
 1 

第

八

回 

雛

祭

り 
三

月

が

近

づ

く

と

清

兵

衛

日

記

に

は

「

草

の

餅

」

の

文

字

が

目

立

つ

よ

う

に

な

る

。

盛

ん

に

草

の

餅

が

行

き

交

う

の

で

あ

る

。

親

戚

に

限

ら

ず

お

つ

き

合

い

の

あ

る

家

に

、

誰

彼

と

な

く

贈

り

合

っ

て

い

る

。 

安

政

五

（

一

八

五

八

）

年

二

月

廿

五

（

二

十

五

）

日

に 

「

一

山

安

殿

ゟ

（

よ

り

）

草

の

餅

廿

到

来 

 

一

右

 

水

治

へ

遣

し

申

候

」 

山

安

殿

よ

り

い

た

だ

い

た

草

の

餅

、

そ

の

日

に

暖

簾

仲

間

の

水

治

へ

そ

っ

く

り

差

し

あ

げ

て

い

る

。

ま

た

こ

の

前

日

に

は

本

家

か

ら

草

の

餅

が

届

い

た

が

こ

れ

も

そ

の

ま

ま

親

戚

筋

に

届

け

て

い

る

。

自

分

宅

で

そ

の

内

作

る

し

、

ど

こ

で

も

作

る

前

に

先

に

差

し

上

げ

て

置

こ

う

と

い

う

事

に

し

た

の

か

も

し

れ

な

い

。

沢

山

の

草

の

餅

を

作

り

、

親

戚

、

友

人

に

配

る

習

慣

が

あ

っ

た

よ

う

だ

。

ま

た

清

兵

衛

日

記

に

は

草

の

餅

に

限

ら

ず

い

た

だ

い

た

も

の

を

、

ど

こ

か

へ

ま

わ

す

こ

と

は

日

常

茶

飯

事

に

行

わ

れ

て

い

て

現

代

と

す

こ

し

異

な

る

現

象

か

も

し

れ

な

い

。 

 
 

 
 

三

月

節

供 

三

月

節

供

は

古

く

は

中

国

に

お

い

て

、

三

月

三

日

か

、

こ

の

日

に

近

い

上

巳

の

日

を

重

視

し

て

曲

水

の

宴

な

ど

水

辺

の

行

事

を

し

て

い

た

。

ま

た

桃

花

酒

を

飲

み

草

餅

を

食

べ

て

災

い

を

除

去

し

よ

う

と

し

た

習

俗

が

あ

っ

た

。

こ

の

こ

と

と

日

本

古

代

の

水

辺

に

お

け

る

禊

や

祓

い

の

思

想

が

結

合

し

て

平

安

時
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代

に

、

宮

廷

社

会

で

発

展

し

た

あ

と

、

江

戸

幕

府

が

こ

の

日

を

五

節

供

の

一

つ

に

定

め

た

こ

と

も

あ

っ

て

江

戸

時

代

に

民

間

に

普

及

し

た

。

桃

や

蓬

に

よ

っ

て

身

体

の

邪

気

を

払

お

う

と

し

た

も

の

と

考

え

る

。 
セ

ッ

ク

は

、

平

安

時

代

の

言

葉

で

は

「

せ

く

」

と

か

「

せ

ち

く

」

で

、

こ

れ

は

祭

り

が

行

わ

れ

る

節

の

供

物

の

意

味

だ

っ

た

。

セ

ッ

ク

は

江

戸

時

代

前

期

ま

で

「

節

供

」

と

書

い

た

。

そ

の

後

、

こ

の

意

味

が

忘

れ

ら

れ

て

「

節

句

」

と

な

っ

た

の

で

あ

り

、

「

節

供

」

が

本

来

の

意

味

を

表

わ

す

書

き

方

で

あ

る

。 

 
 

草

の

餅

の

草

摘

み 

草

の

餅

を

作

る

こ

と

は

草

摘

み

か

ら

始

ま

る

。

草

摘

み

は

一

種

の

娯

楽

に

な

っ

て

い

た

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

お

弁

当

持

参

で

野

に

出

か

け

た

よ

う

だ

。

安

政

五

年

二

月

廿

六

日

に 

「

一

え

ん

 

ま

つ

 

な

つ

 

香

と

も

〆

て

四

人 

 

野

へ

つ

ミ

も

の

ニ

行

 

お

夏

ゟ

す

し

持

行

」 

女

子

供

た

ち

四

人

で

草

の

餅

の

蓬

を

摘

み

に

行

っ

た

、

と

記

し

て

い

る

。

江

戸

時

代

末

期

と

は

い

え

、

京

都

近

郊

に

は

蓬

が

摘

め

る

野

が

あ

っ

た

と

い

う

事

で

あ

る

。

お

弁

当

は

元

使

用

人

お

夏

が

持

参

し

た

。

持

参

し

た

す

し

は

勿

論

握

り

ず

し

で

は

な

く

、

巻

き

ず

し

か

、

箱

ず

し

の

押

し

ず

し

と

思

わ

れ

る

。 

 
 

草

の

餅

を

作

る 

文

久

三

（

一

八

六

三

）

年

二

月

廿

六

日

に

草

の

餅

の

材

料

が

記

さ

れ

て

い

る

。 

「

一

草

の

餅

致

し

候 

米

壱

升

五

合

 

糯

米

五

合

 

〆

て

弐

升

粉

ニ

ス 
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小

豆

八

合 

黒

砂

糖

弐

百

五

十

文 
き

な

こ
 

一

合

 

」 

材

料

の

量

が

大

変

多

い

。

準

備

の

事

は

何

も

記

さ

れ

て

い

な

い

が

、

大

変

だ

っ

た

は

ず

で

あ

る

。

米

に

三

分

の

一

量

の

糯

米

を

加

え

洗

っ

て

乾

か

し

、

業

者

に

挽

い

て

も

ら

っ

て

粉

に

す

る

。

糯

米

を

混

ぜ

る

事

は

味

を

美

味

し

く

す

る

だ

け

で

な

く

、

硬

く

な

る

の

を

遅

ら

せ

る

こ

と

も

で

き

る

。

砂

糖

は

黒

砂

糖

と

な

っ

て

い

る

。

白

砂

糖

は

当

時

庶

民

に

は

ぜ

い

た

く

品

で

あ

っ

た

。

草

の

餅

も

配

る

所

が

多

く

て

作

る

の

も

大

変

だ

っ

た

ろ

う

。

各

家

に

配

る

数

量

も

記

録

さ

れ

て

い

る

。 

「

本

家

廿

 

水

嘉

十

五

 

水

治

十

五
 

水

和

廿

 

水

武

十

五

 

近

与

廿

 

香

勘

廿

 

達

庄

十

五

 
 

大

久

保

廿

 

津

庄

廿

 

お

夏

十

 

水

さ

き

十

五

 

鍵

松

屋

十

五

 

会

所

十

五

 

袋

宇

十

五

」 

合

計

二

百

五

十

ケ

配

っ

た

こ

と

に

な

る

。

蓬

摘

み

か

ら

始

ま

る

草

の

餅

作

り

は

一

大

行

事

で

あ

っ

た

。 

 
 

 
 

初

節

句 

初

節

句

の

例

は

清

兵

衛

宅

に

限

ら

ず

い

く

つ

か

の

例

が

記

さ

れ

て

い

る

。

清

兵

衛

長

女

の

お

え

ん

の

初

節

句

は

嘉

永

五

（

一

八

五

二

）

年

で

あ

る

。

三

月

朔

（

一

）

日 

「

此

度

 

お

え

ん

初

節

句

ニ

候

得

共

 

一

統

へ

お

断

申

候

得

共

到

来

致

し

候 

 
 

水

嘉

 
 

 
 

 
 

白

雪

糖

 

菱

餅

七

ツ

 

重

 

代 

 

水

和

 

組

合

ニ

テ

 

金

花

糖

 

鯛

 

弐

疋 
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尤

も

篭

に

入

レ

 
 

代

 

」 

清

兵

衛

は

長

女

が

初

節

句

だ

が

、

み

ん

な

に

お

祝

い

を

断

っ

て

い

る

。

持

っ

て

来

て

し

ま

う

も

の

も

あ

っ

た

と

記

し

て

い

る

。

暖

簾

仲

間

の

水

嘉

・

水

和

は

組

合

仲

間

合

同

の

お

祝

い

を

届

け

て

い

る

。 

白

雪

糖

と

菱

餅

七

ツ

を

重

箱

に

入

れ

、

さ

ら

に

金

花

糖

、

鯛

二

疋

は

篭

に

入

っ

て

い

た

。

組

合

仲

間

に

冠

婚

葬

祭

が

あ

る

場

合

、

組

合

合

同

で

対

応

す

る

こ

と

が

多

い

の

で

、

清

兵

衛

自

身

お

祝

い

は

遠

慮

す

る

も

の

の

本

気

で

断

っ

て

い

る

と

は

考

え

に

く

い

。

代

金

は

記

さ

れ

て

は

い

な

か

っ

た

。

本

家

と

妻

の

実

家

の

香

勘

か

ら

お

祝

い

が

現

金

で

あ

っ

た

。

現

金

の

お

祝

い

は

他

に

は

見

当

た

ら

な

い

。 

 

「

本

家

ゟ

 

銀

四

匁

三

分 

 
 

 

返

礼

 

三

月

十

六

日

ニ

遣

し 

 

鯛

壱

枚

 

代

〇

〇

文 

 
 

香

勘

 

金

百

疋

 

」 

 

初

節

句

の

お

祝

い

の

返

礼

に

草

餅

が

使

わ

れ

て

い

る

。

数

量

は

三

十

ケ

と

記

さ

れ

て

い

る

の

が

多

い

が

、

そ

れ

に

も

う

一

品

付

け

加

え

る

事

が

多

い

。

例

え

ば

カ

ス

テ

ラ

一

斤

、

ま

た

は

玉

子

二

十

な

ど

、

あ

る

い

は

「

膳

組

切

手

壱

枚

 

代

金

弐

朱

」

な

ど

が

み

ら

れ

た

。

膳

組

切

手

と

は

献

立

の

整

っ

た

料

理

の

商

品

券

で

、

西

洞

院

魚

棚

万

卯

と

店

名

を

記

し

て

い

る

。

 
 

 
 

 
 

初

節

句

の

行

事

食 

 

嘉

永

五

年

三

月

三

日
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「

お

え

ん

初

節

句

喰

初

 

〇

〇

ニ

テ

仕

 

但

内

斗 

 
 

昼

時

 

家

内

 

茶

碗

む

し

 
 

具

 

う

な

ぎ

 

く

り 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

赤

貝

 
 

菊

ら

げ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

山

芋

 
 

い

か 

 
 

炙

物

 
 

む

き

し

じ

み

 

」 

昼

食

に

内

の

者

だ

け

で

仕

出

し

屋

か

ら

取

り

寄

せ

た

料

理

を

食

し

て

い

る

。

献

立

は

茶

碗

蒸

し

、

そ

の

具

は

う

な

ぎ

、

赤

貝

、

山

芋

、

菊

ら

げ

、

い

か

と

あ

る

。

当

時

の

料

理

書

に

は

、

茶

碗

蒸

し

に

卵

の

液

体

の

入

っ

て

い

な

い

茶

碗

む

し

が

多

い

。

茶

碗

に

さ

ま

ざ

ま

な

具

を

入

れ

て

蒸

し

て

薄

味

の

あ

ん

を

か

け

た

例

が

多

く

あ

り

、

こ

の

場

合

も

卵

液

の

入

っ

て

い

な

い

茶

碗

む

し

と

考

え

ら

れ

る

。

卵

液

が

入

る

場

合

は

材

料

に

玉

子

と

記

し

て

い

る

場

合

が

多

い

。

こ

こ

に

は

玉

子

は

見

ら

れ

な

い

。

炙

物

は

焼

物

代

わ

り

と

み

る

。

む

き

し

じ

み

は

殻

を

は

ず

し

た

し

じ

み

で

あ

る

。

煮

物

に

仕

上

げ

た

の

で

あ

ろ

う

。

取

り

寄

せ

た

茶

碗

む

し

は

妻

の

実

家

へ

弐

ケ

、

暖

簾

仲

間

の

水

和

へ

壱

ケ

、

水

嘉

へ

弐

ケ

届

け

て

い

る

。 

 
 

 

三

月

三

日

の

来

客 

初

節

句

な

の

で

あ

え

て

呼

ば

な

く

て

も

来

る

人

は

来

る

の

で

あ

る

。

来

客

は

親

戚

筋

の

婦

人

で

あ

る

。 

「

近

与

お

り

か

様

 

津

庄

お

う

の

様

 

御

出

被

成

候 

 
 

 

酒

 
 

 
 

 

い

た 

 

巻

す

し

 
 

取

肴

 

玉

子

 
 

初

肴

 

い

か

 
 

 

吸

も

の

 

う

な

ぎ
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山

芋

 
 

 
 

 

竹

の

こ 

 
し

た

し

 

よ

め

な 

御

膳

 

茶

碗

む

し

 

」 

 

客

に

は

酒

、

食

事

が

供

さ

れ

て

い

る

。

酒

の

肴

に

は

板

か

ま

ぼ

こ

、

玉

子

焼

き

、

山

芋

、

さ

ら

に

肴

は

い

か

と

竹

の

こ

の

炊

き

合

わ

せ

と

み

る

。

こ

の

時

期

の

京

の

竹

の

こ

は

香

り

高

く

さ

ぞ

お

い

し

か

っ

た

こ

と

と

想

像

す

る

。

吸

も

の

に

う

な

ぎ

 

お

浸

し

に

は

よ

め

な

、

そ

れ

に

巻

す

し

と

先

の

茶

碗

む

し

が

振

る

舞

わ

れ

た

。

結

構

な

ご

馳

走

献

立

と

い

え

る

。 

 
 

 
 

 

雛

人

形

飾

り 

安

政

五

年

二

月

廿

八

日

午

後

に

清

兵

衛

は

友

人

二

人

と

知

恩

院

へ

梅

見

に

行

っ

て

い

る

が

、

そ

の

帰

り

夕

暮

れ

に

二

人

は

清

兵

衛

宅

へ

お

雛

様

を

見

に

立

ち

寄

っ

た

と

い

う

。

お

雛

様

の

雛

は

歴

史

的

に

見

る

と

最

初

か

ら

段

飾

り

の

お

雛

様

で

は

な

か

っ

た

。

心

身

の

穢

れ

を

つ

け

て

流

し

棄

て

た

流

し

雛

が

起

源

と

言

わ

れ

る

。

そ

の

後

人

形

も

次

第

に

立

派

な

も

の

が

作

ら

れ

る

よ

う

に

な

り

、

飾

っ

て

楽

し

む

雛

人

形

に

な

っ

て

い

っ

た

と

い

う

。

江

戸

時

代

に

な

る

と

貴

族

社

会

だ

け

で

な

く

幕

府

や

大

名

家

で

も

豪

華

に

な

り

、

そ

れ

が

町

人

階

層

に

も

お

よ

ん

で

い

っ

た

と

い

わ

れ

る

。

清

兵

衛

宅

で

も

お

披

露

目

で

き

る

程

の

お

雛

様

で

あ

っ

た

に

違

い

な

い

。

大

の

大

人

が

お

雛

様

を

見

に

来

る

の

で

あ

る

。 

「

酒

出

し
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う

ど

 
 

 
 

 
 

う

ど 

 
鯉

の

あ

ら

〇

煮

 
 

か

ら

す

み

」 

 

清

兵

衛

宅

で

は

急

な

客

に

あ

り

合

わ

せ

の

も

の

を

出

し

た

で

あ

ろ

う

。

肴

は

鴨

の

煮

物

で

う

ど

を

添

え

て

い

る

。

作

り

身

は

鯉

、

つ

ま

に

は

う

ど

。

鯉

は

刺

身

に

使

う

と

あ

ら

が

出

る

の

で

、

あ

ら

を

丸

煮

に

し

た

の

で

あ

ろ

う

。

お

酒

が

長

引

い

た

か

、

肴

に

買

い

置

き

の

か

ら

す

み

を

出

し

て

急

場

を

凌

い

だ

感

が

見

え

て

く

る

。

お

雛

様

を

だ

し

に

大

人

も

結

構

楽

し

ん

だ

よ

う

だ

。 
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