
 1 

第

六

回 

二

十

三

夜

待

ち 
一

月

二

十

日

を

ハ

ツ

カ

シ

ョ

ウ

ガ

ツ

と

い

う

が

、

こ

の

日

で

正

月

行

事

は

す

べ

て

終

わ

る

と

さ

れ

る

。

二

十

日

過

ぎ

に

清

兵

衛

日

記

で

ま

ず

目

に

入

っ

て

く

る

の

は

「

二

十

三

夜

待

ち

」

で

あ

る

。

二

十

三

日

の

夜

の

月

待

ち

行

事

で

、

月

の

満

ち

欠

け

で

暦

を

定

め

て

い

た

時

代

、

二

十

三

日

の

月

は

真

夜

中

に

な

っ

て

の

ぼ

る

下

弦

の

月

で

あ

り

、

二

十

三

夜

待

ち

（

講

単

位

で

宿

に

集

ま

り

、

念

仏

を

唱

え

た

り

、

飲

食

を

し

な

が

ら

月

の

出

を

待

ち

、

月

を

拝

ん

で

解

散

す

る

）

が

全

国

的

に

行

わ

れ

て

い

た

。

 
 

 

清

兵

衛

宅

の

二

十

三

夜

待

ち 

こ

の

行

事

は

地

域

で

行

う

行

事

で

は

な

く

、

家

で

行

わ

れ

る

行

事

で

あ

る

。

清

兵

衛

宅

で

は

例

年

い

ろ

い

ろ

な

人

が

集

ま

っ

て

い

る

。

講

（

神

仏

を

祭

り

、

ま

た

は

参

詣

す

る

同

行

者

で

組

織

す

る

団

体

。

例

え

ば

伊

勢

講

・

稲

荷

講

・

二

十

三

夜

講

・

大

師

講

な

ど

）

と

い

う

単

位

で

は

な

く

、

そ

の

時

々

で

集

ま

る

人

は

さ

ま

ざ

ま

で

あ

る

が

妻

の

実

家

や

別

家

の

人

た

ち

中

心

の

場

合

が

多

い

。

人

を

呼

ば

な

か

っ

た

年

は

忌

中

や

災

害

が

あ

っ

た

場

合

で

あ

る

。

そ

れ

で

も

家

の

者

ば

か

り

で

行

事

食

は

食

し

て

い

る

。

月

が

出

な

い

雨

の

日

で

あ

っ

て

も

、

二

十

三

日

は

変

更

が

な

か

っ

た

。 

 
 

二

十

三

日

の

も

う

ひ

と

つ

の

行

事 

 

旧

暦

十

一

月

二

十

三

日

近

く

に

行

わ

れ

て

い

る

「

大

師

講

」

と

い

う

大

師

を

祀

る

行

事

が

あ

る

。 

大

師

と

は

弘

法

大

師

（

空

海

）

を

は

じ

め

有

名

な

大

師

を

祀

る

行

事

で

あ

る

。

伝

承

に

よ

る

と

大

師

は
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十

一

月

二

十

三

日

の

夜

に

村

々

を

ま

わ

り

、

各

家

を

訪

れ

て

祝

福

を

与

え

る

神

の

姿

と

考

え

ら

れ

て

い

る

。

こ

の

時

期

は

太

陽

の

力

が

最

も

衰

え

、

少

し

ず

つ

回

復

が

期

待

さ

れ

る

時

期

で

も

あ

る

。

こ

の

時

に

神

を

迎

え

て

行

っ

た

の

が

大

師

講

で

あ

る

。

正

月

と

い

う

何

か

と

気

ぜ

わ

し

い

日

が

過

ぎ

て

ほ

っ

と

す

る

時

期

に

こ

の

大

師

講

と

二

十

三

夜

待

ち

を

絡

め

て

行

っ

た

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

と

い

う

の

は

大

師

講

の

供

物

に

は

小

豆

粥

・

団

子

・

大

根

な

ど

が

一

般

的

で

あ

る

が

、

こ

の

行

事

食

に

は

こ

れ

ら

の

食

材

を

組

み

込

ん

だ

献

立

に

な

っ

て

い

る

か

ら

で

あ

る

。

例

年

ほ

と

ん

ど

同

じ

献

立

で

あ

る

。 

 
 

二

十

三

日

の

夜

の

お

集

り 

 

安

政

五

（

一

八

五

八

）

年

を

取

り

上

げ

て

み

よ

う

。

雨

が

降

っ

て

い

た

日

で

あ

る

。 

「

例

年

之

通

廿

三

夜

待

仕

候 

 

当

年

ハ

は

な

し

や

参

り

候

 

此

礼

 
金

壱

朱

ト

酒

切

手

壱

升 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

香

勘

殿

ゟ

〇

〇

〇

半

分

到

来 

 

聞

人

 

お

や

そ

 

お

友

 
 

 
 

 

と

よ

土

産
 

州

浜

饅

頭

九

到

来

」

 
 

 
 

 

 

聞

く

人

の

氏

名

が

記

述

さ

れ

て

い

る

が

全

部

で

十

八

人

、

お

や

そ

、

お

友

は

妻

の

実

家

の

者

、

そ

の

他

奉

公

人

や

丁

稚

、

別

家

の

人

々

、

舞

師

匠

、

乳

母

な

ど

聞

き

に

来

た

人

々

す

べ

て

名

前

が

記

さ

れ

て

い

る

。

ま

た

記

さ

れ

て

は

い

な

い

が

、

清

兵

衛

一

家

も

加

わ

っ

た

事

だ

ろ

う

。

は

な

し

家

を

呼

ん

で

念

仏

を

唱

え

る

と

い

う

こ

と

で

は

な

く

、

落

語

を

聞

い

た

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

こ

の

礼

に

お

金

一

朱

と

酒

切

手

（

酒

の

商

品

券

）

一

升

を

渡

し

て

い

る

。

土

産

持

参

の

者

も

い

る

。

そ

の

日

の

食

事

は 
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「

茶

飯

 

五

升

 
 

 

湯

豆

腐

四

十

丁 

 
 

 

黒

豆

五

合

 
 

 
 

葛 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

か

ら

し

 
 

 
 

水

な

し

た

し

」 

黒

豆

入

り

の

茶

飯

と

湯

豆

腐

、

湯

豆

腐

は

大

勢

な

の

で

冷

め

な

い

よ

う

葛

で

と

ろ

み

を

つ

け

た

と

考

え

ら

れ

る

。

薬

味

に

は

か

ら

し

が

添

え

ら

れ

た

。

他

に

水

菜

の

お

浸

し

。

全

員

に

振

る

舞

わ

れ

た

料

理

で

あ

る

。

豆

腐

は

予

約

注

文

し

て

い

た

よ

う

だ

。

慶

応

四

（

一

八

六

八

）

年

の

例

で

は

あ

る

が

、 

「

湯

豆

腐

 

綿

左

へ

四

十

五

丁

誂

申

候

得

と

も

 

釜

工

合

ニ

寄

五

十

丁

拵

参

り

候

」 

豆

腐

屋

綿

左

へ

四

十

五

丁

注

文

し

て

あ

っ

た

が

、

釜

の

具

合

で

五

十

丁

こ

し

ら

え

た

と

持

っ

て

き

た

と

記

し

て

い

る

。

一

釜

で

五

十

丁

作

っ

て

い

た

と

考

え

ら

れ

る

。

慶

応

四

年

は

不

穏

な

年

に

な

り

、

身

内

ば

か

り

で

あ

っ

た

が

豆

腐

屋

の

注

文

は

そ

の

ま

ま

に

し

た

。

豆

腐

屋

に

遠

慮

し

た

の

か

も

し

れ

な

い

。 

 

「

酒

 
 

巻

す

し

 
 

 

高

野

豆

腐 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

く

わ

ひ

 
 

 
 

初

肴
 

三

月

大

根 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

み

か

ん

 
 

 
 

 
 

 
飛

竜

頭 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〇

ゆ

ば 

 
 

 
 

 

大

平

皿

 

椎

茸

 
 

 
 

 
 

酢

み

そ

 

こ

ん

に

ゃ

く 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ゆ

り

ね 

 
 

 
 

 
 

 
 

せ

り

 

」
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二

十

三

日

夜

の

料

理 

酒

の

後

に

記

し

て

い

る

料

理

は

酒

を

振

る

舞

わ

れ

た

人

だ

け

の

ご

馳

走

だ

っ

た

と

考

え

ら

れ

る

。

こ

の

日

の

料

理

は

す

べ

て

精

進

料

理

で

あ

る

こ

と

か

ら

、

大

師

講

の

行

事

と

絡

ん

で

い

る

と

想

像

し

た

が

ど

う

で

あ

ろ

う

か

。

大

師

講

に

は

大

根

料

理

が

欠

か

せ

な

い

も

の

で

あ

る

し

、

こ

の

二

十

三

夜

月

待

ち

に

も

例

年

必

ず

使

っ

て

い

る

。

巻

す

し

は

な

い

年

も

あ

り

騒

が

し

か

っ

た

慶

応

四

年

に

は

「

当

年

時

節

柄

ニ

付

 

巻

す

し

見

合

」

と

あ

り

、

今

年

は

時

節

柄

巻

す

し

を

見

合

わ

せ

る

と

の

こ

と

で

、

巻

す

し

は

ご

馳

走

だ

っ

た

こ

と

が

う

か

が

え

る

。

浅

草

の

り

が

当

時

贅

沢

品

だ

っ

た

の

か

も

し

れ

な

い

。

大

平

皿

と

は

、

大

き

な

蓋

つ

き

の

塗

物

の

器

で

、

料

理

は

一

緒

盛

り

に

し

て

取

り

回

し

に

さ

れ

た

。

煮

物

で

あ

る

こ

と

が

多

く

、

ゆ

ば

、

椎

茸

、

ゆ

り

ね

、

せ

り

と

彩

り

豊

か

な

料

理

が

盛

ら

れ

て

い

る

。

煮

物

の

他

に

、

酢

の

物

の

こ

ん

に

ゃ

く

酢

み

そ

が

あ

り

、

料

理

全

体

を

引

き

締

め

て

い

る

と

思

わ

れ

る

。

例

年

ほ

ぼ

同

じ

献

立

で

あ

る

が

実

に

見

事

な

行

事

食

と

い

え

る

。 

 
 
 
 

 

二

十

三

日

夜

の

過

ご

し

方 

こ

の

日

に

念

仏

を

唱

え

た

こ

と

は

ど

の

年

に

も

見

ら

れ

な

い

が

、

先

に

取

り

上

げ

た

よ

う

に

は

な

し

家

を

呼

ん

で

い

る

。

江

戸

時

代

の

末

に

は

都

市

や

地

方

で

芸

能

が

盛

ん

に

な

っ

て

い

て

、

身

近

に

い

ろ

い

ろ

親

し

み

楽

し

ん

で

い

た

よ

う

で

あ

る

。

行

事

に

事

寄

せ

て

お

楽

し

み

の

機

会

に

な

っ

て

い

た

に

違

い

な

い

。 

お

月

様

に

関

し

て

記

し

て

い

る

の

は

慶

応

四

年

「

当

年

東

方

雲

な

く

月

之

出

結

構

ニ

而

難

有

来

候

」
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と

あ

り

「

今

年

は

東

方

面

に

雲

も

な

く

す

ば

ら

し

い

月

が

出

て

お

り

有

り

難

い

事

だ

」
と

記

述

し

て

い

る

。

毎

年

二

十

三

日

に

人

を

呼

ぶ

と

は

限

ら

な

い

と

す

で

に

記

し

た

が

、

嘉

永

五

年

に

は

「

例

年

之

通

廿

三

夜

待

ニ

候

得

共

 

中

陰

中

故

不

仕

候

 

乍

併

家

内

斗

」

と

中

陰

（

人

が

亡

く

な

っ

て

か

ら

四

十

九

日

以

内

）

中

な

の

で

行

わ

な

い

、

し

か

し

な

が

ら

家

の

者

だ

け

で

、

と

あ

る

。

あ

る

い

は

慶

応

四

年

に

は

「

月

待

仕

候

 
当

年

動

揺

ニ

付

内

う

ら

斗

」

当

年

は

世

の

中

揺

ら

い

で

い

る

の

で

、

内

輪

の

者

ば

か

り

で

、

と

あ

り

別

家

の

者

な

ど

六

名

が

記

さ

れ

て

い

る

。

明

治

に

改

元

さ

れ

た

の

は

そ

の

十

日

ぐ

ら

い

後

の

二

月

三

日

の

こ

と

で

あ

る

。

清

兵

衛

日

記

に

は

江

戸

時

代

末

期

特

に

世

の

中

の

動

き

や

町

お

触

れ

な

ど

も

多

く

記

さ

れ

、

京

都

の

町

が

穏

や

か

で

な

か

っ

た

こ

と

が

う

か

が

え

る

。 

現

在

、

二

十

三

夜

月

待

行

事

は

一

般

に

行

わ

れ

て

い

な

い

よ

う

だ

が

、

当

時

は

何

か

に

つ

け

集

ま

り

、

地

域

の

コ

ミ

ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

を

う

ま

く

取

っ

て

い

た

の

か

も

し

れ

な

い

。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

【

参
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献

】 

福
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他

『

暦

と
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』

八

坂

書

房
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成

十

三

年 

田
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宣

一

・

他

『

三

省

堂

 

年

中

行

事

事

典

』

三

省

堂

 

平

成

三
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