　 　 す ぎ

　　を害する 事、酒に 過た る物な し。水火 の 人を た
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 わ ざわ い 　　　　　　　　　　　　しょうぎ よ うふ

　　すけて 、又 よ く人 に 災 あるが如 し。邵堯夫の 詩

　　に 、美酒
；1
飲

「

教
ンメ テ

微酔一．後、と い へ る は 、
　 　 　 　 の む 　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　ち　ん　　　　　　　　す t し

　　酒を飲の 妙 を得 た りと、時珍 い へ り。少の み 、
　 す ニ し 　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　おもむ i

　　少酔へ るは、酒 の 禍な く、酒中の 趣を得て楽 し

　　み 多 L ，，酒 を多くの ん で 、飯 をすくな く食 う人

　　は 、命短か し。か くの ご とく多くの め ば、天 の

　 　 　 　 も ゴ こ

　　美禄を以 、却て身 をほ ろぼす 也．か な し む べ し、

　　　　　　　　　　　　　　　 （巻第四　44）

益軒 は養生訓 を実践 し、享年 85 歳の 長寿 を全 う し

ま した 。辞世の歌 を次に掲げ ます。
　 　 こ　　　　　　　　ひ　と　よ　　　　　　　　　　こ　 ニ　ら

　　越 し方は
一
夜ばか りの 心地 して

　 　 　 　 や 　　そ　　 じ

　　　　八 f路 あま りの 夢を見 し か な

　洒 の お い し さは次 の 過程 をへ て 、「白薬の 長」か

ら 「万病 の 元」へ の 道に 連れ去る こ と もあります．

くれ ぐれも、ご用心。
　 　 　 　 　 　 t：ま ぱ は き

　　酒は憂 い の 玉箒　千 金春宵一刻飲み

　　　　　　　　　　　 近松門左衛門　女夫 池四

　 　 　 　 　 　 　 E ろ は く　て ．ltる
　　わし と お 前は諸自手樽　中の よ い の は人知 らぬ

　　　　　　　　　　　　　　 山家鳥虫歌　360
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 かん

　　 世の 中は さて もせ わ し き酒の 燗ち ろ りの 袴きた
　 　 　 ぬ

　　 り脱 い だ り　　　　　　　　　　　 人田 南畝
　 　 　ゴな

　　薺粥また た か せ けり二 日酢 い 　　　　 洗石
47）

11． ま とめ

　感性 に訴える 「酒の お い し さ」は、次の 二点の 重

な っ た と こ ろ に 最 も効果 を発揮す る の で はな い で

し よ う か 。

　1） もの つ く りの 人 の 心
一 次 に 乱冊の 本をあ

　　 げます 。

　　「古代の 日本の 酒造 り」 の し くみ を実験 的 に

　 解明 し た 、 卜田誠之助著 「日本酒の 起源』
4S｝

　 広島酒の 名声 と 三津杜氏 の 養成 に 大 き な 功績

　 を挙げた 「吟醸酒を創 っ た男 一 「百試千改」

　 の 記録』
49）に み る 三浦仙二郎氏

　 小野三郎氏は鉄鋼 マ ン と し 『ビ ジ ネ ス の さ む

　 ら い 』
so） （日 経 BP ） を遺 し 、さ わや か に 人生

　 を駆 け抜 けま した

2）あ じわ う人 の 心
一 良寛、橘曙覧に み る

3）理 性に よ る克己心
一 芭蕉に み る

な どの 相彑作用 に よ る もの とい えます．

　現 代の 酒仙 、青木正 児氏 の 『酒 の 肴 ・抱樽酒話』
．S1）、

そ して 沓掛良彦氏 の 『讃酒 詩話』
52）な どを手元 に お

い て 、酒 を味わ う と酒は
一

段 とお い し くな ります。

文　献

1）新村　出 ：広辞苑 ，第五 版 ，岩 波書店 ，東京 ，

　 p．324　（1998 ＞

2）中西　進 ：万葉集一全訳注原文付 （4），講談社 ，

　 東京，7 刷、p．49 （1992）

3）佐佐木信綱編 ：新 訂　新訓 　万葉 集　下 巻 ，岩

　 波文庫 ，東京 ，63 刷 ，p．181（1987）

4） 服 部 四郎 ： 囗本語 の 系統，岩波 文庫 ，東京 ，

　 p．1−437　（1999）

5） 大野 晋 ： 口本 語以 前 ，岩 波 新 書 ，東京 ，

　 p．1−251　（1987 ＞

6）大野 　晋 ： 日本語 の 起源　新版 ，岩波新書 ，東

　 京 ，p．1−251 ，日本語 と タ ミル 語 の 対応 語
一

覧 ，

　 p．レ20　（1994）

7）大野　晋 ：弥生 文明 と南 イ ン ド，岩波書店 ，東

　 京 ，　p．1−334 　（2004 ）

8）二宮陸雄 ：古事記の 真実　
一

神代編 の 梵語解 ，

　 愛育社 、東京 ，p．1−589 （2004 ）

9）倉野憲 司校注 ：古事記 ，岩波文庫 ，東京 ，40 刷

　　 （1989）

10）岡田英弘 ：倭国　一 束ア ジ ア世界 の 中で 一 ，

　　中央公論社 ，東京 ，p．1−220 （1977＞

1D 岡出英 弘 ；倭 国 の 時代 ，朝 日新聞社 ，東京 ．

　　 p」 −356　（1994）

12） E田 止 昭 ：藤原不比等 、朝 目新 聞社 ，東京 ，4

　　届1亅　（1990）

13）江 上波 夫 ，上 田 iF．昭 ，佐伯有漬　監修 ： 占代

　　史事典 ，人和書房 ，東京，p264 −265 （1993）

一 168 一
N 工工

一Eleotronio 　Library 　



The Japanese Association for the Study of Taste and Smell

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Assooiation 　for 　the

日本昧と匂学会誌　Vot．12

Study 　of 　Taste 　and 　Smell

No．22005 年 8 月

　　 　 　 　 酒 の お い し さ
一

占典か ら さ ぐ る
一

14）山田 蓄雄校 注 ；櫻 史，講 談社学 術 文庫 ，東京，

　　P．19−24　（1990）

15）江村北海 著，西沢道寛訳 注 ： 目本詩史，岩波

　　文庫 ，東京 ，P．21 ， P．139 ，4 刷 （2005 ）

16） 坂 本太郎 ，家 永 三 郎 ，井 ヒ光貞 ，大野 　晋 ：

　　日本書紀 （
一

），岩波文庫 ，東京，5 刷 （1997）

17）渡部昇　
・
： 凵本語の こ こ ろ ，WAC 　BUNKO ，

　　ワ ッ ク （株 ），東京 ，p．224 （2003 ）

18）石原道博　編訳 ：新 訂　魏志 倭人伝　他 三篇 ，

　　岩波書店 ，東京，45 刷 ，p，48 −49 （1986）

19）占野 　裕 ：風 十記，東洋文庫，中央公論社 ，

　　東京 ，P，21 （1977）

20）関 根真隆 ： 奈良朝食生 活 の 研究 ，古川 弘文館 ，

　　東京，P．264 （1989）
　 　 　 　 　 　 ウ ン　こ
21）宮城　）と 1 噛神酒．日本醸造協会誌 71，29−31

　　（1976）

22）坂 口 謹
・
郎 ：坂 口 謹

一
郎 　酒学集成　1．岩波

　　 Slt店 ，東京 ，　 p．94 （1997 ）

23）樋 冂 清 之 ： 食物 と 日本 人 ，日本 人の 歴 史　第

　　二 巻 ．講談社 ，東 京，p．99一ユ00 （1996＞

24）都甲　潔 ：感性の 起源 ，中 公新 書 ，中央公論

　　社 ，東京 （2004）

25）山本 隆 ：美昧の 構造 　なぜ 「お い し い 」の

　　か ，講談社選書 メ チ エ 、講談社，東 京 （2001）

26）山本 隆 ： 「お い し い 一 と な ぜ 食べ す ぎ る の

　　か ，PHP 新書，東京，　 p．1−235 （2004）

27）田 中潔 ： ア ル コ ール 長寿法
一

晩酌 の すす め 一．
，

　　 共立卅版 ，東京，（1985＞

28）楠 見千鶴 子 ：酒 の 神　デ イ オ ニ ユ ソ ス ，講談

　　社 学術文庫 ，東京 ，p．1−318 （2003）

29） 井波 律 了 ：酒 池肉林 ，講談社学術 文庫 ，東京

　　　 （20〔〕3＞

30）加藤繁　訳注 ： 史記平 準 書　漢 書 食貨志．岩

　　波文庫 ，東京 ，3 刷 ，p，217 （1996 ）

31）青木正 児 ： 中華飲 酒詩選 ，筑摩書房、東京 ，9

　　raij　（1987）

32）　 ・
島英治 ：万葉集に み る食の 文化 ，裳華房 ，

　　 東京 （1993）

33） 一
島英 治 ： 万葉集に み る 酒 の 文化，裳華房，

　　東京 （1993）

34）　 ．
島 英治 ：古典 に 見る 酒 の は な し ，日本醸造協

　　会誌 90，　923−934 （1995）

35）江 E波夫他監修 ： 日本古代史事典 ．大和書 房 ，

　 　東 京 （1993）

36）佐佐木信綱編 ：新 訂　新訓　万葉集　h巻 ，

　　岩波文庫，東京 ，69刷 ，p．338−350 （1987）

37）中村俊 定 　校 注 ： 芭蕉 紀 行 文集 　付 　嵯 峨 日

　　記，岩波文庫，東京，43 刷 、p．81 ，p．127（20C〕4）

38） 幸 m 露 伴 ： 芭 蕉 人 門 ．新潮 文庫 ，東 京，4 刷

　　 （1994）

39）復 本
一

郎 ： 俳 人 名言 集 ．朝 日 新聞社 ，東京，

　　p．31．p．133　（19S9 ＞

40）吉野秀雄 ：良寛　歌 と生涯 ．筑 摩書房 ．東京 ，

　　10 届U　（1989）

41）大 島花束，原田 勘平　訳 注 ： 良寛 詩 集 ．岩波 文

　　庫 ，東京、16 刷 （1992 ）

42）中野孝次 ；良寛 　心 の うた ．講談社十 α 文庫 ，

　　東京，P．67 −70 （2002 ）

43）水島直文 ・橋本政宣　編 注 ：橘曙覧全歌集 ．

　　岩波 文庫 ，東京，1刷 （1999）

44）柳沢淇園著 ， 森 洗 モ校注 ：雲 萍雑 志 ．岩 波

　　文庫 ．東京，8 刷 ，p，76−77 （1997）

45）赤瀬川原平 監修 ：辞世 の こ とば，講談社 ，東

　　京 （1992）

46＞ 伊 藤 友 信 訳 ： 養 生 訓 ．講談 社 ，東 京，7 刷

　　　（1987）

47）柴田宵曲 ：古句を観 る．岩波 文庫 ，東 京 ．10 刷，

　　 （1994 ）

48）．上田誠之 助 ： 日本酒 の 起源．八坂書房．東京．

　　p．1−184　（1999 ）

49）池田明子 ：吟醸酒を創 っ た男
一

「白試 千改 」

　　 の 記録．時事通信社，東京 ，p．1−201 （2001 ＞

50）小野三郎氏 ： ビ ジ ネ ス の さ む らい ，日経 BP ，

　　 日本経済新 聞社 t 東京 （2004 ）

5D 青木正児 ：酒の 肴 ・抱樽酒話 ．岩波 文庫 ，東 京，

　　p，1−238　（1989）

52）沓掛良彦 ；讃酒詩話 ，岩波書店，東京，p」−282

　　 （1998 ）

一 169 一
N 工工

一Eleotronio 　Library 　



The Japanese Association for the Study of Taste and Smell

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Assoolatlon 　for 　the 　Study 　of 　Taste 　and 　Smell

日本味 と匂学会誌　Vo1，12　No ．2　2005 年 8 月

一
島

〈著者紹介 〉

一
島　英治 （い ち し ま　えい じ〉氏　略歴

昭利 9 年 （1934）　 富山 県 に 生 まれ、東京で 育つ

昭和 32 年 （1957） 東京農工 大学農 学部農芸化学化卒業

昭和 32 年 （1957） 野田醤油 （現 キ ッ コ ー
マ ン ）（株 ）入社

昭和 44 年 （1969） 東京農工 大学農学部助教授

昭和 50 年 （1975） 東京農工 大学農学部教授

昭和 62 年 （1987） 東北大学農学部教授

平成 9 年 （1997） 創価大学 工 学部教授、束北大学名誉教授、東京農工 大学名誉教授

平成 16年 （2004 ） 創価大 学工 学部特任教授

学位 ：農学博 ft（昭和 42 年 （1967） 東京大学）

専門 ：酵素化学
・
酵素工 学

著書 ： 『酵 素 の 化 学』 （朝倉書店 ，1995），「酵素』 （東海 大学 出版 会 ，2001 ）．「酵 素

　　　は生 き て い る 一産業酵素へ の い ざな い 』 （裳華房 ，1995 ）， 『発酵食品へ の 招待

　　　　新版』 （裳華 房，2002）、『万 葉集にみ る食 の 文化』 （裳華房 ，ユ993），「万葉

　　　集にみ る酒の 文化』（裳華房、1993）T

”HANDBOOK 　of 　Proteolytic　 Enzymcs ”

，

　　　Second 　Edition，　 Barrett，　 AJ ．　 et　al．　 cds ．，　pp，92−99，
　 pp．131−143 ，

　 pp．294−296，

　　　pp．784 −786 （分怛執筆），ELSEVIERACADEMIC 　PRESS （2004）、

趣味 ：歴 史、占典

d

一 170 一
N 工工

一Eleotronlo 　Llbrary 　


