
 1 

第

七

回 

初

午 
二

月

初

め

て

の

午

（

う

ま

）

の

日

を

初

午

と

い

う

。

初

午

は

稲

作

の

開

始

に

先

立

つ

祭

り

の

一

つ

で

あ

る

。

初

午

は

新

暦

に

す

れ

ば

三

月

中

旬

頃

が

多

く

、

春

分

の

間

近

の

日

に

な

る

。

稲

荷

信

仰

は

全

国

的

に

み

ら

れ

、

初

午

に

は

稲

荷

神

社

の

祭

り

が

盛

ん

に

行

わ

れ

て

い

た

。

稲

荷

は

イ

ネ

ナ

リ

の

意

味

で

あ

る

と

言

い

、

農

業

の

神

へ

の

信

仰

を

基

盤

に

し

て

い

る

。

ま

た

漁

村

に

お

い

て

も

稲

荷

は

漁

を

も

た

ら

す

漁

業

神

と

し

て

信

仰

さ

れ

る

な

ど

、

稲

荷

信

仰

は

民

衆

の

生

活

に

密

着

し

て

い

た

。

さ

ら

に

初

午

の

頃

は

空

気

も

乾

燥

し

て

い

て

、

火

事

の

出

や

す

い

季

節

で

あ

る

こ

と

か

ら

、

初

午

に

は

火

防

信

仰

も

加

わ

り

幅

広

い

意

味

合

い

を

も

つ

よ

う

に

な

っ

た

。 

初

午

の

由

来 

 

『

山

城

国

風

土

記

』

逸

文

に

稲

荷

神

は

和

銅

四

（

七

七

一

）

年

二

月

七

日

初

午

に

稲

荷

山

三

ツ

峰

に

鎮

座

し

た

と

あ

る

故

事

に

因

み

、

人

々

は

五

穀

豊

穣

・

笑

福

・

商

売

繁

盛

な

ど

を

祈

願

し

た

の

が

始

ま

り

で

、

全

国

各

地

に

稲

荷

神

を

祭

祀

す

る

風

習

が

広

ま

っ

た

と

い

う

。 

初

午

と

稲

荷

詣

で 

稲

荷

信

仰

は

江

戸

時

代

に

一

気

に

各

地

に

広

ま

っ

た

。

し

か

し

初

午

に

稲

荷

神

社

に

詣

で

る

こ

と

は

も

っ

と

古

く

か

ら

行

わ

れ

て

い

た

。

平

安

時

代

末

期

の

『

今

昔

物

語

集

』

に

は

「

今

昔

、

衣

曝

ノ

始

午

ノ

日

ハ

、

昔

ヨ

リ

京

ニ

上

中

下

ノ

人

稲

荷

詣

ト

シ

テ

参

リ

集

フ

日

也

」

伏

見

稲

荷

大

社

に

身

分

に

関

係
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な

く

多

く

の

男

女

が

参

る

日

と

あ

る

。 

 

江

戸

の

初

午 
初

午

は

稲

作

の

開

始

に

先

立

つ

祭

り

の

一

つ

で

あ

る

が

、

近

世

江

戸

で

は

商

売

繁

盛

・

笑

福

・

大

漁 

厄

除

け

・

子

授

け

な

ど

の

神

様

と

し

て

信

仰

を

集

め

た

。

「

伊

勢

屋

 

稲

荷

に

犬

の

糞

」

と

い

わ

れ

る

ほ

ど

稲

荷

神

社

が

ど

こ

に

で

も

あ

っ

た

よ

う

だ

。 

 

京

都

の

初

午

参

詣 

 

初

午

は

大

き

な

行

事

で

あ

る

。

働

く

人

に

は

参

詣

の

名

目

で

仕

事

か

ら

解

放

さ

れ

る

貴

重

な

時

間

と

な

る

。

そ

れ

は

多

少

お

天

気

が

悪

か

ろ

う

が

出

か

け

た

の

で

あ

る

。 

 

安

政

四

（

一

八

五

七

）

年

二

月

十

二

日

に 

「

幸

助

 

太

助

 

元

助

 

金

吉

〆

四

人

 
稲

荷

初

午

参

り

致

し

候

 

雨

降

り

候

得

共

昼

後

俄

ニ

行

 
 

弁

当

 
 海

老

 
 

 

ぼ

ら

 
 

 

鉄

砲

あ

へ 

玉

子

 
 

 

こ

ん

ぼ

 
 

 

水

な

 
 

 

握

り

飯 

く

わ

ひ

 
 

 
 

 
 

 
 

赤

貝

」 

 

お

弁

当

持

参

で

、

清

兵

衛

宅

で

働

く

若

者

は

出

か

け

て

い

っ

た

。

に

わ

か

に

出

か

け

て

行

っ

た

と

記

し

て

い

る

の

で

、

清

兵

衛

に

と

っ

て

は

雨

な

の

に

出

か

け

た

と

い

う

思

い

が

あ

っ

た

の

で

あ

る

。

ま

た

こ

れ

だ

け

の

弁

当

は

前

も

っ

て

の

準

備

が

あ

っ

た

は

ず

で

、

毎

年

恒

例

に

な

っ

て

い

る

と

思

わ

れ

る

。
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弁

当

持

参

で

行

く

稲

荷

神

社

は

近

所

で

は

な

い

神

社

で

、

名

の

知

れ

た

伏

見

稲

荷

神

社

の

事

で

あ

ろ

う

。

日

記

に

は

わ

か

り

き

っ

た

事

は

あ

え

て

記

さ

な

い

の

で

伏

見

の

稲

荷

と

は

記

し

て

い

な

い

と

み

る

。 
参

詣

は

勿

論

女

性

も

行

っ

て

い

る

。

安

政

五

（

一

八

五

八

）

年

二

月

十

二

日

に

「

一

お

夏

 

と

よ

 

初

午

参

詣

い

た

し

候

」

と

あ

り

、

参

詣

は

若

い

人

達

の

出

会

い

の

場

と

な

っ

た

で

あ

ろ

う

こ

と

は

想

像

で

き

る

。

同

日

に

「

留

守

番

嘉

兵

衛

 

武

介

」

少

し

年

上

の

番

頭

級

の

者

は

参

詣

卒

業

と

い

う

こ

と

で

あ

ろ

う

。

こ

の

日

留

守

番

も

同

じ

昼

飯

で

「

外

に

残

り

物

い

ろ

い

ろ

」

と

あ

り

気

遣

い

を

し

て

い

る

。 

 
 

 

稲

荷

神

社

の

参

詣

準

備 

 

稲

荷

神

社

で

は

大

勢

の

参

詣

者

を

迎

え

る

に

当

っ

て

そ

れ

な

り

の

準

備

が

必

要

で

あ

る

。

清

兵

衛

日

記

に

も

そ

れ

に

つ

い

て

触

れ

て

い

る

。

嘉

永

五

（

一

八

五

二

）

年

二

月

七

日

に 

「

初

午

ニ

付

 

清

兵

衛

稲

荷

に

出

勤

ス

」

と

あ

る

の

で

、

住

民

が

支

え

て

い

た

と

考

え

る

。

初

午

当

日

以

前

に

一

日

は

手

伝

う

事

が

あ

る

よ

う

だ

。

出

勤

す

、

と

記

し

て

い

る

の

で

義

務

に

近

い

と

思

わ

れ

る

。 

安

政

六

（

一

八

五

九

）

年

二

月

四

日

に 

「

一

初

午

の

己

日

（

以

前

の

日

）

稲

荷

ヘ

行

、

当

町

 
松

屋

町

 

達

庄

 

千

切

与

 

近

五

 

鍵

半

 

河

嘉

 

山

市

 

玉

甚

 

此

方

 

当

町

ゟ

弁

当

 

百

疋

」

と

あ

り

、

二

つ

の

町

が

関

わ

っ

て

い

る

。

し

か

も

手

弁

当

の

よ

う

だ

。

職

人

も

混

じ

っ

て

い

る

よ

う

な

の

で

修

復

す

る

よ

う

な

所

も

あ

る

か

も

し

れ

な

い

。

文

久

三

（

一

八

六

三

）

年

に

は

「

初

午

当

日

 

当

年

ハ

今

日

一

日

稲

荷

へ

下

り

申

候

」

と

あ

り

、

今

年

は

初

午

当

日

の

み

の

手

伝

い

で

清

兵

衛

含

め

て

八

人

列

挙

し

て

い

る

。

さ

ら

に

清

兵

衛

は

丁

稚

小

僧

の
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定

吉

を

同

行

さ

せ

て

い

る

。

本

年

は

修

復

の

必

要

が

な

か

っ

た

の

か

も

し

れ

な

い

。 

 
 

 
 

稲

荷

神

社

の

食 

「

修

復

方

ゟ

弁

当

二

重

 

代

拾

匁

 

森

太 

 
 

 
 

 
い

た

 
 

 
 

又

壱

匁

ま

し 

 
 

壱

重

 

き

す

焼

付

焼

 
 

壱

重

 

糸

寄

付

焼 

 
 

 
 

 

長

い

も

 
 

 
 

 
 

 

め

う

ど 

 

稲

荷

一

社

中

ゟ

 

酒

弐

升 

 
 

い

た 

 
 

巻

玉

子

 
 

 

ぼ

ら

 
 

 
 

鉄

砲

あ

へ

 

ね

ぎ 

 
 

ゐ

ゝ

た

こ

 
 

 

付

焼

 
 

 
 

 
 

 
 

く

じ

ら 

 
 

高

野 

 
 

み

か

ん

」 

修

復

方

よ

り

弁

当

と

記

し

て

い

る

の

は

、

業

者

が

仕

事

と

し

て

受

け

て

い

る

と

み

る

。

奉

仕

し

て

い

る

町

の

方

々

へ

の

弁

当

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

二

重

重

ね

の

重

箱

、

料

理

屋

森

太

か

ら

届

き

支

払

い

は

一

匁

増

し

の

十

一

匁

と

い

う

こ

と

だ

。

い

た

は

板

か

ま

ぼ

こ

の

意

で

か

ま

ぼ

こ

、

き

す

の

付

焼

、

添

え

は

長

い

も

、

糸

寄

の

付

焼

 

め

う

ど

は

季

節

を

感

じ

さ

せ

る

春

先

の

野

菜

、

さ

っ

と

煮

た

と

思

わ

れ

る

。 

 

仕

事

が

一

段

落

で

酒

の

席

に

な

っ

た

。

稲

荷

神

社

か

ら

は

酒

二

升

届

い

た

。

ゐ

ゝ

た

こ

も

春

が

旬

。
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鉄

砲

あ

へ

は

味

噌

和

え

物

で

、

く

じ

ら

は

く

じ

ら

の

尾

羽

で

白

く

縮

れ

た

プ

リ

プ

リ

し

た

も

の

だ

ろ

う

。

高

野

は

高

野

豆

腐

で

あ

る

。

町

の

人

々

へ

の

気

遣

い

も

さ

る

こ

と

な

が

ら

町

の

人

々

の

貢

献

は

大

き

い

。 

 
 

 
初

午

の

行

事

食 

初

午

の

祭

り

に

は

「

三

都

と

も

小

豆

飯

に

辛

し

菜

の

味

噌

あ

へ

を

調

し

、

こ

れ

を

食

す

」

の

が

習

わ

し

と

『

守

貞

謾

稿

』

嘉

永

六

（

一

八

六

三

）

年

に

は

記

し

て

い

る

。

清

兵

衛

日

記

に

は

赤

飯

と

鉄

砲

あ

へ

が

記

さ

れ

て

い

る

が

か

ら

し

菜

は

見

当

た

ら

な

い

。

ま

た

稲

荷

ず

し

の

名

前

の

由

来

の

油

揚

げ

も

日

記

に

は

ま

だ

見

当

た

ら

な

い

。 

 
 

 

初

午

漬

け 

 

一

月

末

か

ら

二

月

に

か

け

て

初

午

漬

け

の

記

述

が

多

い

。

初

午

漬

け

は

本

数

で

数

え

て

い

る

の

で

、

い

わ

ゆ

る

た

く

あ

ん

の

よ

う

な

漬

物

で

あ

ろ

う

か

。

文

久

三

（

一

八

六

三

）

年

二

月

三

日

に

「

初

午

漬

香

の

物

」

と

記

さ

れ

た

箇

所

が

あ

る

。

現

在

も

残

っ

て

い

る

漬

物

な

の

か

、

追

い

か

け

て

み

た

い

と

思

っ

て

い

る

。

安

政

四

年

二

月

四

日

に 

「

一

愛

染

寺

ゟ

初

午

漬

大

五

本

到

来

」 

 

右

弐

本

 

香

勘

へ

遣

し 

 

同

壱

本

 

近

与

へ

遣

し

 

」

 
 

 
 

 
 

初

午

漬

け

が

初

午

と

関

係

す

る

の

か

ど

う

か

わ

か

ら

な

い

が

、

お

寺

か

ら

の

到

来

品

で

あ

る

。

神

社

と

お

寺

は

明

治

維

新

ま

で

は

一

体

で

あ

っ

た

。

文

久

三

年

二

月

三

日

に

「

稲

荷

愛

染

寺

ゟ

初

午

漬

け

到
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来

」

が

記

さ

れ

て

い

て

、

愛

染

寺

と

稲

荷

愛

染

寺

は

同

一

と

思

わ

れ

る

。

ま

た

到

来

品

は

大

体

に

お

い

て

友

人

知

人

に

お

す

そ

分

け

す

る

こ

と

が

多

く

み

ら

れ

る

。

同

年

弐

月

十

三

日

の

場

合

は 

 

「

稲

荷

ゟ

参

り

候

赤

飯

 

初

午

漬

三

ケ

町

ヘ

配

当

」

稲

荷

神

社

か

ら

い

た

だ

い

た

赤

飯

と

初

午

漬

け

三

ケ

町

の

人

々

に

分

け

ら

れ

た

。

供

物

で

は

な

く

、

稲

荷

神

社

か

ら

の

贈

り

物

に

な

っ

て

い

る

。

同

様

の

例

は

安

政

五

年

二

月

廿

一

日

、

安

政

六

年

一

月

晦

日

に

も

記

さ

れ

て

い

る

。

町

人

が

寺

社

を

支

え

て

い

た

と

の

裏

付

け

に

な

る

と

み

て

い

い

の

か

も

し

れ

な

い

。 

 

ま

た

初

午

参

詣

は

当

時

の

人

々

に

と

っ

て

か

け

が

い

の

な

い

娯

楽

と

な

っ

て

い

た

と

想

像

さ

れ

る

。 

 

【

参

考

文

献

】 

福

田

ア

ジ

オ

・

他

『

日

本

の

年

中

行

事

事

典

』

吉

川

弘

文

館

 

平

成

二

十

四

年 

神

田

よ

り

子

・

他

『

神

事

と

芸

能

』

吉

川

弘

文

館

 

平

成

二

十

二

年 

田

中

宣

一

・

他

『

三

省

堂

 

年

中

行

事

事

典

』

三

省

堂

 

平

成

六

年 

朝

倉

治

彦

編

『

守

貞

謾

稿

』

東

京

堂

出

版

 

昭

和

四

十

九

年

 
 

 
 

 
 

 
 

 


