
 

 

 

 

 

 

あなたのそばでそばを食いながらそばのことであそばないか？ 

 老舗薮蕎麦の店が焼けた。老舗だけにそばや汁の味にもこだわりがあり美味くて値段も高い。

値の高え〜薮焼〜けたのね（ねのたけ～やぶや～けたのね）と回文になる。薮蕎麦の早い回復

を・・・祈る。千代田区九段学習館主催で、４月に「落語と蕎麦から見る江戸しぐさ」という講

座を、圓王師匠と蕎麦屋「更科」主人と実施する。私も十八番の「時そば」を一席演ずる。 

そこで、蕎麦に関する薀蓄をいろいろと調べてみた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そばに関するなぜ？なぜ？（語源や由来が洒落てる） 

引越そば 引越しの挨拶がわりに「おそばに越してきました」「細く長くおつきあいが続きますよ

うに」に引っかけた洒落。 

年越しそば 新しい年も、蕎麦のように、細く長く暮らす。蕎麦は切れやすいから、その年の災難や、

苦労を断ち切って、新しい年を迎える。金職人が蕎麦を用いて細工や金箔を仕上げたり、

金粉を集めるのに使ったので、金運を呼ぶという縁起から。 

とちりそば 役者が舞台でせりふを間違えたり、出番に遅れたりして、そそうやとちりをしたとき、

自腹で楽屋中に振る舞うそばのこと。迷惑をかけたから「かけそば」？ 

二八そば 掛け算の九九 二八＝十六文の価格説。つなぎ粉２割、そば粉８割で打ったそば粉の 

配合割合説。２通りあるが、どっち？が本当？蕎麦は「かけ」だから「価格説」が有利。 

蕎麦娘 

 

浮気娘のこと。蕎麦は、次々と花が咲いて実っていく。同様に、いつまでも独り身でロ

マンスの花を咲かせながら、次々と子どもをこしらえていくから。 

蕎麦屋 

の湯桶 

うるさい奴のこと。そば湯を入れる漆塗りの湯桶は、角につぎ口がついている。他人の

話に横から口を出し、やたらと言う（湯）出すから。 

蕎麦の喧嘩 

（喧嘩のそば杖) 

とばっちりを受けることで、けんかをそばで見ていると、関係のない人が打ち合う杖に

当たることから。「蕎麦を食う」と「側杖を食う」の洒落 

月見の晩に タヌキとキツネが かけっこし おかめがはやし もりあげる（そばが何種類？）

 

楽習
がくしゅう

塾 塾長 平井 幸雄
た か お
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あ
な
た
の
そ
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わ
た
し
ゃ
あ
な
た
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い
い 

細
く
長
～
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一
生
一
緒
に
い
ま
す 

時
そ
ば 
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今
何
時
？
（
値
引
き
お
断
り
） 

時
間
限
定
商
品
（
売
り
切
れ
御
免
） 

お
酒 

二
号 

２
合
付 

お
そ
ば
（
お
側
妾
） 

離 円 
 

ピ
ン
そ
ば 

９ 円 

ア
ニ
マ
ル
そ
ば
三
点
セ
ッ
ト 

た
ぬ
き
・
き
つ
ね
・
大
ざ
る 
動物円 

雛
蕎
麦 

五
色
蕎
麦 

赤
（
海
老
切
り
） 

白
（
更
科
そ
ば
） 

青
（
茶
そ
ば
） 

黄
（
卵
切
り
） 

黒
（
ご
ま
切
り
） 

三月三日の 

桃の節句限定 

 

 

 

ひ
ょ
っ
と
こ
麺 

 

お
か
め
蕎
麦
よ
り
汁
が
熱
く
な
っ
て

い
ま
す
。
フ
ー
フ
ー
し
て
召
し
上
が
れ 

細
く
長
～
く
一
生
一
緒
に
い
ま
す 

駅
の
そ
ば 

関東一円 

１０％OFF 

○ 

○ 

は

？
駅
前
に
出
前
し
ま
す 



蕎麦に関することわざ めにゅー 

 

蕎
麦
の
自
慢
は
お
里
が
知
れ
る 

 
 

よ
い
ソ
バ
が
穫
れ
る
と
こ
ろ
は
土
地
が 

 
 

や
せ
地
で
、
米
を
作
る
に
は
適
し
な
い 

 
 

ゆ
え
、
ソ
バ
自
慢
は
余
り
自
慢
に
は
な
ら 

な
い 

蕎
麦
で
首
く
く
る 

 
 

出
来
る
は
ず
が
な
い
こ
と
。 

蕎
麦
る 

 
 

そ
ば
一
杯
で
辛
抱
す
る
。
昭
和
二
十
年 

 
 

代
ご
ろ
、
学
生
の
間
で
は
や
っ
た
言
葉
。 

 

蕎
麦
の
花
は
蜂
の
酒 

 
 

越
後
で
蝶
の
こ
と
を
「
酒
別
当
」
と
呼
ぶ 

 
 

の
に
な
ら
っ
て
、
蜂
が
ソ
バ
の
花
の
蜜
を 

 
 

吸
い
に
く
る
の
で
蜂
の
酒
と
名
づ
け
た
。 

親
馬
鹿
ち
ゃ
ん
り
ん 

 
 

 
 

 
 

蕎
麦
屋
の
風
鈴 

明
治
１
０
年
（
１
８
７
７
）
ご
ろ
、「
お
や 

 
 

ま
か
ち
ゃ
ん
り
ん
節
」
が
流
行
し
た
。 

「
串
を
さ
し
た
煮
込
み
の
お
で
ん
、
や
っ
ぱ 

り
士
族
の
商
法
だ
と
揶
揄
。 

オ
ヤ
マ
カ
チ
ャ
ン
リ
ン
」
は
、「
お
や
ま
あ
」 

と
言
っ
た
言
葉
に
か
ぶ
せ
て
、
親
馬
鹿
を 

「
お
や
ま
か
」
と
し
ゃ
れ
た
も
の
。 

一
方
、
屋
台
の
四
隅
に
風
鈴
を
ぶ
ら
下
げ
た 

夜
売
り
の
そ
ば
屋
が
流
行
っ
た
。 

「
ち
ゃ
ん
り
ん
」
と
「
ふ
う
り
ん
」
と
の 

語
呂
合
わ
せ
の
口
遊
び
。
ま
た
、
季
節
外
れ 

の
冬
で
も
鳴
っ
て
い
る
風
鈴
の
「
と
ん
ち
ん 

か
ん
」
な
様
子
が
、
親
ば
か
と
同
じ
で
あ
る 

と
い
う
こ
と
。
さ
ら
に
、
当
時
の
も
り
・
か 

け
の
値
段
が
八
厘
（
は
ち
り
ん
）
と
か
。 

「
り
ん
り
ん
と
り
ん
と
咲
い
た
る
梅
桃
桜 

嵐
に
つ
れ
て
花
は
散
り
り
ん
」（
り
ん
回
し
） 

 

一
鉢 

二
延
し 

三
包
丁 

手
打
ち
そ
ば
の
作
業
の
要
諦
を
語
呂
よ
く 

 
 

表
し
た
言
葉
。 

 
 

ま
ず
、
一
番
大
事
な
の
が
最
初
の
木
鉢
の 

 
 

工
程
・
水
回
し
・
練
り
で
、
こ
こ
で
そ
ば 

 
 

の
良
否
が
ほ
ぼ
決
ま
っ
て
し
ま
う
。 

 
 

次
に
延
し
、
最
後
が
包
丁
に
よ
る
切
り
方
で 

 
 

 

あ
り
、
こ
の
過
程
を
ふ
ん
で
修
行
す
る
。 

 

切
り
べ
ら
二
十
三
本 

 
 

江
戸
時
代
か
ら
そ
ば
職
人
の
腕
を
み
る 

 
 

技
能
の
一
つ
と
し
て
、
手
打
ち
そ
ば
の 

 
 

一
寸
（
３
．
０
３
㎝
）
幅
を
、
２
３
本
に 

 
 

切
り
、
そ
ば
一
本
の
切
り
幅
は
約
１
．
３
㎜ 

 
 

 
 

で
、
の
し
の
厚
さ
は
、
こ
れ
よ
り
少
し
厚
く
、 

 
 

切
り
口
は
や
や
長
方
形
に
な
る
の
が
満
点 

 
 

と
さ
れ
た
。
麦
手
間
二
十
三
本
と
も
い
う
。 

蕎
麦
は
三
分 

 
 

そ
ば
の
食
べ
方
は
好
き
ず
き
で
結
構
だ 

 
 

が
、
昔
は
そ
ば
つ
ゆ
が
辛
口
だ
っ
た
の
で
、 

 
 

三
分
だ
け
つ
ゆ
を
付
け
、
そ
ば
の
香
り
や 

 
 

風
味
を
味
わ
う
の
が
、
正
し
い
食
べ
方
と 

 
 

さ
れ
た
。 

朝
と
ろ 

夕
そ
ば 

 
 

朝
は
と
ろ
ろ
汁
を
す
す
り
、
夕
食
に
は 

 
 

そ
ば
を
食
べ
る
の
が
、
か
っ
て
の
信
州
に 

 
 

お
け
る
ご
馳
走
だ
っ
た
。 

饂
飩
三
本 

蕎
麦
六
本 

 
 

う
ど
ん
は
太
い
か
ら
一
度
に
三
本
ぐ
ら
い 

 
 

ず
つ
、
そ
ば
は
細
い
か
ら
六
本
ぐ
ら
い
ず 

 
 

つ
口
に
運
ぶ
の
が
ち
ょ
う
ど
良
い
と
い
う
。 

蕎
麦
食
っ
た
ら 

腹
あ
ぶ
れ 

 
 

そ
ば
を
食
っ
た
ら
、
腹
を
温
め
ろ
の
意
。 

手
打
ち
蕎
麦
の
上
手
な
作
り
方 

蕎
麦
の
上
手
い
食
べ
方 

 

蝿
蕎
麦 

 
 

秋
の
彼
岸
ご
ろ
、
ち
ょ
う
ど
ハ
エ
が
留
ま
っ 

 
 

た
よ
う
に
、
実
が
ポ
ツ
ポ
ツ
黒
く
な
る
く 

 
 

ら
い
が
、
ソ
バ
の
刈
り
ご
ろ
と
さ
れ
る
。 

 

蕎
麦
の
花
が
咲
け
ば 

 

鮎
が
く
だ
り
始
め
る 

 
 

下
り
ア
ユ
（
落
ち
ア
ユ
）
の
時
期
は
、
ソ
バ 

 
 

の
花
の
咲
く
頃
。
ア
ユ
の
味
は
七
、
八
月 

 
 

頃
が
一
番
良
く
、
九
月
に
な
る
と
腹
に 

 
 

熟
卵
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
ま
ず
い
。 

 
 

水
温
が
２
０
度
Ｃ
以
下
に
な
る
と
川
を 

 
 

下
り
始
め
る
が
、
そ
の
時
期
は
九
月
中
旬 

 
 

か
ら
十
月
に
か
け
て
で
あ
る
。 

蕎
麦
は
七
十
五
日 

 
 

そ
ば
は
播
種
し
て
か
ら
、
約
七
十
五
日
間 

 
 

で
収
穫
で
き
る
作
物
で
あ
る
。 

 
 

又
、
そ
ば
は
製
粉
の
手
間
が
か
か
る
た
め
、 

 
 

そ
の
日
の
夕
食
に
と
言
う
諺
も
多
い
。 

 

蕎
麦
蒔
き
星 

 
 

昴
（
す
ば
る
）
の
中
空
に
達
し
た
の
を 

 
 

目
安
に
、
ソ
バ
の
播
き
時
と
し
て
い
る
。 

 
 

昴
は
、
牡
牛
座
に
属
す
る 

 

六
個
ほ
ど 

 
 

の
星
が
個
々
に
群
れ
て
め
だ
ち
、
赤
道
に 

 
 

あ
る
の
で
空
の
真
中
を
通
り
、
農
耕 

 
 

漁
獲
な
ど
の
季
節
を
知
ら
せ
る
目
安
に 

 
 

な
る
。 

 

ク
ジ
ラ
が
嫌
い
な
蕎
麦
は
？
・
・
・「
も
り
」 

た
ぬ
き
蕎
麦
に
、
天
か
す
が
入
る
の
は 

天
ぷ
ら
の
ネ
タ
抜
き
だ
か
ら 

 

蕎
麦
の
上
手
な
栽
培
法 


