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第

二

回 

重

陽

の

節

句 
今

年

の

夏

は

こ

れ

ま

で

に

例

の

な

い

程

の

猛

暑

続

き

で

、

そ

ろ

そ

ろ

秋

が

待

ち

遠

し

い

。

そ

こ

で

秋

の

年

中

行

事

か

ら

取

り

上

げ

た

い

と

思

う

。 

九

月

九

日

の

重

陽

の

節

句 

今

回

は

重

陽

の

節

句

を

取

り

上

げ

る

。

九

月

九

日

と

言

っ

て

も

当

時

は

旧

暦

な

の

で

、

現

在

の

十

月

中

頃

で

あ

る

。

現

在

重

陽

の

節

句

は

な

じ

み

が

薄

く

な

っ

て

い

る

が

、

五

節

句

の

ひ

と

つ

で

あ

り

、

ち

ょ

う

ど

菊

の

盛

り

で

あ

る

と

こ

ろ

か

ら

、

菊

の

節

句

と

も

い

わ

れ

る

。 

「

重

陽

」

は

「

陽

」

の

数

字

が

重

な

る

日

の

意

味

で

九

月

九

日

の

こ

と

を

い

う

。

陽

の

数

字

は

奇

数

の

事

で

、

祭

事

や

儀

礼

な

ど

に

は

陽

数

が

尊

ば

れ

て

い

る

。 

 

ま

た

重

陽

は

冬

支

度

を

始

め

る

日

で

あ

り

、

重

ね

着

や

綿

入

れ

な

ど

の

出

番

と

な

っ

た

。

当

時

の

寒

さ

が

現

在

よ

り

早

く

来

た

こ

と

が

う

か

が

え

る

。 

重

陽

の

節

句

と

菊

花 

重

陽

の

行

事

は

す

で

に

『

日

本

書

紀

』

の

天

武

天

皇

十

四

（

六

八

五

）

年

九

月

九

日

に

宴

が

行

わ

れ

て

い

た

こ

と

が

見

え

、

七

世

紀

ま

で

さ

か

の

ぼ

る

こ

と

が

で

き

る

。

中

国

か

ら

の

伝

来

で

あ

ろ

う

。

そ

の

伝

統

の

流

れ

が

平

安

時

代

以

降

に

つ

な

が

っ

て

い

く

の

で

あ

る

。

菊

花

に

は

邪

気

や

悪

疫

を

祓

う

力

が

あ

り

、

ま

た

不

老

長

寿

の

力

が

あ

る

と

考

え

ら

れ

て

い

た

。

菊

の

花

び

ら

を

浮

か

べ

た

菊

酒

を

飲

ん

だ

と

い

う

。 



 2

現

在

で

も

菊

花

展

な

ど

菊

花

を

愛

で

る

の

は

こ

の

重

陽

の

節

句

が

起

点

で

あ

ろ

う

。 

江

戸

時

代

菊

を

育

て

る

事

が

、

全

国

的

に

流

行

し

て

い

た

。

清

兵

衛

日

記

で

も

菊

を

苗

か

ら

育

て

て

い

て

、

友

人

を

招

い

て

菊

見

の

会

を

開

い

て

い

る

。

菊

花

を

愛

で

る

文

化

は

日

本

に

根

づ

い

て

い

る

と

い

え

る

。 

重

陽

の

節

句

に

は

小

豆

飯

、

小

豆

粥

、

赤

飯

な

ど

が

作

ら

れ

た

。

小

豆

飯

や

栗

飯

、

餅

な

ど

各

地

で

食

べ

る

習

慣

は

、

赤

色

の

食

物

は

呪

力

を

持

つ

と

信

じ

ら

れ

て

い

た

か

ら

で

あ

る

。 

清

兵

衛

日

記

の

重

陽

の

節

句

 
 

清

兵

衛

日

記

で

は

ど

の

よ

う

に

記

さ

れ

て

い

る

の

だ

ろ

う

か

。 

嘉

永

五

（

一

八

五

二

）

年

九

月

九

日 

朝

祝

 

栗

飯

 

焼

物

 

生

ぶ

し 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

大

こ

ん 

一

七

ッ

時

 

酒

 

水

嘉

参

り 

 
 

 

取

肴

 

生

ぶ

し

 
 

湯

豆

腐

 
 

は

も

わ

た 

 
 

 
 

 
 

は

も

 
 

 
 

 
 

 
 

ね

ぎ 

 
 

 

吸

物

 

し

め

じ

 
 

 
 

 
 

 

松

竹 

朝

供

え

る

た

め

に

栗

飯

と

生

ぶ

し

、

大

こ

ん

が

用

意

さ

れ

た

。

栗

は

前

日

に

剥

い

て

用

意

し

た

と

思

わ

れ

る

。

ほ

か

に

一

品

、

焼

物

を

と

い

う

の

が

習

わ

し

な

の

だ

ろ

う

。

焼

物

は

必

ず

し

も

焼

物

で

な

く

と

も

焼

物

代

り

と

称

し

て

揚

げ

物

や

煮

物

で

代

用

さ

れ

る

こ

と

が

し

ば

し

ば

み

ら

れ

る

。

生

ぶ

し

は

カ

ツ

オ

の

蒸

し

た

も

の

で

、
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そ

の

ま

ま

大

こ

ん

お

ろ

し

を

添

え

、

醤

油

を

落

と

し

た

と

推

定

さ

れ

る

。

当

時

の

料

理

書

『

年

中

番

菜

録

』

嘉

永

二

（

一

八

四

九

）

年

刊

や

『

古

今

料

理

集

』

（

刊

年

不

記

）

か

ら

の

推

測

で

あ

る

。 
七

ッ

時

（

四

時

ご

ろ

）

酒

を

別

家

仲

間

と

飲

む

。

肴

は

三

菜

と

吸

物

。

生

ぶ

し

と

、

は

も

の

盛

り

合

わ

せ

。

そ

し

て

湯

豆

腐

。

も

う

一

品

は

、

は

も

わ

た

、

ね

ぎ

、

松

茸

で

あ

る

。

煮

物

仕

立

て

に

し

た

の

だ

ろ

う

。 

「

吸

物

」

は

「

汁

物

」

と

異

な

り

汁

物

は

味

噌

仕

立

て

が

多

く

、

ご

飯

が

伴

う

の

に

対

し

て

、

吸

物

は

す

ま

し

仕

立

て

で

酒

の

お

供

で

あ

る

。

吸

物

の

し

め

じ

は

前

日

の

到

来

物

で

あ

っ

た

。

清

兵

衛

日

記

に

は

、

料

理

ば

か

り

で

な

く

、

食

品

の

気

軽

な

や

り

取

り

が

多

く

記

さ

れ

て

い

る

。

こ

う

し

て

改

め

て

食

材

を

な

が

め

て

み

る

と

、

京

都

地

域

の

産

物

で

、

季

節

感

に

あ

ふ

れ

て

い

る

。 

 

嘉

永

以

後

の

九

月

九

日

の

状

況

変

化 

安

政

四

年

は

「

朝

祝

 

小

豆

飯

 
鯖

 

大

こ

ん

」

と

記

し

、

供

え

も

さ

れ

た

で

あ

ろ

う

。 

し

か

し

な

が

ら

、

そ

の

後

の

日

記

に

は

、

朝

祝

と

記

さ

れ

て

い

な

い

。

安

政

五

（

一

八

五

八

）

年

は

忌

み

事

が

あ

り

、

行

事

は

行

わ

な

い

と

し

て

い

る

が

、

次

の

安

政

六

（

一

八

五

九

）

年

朝

に

も

、

「

朝

祝

」

は

見

当

た

ら

な

い

。

昼

に

な

っ

て

「

昼

時

 

炙

 

棒

だ

ら

 

焼

豆

腐

」

が

あ

り

、

慶

応

元

（

一

八

六

五

）

年

に

は

、

「

昼

飯

 

小

豆

 

塩

さ

ば

 

大

こ

ん

」

と

昼

に

な

っ

て

小

豆

飯

が

作

ら

れ

た

よ

う

だ

。 

さ

ら

に

こ

の

年

「

一

当

節

句

御

礼

壱

人

も

無

之

候

」

と

あ

り

、

ど

こ

か

ら

も

挨

拶

に

来

な

い

と

し

る

し

て

い

る

。 

 

ま

た

慶

応

四

年

に

も

、

「

一

今

日

は

如

何

候

哉

 

御

礼

頓

等

な

し

」
、

き

ょ

う

は

ど

う

し

た

こ

と

だ

ろ

う

か

。

誰

も

さ

っ

ぱ

り

挨

拶

に

来

な

い

、

と

。

こ

の

行

事

に

人

々

の

関

心

が

薄

れ

て

い

る

こ

と

の

あ

ら

わ

れ

で

あ

ろ

う

。
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し

か

し

「

昼

時

 

赤

飯

 

棒

だ

ら

 

ぜ

ん

ま

い

」

と

行

事

食

は

作

っ

て

い

る

。

「

ひ

る

沢

山

 

白

豆

腐

 

松

茸

 

替

り

が

わ

り

」

と

奉

公

人

も

お

替

り

し

て

た

っ

ぷ

り

食

べ

た

よ

う

だ

。 

 

七

ッ

時

分

、

別

家

仲

間

の

二

人

が

来

て

酒

を

飲

む

。 

「

こ

け

ら

ず

し

 

松

茸

 

縮

緬

ざ

こ

 

ゆ

ば

 

す

い

き

（

ず

い

き

の

意

）

 
 

鮒

煮

 
 

吸

物

 

は

も

 

松

茸

 

し

め

じ

」 

「

ひ

る

沢

山

ニ

有

之

候

故

 

右

ふ

な

不

喰

 

明

日

ニ

廻

し

申

候

」

と

食

べ

る

量

が

沢

山

あ

っ

た

の

で

、

鮒

の

煮

物

は

次

の

日

に

廻

し

た

、

と

記

し

て

い

る

。 

 

こ

け

ら

ず

し

は

押

し

ず

し

の

一

種

で

、

い

ろ

い

ろ

な

具

材

を

飯

の

間

に

は

さ

み

、

ま

た

飯

の

上

に

乗

せ

て

押

し

た

す

し

で

、

使

う

具

材

に

よ

っ

て

、

如

何

様

に

も

仕

上

げ

ら

れ

る

。

こ

の

時

の

こ

け

ら

ず

し

の

具

材

は

松

茸

、

ち

り

め

ん

ざ

こ

、

ゆ

ば

、

ず

い

き

で

あ

っ

た

。

こ

の

こ

け

ら

ず

し

の

名

前

の

由

来

は

、

こ

け

ら

落

と

し

に

作

ら

れ

た

か

ら

と

い

う

。

こ

け

ら

ず

し

の

作

り

方

は

『

名

飯

部

類

』

享

和

二

（

一

八

〇

二

）

年

刊

に

詳

し

く

記

さ

れ

て

い

る

。 

こ

こ

で

天

気

、

気

温

に

つ

い

て

も

触

れ

て

お

き

た

い

。

慶

応

四

（

一

八

六

八

）

年

九

月

九

日

に

は

、

「

一

折

々

時

雨

有

 

大

意

ニ

寒

く

布

子

着

用

」

し

ぐ

れ

て

寒

か

っ

た

、

清

兵

衛

も

木

綿

の

綿

入

れ

を

着

た

と

記

し

て

い

る

。

湯

豆

腐

の

献

立

も

う

な

ず

け

よ

う

。 

大

名

家

の

九

月

九

日

の

例 

臼

杵

藩

江

戸

屋

敷

で

は

、

干

鯛

、

赤

飯

を

供

え

、

祝

い

の

餅

も

作

ら

れ

て

い

た

よ

う

だ

。

し

か

し

な

が

ら

、
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慶

応

二

（

一

八

六

六

）

年

よ

り

、

「

平

日

通

り

」

と

な

っ

て

、

形

式

的

な

し

き

た

り

は

な

く

な

っ

た

と

い

う

。

慶

応

三

（

一

八

六

七

）

年

に

は

、

大

政

奉

還

が

行

わ

れ

た

こ

の

頃

、

大

き

く

世

の

中

が

変

化

し

た

こ

と

が

考

え

ら

れ

る

。

間

も

な

い

明

治

二

（

一

八

六

九

）

年

に

は

、

天

皇

が

京

都

か

ら

、

東

京

に

移

ら

れ

て

も

い

る

。 

重

陽

の

節

句

の

ゆ

く

え 

時

代

の

流

れ

に

添

っ

て

重

陽

の

節

句

の

習

慣

は

、

「

何

与

な

く

お

礼

な

し

」

と

明

治

に

入

っ

て

の

清

兵

衛

日

記

の

記

述

か

ら

も

、

何

と

な

く

薄

れ

て

い

く

の

を

感

じ

て

い

た

こ

と

が

う

か

が

え

る

。

し

か

し

な

が

ら

、

体

制

が

変

化

し

た

と

し

て

も

永

い

間

信

じ

守

っ

て

き

た

習

慣

、

意

識

の

深

層

に

染

み

込

ん

だ

心

意

は

残

っ

て

い

る

と

思

わ

れ

る

。

急

に

意

識

は

変

わ

ら

な

い

の

で

あ

ろ

う

。

ち

な

み

に

明

治

四

（

一

八

七

一

）

年

の

昼

に

も

「

昼

時

 

小

豆

飯

」

と

記

さ

れ

、

小

豆

飯

は

作

ら

れ

て

い

る

。

赤

飯

は

も

ち

米

を

蒸

す

の

で

、

う

る

ち

米

を

炊

く

小

豆

飯

よ

り

手

間

が

か

か

る

。

赤

飯

を

作

る

手

間

を

省

き

た

い

時

は

小

豆

飯

を

作

っ

た

の

で

あ

ろ

う

。 
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・
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廸

子

『

隠
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大

名

の

江

戸

暮

ら

し

』

吉

川
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文

館
 

一

九

九

九

年

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

・

宮

田

登

『

正

月

と

ハ

レ

の

日

の

民

俗

学

』

大

和

書

房

 

一

九

九

七

年 


