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街道に お け る餅
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　 1．　 は じめ に

　三 重県は歴史 の 古 い 県で あり， 「三 重」の 名は ， む か

し，日本武尊が 東征 の 際 ， 「吾 が足 ，
三 重 の 勾 の 如 くし

て い と疲 れ て り」，と もらした とい う伝説か ら生まれ た

と言われ て い る。気候 は
，

日本 の ほ ぼ 中央 に 位 置 して

い る こ とか ら温 暖 で 色々 な 種 類 の 農作物が 収穫 で き

る。ま た，黒潮 の 大 きな流れ の 熊野灘 ， 伊 勢湾か らは

水産物 も豊 か で 自然条件 に 恵 まれ て い る。こ の 自然条

愈t
　 　　　　　 さわ 餅

さわ餅

けい らん

　

へ ん ぱ餅

けい らん

（

鑽

写真 1．伊
．
勢参宮街道 に み られ る餅

＊
　鈴 鹿医療 科学大 学

件 の 中に ， 「お 伊勢 さん 」の 名 で 親 しまれ る神宮が 鎮座

して お り， 文政 13年 （1830年）に は 全国 か ら 14万 8000

人 の 旅人が 訪れ た と晉 わ れ て い る
1）2）。

　参宮街道 は 東海 道 ・伊勢 別街道 ・長 野越
・
伊勢街

道 ・初 瀬街道 ・伊勢本街 道 ・和歌山別街道 ・熊野街道

な どか ら成 り立 ち，そ こ には茶屋や宿場が設け られ ，

旅人 の 為に名物が 売られ て い た
1）3］

。

　餅 に関す る もの を具体的 に拾 っ て み ると，写真 1 に

示すように 「おきん 餅」， 「い が 餅」，「け い らん 」，「へ

んば餅」，「さわ餅」および 「二 軒茶屋餅」と多数 の 名

物餅が 存在 し
2｝3）4）

，また街道 筋に は 同型 の 餅 もい くつ

か み られ る の で 紹介す る。

　2． 伊勢参 宮街道別 の 餅の 分類

　 「参宮街道図』に名物餅 と して今 日 ま で残っ て い る餅

を図 1に 示 した。

　街道別 に 名物餅 をあげ ると，

　  東 海道 ：桑名 「安永餅」，日永 「永餅」お よび鈴鹿

「立 石餅」。

　  伊勢近辺 ：伊勢 「へ んば餅」， 「二 軒茶屋餅」， 「赤

福」， 「御福餅 」， 「さわ餅 （松阪 に も同名 で 存在す る）」

お よび 「太閤餅」。

　  初瀬街道 ・伊勢街道 （津 ・松 阪）：津 「け い らん」，

松 阪 「い が 餅 」， 相可 「松笠餅」 お よび 多気 （勢和村）

「お きん 餅」

に分類で きる 。

　 こ れ らの 餅 は ， 街道 の 宿場 の 分岐点付近 ， 川や海 の

渡 し場，峠近 くに 集中して い る。

　 3， 餅の 形状 と そ の 由来

　 餅 の 形状 か ら区分す る と，桑名 「安永餅」， 日永 「永

餅」お よ び 鈴鹿 「立石 餅」に み られ る牛 の 舌 の 形状 を

した 餅 （写真 2）と，津 「け い らん」，松阪 「い が餅」
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図 L　 参 宮街 道 と名物餅

写真 2，　 「安
．
永餅」

お よび相可 「松笠餅」の よ うに 丸 い 形 の 表 面 に 米粒 が

散 り花笠 に 見立 て た 餅 （写真 3 ・4）と餡や 黄な 粉 を ま

ぶ す餅 に 分類 で きる。

　そ こ で 類似 して い る餅 ， 即 ち牛 の 舌 の 形状 をした 餅

と丸い 形 の 表面 に 米粒 が散 り花笠 に 見 立 て た 餅 につい

写 真 3．　 松 阪 「い が 餅」

て 歴史的な背景 か ら餅 の 由来 に つ い て ま とめ る。

　  桑名 「安永餅」， 日永 「永餅」 お よ び 鈴鹿 「立 石

　　餅」に つ い て

　安永餅は ，桑名 の 安永 の 茶屋で 売ら れ て い た もの で

ある。こ の 安 永は東海
．
道 の 街道筋 で あ る と と もに，町
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写 真 4．津 「け い らん 」

屋川 の 船着き場で もあ り， 東海道 を往来 した 旅人 で 賑

わ っ て い た。桑名に 入 る と餡 の 入 っ た 安永餅を食べ て

舌鼓 をうっ た と して い る
S）e）。こ の 餅 は 「牛 の 舌」の 餅

と言われ，写真 2 に示すように，牛 の 舌の よ うな形 の

中に小 扇餡を入 れ た物で 両面 を軽 く焼 い た 餅 で 日永

「永餅 」お よび 鈴鹿 「立石餅」も同形 で，名物 と して 今

日 も市販 さ れ て い る。安永餅 の 山来は 桑名城 主 の 松平

楽翁公 が非常時用 の 食糧に と乾米と焼 き餅 を創らせ ，

桑名の 名物 と して 焼 き餅 が 売 られたが，「柏屋」の 祖先

が こ の 餅 に 工 夫 をして 往来 の 頻繁な安永 の 里 で 「安永

餅」 と名前 をつ け て 売 り始 め 今 日 に 至 っ て い る 。 現在

は．桑名の 駅前に店が ある 。

　 日永 「永餅」は 天文 19年 （1550年）今 か ら 440年前

に笹井屋 の 始祖彦兵衛 が 東海道 五 十三 次 の 「日永」 の

地名 に 因ん で 永餅 とい う餅を創 っ た もの で，旅人か ら

は 「笠餅」「牛の 舌」「長餅」「日永の 餅」な ど と愛称せ

ら れ 今 円の 「永餅」に 至 っ た
η．

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 表 1．餅 の 形 状

　『三 国地 誌 』 の 三 重郡 の 条 に 「饅頭 　杖 窄及追分村

焼餅　 日永及新壮村」と示 され ， 『東海道中滕栗毛』に

は追分 に差掛 る此処 の 名物 は 茶や饅頭，茶 店の 女 が 「お

休 み な さ い ませ ，名物の 饅頭 の 温 か い の あが りなさ い

ませ 」と あ る
8）9）。永餅の 両 面焼き は こ の 名残 で ， 朝 に

搗か れ た餅は旅人 が食べ る 頃 に は 固 くなる た め に ， 注

文 を受け入 けると手早 く焼 い て 柔 らか くして だ され た

と思われ る。また，餅を焼 くこ とは餅 を 日持ちさせ ，

餅
．
に厚み が な い の は 火 の 通 りをよ くした と考 え られ

る 。

　鈴鹿 「立石餅」は，伊勢神戸 の 河町 の 辻に 「右は伊

勢街道 ， 左 は 江 戸街道」 と彫 ら れ た石 標 （立 石 ）近 く

の 茶屋 で だ さ れて い た餅で ある こ とか ら立石 餅 と呼ば

れ，江 戸時代か ら通行人 に 親 しまれた
4）。現在 は鈴鹿市

神戸河町 で売られ て い る。創業は天保元 年 （1830年）

で 材料 に は 小豆 （北海道産），餅 米 （地 元 産）， 砂糖 （上

白糖）が 用 い ら れ，別名 を 「神戸の 長餅」と呼 ん で い

る。

　 古代 の 生活 が そ の まま生 き続け て い る伊勢神宮 で は

丸 い お鏡餅 は創 られ て い な い が ，神饌 の 御餅は
一
合 ど

りの 小判型 で，こ れを五枚か ら十枚重 ねて 和紙 で 結ん

で 土 器 の 上 に 盛 っ て 供 えられ る
10 ］。鈴木庄市 らは 当地

の 古社に お い て も牛 の 舌餅 と 同形 の 餅 を供 えて い る こ

とか ら小判型 の 餅は 「米 の 形」 か らきて い る の で は な

い か と考 え て い る
9＞
。

　 三 重 県 以外に も奈良県宇陀郡御杖 村神末 で ，
七 ，五 ，

三 月の 三 回神に供 え られ て い る。また
， 静 岡県磐田 郡

浅羽町 の 八幡神社 な どでは，十 月十 五 日 の 祭 日に神主

の 家で こ の 餅 を食べ る式例 の 餅 形 に み る こ と が で き

形 状
口 重量 備　 　考。。　 名 （地 　名 ） 屋 号　　　　 創業年

長 さ 〔直 径） 幅 高さ （厚み ）

安永餅 （桑名） 柏屋 12．02 ，70 ．7 30 小 判 型 　牛 の 舌 　餡

  永餅 （H 永） 笹井 屋　　　　　　　　　　　天 文　19〆1550 15．03 ．0 ｛1．6 35 小 判型 　牛 の 舌 　餡

立 石 餅 （鈴鹿市） あま新 　　　　 天保元 年／183013 ．04 ．5o ．6 35 小 判型　牛 の 舌 　餡

け い らん （津市） 宮崎 屋／お 焼屋 　慶応元 年 6．O 1．7 60 花 笠 （丸） 餡

  い が 餅 （松 阪 市 ） 伊 賀屋　 　 　 　 文 政 2年／18ユ97 ．  1．5 75 花笠 （丸） 餡

松笠餅 （相可） 長新　　　　　　元禄年閭／16886 ．  1．5 41 花笠 （丸） 餡

〜1704

お きん 餅 （勢和村 ） お きん 茶屋 5．0 1，0 30 丸　型 　よ も ぎ餅

へ ん ば 餅 （度 会 郡 ） へ ん ば や 　 　 　 安 永 4午／17755 ．0 1，5 40 丸　型　餡餅

 
さわ 餅 （伊 勢市 ／松 阪 市）

二 軒茶 屋 餅 （伊勢 市）

か た ぎ り仙 作

角 屋 　　　　　　天正 3年 ／15758

．55
．04

．02 ．51
．5

6730 長方形　 よ もぎ，伊勢芋

丸 　型　黄 な 粉餅

赤福餅 （俳勢市） 赤福 　 　　 　 　 宝 永 4年 ／17074 ．05 ．02 ．0 30 丸 　型 　餡餅 　表面波形

御福餅 （伊勢市） 御福餅 　　　　 元 文 3年彑7384 ．o6 ．02 ．0 35 丸 　型　餡餅 　表面波形

〔注）　 単位 ：長 さ （直径）cm ，幅 cm ，高 さ （厚み ）cm ，重 量 g
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る
4）。こ の 七 ， 五 ， 三 は 3 月準備 と 5 月苗代 と 7 月田植

え と農耕に と っ て 重要な節 目の 月で あ り， 10月 は 収穫

月 に な る。従 っ て，桑名 「安永餅」，日永 「永餅」お よ

び 鈴鹿 「立 石餅」は農耕 とか か わ る神事の食べ 物 とし

て だ さ れ て い た 餅に小豆餡 が 入 り茶屋 で食べ ぢれ る よ

．うに な っ た と考えられ る。

　  津 「け い ら ん」， 松 阪 「い が 餅 」お よ び 相可 「松

　　 笠餅」に つ い て

　「けい らん」，「い が餅」， 「松 笠餅」の 餅 の 形 は 表 1お

よ び写真 3 ・4 に 示 すよ うに丸 い 形 の 表 面 に 米粒 が 散

り花笠に 見 立 て た餅で あ り，それぞれ若干大 きさや重

さが 異な る が 形 は 同 じで あ る 。 地域の 人々 に よる と こ

の 形は ， 雨乞 い や豊作祈願 す るカ ン コ 踊 りの 時に頭に

か ぶ る花 笠 に 似 て い る こ と か ら豊作祈願に関連する餅

と も言われ て い る 。 また，『庄野史』に よると，庄野町

の 人々 の 間 で は，同種 の餅を「毬餅」「い が まん じゅ う」

「い が まん 」と 呼 び 昭和 の 初期頃 ま で 家庭 で作 ら れ，お

盆 の 時に 食べ られ て い た と記 され て い る
11 ）。

　 カ ン コ 踊 りは 旧盆の 8 月 15 日に，伊勢 ・
伊 賀

・
志摩

に ま た が る平野全域 に て行わ れ て い る 盆踊 りの
一

種 で

あるが ，明治初期 に は 踊 る 所 が 少 な くな り， 今 日み る

こ とがで きる の は
一

部 の 地域 で あ る
12 ）13 ）。

　津は参宮街道の 最大 の 宿場町 として発達 した とこ ろ

で あ り， 幕末時代に お い て 藤堂藩 32万石 の 城下町 で も

あ っ た。街道 と安濃川 が 交差する と こ ろ に曹洞宗中本

山四天王寺 が あ り， そ こ には「常磐餅」， 「砂糖餅」， 「豊

年餅」の 屋号をは じめ とする餅屋が 並 ん で い た
9）。「け

い らん」は こ の 地 の 餅屋 で あ る 「宮崎屋」で商品 と し

販売さ れ て い る。 こ の 「け い らん」は こ し餡を団子餅

（粳米 を粉 に挽い た 米粉 を使用）で くるみ ， その 上 に 赤

や黄色 に染め た糯米 の 粒を載せ て蒸 した もの で あ り，

餡 に は 上 白糖 が 使 われ て い る。地域 の 人 々 の 間で は，

こ の 餅 の 名称 の 由来 は ， け い らん の 漢宇 を慶爛 と書き，

豪華絢爛 の 絢爛が 訛 っ て 「け い らん 」 に な っ た と言わ

れ て い る 。

　 また
，

カ ン コ 踊 りの 衣装 が 村 に よ り異な り， 伊勢市

佐八 町 で は頭 に 自馬の 尻尾 で つ く っ た シ ャ グマ の 鬘 を

か ぶ り， 白黒 だ ん だ ら縞 の 法被 に 腰 蓑 で あ る。また，

伊賀町 で は 4m ほ ど の 細 い 割竹 に 桜 の 花 を と りつ け ，

それ を 24本 ま とめ た もの で 花 火 が 開 い た よ うに 感 じ

させ る c 更に ，

一
志郡 の 笠 は鳥毛 の カ ブ トとどの 地域

も非常 に奇抜な衣装で は げしく跳躍 しな が ら踊 っ て い

る。その 華やか さが 「け い らん」 の 餅 の 上 に あ る糯米

の 染 め 色 の 濃 さ （赤 ・
黄）に あ り，正 に 豪華絢爛 で あ

る と思われ る。従 っ て
， 「い が 餅」や 「松笠餅」に な く

津独 自の 餅 で ある と考 え られ る 。

　
一

方，「い が 餅」は松阪 に あ る。松 阪は ， 初瀬街道が

六軒 で参宮街道に 交わ り更 に 入る と，熊野街道 に 分 か

れ る位 置 にあ る宿場町で ある 。 こ こ に創業文政 2年

（1819年）の 「伊賀屋」が あ り， 伊勢参 りや熊野詣 りの

人 々 や 伊勢商人 が い が 餅 を賞味 して い た とい う。い が

餅 は 「け い らん 」と同じこ し餡であるが，糯米 の 染め

色は 「け い らん」よ り若干薄 い 赤 と黄色に緑色が 加え

られ て い る。

　更 に，相可 は 「伊勢街道す くな らはせ 道 ， 右 くまの

路 文久三癸亥十
一

月建 （文久 3 年
・1863年）」の 石 標

が 残 るよ うに 奈良か ち難波 と続 く伊勢街道が交差する

宿場 で 和歌山街道 と分 か れ る。こ の 地 に存在する餅 が

「長新本舗」の 「松笠餅」である．こ の 店は創業元禄 年

間 （1688〜1704年）で ， 材料に は 当地 の 櫛田 川流域 で

とれ た優良米 を使用量 に 応 じて 自家製粉 し利用 され，

砂糖 は 奄 美大 島産 の 黒砂糖 を使 い
， 糯 米 は 米粉 と同様

に櫛田 川流域で とれ た糯米 を使用 して い る。また
， 「け

い らん」お よび 「い が 餅」の ように色づ け し た糯米を

の せ て 作 られ て い た が ， 現在 は 現料 は 生 か す為に 添加

物 の 使用 をせ ず糯米 の 白の ままの 松笠餅 を商品 と して

い る 。

　 『茶の 湯人物志』に よ る と 「宗旦 四天 王 （杉木普斎 ・

山 田宗遍 ・藤村唐軒 ・久須見疎案〉と称 さ れ る茶道家

の 鮓 の 会に て 鮓 で な く松笠餅 とい う田舎風 の 餅 あ り，

こ れ に 添 えた の が酒で な く煎茶で あっ た の で，鮓 と名

酒 を食べ 飽 きて い た会衆 に はか え っ て 称賛する と こ ろ

な D，当 日の 第
一

番 と判定 され た とい う。」と書か れ て

お り， 松笠餅は茶道家に も好まれて い た こ とが理解で

きる。

　隣県の 滋賀県甲南町 に 「い が まん じゅ う」， 日野 町 に

「毬 もち 」が み られ る。こ の 地 は
， 街道筋 の 延長 に位 置

する宿場で ある こ とか ら， 旅人や伊勢商人な どが 行 き

交 うなか で 情報や技術 の 交流伝達 が 行われ同種 の 餅 が

存在 した と推察 で きる。

　三 重県の 「け い らん 」，「い が 餅」お よび 「松笠餅」

の 上 に の せ られ た 糯米 の 色 は 地域 に よ り差が み られ る

が，稲作地帯で育 っ た素朴な米粉 の 餅が 祭事時の 食べ

物 が ， 伊 勢参 りの 旅 人 や 伊勢商 人 な ど の 食べ 物 と な り

商品 化 さ れ 残 っ て い る と考 えられ る。

　 4，　 おわ りに

　伊勢神宮参詣が 盛ん で あ っ た 江 戸時代 の 参 宮街 道

（東 海 道 ・伊勢別街道 ・長 野 越 ・伊勢街 道 ・初瀬 街

道 ・伊勢本街道 ・和歌 山街道 ・熊野街道〉 で 存在す る

名物餅 の な か で 同形 の 餅に つ い て 紹介 した。
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伊勢参宮街道に お け る餅

　名物餅は ， 宗教儀礼か ら神前に奉 られ る食べ 物 とし

て の 餅 の 形状 ， 或 い は豊作祈願な ど農耕生活の な か で

生 まれ た 餅な どが伊勢参 りの 人々 に 賞味さ れ今 目の 名

物餅 と して 存続 し て い る と考 えられ る。

　今後 は 餡 や黄な粉をまぶす餅に つ い て も調査 し紹介

して 行 きた い 。
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