
 1 

第

四

回 

清

兵

衛

の

年

越

し 
正

月

は

年

中

行

事

の

中

で

も

大

掛

り

な

行

事

で

あ

り

、

大

き

な

区

切

り

で

あ

る

。

特

別

の

思

い

入

れ

が

あ

る

の

は

、

今

も

昔

も

変

わ

ら

な

い

と

思

わ

れ

る

。

そ

の

区

切

り

に

向

か

っ

て

既

に

十

二

月

か

ら

準

備

が

徐

々

に

始

ま

っ

て

い

る

こ

と

が

見

て

取

れ

る

の

で

、

正

月

の

序

奏

曲

で

あ

る

年

末

を

取

り

上

げ

て

当

時

の

京

都

の

商

家

の

年

末

を

み

て

み

た

い

と

思

う

。 

商

売

と

し

て

の

区

切

り 

商

売

の

年

一

度

の

大

き

な

区

切

り

は

や

は

り

正

月

で

あ

ろ

う

。

嘉

永

五

（

一

八

五

二

）

年

十

二

月

九

日

に

は

「

一

内

代

呂

物

勘

定

致

し

候

」

と

あ

り

、

内

の

、

と

敢

え

て

言

っ

て

い

る

こ

と

は

、

外

は

本

家

を

意

味

す

る

。

代

物

つ

ま

り

商

品

の

在

庫

調

べ

、

棚

卸

を

意

味

す

る

こ

と

と

思

わ

れ

る

。 

別

家

で

あ

る

清

兵

衛

は

本

家

に

帳

簿

閉

め

に

手

伝

い

を

行

く

の

が

恒

例

の

よ

う

だ

。

次

の

日

の

 

「

今

晩

例

年

の

通

本

家

帳

閉

」

が

見

ら

れ

る

。

使

用

人

を

行

か

せ

る

の

で

は

な

く

、

清

兵

衛

自

身

が

出

向

い

て

い

る

。

奉

公

人

と

し

て

お

世

話

に

な

っ

た

事

で

当

然

と

考

え

ら

れ

て

い

た

の

か

。

本

家

で

の

夕

食

は 

「

鯛

 
 

 
 

 
 

 

日

魚

 
 

 

初

肴

 

鯛

 
 

 
 

作

り

身
 

ぶ

り

こ 

 

塩

焼

き

 
 

吸

物

 

玉

子

 
 

 
 

 
 

か

ぶ

ら

 
 

 
 

 
 

大

こ

ん 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

せ

り 
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水

物

 

近

江

蕪

千

枚

漬

け

」 

 
鯛

の

塩

焼

き

は

や

は

り

締

め

く

く

り

の

お

祝

い

の

気

持

ち

が

込

め

ら

れ

て

い

る

と

思

わ

れ

る

。

清

兵

衛

は

じ

め

分

家

、

別

家

な

ど

の

元

の

奉

公

人

が

集

ま

り

、

手

伝

う

の

が

習

わ

し

と

し

て

あ

っ

た

と

み

え

る

。

当

時

の

京

都

と

い

う

と

、

新

鮮

な

魚

が

入

手

可

能

か

な

ど

気

に

な

る

が

、

鯛

も

ぶ

り

も

刺

身

で

食

べ

ら

れ

る

よ

う

な

新

鮮

な

状

態

で

、

入

手

可

能

だ

っ

た

こ

と

が

う

か

が

え

る

。

想

像

以

上

に

流

通

が

発

達

し

て

い

た

と

み

る

べ

き

で

あ

ろ

う

。

水

物

は

果

物

の

事

で

あ

る

が

何

か

は

記

さ

れ

て

い

な

い

。 

清

兵

衛

の

帳

閉

め

は

十

一

月

中

に

す

で

に

済

ま

せ

て

お

り

、

帳

閉

め

は

家

々

で

異

な

る

よ

う

だ

。 

「

店

一

統

 

水

治

 

水

和 

 
 

 

烏

賊

 
 

 

初

肴

 
大

鯛
 

 
 

 

白

み

そ 

取

肴

 

つ

む

ぎ

 
 

 
 

 

大

根

 
 

吸

物

 

鯛 

 
 

 

み

か

ん

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

豆

腐 

作

り

身

 

ぶ

り

こ 

 
 

 
 

大

根

お

ろ

し

」 

水

治

、

水

和

は

清

兵

衛

宅

の

か

つ

て

の

奉

公

人

だ

っ

た

か

、

呼

び

捨

て

に

し

て

い

る

。

名

前

の

水

は

屋

号

の

水

口

屋

の

略

号

で

あ

る

。

働

い

て

い

る

店

の

全

員

も

加

わ

り

、

祝

い

膳

を

囲

ん

だ

と

み

え

る

。

つ

む

ぎ

は

小

鳥

の

つ

ぐ

み

の

よ

う

だ

。

酒

の

記

述

は

な

い

が

、

肴

が

あ

る

の

で

、

当

然

酒

が

出

さ

れ

と

解

釈

す

る

。

本

家

の

帳

閉

め

に

劣

ら

ず

の

振

る

舞

い

で

あ

る

。

吸

物

に

白

み

そ

と

あ

る

の

で

、

ご

飯

で
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も

、

お

酒

で

も

こ

の

汁

物

一

つ

で

済

ま

せ

た

と

み

る

。

大

鯛

を

入

手

し

、

初

肴

に

吸

物

に

と

、

使

い

分

け

た

の

で

あ

ろ

う

。

初

肴

に

本

家

で

は

鯛

は

か

ぶ

と

の

取

り

合

わ

せ

で

、

清

兵

衛

宅

で

は

鯛

と

大

根

だ

。

い

ず

れ

に

し

て

も

京

風

薄

味

の

煮

物

が

思

い

浮

か

ぶ

。

ぶ

り

は

刺

身

、

味

が

濃

厚

な

の

で

、

大

根

お

ろ

し

で

食

し

た

と

思

わ

れ

る

。

ぶ

り

こ

は

ぶ

り

の

卵

で

は

な

く

小

ぶ

り

の

も

の

と

解

釈

し

た

。 

清

兵

衛

宅

で

の

商

品

値

札

の

替

え

は

二

十

日

ま

で

行

い

「

付

替

致

候

 

今

日

中

ニ

仕

舞

」

前

日

も

代

呂

物

付

け

替

え

を

し

て

お

り

、

や

っ

と

終

わ

っ

た

と

い

う

と

こ

ろ

だ

ろ

う

。

安

政

四

（

一

八

五

七

）

年

の

例

で

あ

る

が

、

「

清

兵

衛

一

統

 

日

暮

酒

 

鮒

昆

布

巻

 

近

江

蕪

あ

ん

か

け

」

酒

、

肴

で

家

族

中

含

め

て

労

を

ね

ぎ

ら

っ

た

の

で

あ

る

。

鮒

(

ふ

な

)

の

昆

布

巻

き

が

出

さ

れ

て

い

る

が

、

正

月

料

理

に

限

っ

て

い

な

い

こ

と

が

う

か

が

え

る

。

こ

の

時

期

に

な

る

と

近

江

蕪

(

か

ぶ

)

も

甘

み

が

増

し

て

い

た

こ

と

で

あ

ろ

う

。 

 
 

暮

れ

の

挨

拶 

十

日

頃

か

ら

、

ボ

チ

ボ

チ

年

末

の

挨

拶

か

と

思

わ

れ

る

贈

答

が

多

く

あ

る

。

「

歳

暮

」

の

文

字

は

な

い

が

、

寒

中

見

舞

と

記

し

て

い

た

り

、

特

別

何

も

記

し

て

い

な

か

っ

た

り

す

る

が

、

物

の

や

り

取

り

は

多

く

な

る

。

清

兵

衛

日

記

で

は

見

か

け

な

い

「

歳

暮

」

の

文

字

は

江

戸

時

代

前

期

、

京

都

の

年

中

行

事

を

記

し

た

『

日

次

紀

事

』

（

ひ

な

み

き

じ

）

延

宝

四

（

一

六

七

六

）

年

刊

に

は

「

歳

暮

礼

」

が

あ

る

の

で

、

「

歳

暮

」

の

言

葉

が

な

か

っ

た

の

で

は

な

い

よ

う

だ

。

そ

こ

に

は

相

互

に

贈

答

し

あ

う

と

あ

り

、

具

体

的

に

は

「

金

銀

衣

服

酒

肴

」

と

あ

る

。

が

、

「

清

兵

衛

日

記

」

で

は

ほ

と

ん

ど

が

食

品

で

あ

る

。 
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嘉

永

五

年

十

二

月

十

日 
「

鍵

六

様

ゟ

、

し

ぎ

鳥

壱

わ

 

せ

り

少

々

到

来

」 
同

年

十

二

月

十

三

日

に 

「

稲

荷

大

工

ゟ

、

魚

貝

壱

籠

到

来

致

し

候

」 

同

年

同

月

十

四

日

に 

「

大

文

之

お

菊

様

御

出

被

成 

土

産

ニ

菓

子

壱

到

来

致

し

候

 

代

〇

文

」 

同

年

同

月

二

十

日

に 

「

前

田

氏

ゟ

、

麩

と

酒

飲

烏

賊

墨

付

到

来

致

し

候

」 
 

同

年

同

月

二

十

一

日

に 

「

水

儀

様

ゟ

、

海

老

ざ

こ

五

合

到

来

」 

同

同

年

同

月

二

十

二

日

 
 

「

井

利

様

ゟ

浅

草

の

り

五

枚

到

来

い

た

し

候

」 

「

水

甚

ゟ

ほ

う

ぼ

う

壱

本

到

来

 

代

〇

〇

文

」 

清

兵

衛

と

同

じ

く

別

家

と

み

ら

れ

る

名

前

の

頭

に

水

が

付

い

て

い

る

水

儀

様

は

様

が

付

い

て

い

る

の

で

清

兵

衛

同

等

以

上

の

者

と

み

る

。

ま

た

い

た

だ

き

物

の

値

踏

み

を

記

し

て

い

る

の

は

後

日

お

返

し

の

参

考

に

す

る

か

ら

で

あ

ろ

う

。

金

額

は

暗

号

で

あ

る

が

自

分

が

理

解

出

来

れ

ば

い

い

と

い

う

事

か

。

鍵
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六

様

ゟ

（

よ

り

）

の

し

ぎ

鳥

は

野

鳥

で

あ

ろ

う

。

お

菊

様

は

妻

が

挨

拶

に

来

て

い

る

の

で

あ

る

。

前

田

氏

は

医

者

で

あ

る

が

、

持

参

し

て

い

る

の

で

当

然

先

に

お

礼

の

挨

拶

を

受

け

て

い

る

と

思

わ

れ

る

。 
到

来

物

を

使

い

回

し

に

す

る

こ

と

が

当

た

り

前

に

行

わ

れ

て

い

る

の

も

目

に

つ

く

。 

安

政

四

年

十

二

月

十

五

日

の

例

に 

「

大

津

越

作

殿

ゟ

鴨

弐

羽

つ

が

ひ

な

り

 

塩

く

じ

十

 

但

し

 

糀

づ

け

」

出

入

り

の

業

者

、

大

津

の

越

作

殿

よ

り

、

雄

雌

つ

が

い

の

鴨

と

糀

付

け

の

塩

ぐ

じ

十

匹

を

貰

っ

た

が

、

そ

の

日

の

中

に 

「

同

く

じ

 

壱

疋

万

七

へ

遣

し

」 

「

同

く

じ

 

壱

疋

水

武

へ

遣

し

」

と

塩

ぐ

じ

は

お

遣

い

も

の

に

さ

れ

て

い

た

。

し

か

し

塩

ぐ

ち

は

沢

山

い

た

だ

い

て

い

る

の

で

「

昼

時

 
家

内

一

統

 

右

ぐ

し

四

ツ

半

ヅ

ツ

 

汁

こ

ん

ぶ

」

使

用

人

ま

で

渡

っ

た

。

汁

は

こ

ん

ぶ

と

あ

る

の

で

、

と

ろ

ろ

昆

布

汁

だ

っ

た

の

だ

ろ

う

。

鴨

は

来

客

事

に

使

わ

れ

て

い

る

。 

 

同

年

同

月

十

八

日

に

 
 

「

七

ツ

時

前

田

周

亮

御

出

被

成

候

 

酒

出

し 

く

じ

 
 

 

鴨 

か

ら

す

ミ

 

畑

菜

 

小

海

老

ざ

こ

」 

先

の

前

田

氏

、

夕

方

四

時

頃

お

越

し

に

な

っ

た

の

で

、

お

酒

を

出

し

、

肴

は

到

来

物

の

鴨

、

ぐ

じ

、

海

老

ざ

こ

で

も

て

な

し

て

い

る

。

到

来

物

が

全

部

家

族

で

消

費

し

て

い

て

い

な

い

事

が

う

か

が

え

る

。 

清

兵

衛

の

年

末

の

礼 
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清

兵

衛

の

暮

れ

の

挨

拶

に

使

う

も

の

は

ほ

ぼ

毎

年

決

ま

っ

て

い

る

が

、

事

情

に

よ

っ

て

は

替

え

る

こ

と

も

あ

っ

た

。

嘉

永

五

年

十

二

月

二

十

一

日

に 
「

一

諸

方

へ

寒

気

見

舞

 

例

年

く

わ

ひ

遣

し

可

申

処

 

当

年

ハ

く

わ

ひ

大

高

値

ニ

付

 

板

遣

し

申

候

」

と

例

年

く

わ

い

を

配

っ

て

い

た

が

、

今

年

は

大

変

高

い

の

で

代

わ

り

に

板

か

ま

ぼ

こ

に

し

た

、

と

あ

る

。

本

家

を

筆

頭

に

十

軒

ほ

ど

の

名

前

が

記

さ

れ

て

い

た

。 

 
 

正

月

の

お

飾

り

作

り 

正

月

の

お

飾

り

は

家

の

主

人

が

用

意

し

た

よ

う

だ

。

安

政

四

年

十

二

月

二

十

一

日

に

「

晩

ニ

本

家

へ

か

さ

り

習

ひ

ニ

参

り

申

候

」

と

記

さ

れ

て

い

る

が

毎

年

の

よ

う

に

記

さ

れ

て

い

る

。

共

同

で

し

め

縄

造

り

を

し

て

い

た

と

の

で

は

な

い

か

。

と

い

う

の

は

私

の

故

郷

茨

城

で

も

最

近

ま

で

、

近

所

隣

が

集

ま

っ

て

し

め

縄

造

り

を

し

て

い

た

か

ら

で

あ

る

。 

 
 

正

月

の

餅

つ

き 

正

月

の

餅

は

ど

こ

の

家

庭

で

も

、

自

分

の

家

で

搗

く

の

が

常

で

あ

っ

た

。

清

兵

衛

宅

で

は

例

年

十

二

月

二

十

四

日

に

搗

い

て

い

た

。

白

い

餅

だ

け

で

な

く

、

雑

穀

の

粟

や

キ

ビ

も

使

っ

て

い

る

。

お

供

え

の

餅

は

も

ち

米

で

作

り

、

ほ

か

に

本

家

な

ど

へ

進

呈

す

る

餅

は

白

い

餅

で

あ

り

、

お

互

い

に

配

り

あ

う

。

数

量

は

「

十

三

到

来

」

が

多

く

み

ら

れ

る

の

で

、

あ

ま

り

大

き

く

な

い

丸

餅

で

あ

っ

た

ろ

う

。

餅

を

丸

く

す

る

の

は

、

丸

い

玉

を

神

霊

の

象

徴

と

考

え

ら

れ

て

い

た

か

ら

と

い

う

。

正

月

の

お

節

膳

に

小

さ

な

丸

餅

を

付

け

、

こ

の

餅

を

「

年

玉

」

と

呼

ん

だ

と

い

わ

れ

る

。 
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餅

配

り

の

習

わ

し

は

時

代

が

下

る

に

し

た

が

っ

て

親

し

い

間

柄

で

は

お

互

い

様

に

し

よ

う

と

取

り

止

め

る

の

が

み

え

る

。 

 
商

家

の

掛

け

取

り 

 

清

兵

衛

宅

の

使

用

人

は

年

末

掛

け

取

り

（

集

金

）

に

出

歩

い

て

い

る

の

が

う

か

が

え

る

。 

安

政

四

年

十

二

月

二

十

九

日

に 

「

四

ッ

時

元

助

丹

波

よ

り

帰

り

」

と

夜

十

時

に

帰

っ

て

い

る

。 

一

昼

時

後

亀

吉

丹

波

亀

山

迄

又

金

子

取

二

行

」 

同

年

同

月

晦

日

に 

「

香

助

丹

波

よ

り

五

ツ

時

後

帰

り

」

夜

八

時

過

ぎ

に

帰

っ

た

。

毎

年

の

事

で

苦

労

が

し

の

ば

れ

る

。 

師

走

の

施

し

と

礼 

『

日

本

歳

時

記

』

貝

原

益

軒

著

、

江

戸

時

代

前

期

の

貞

享

五

（

一

六

八

八

）

年

刊

に

は

親

戚

に

贈

り

物

を

し

て

「

歳

暮

を

賀

す

」

と

共

に

一

人

住

ま

い

や

困

窮

の

者

に

は

自

分

の

力

に

応

じ

て

財

物

を

贈

り

、

あ

る

い

は

恩

徳

の

あ

る

人

や

か

か

り

つ

け

の

医

者

な

ど

に

も

分

に

応

じ

て

物

を

贈

る

べ

き

だ

と

あ

る

。

歳

暮

に

公

徳

性

を

持

た

せ

よ

う

と

し

た

と

思

わ

れ

る

。

清

兵

衛

も

母

子

家

庭

に

お

金

を

渡

し

て

い

る

こ

と

が

記

さ

れ

て

も

い

る

。 

 
 

正

月

礼 

「

極

月

廿

八

日 
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一

正

月

祝

儀

左

之

通

り

遣

し 

 
本

 

下

板

三

枚

 
 

代

〇

〇

文 

 
 

 
下

女

三

人

へ

 

包

糸

遣

し

 

代

〇

〇

文 

 
 

 

小

児

へ
 

 
 

手

遊

之

義

ハ

為

替

二

仕

候 

香

勘

 

下

女

二

人
 

 

手

拭

壱

ツ

 

代

〇

〇

文 

 
 

 

下

女

弐

人

 
 

黒

朱

す

え

り

壱

ツ

ツ

ツ

 

代

〇

〇

文

ツ

ツ 

 
 

 

其

外

内

二

ハ

為

替

二

仕

候

」

本

は

本

家

の

事

、

さ

ら

に

七

軒

の

記

述

が

あ

り

、

返

礼

も

記

し

て

い

る

。

こ

こ

で

見

え

て

く

る

の

は

、

内

々

の

礼

は

お

互

い

様

に

し

て

取

り

止

め

る

が

、

下

女

下

男

に

は

お

互

い

に

気

配

り

し

て

い

る

の

が

目

立

つ

。 

晦

日

は

「

晩

酒

 

ぶ

り

こ

 

こ

ん

に

ゃ

く
 

組

重

 

に

し

め

」 

「

一

仕

舞

次

第

 

本

家

二

行 

 
 

 

湯

豆

腐

 

ぶ

り

 

水

な

」

奉

公

人

は

あ

く

ま

で

も

本

家

に

気

配

り

を

怠

ら

な

い

よ

う

で

あ

る

。 

 

【

参

考

文

献

】 

田

中

宣

一

・

宮

田

登

編

『

三

省

堂

年

中

行

事

事

典

』

三

省

堂
 

平

成

十

一

年 

大

久

保

忠

国

・

木

下

和

子

編

『

江

戸

語

辞

典

』

東

京

堂

出

版

 
平

成

三

年 

小

川

直

之

著

『

日

本

の

歳

時

伝

承

』KADO
KAW

A
 

平

成

二

十

年 

同

志

社

大

学

 

西

村

卓

ゼ

ミ

ナ

ー

ル

編

『

京

の

庶

民

史

』

か

も

が

わ

出

版
 

一

九

九

九

年 


