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　1． 緒　 　言

　臼杵藩稲葉集の 祐筆 日記 （御奥 日記 ）は享和元年

（1801）よ り明治14年 （1881）ま で の 80年間 （文政 9

欠落 ）171冊，延 べ 120年 分 が 臼杵市 立 臼杵図書館に 所

蔵され て い る．そ の 内容は 日 々 の 動静をは じめ として

ほ とん ど毎 日詳細 に 記 され て い て ，江戸時代 の 大名 の

生 活の様相を知 る こ とが で き る．と くに ， 享和元年

（1801）よ り嘉永 5年 （1853）まで の 51年分 は江戸屋

敷 の 記録 で あ り，江 戸 の 様相 を解 明す る た め の 貴重 な

資料で ある とい える．

　わ が 国の年中行事は 江戸時代に そ の 基盤 が形成さ れ ，

現 在 まで 伝承 され て きて い る と され る．本報 は 祐筆 日

記 の 概 要お よび稲葉家 にお ける年中行事お よ び それに

かかわる食物につ い て 調査す る こ とを主眼 と した．

　2． 調査史料および方法

　本資料は江 戸上屋敷 （以 下 上屋敷 とする ）お よ び役

所 （以下江戸役所 とす る ），江戸 下屋敷 （以 下 下屋敷

とす る），江戸鼓屋敷，臼杵城 お よ び役所 （以 下臼杵

屋 敷 お よ び 臼杵役所 とす る），臼杵米 山屋敷 （以下米

山屋敷とす る）に 分類 される．そ の 内訳 は表 1の とお

りで ある．文政 9年に つ い て は い ずれ の 屋敷 も記録が

な い ．臼杵役所 の 記録 は 1 年を上 下に分 けた半分 の み

の もの が多 い ．江戸鼓屋敷に つ い て はその 所在および

居住者が不明で あ り，また明治 8 年以降の 4 年分に つ

い て は 記載内容 が少な い た め ，こ れ ら の 6 年分 を 除 い

た 江戸期を主と し た 114年分につ い て 調査対象と した ．

　調査方法 は 全資料を通読 し，屋敷別，地域別 に分類 し，

稲葉家御奥の 組織お よび実施 された年中行事とそ の 変

遷 に つ い て 調査 した．また武家階層お よび庶民階層 に

お け る年中行事 との 比較 の ため 『御城之年中行事』
1 ］

，

『町中年中行事』
1）

， 『武家年 中行事 』
1〕

，「増補江戸

年中行事 』
D

と江戸 後期の各地 の 生 活調査 で ある 『諸

国風 俗 間状答 』
2 ｝

等 と 比 較 した ．た だ し ， 「諸 国風 俗

問状等』
Z ）

には臼杵 の 回答はない ．

　3．　 調査結果お よび考察

　（1） 祐筆 日記の 概要

　臼杵藩稲葉家は，領知 5 万石余で 廃 藩置県 まで 15代

の 藩主が藩政 に あた っ た
U 〕．屋敷別，地域別，居住者

別分類は 表 2 の とお りで あ る
4 〕　”’6）．

　上屋敷は藩主お よ び そ の 室が ， 下屋敷は本資料 の 場

合は隠居後 の 11代雍通公お よびそ の 室 が居住 して い る．

江戸 の 上屋敷 と下屋敷 と の距離は直線 で 1，2km と近
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表 1 ．　 臼杵 藩稲葉家祐筆日記分類

屋敷別　 江戸 上屋敷　 江戸役所 江戸 誠感院屋敷 江戸下 屋敷 臼杵城 臼杵役所　　 臼杵米山屋敷　　計

年代　享和 元〜文 政 3　文 化 11

　　 天 保 6 〜天 保 14　文化 14

　　　 　　　　　　　天 保 9

　　　 　　　　　　　天 保 11
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　　　　　　　　　弘化元

　　　 　　　　　　　弘 化 3

　　　 　　　　　　 嘉永 元
’

弘 化 元〜嘉永 5

嘉永 6 ’
文 政 2 零　 　 文 政 8 纈

文政4〜弘化 　　　弘 化 4

（文政9欠落）安政 元〜安政 6

　弘化3　 文久元〜文久 3

　　　　　慶応元〜
明治 2

　 　 　 　 　 明 治 3〜明 治 5’

嘉 永 2〜嘉永6’　　 嘉永 2’

　 安 政 2
’
　　　 嘉永 3

’

　 安政 5＊　　 安政 2〜安政 4

　 万 延 元
寧

　　文久 3 〜文治元

文久元〜
明治元 　　明 治 2 ’

　 明 治 2’

年数 29 7 10 25 18
一
71 8

．．．
宜［τ

享和元 年 （1801）よ り明治 8 年 〔1875）まで の 分類．　
‘1 年分ない もの ．

表 2 ．　 臼杵藩稲葉家祐筆日記屋敷別概要

屋 　敷　　江 戸 ヒ屋 敷
1’

江 戸役所 江 戸誠感院屋 敷
a  

江 戸下 屋 敷
t：
　 臼 杵城

4 ｝

　 臼杵役所　臼杵米山 屋 敷
4 ’

屋 敷の 所在地 　港区西新橋 不詳 港区麻布台　 臼杵市丹生 嶋 臼杵市海添

屋 敷の 広 さ 1，805坪 不詳 3，　480坪 不詳 不詳

居住者　　　　11代雍通 と室

　　　　　　12代尊通 と室

　　　　　　13代幾通 と室

清昌院 （幾通実母 ） 11代癖通 と室 13代幾通 と側 室

誠感院（幾通室）　　　　　　　 14代観通 と側室

　　　　　　　　　　　　　 15代久 通 と側 室

慶 昌院（観 通 実 母）

国清院（観通の 室 ）

　　 至 徳 院

く
T ）

， 頻繁 な行 き来が み られる．資料 の 中心 は 11代雍

通 の 上 屋敷 （24〜44歳 ）お よ び 隠居後71歳 で 亡くな る

まで の 下屋敷の 記録で ある
8 レ．ただ し，下屋敷は弘化

4 年 （1847）11代雍通の死の前年よ り記録は ない ．

　表 1 の 江戸役所お よ び 臼杵役所 の 所在は は っ き りし

ない が上屋 敷お よび臼杵城 にあ っ た と推 察 される．表

ユ以外に も中屋 敷 ， 鼓屋敷 ， 原庭 屋敷 ， 渋谷屋敷 ， 大

坂屋敷，米山屋敷などが 本資料中に散見され ，原庭屋

敷，渋谷屋敷は別邸，大坂屋敷は 蔵屋敷 として利用さ

れた らしい が，こ れ らの 屋敷につ い て の 詳細は 不明で

あ る．

　 なお，幕末 には江戸 に居 る 殿様 よ り世 上 不穏 と の 書

状 が 臼杵 へ 送 られた りして い る．そ して ， 慶応年間 に

は定期的な参勤交代の 制度が崩れかけ て い た の か ， 殿

様は 臼杵城に居る こ とが多 くなっ て い る。そ の ため，

江 戸 屋敷の 記録 は少な くな り，藩制の終 りを感 じ させ

る の で あ る．

　（2〕 稲葉家御奥に つ い て

　稲葉家の 御奥の 組織は年代に よ っ て多少 の 変動はあ

るが，お よそ表 3 の とお りで あ る．資料中 に は 「御 表

よ り…」とい う記述 が 随所に見 られ る こ とか ら，い ず

れ の 屋敷に お い て も表 と奥 とがある こ とが裏付けら れ

る もの の ，表の 史料 は な い ．

　稲 葉家 の 御奥 は表 3 の 人員構 成等か ら江戸城大奥と

似 た 組織で あ っ た と推察さ れ る
9 ）．それ ぞ れ の 時代に

住ん で い た人に対 して御側が付 い て い た よ うで ，享和

元年 （1801）に は お姫様御附，奥様御附，大奥様御附，

若殿様御附 と い うよ うに役割分担 を して い た．

　上屋敷 と下屋敷 を比較する と ， 上屋敷 に比 べ 下屋敷

は や や 規模が小 さい ．臼杵 の 米 山屋敷 はそ の 屋敷 の 規

模 ・組織な どか ら，臼杵に おける下屋敷 と考えられ る．

　〔3｝ 年中行事に つ い て

　稲葉家に お い て 行われ て きた年中行事に は さまざま

な もの が あるが，五節句 （1 月 7 日 ＝ 人 日， 3 月 3 日

＝上 巳， 5 月 5 日＝端 午， 7 月 7 日＝七 夕， 9 月 9 日

；重 陽）
1°z

お よび関連行事とそ の 他 の 行事に 分け て 検

討 した．五節句の 中の 人 日 に つ い て は江戸時代に 正月

7 日諸候が江戸城に 登城 し，七種粥を祝食した
1°．

とさ

れ て い る が 本資料に は 「七種御祝 儀 」とあ っ た．正 月

の 行事は年末の 迎春行事か ら始まる の で ，年末の煤払，

餅 つ き，歳暮 ， 年越 しお よび正月 r か 日 ， 御買初，七

種をま とめ て 迎春関連行事と した ．そ の 他 の 行事と し

て は鏡開 き，とんど焼 ， 初午 ， 彼 岸 ， 氷室 ， 嘉祥 ， 土
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 いき A た ま

用 ・暑入，盂蘭盆，中元，生身玉，虫干，八 朔，月見，

玄猪，冬至，寒入，お事初め ，節分な どが み られた．

こ れ らの 行事に つ い て次に 述べ る，こ の ほ か 八 天狗祭，

58 （356）
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表 3 ． 臼杵藩御奥の 人員構成

屋敷別人数（人）

役　職
上屋敷　 下 屋敷　 臼杵城　 臼杵米 ］11

（1846）　　　（1839）　　　（1861）　　　（1846）

御家老

御小 姓頭

御用 達

御用 人

御 附

御 医 師

御内所附

老女

中老

御側

御次

御中居

御末

御半下

下 女

御蜻

御賄人

御料理人

御口 番

1

2

り
自

2n

乙

「
−

1
…

51

」

4

御小姓両番

手明　　　　　　 11
小 使 　 　 　　 　…7

釜 屋　　　　　　」

御菜園方 （臼杵）

不
詳

11

不
詳

121122111

］
、

」

　

　

4

　

　
〜

　

3

2

ワρ

39

畠

2

ワ
U2

ρ
0

5

8

41

」

　

12−
IIiI

−

」

合 計 概 数

．
含百
一

24　 41〜42 34

甲子等の行事 も散見され た．

　年中行事に つ い て も，文久 3 年 （1863）頃よ り 「五

節句の お召 し替えな く平 日の 通 り」と の 記録 が 見 られ

た り， 変革 の お触れが 臼杵 にも伝 わ っ て い て ，幕末 に

なるに従 っ て簡素化 され て い く様子がわか る．

　 また ，
い ずれ の行事 も仏事 （法事を含む ）があ っ た

場合に は ，中止また は延期さ れ て い る．

　1）　五節句お よ び関連行事

　 i）　迎春関連行事

　迎春関連行事は表 4 の とお りで ある．以下個 々 の 行

事 に つ い て 述 べ る ．

　 a． 煤払 ：新年を迎 え る準備は煤払に始ま る．煤払

は 12月の 初旬か らい くつ か の 部屋ごと に行い ，煤払を

終えて 12月 13日 に は煤 の 御祝儀 が 行わ れ る．こ れ は年

男が煤竹を持っ て各部屋 をまわ り，そ の 後お粥 （自粥 ）

や雑煮，酒 ，吸物，数の 子な ど の 祝い 膳 を一
同で 祝う

もの で ある．

　明治元年 （1867）臼杵役所の 記録に は 「平 日 よ り
一

菜増」とあり，平皿 として 田作 り，ひ らき豆 ，御雑煮

として餅，くしこ，串員，結昆布，大根，里 い も，焼

豆腐 ， 御吸物 に は ひ れ ，御肴と して数の 子 三 方敷紙 と

あ る．

　 『諸 国風 俗間状答』
2 ）

の 雑煮の具 として は大根 ， 牛

蒡 ， 人参，里 い も， こ ん に ゃ く， 焼豆腐な ど植物性の

もの が ほ とん ど で ある
2 ／．

　天保 9 年 （ユ838 ） 12月 11日江戸役所 の 記録 に は
， 煤

払 として 投 みかん 150，以後天保 の 後 半 にか けみ つ か

ん ま きとの 記録も多 くみ ら れ る．こ の投み か ん とみ つ

か ん まきは同
一

の もの と推察され る．また 同年同 日に

「蕎麦切惣女中へ 下 され る 」と い う記録が み られ，そ

の 後 も続い て い て
， 年越 しの 蕎麦 の 習慣が こ の 頃か ら

始 ま っ た の で はな い か と推察され る．

　煤払に つ い て屋敷別に み る と，享和元年 （1801〜1803）

こ ろの 上屋 敷初期日記に は 記録が み られず，江戸役所

日記 の 文化 11年 （1814）12月 13日の 条に い た っ て 初め

て み られ る．文政 4 年 （1821）以 降 に は，い ずれ の 屋

敷に お い て もほ ぼ毎年行われ て お り， そ の様式 もほぼ

同じで ある．

　煤払に つ い て は庶民との 比較の 結果
eJ

，武家層と庶

民層 の い ずれにお い て も実施され て い る行事で はある

が，庶民の 場合の 煤払に は 粥や雑炊，雑煮などは大和

国 以 西 で わ ず か に 見 られ る の み で あ る ．

　 b． 餅 つ き ：12月21日また は22日に餅 つ きが行わ

れ て い る．江戸屋敷 に お い て は い ずれ の 屋 敷 に も屋敷

内 で餅つ きを した記録 はな く， 文化11年 （1814）江戸

役所に は 「例年の通 り壼屋 に 申し付け」とあ り，餅屋

に依頼して い た こ とが わ か る．同 じ く弘化 3 年 （1846）

江戸役所 には ，誠感院様 （13代幾通 の 正室）年始御用
　 おすわり

の 御居餅 （上赤下 白） と して一
尺 の もの お よ び 菱餅一

重 三 餝 ， また大殿様用 として 八
’
寸の 御居餅お よび菱餅

三 餝 ， また殿様 ， 奥様 ， 姫様用 など に もそれぞれ に御

居餅が用意され て い る．こ の 御居餅は，弘化元年 （1844）

江戸役所で は 「殿様の御留守年に付御奥に御餝に相成」

と殿様の 御留守年には奥 の みで行事が行わ れた こ と が

記 され て い て ， 殿様 の 留守年は行事が簡略化 され て い

る こ とが わか る，
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 せ o ちん

　 また御餝用の 餅として神前，這子，土蔵，雪隠等に
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 すわ

そ れ ぞ れ 一〜二 重，大居間 に は 十 七居 り，仏前に は 白

の み ，そ の 他の し餅，な まこ餅，か き餅などを手配 し

て い る． こ の こ とか ら し て役所は 行事の 段取 りや 手配

（357） 59
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表 4 ．　稲葉家 に お け る 五 節句関連 行事
一

迎春

日…月類

12ハ冨93／

／11212

　

儀

　

祝

払

御

　

の

種

媒

煤

内　 容 食 　物 　等

餅つ き 12／21〜22

歳末御祝 儀　大晦 日

惣 中 で煤 竹 で 掃 除

煤払済み

釜 係他へ

餅米量

御居
・
餅

年蔵 し御祝御膳

蕎 麦 切 　 み か ん ・投 み か ん

御臓 煮 （餅　くしこ　串貝　結昆布　大根　焼 豆腐〉

平皿 （出作 り　 ひ ら き豆 ）吸 物 （鯛 ひれ ）数 の 子

酒　海干

餅米 1 石，粟 6 升 （御 二 方分）

餅米 8 斗 （両女 中分）

神前 （赤白），仏前 （自），荒神

御身尺御居餅，か き餅，作 り餅

御重　
一

　 さ ざい 　二．； 数の 子 　三 　煮豆

　　　余 た た き 牛蒡 五 照 煮ご まめ

屠 蘇

注 蓮飾 り

御 身尺 御居 餅　　　　　　　　　　　伊 勢 海 老　串柿

神前 ， 仏前御居餅 （うら白　ゆず り葉）

御役所御居 餅 （折 敷 ）

御雪 隠御居 餅 （折 敷 に 田作 り 〉

蓬葉飾 り

元 　 旦 御若水

乳 香 水

御 家 中 登 城 御祝 儀

朝御雑煮御膳夕 御膳 （1 〜3 日御表 よ り）

御雑煮 （餅　 くし こ　串貝　結昆布　大根　焼豆腐）

大服

殿様御具足御召初

御表御礼 ・御奥御礼

家老以 下順次年始

御用達 よ り献 上 （金 子頂戴）

干鯛

御手の し

御買 初 iア2 い な　さ ざい 　ほ うぼ う　芹　蕪　人 参　麸　昆 布

麻苧

七　種 1 ／7 若 菜御 祝 儀 七 種 御 粥 （御 表 よ り）

を行 っ て い た と い え る．

　紅 白の 御居餅 は ， 宮 中の 年中行事の 様式を記 した

「御 定式御 用品雛形 』
11／

お よ び勧修寺 家伝 来 と さ れ る

類似 の 文献
2〕

な どに 倣 っ た もの で あ る と考え ら れ，江

戸幕府に つ い て も江戸 の 御用菓子司金沢丹後の 『幕府

大廣間外餝付御鏡餅』 もほ ぼ 同 じ様式で あ る
L3L

こ と か

らすれば ， 江 戸幕府 は宮 中などの しきた りを規範 と し

て い た もの と考え られる．庶民 も鏡餅を飾る習慣があ っ

た．

　臼杵 の 場合の餅つ き は 臼杵城内は 表 ・奥別 々 に，ま

た米山屋敷にお い て も屋敷内で 餅つ きをして い る．安

政 2 年 （1855）臼杵役所 によれば供 える場所がやや簡

略化 され て は い るもの の ，用 い た餅 米 の 量 は
一

石 3斗

5 升 に 及 ん で い る．餅 つ きは い ず れ の 屋敷 も明治 2 年

（1869） まで ほ ぼ 同様に行 わ れ て い る．

　庶民の 餅 つ きは 『東都遊 覧年中行事』（1851）11
によ

れば「12月26 日 ，
27日此 頃迄 に も っ は ら餅 つ きあ り．賃

銭に て餅屋 に搗せ る を賃餅とい ひ，釜 を持あ りきて搗

を引づ り餅とい ふ ．…」とあり，江戸 で は 武家も庶民

も餠 つ きは こ の ど ち ら か で あ っ た と 推察され る ．庶民

の 餅 つ きの 日取 りは12月23日か ら28日頃までである
z ／

．

　 c．　 歳暮 ：歳暮祝儀 は 12月末 に行われ ， 御 用達 をは

じめ側な ど屋敷詰め の 人 々 に 歳暮を配 っ て い る．記録

の 初期享和元年 （1801）に は 12月28B に 「い つ も御酒

ドされ し所，当年よ り御 目録に相成」と貨幣経済が進

ん で い く様子 が うかが える．また家族同士 また子女 の

嫁 ぎ先や親戚 などへ
， またそ の 逆につ い て も干鯛お よ

び御居餅 （御 鏡餅 ） の や り と りが み られる．
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　歳暮は江戸に お い て も臼杵に お い て も，い ずれ の 屋

敷 も12月28 日 に行 われ て い る こ とが多 く，明治 2 年

（1869）まで ほ ぼ 同様に続 い て い る．

　 d．　 年越 し ：年 越 しは歳 末御祝 儀 と書か れ て い る

場合 もある．年越 しは節分 と同
…

日 の 場合や ， 1 月 6

日 お よ び 1 月 14日 に も行わ れ て い る が ，こ こ で は 歳末

の 行事の み に 限定 して考察する．現在除夜は
一年 の 最

後の 夜で あ る が，も と は 新年最初 の 夜 として 夕 日 が沈

む と お せ ち料理 を神前 に 供 え家族 も食べ て い た
1 ／ ．資

料 で は年越 しは 12月末か ら 1 月初旬まで に 行わ れ 数の

子，酒 や 重詰め の お せ ち料理 を食べ て 祝 っ て い る ．ま

た屠蘇用の み りん 酒も用意 されて い る． こ の 重 の 内容

は 『諸国風俗間状答』
！ ）

の 問 い には 「数 の 子，田 つ く

り，た た き牛房 ， 煮豆等通例…」とあ り， 稲葉家の場

合は表 4 の ご とく御重 は五段で，
一

さ ざい ，二 数の 子，

三煮豆 ，四たた き牛房，五 照煮ごまめ で ，ほ ぼ 同 じく

文化年間に は こ の ようなお せ ち料理が官民 ともに定着

して い た と考え られ る．また文政 4 年 （1821）下屋敷

で は ，12月30日 に 「更科そ ば 16せ い ろ う」：る 」 とあ り

年越 し 蕎麦 の 習慣 がみ られ，そ の 後 日記 に 年越 し蕎麦

に関する記載が多 くな っ て い る．

　屋敷別 に み る と江戸屋敷 で は 蕎麦 以外 の 食べ 物 の 記

録 はみ られな い ．一
方 ， 安政 2 年 （1855）臼杵役所に

は 「御年越 しに付御祝儀膳」が表よ り奥へ 下され て い

る が ，米山屋敷で は み ら れ ない ．

　年末に蕎麦を食べ る 習慣 は 煤払に も見 られ，文政以

降定着 して い る．

　e．　正 月三 が 日 ：元旦 は 上屋敷で は朝卯 の 刻前 ， 奥

様 に乳香水お よび若水を差 し上げた後，奥様は表 の 御

具足 を拝見 ， 蓬来 ，大福を 上 が り， 続 い て 御雑煮御祝

御膳を祝 う．

　服装に つ い て は，殿様は五節句の しきた り通 り （詳

細 は 不 明 ）， 奥 様の 髪形 は 1 日 ，
2 日， 3 日共長か も

じ，着物は 1 日は地黒 ， 2 日は地白 ， 3 日 は地赤 とさ

れ て い る。奥 女中 の 髪形 は老女，中老は 長 か もじ，御

側 は中か もじ， 御次は志さげと身分差が ある．

　元旦 の祝膳に つ い て は，上 屋敷の 場合例年 ほ ぼ同様

の 形式で あり，天保 7 年 （1836 ）の 例 はお よそ次 の よ

うである．奥様は表よ り差 し向けられた御雑煮御祝御

膳を上 が っ た後家老 などか ら順次年始御祝儀を受ける．

そ の 折 ， 干鯛 の や りと りが ある．奥様か ら は御側等へ

たば こ 入 れ，杯，屠蘇な ど が，子供 には千代紙 ， 手遊

びな どの 年玉 が 渡され て い る．

　正 月 に は 殿様の 登城があ る．五 節句お よび八 朔に は

江戸城 へ の 登城 が義務づ け られ て い たが ， 稲葉家の場

合 は外様の 小藩大名で あ り，正 月 2 日の 登城で あっ た．

殿様 が 江戸 に い る年，江 戸役所の 文化 14年 （1817 ）の

場合は 「殿様今朝六 つ 供 揃え登城 」 とあ り， 殿 様が臼

杵 の 場合に は名代が登城 して い る．

　また正月 2 日 に は初事が行わ れ，記録に は御掃初 ，

御書初お よび後に述 べ る御買初などがみ られ る．

　正 月三 が 日 は朝夕の 御祝御膳 が 表 よ り奥へ 届け られ

る．こ れ ら正月 の 様式 は江戸役所 ， 下屋敷 臼杵城 ，

米 山屋敷の い ずれにお い て も ， 明治 2 年 （1869）まで

ほ ぼ同様に 行わ れ て い る．

　f．　御買初 ： 「買初 」と は，商家で 「売初 」， 消 費

者に とっ て は 「買初 」で ，正月2 日の 初事
1‘）

で あ る．

御買初の 品物は年によ っ て 多少 の 差異はあ るが ，
い な ，

さざ い ，ほ うぼう ， 芹 ， か ぶ ，人参，麸，昆布，麻苧

な どをお屋 敷出入 りの 商人 が納め る もの で ，御 屋 敷か

らは鳥目 ， 酒 ， 数の子 を頂戴 して い る．宮中で の 御買

初 の 品 目として はわけぎ，い わ し，数の 子，あめ ，押

味嗜，お こ し，と こ ろ ，塩 ，穂俵 ， 榧 ， 搗栗 ， 昆布 ，

串柿 ， 濁酒な ど で あ り
11 ）

，稲葉家の 場合 とはか な り異

なっ て い る ．御買初は江 戸 に お い て は役所以外 に は ほ

と ん どみ ら れ ない が ， 臼杵 で は い ずれ の 屋敷に も記載

があ り， 明治 2 年 （1869）まで行われて い る．

　庶民 の 場合 ，御買初 は行わ れ て い ない ．

　g．　 七種 ： 七種の 祝儀は 1 月 2 日同様殿様 の 登城

日で あ る．

　七 種に つ い て は ，上 屋敷 で は若菜御祝儀の記載は ほ

ぼ毎年み られ るが ， 享和 4 年 （1804）の 例で は臓煮と

い う記載があ るの み で ，文政 3 年 （1820）まで の 記録

に は粥の 記載は み ら れ な い ．

　粥が出現する の は幾通の代の 天保14年 （1843）以降

か らで，「御粥，御表 よ り」と の 記載が み られ る ．下

屋敷にお い ては七種祝儀 とはある もの の 食べ 物の 記載

は ない ．臼杵城 にお い て は最初 の 記録で あ る文政 7 年

（1824 ）か ら七種 の 品 ， また は 七 種粥 が み られ る ．米

山屋 敷で は資料の半数に記録が ある．全資料か ら，七

種粥 は天保 の終 りに な っ て定着 した 行事で は な い か と

推察さ れ る ．雑煮お よ び 七 種 の 行事は 『諸国風俗間状

答』
2 ’

では各地 で 行われ て い て，官民 ともに 定着 して

い た と推察 され る．

　ii） 上　　巳

　上 巳の 祝儀 も殿様の 登城 日で ある ．

　上巳 とは 3 月 3 日 の 雛節句の こ と で
， そ の 概要は表

5 の とお りで あ る． 3月 1 日頃か ら親類 同士蛤 や 貝づ
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表 5 ． 稲葉家 にお ける五節句関連行事
・− L 巳

種　類

雛建そ

月　 日 内　容

雛棚作 り （大工 2 〜3 人）

毛氈 ・幕

雛 飾 り （惣 女 中 ）

食　物　等

2 ／28

．ヒ巳御祝儀　3 ／1

上 　 巳 3／2

3 ／3

雛様へ

御二 方様 へ

壺屋 よ り

殿 様へ 御祝儀

御 家 中 登 城 御祝儀

神前 ・仏前

御二 方へ

雛様へ

　　　　　　 　　　　　雛拝見

　　　　　 3 ／4　　　 雛拝見

雛 し まい 　　 3／5 〜6　 雛様へ

蛤
一台

貝 尽 し

夕御膳

白酒

菱餅

雛 へ 朝夕御膳

干 菓子 ・餅菓子

雛 御 用 み りん 酒 2升

朝夕御祝御膳 （御 表 よ り）

・
統 へ 酒 ， 吸 物，肴

菱餅三 飾ずっ

菱 餅
一

飾 ずつ

菱餅二 飾

餅菓子

提重

御膳二 汁五 菜

干菓子

け し梅

み りん酒
・
陶

白酒

餅菓子下 され

餅菓子下 され

夕御膳蕎麦切供 え

くしの や りとりをす る．初雛の 場合 ， 家老か らは白酒 ，

側か らは 内裏
一

対とか 人形等が献上 され て い る ． 2 月

末に は大工 に よ る雛建て，次 い で 蔵か ら出した雛人形

を御側総出で 飾 りつ ける．そ の 御雛様へ は菱餅を， 3

月 1 日か ら 3 月 3 日まで は雛 へ 朝夕 二 汁五菜 の 御膳 を

供 える．また菓子 の 四段重 を供 える．

　 3 月 3 日 に は 家老 ・御用達 ・御医師などが列席し て，

蛤吸物他御料理 と御酒を，また惣女中や部屋方女中に

も御料理，御酒，菓子等を下 さ っ て い る．雛が 飾 っ て

あ る 問 に は 御側や そ の こ ど も達 が 御 屋 敷 を訪 れ 雛拝見

を し，お菓 子を頂戴 して い る．

　雛 を し まうの は 3 月 5 日 または 6 日 で，その 前 日の

夕御膳は 蕎麦切を供えて い る．上巳の節句に蕎麦切が

み られ る の は本資料で は文化14年 （1817）以降である。

　上 巳 の 節句は 江戸
・
臼杵 い ず れ の 屋敷 もほ ぼ 同様に

行われ て い る．また ， 江戸時代 には庶民 の 間で も雛節

句が定着 して い た よ うで あるが ， 近江国多羅尾村 の 場

合 「初雛へ 紙 の 雛を贈る」とあ り，庶民の場合 に は質

素な雛祭 りで あっ た とい える
ZZ
．

　iii） 端　　午

　端午 の 祝儀も殿様の 登城 日で ある．

　本資料にお ける 5 月 5 日の 端午 の 節句の 概要は表 6

の とお りで ある．端午 の 祝儀 に おける食 べ 物には粽 お

よ び柏餅が あ る．粽は 平安時代にすで に宮中行事の端

午の儀式に用い られ て い る古 くか らの 食べ 物で あり，

柏餅は江戸時代に なっ て普及 したとされ て い る
151．

　粽 お よ び 柏餅 を手作 りす る 場合 に は 前 日 ま で に多 く

の 粉 を挽 く．年によっ ては粽 の みが手作 りされて い る．

文化 11年 （1814 ）江戸役所 で は柏餅 200個 が壺屋 に 注

文され て い て ， 味噌入 り柏餅も注文され て い る．また

節句の前 日に は御屋根お よ び各部屋に茅，菖蒲，よ も

ぎを葺 い て い る （軒 に さす＞
1°）．

　 5月 5 日には朝 ， 御膳所表よ り粽が出 される，初節

句 の 家か らは 粽 や 柏餅が御屋 敷 へ 献上され て い る．資
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表 6。 稲葉家に お ける五節句関連行事
一

端午

種　類 月　 日 内　容 食　物　等

端　午

5／2

5 ／45

／5

粉 挽 き

壺 屋 へ 手配

御屋 根 に 菖蒲
・よ も ぎ ・茅

殿様 へ 御祝儀

大殿 様 ・大奥様

殿 様 ・奥様 ・姫様

神前 ・仏前 ・荒神

御 人形

一統 へ

御二 方へ

一
統へ

節 句 御 用　 粉 挽 き役へ 煎 餅 等 下 され

柏 餅 　200　一つ 6 文 （江 戸 役所1814）

朝夕御祝御膳 （御表 よ り）

柏 餅

粽 5本ずつ

粽 5本ずつ

粽 3本ず つ

粽 3本

粽

柏餅30ずつ

柏餅

表 7 ． 稲葉家 に お け る 五 節句関連行事一七 ダ

種　類 月　 日 内　容 食　物　等

七 　夕

7 ／6

7／7

7 ／8

短．冊 か ざ り

　短 冊竹　大 小 ユ0本

　五 色 紙　115枚

　 （赤35 青 黄 もへ ぎ自 各20）

　 （紙 籏　 瓢 箪 　梶 葉 　 ひ な形 　短 冊 ）

七 夕御供

御家中殿様 へ 御 祝 儀

神前 ・稲荷 へ

竹流 し

瓜 　西瓜 　素麺　御居餅　神酒

（ほ おず き　五 色絹糸　御花）

朝夕御祝御膳

四 時 　素麺 ・刺鯖上 が る

神酒

’
七 夕御供　茄子，桃，真桑 瓜，長 そ うめ ん ，長 さ さ げが 用 い ら れ て い る 場 合あ り．

料の は じまる享和元年 （1801）上 屋敷に は 「虎太郎様

（後の 12代尊通 ）初節句に つ き兜一餝」の 記録もある．

また同年 よ り端午御祝儀 と して 干鯛が用 い られ て い る

が ， 文政 10年 （1827）以降は簡略化 の ためか見 られな

くなる．屋 敷別には江戸 ・臼杵の い ずれ の 屋敷におい

て も柏餅 ・粽が 見 ら れ ， 明治 2 年 （ユ869）まで続 い て

い る．

　 『諸国風俗間状答』
21

の 場合か ら み て ，江 戸後期に

は菖蒲
・
蓬 をふ き ， 食べ 物 で は粽 や柏餅 を用 い る こ と

が定着 して い た とい える．

　 iv） 七　 　夕

　七夕の 祝儀も殿様の 登城 日で ある，

　七夕に つ い て の 概要は表 7 の とお りで ある．七夕飾

りは 7 月 6 日に竹を建て，短冊飾 りとお 供えを して い

る． 7 月 7 日に は 七 夕御祝儀 と して 朝夕御膳 が出 され

て い る．七夕は ， 江戸 ・臼杵 い ずれ の 屋 敷に お い て も

ほとん ど に 記録 がみ られ ， 明 治 2 年 （1869）まで 続 い

て い る．

　七夕の 飾 りに つ い て の記録は役所に の み 見られ，竹

や色紙の 手配をして い る．

　七夕に素麺を食べ る風習 は ，索餅を食する こ とが転

じた とされる
田

が ， 江戸時代 に は定着 して い た ようで ，

本資料の 場合 も夕御膳に素麺 と刺鯖が 出され て い る ．

　 『諸 国 風俗 間 状答 』
2 ’

に お け る 七夕 は 武家 と ほ ぼ 同

様に行わ れ て い る．
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　v ） 重　　陽

　重陽 の 祝儀 も殿様の 登城 日で あ る．

　重陽に つ い て の概要は 表 8 の とお りで あ り， 文政 7

年 （1820）まで は祝儀に干鯛が用 い ら れ て い る が ，そ

の 後 は 見 られ な くな る．江戸役所 の 記録 で は，文化 11

年 （1814）には赤飯が神前，仏前，荒神，這子等20カ

表 8 ． 稲葉家 に おけ る 五 節句 関連行事
一

重陽

種類　 月日　 内　容 食物等

重陽　 9 ／9　　　　　　　　　　 朝夕御祝御膳

　　　　　　　　　　　　 　　　 朝 むか ご御飯 〔御

　　　　　　　　　　　　 　　　　表よ り）

　　　　　　　　　　　　 　　　　三方盛 菊 の し

　　　　　　　　　　　　 　　　　里い も汁 （惣 中へ ）

　　　　　　 殿様へ 御祝儀　　　　 T一鯛
　　　　　　 神前 ・

佛前 ・荒 神 等 へ 赤 飯

　　　　　　　　　　　　 　　　 肴

　　　　　　　　　　　　 　　　 御居餅

所へ 供えられ て い る が ，天保11年 （1840）に は記載が

な くな り，こ の 頃か ら簡略化されたと考え られ る．し

か し臼杵 にお い て は明治 2 年 （1869）まで行われて い

る．むか ご飯 の記録 は臼杵役所に お い て み られ る 『江

府年中行事』
1 ／

に よ れ ば重 陽 に は 菊酒 が 用 い ら れ る と

ある が，本資料に は な く，天保 9 年 （1838）江戸役所

に は栗御飯が見 られ，栗を用 い る風 習
’41

があ っ た と考

えられ る．

　 『諸国風俗 間状答 』
Z　
’／
の 場 合，菊酒 や 赤飯が散見 さ

れ る ．

　 2）　その 他 の 行事

　そ の 他の 行事に つ い て は ，稲葉 家の 変遷 をま と め て

表 9 に 示 した．個 々 の 行事に つ い て そ の 概略を次 に 述

べ
， 『諸 国風俗 間状答』

2 〕
の 問 い にあ る行事につ い て

はその 比較 を行 っ た，

　i）　鏡 開 き （具足 開き）

　鏡開きは 上 屋敷の 文化 3 年 （1806＞， 同 4年 （1807）

表 9 ． 稲葉家 に お け る 幵節句以外の行事

行事名
屋敷別

江 戸 ヒ屋敷　 江戸 役所　 江戸 下 屋敷　 臼杵城内　　臼杵役所　　臼杵米山

御鏡開き

上　　元

とん ど焼

初

彼

氷

十

午

岸

室

用

暑 入 り

嘉　　祥

孟 蘭 盆

中　　元

生 身 玉
’

虫 下 し

八 　　朔

月　　見
’

後 の 月見

猪

至

玄

冬

寒 入 り

煤　　払
’

御事始 め

餅 つ き

節　 　分

△

×

×

○

×

Xx

△

△

△

○

＋

○

○

＋

十

　 十

× 3 回

　 十

十

○

○

＋

Ox

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

回

xO

△

△

○

△

○

OxOO

×

○

○

0100

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

×

…
○

△

　

　

回

＋

OI

△

△

△

△

　

　

X

X

∩
）

0
△

○

○

OXOOX

×

十

○

△

△

○

○

×

△

Ox

×

△

○

OxO

△

×

△

○

×

○

△

00000000xO

△

○

○

△

○

○

○

△

○

OxOO

○

△

△

○

OXOO

×

×

×

○

○

△

○

○

△

×

△

○

×

○

×

○ ： ほ とん ど記 録 あ り，△ ： ときどき記録あ り，x ： ほ とん ど記録な し，＋ ：時代が 下 る と記録

あり，一：時代が 下 る と記録な し，
’

い ずれ の 屋 敷 に もあ り明治 まで 行わ れ て い る行事．
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臼杵藩稲葉家年中行事 に用 い ら れ た 食品
・
食物

の 2年 間にはみ られ る が，食べ 物の記載は ない ．そ の

後 の 下屋敷で は 文政 10年 （1827 ）以降は ほ ぼ毎年み ら

れる ようになる．資料に は殿様が元 日に表で 御具足 を

お召 しになる とい う記録が あ り，表の 御具足 の 前の 居

餅を下げる こ とを具足開 き，そ の 他 を鏡開 きと区別し

て い る よ うで ある．資料 の 鏡 開 きの 日は江戸 ・臼杵 い

ずれ の 屋敷 も1 月 11日 で ，汁粉餅に して い る．

　 『諸国風俗間状答』
z ）

に おける鏡開きは ほ と ん ど 1

月 11日で 汁粉餠 または雑煮が用 い られ て い る．

　 ii）　 とん ど焼

　 とん ど焼に つ い て の 記録 は天保 5 年 （1834）以降，

上屋敷で 多 くみ られる ように な る．臼杵に お い て もほ

ぼ毎年 み られ る 。そ の 内容は 「とん ど焼かち ん 上 ル 」

が ほとん どで あ る が，臼杵役所で は 「とん ど焼餅，松

竹 の し包 み 三 方居 」と い う記録 もみ ら れ る．実施 日 は

1 月15目で ある ．こ の 日には江戸 ・臼杵 とも餅や 小豆

粥を祝っ て い る．

　 「諸 国風俗 間状答 r ’
に お い て も，とん ど焼 または

左義長 として 行 われ て い る．

　 iii） 初　 　午

　初午は旧暦 2 月最初の 午 の 日の 稲荷 の 祭 で ， 『江府

年中行事』
D

に 「諸所の稲荷 の 社，或 は屋敷 町屋 の鎮

守の宮に ，五 采の 幟をた て奉幣し ， 神楽 を奏す．と り

わ け江府は稲荷 の 社多き所に て参詣群衆の 人涌が ご と

し…」とそ の 様が書かれ て い る．初午は江戸
・臼杵 の

い ずれ の 屋敷 に お い て も ， 明治 4 乍 （1871）まで 行わ

れて い る行事で あ る ．初午に お け る食べ 物は江 戸 も臼

杵 も同 じく，神前に 神酒，赤飯，菜か らしあ えが 供 え

られ る．油揚げ，魚を 供 え る 稲荷 もあ る．一
同に は赤

飯 ， 菜か らしあえを下 される．

　 『諸国風俗間状答 112〕の 初午 に は 赤 飯，は ぎ の 餅 な

どが散見 さ れ る．こ の 中 で淡路国の 初午は稲葉家と 同

様赤飯，菜か らしあえが用 い られ て い る．

　iv） 彼　　岸

　彼岸に つ い て は，江戸屋敷の い ずれにも記録がな い ．
一

方，臼杵で は春 と秋の 彼岸に牡丹餅 （は ぎの 餅〉が

作 られ お 供 え さ れ た り，

一
統へ 配 られ て い る．江戸 に

お い て 記録 の な い 理 由はは っ き りしない が，今後さら

に検討すべ き こ とと考 え る．

　　 「諸 国風俗問状答』
！ ：1

の彼岸は，団子また はは ぎ

の 餅 が用 い られ て い る とこ ろ が多い ．

　 v ＞ 氷　 　室

　 『東都遊覧年中行事 』
1 ）

には 6 月 1 日 に 「賜氷 の 節

御祝 儀，加州公 よ り氷献 ヒ」とある．また 「御城 の 年

中行事』
’ 〕

に は 「富士氷御 視 」 とあ り，氷 を 献 上 す る

行事 で あ る．しか し，旧暦の 6 月に氷 を献 上する こ と

は当時の 状況か ら して 大変 な こ とで あ り，氷 が 転 じ て

氷餅を食べ る と い うこ とに な っ た もの で ，本資料 に お

い て も文化 11年 （1814）江戸役所に は 「今朝，例年 の

通 り氷餅
…

」とあ り，下 屋 敷で は 文政 8 年 （1825 ）よ

り 「氷餅上 ル 」とあ る．江戸役所お よび臼杵役所共に

行 っ て い た行事で ある．氷室 は明治 2 年 （1869）まで

行わ れ て い る ．

　 「諸 国風 俗間状 答』
LI

に は，記載 され て い る例証が

皆無に近 い ．

　 vi ） 嘉　　祥

　嘉祥 とは 6 月16日に 菓子 を賜 る行事で，京都で は後

嵯峨院の 頃 （1242〜）か ら行 われ て い た と される
］fi｝
．

　資料にお い て 嘉祥が初見され る の は，文化 13年 （1816）

で 「小石 川 より御嘉祥御重 」とあり，以降 15回 見 られ

る．しか し，臼杵藩御会所日記に は 天 和 3 年 （1683 ）

以降 8 月 1 日の 八 朔の H に 「嘉祥御菓子頂戴」との 記

録がみ られ，安政 3 年 （1856 ）まで に 54回 行わ れ て い

る
IT／
．

　こ の 嘉祥が い つ 頃か ら行わ れ て い た か につ い て は，

稲葉家譜に 「延宝 3 年 （1675）八 月朔 日…皆登城…是

儀式始於此時…是 日 八 朔頒賜嘉祥菓餅於諸士．是六月

卜六 日景通於幕府所賜之物也
…

」 とあ り，五代景通 の

時 よ り行わ れ ，以 後 の 歴代藩主が家督引継 ぎ後初め て

6 月16日に 登城する ときに は ， 記録が 見 られ る よ うに

な る
ISI，．

　こ の こ と か ら す れ ば
， 世上 が 安定 した こ の 頃か ら行

事が確立 され て い っ た の で はない か と考えるの で ある．

　嘉祥 には多 くの 菓 ∫
一
が用い られ た と され る が，文政

元年 （1818 ）に江戸城 で 用 い られた 菓
』
r一は 1，612膳，

総数 14，484個と膨大な もの で
’9／

，嘉祥の 行事は菓子 の

普及 に 著 しい 影響を及 ぼ した とい わ れ て い る ，資料 に

お ける 嘉祥は，文政 4 年 （182D 以前にはみ られず，
そ の 後の 記録 の 半数程度に み られ る．F1杵屋敷 に お け

る 出現 は 数 回 程 度で あ る．

　したが っ て ，本資料の 記録には少な い もの の，嘉祥

の 行事は幕府を は じめ 臼杵藩の 重要な行事で あ っ た と

い え る．こ れ に 対 して 『諸 国風俗間状答』
：　1，

に は嘉祥

は 全 くみ られず
Z ／

，
こ の こ とか らも幕府主体の 行事で

あっ た こ とが わか る．

　vii）　土用 ・暑入 り

　土用 の 入 りに 小豆 と に ん に くやあ ん こ ろ 餅 （または

は ぎの 餅 ・赤 の 餅等）を食べ る と い う風習
Z　1，

は江戸 時
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代 にかな りの 地域 でみ られ るが，本資料 の 江戸 ヒ屋敷

で は弘化 2 年 〔1845）か ら，臼杵 で は文政 7 年 （1824）

以 降ほ とん どみ られ る．江 戸 に お い て は天保期まで 記

録が み られず，その 後に なっ て 出現する こ とは ，こ の

習慣が 江 戸末期に な っ て 定着した の で は ない か と考え

られ る．

　 「諸国風俗 間状答 』
Z／

の 場 合淡路 国，阿波国 な どで

は 稲 葉家 と同 じ く小豆 とに ん に くが見 られ ，こ れ を水

で飲み暑邪を払うとして い る．

　 viiD 干 蘭 盆

　 先祖 の 霊 をまつ る 精霊祭 は 7 月 13日か ら15日 に か け

て 行われ て い る．江戸 ・臼杵 とも役所 に記録がみ られ ，

7月 13日 に は精霊棚をつ くり，食べ 物で は長 なす，干

菓子，団子，菓子瓜，西瓜お よ び御膳な どが 供えら れ

て い る．

　 『諸 国風俗 問状答 』
2 ｝

の 場合 も，団子，素麺，瓜，

西瓜 などを供え る と こ ろ が多 い ．

　 ix）　 中　　元

　 中元 と は 7 月15目 に行わ れ る行事で あ る．こ の 日蓮
　 　 き し さ ば

飯 ・刺鯖 を食べ ，神仏 に も供える とい う習慣は ヒ屋敷

の 享和 2 年 （1802）以降にみ られ るが ，文化14年 （18ユ7）

江戸役所 に は 「ド屋 敷 に は 蓮飯 ・刺鯖 は 当年 よ り御 止

相成 」と行事が簡略化 され，文政年間に入 っ て か らは

役所以外 に はほ とん どみ られ な くな る．蓮飯 ・刺鯖 を

祝 うこ とは 江 戸 中期 『倭訓栞』
3°1

に見 られ ，江戸 中期

以前に多い 行事の よ うで ある．臼杵に お い て は明治初

期ま で 続 け ら れ て い る．

　庶民 の 場合 『諸国風 俗間状答 』
Zl

に 「中元 」と い う

項 目がな い た め か ，中元に つ い て は ほ と ん ど 記載が な

い ．
　 　 　 L き　 h 　 た ま

　x ） 生 身 魂

　生身魂 とは中元 と同 じく7 月15日に行われる行事で，

嘉永 4 年 （1851）の 『東都遊覧年中行事』
1 ／

に 「生 き

て い る 父母へ 魚類を祝う」とある．資料で は 文化 5年

（1808 ）か ら み ら れ ，そ の 後い ずれ の 屋 敷に お い て も

明治 2年 （1869 ）まで 行われ て い る 行事 で ある．江戸

に お い て は単に 「肴 」との 記録で あるが，臼杵に お い

て は 鯉 や 干鯖が 多 く用 い ら れ て い る．ま た 文 化 14年

（1817）江戸役所に は，御用達をは じめ 一統に干：肴が

配 ら れ て い る．

　 『諸 国風俗 間状 答 』
e ／

の 」昜合，生身魂 と して は 「刺

鯖 を親に贈る」とい う風習が調査対象 の ほぼ半数にみ

ら れ る ．備後 国深津 郡本 庄村 の 場合 は ，「世 俗 盆 に

鯖 ・鮭 の 類を二 親に供養とな し ， 或は 二 親有者は 十 五

凵に は 必 さか なを喰ふ 物と申て給へ 申候 」 と あ り，生

身魂の 行事は武家の み な らず庶民 にも浸透 して い た行

事とい える．

　 xi） 虫　　干

　 虫干は梅雨 の 明けた頃， 6 月末か ら 7 月末まで の 適

宜 に行わ れ て い て
， 享和年 間お よ び 文化 】0年 （1813）

まで は記載が な く，文化 11年 （1814 ） 8 月 21日の 江戸

役所に は，虫干済み に付茶飯，あ ん か け豆腐，御酒，

鉢肴が 御奥惣女中，御用達，御医師，役所両人 （家老）

へ ，御口番，御手明，小使 い へ は 湯 豆腐，御酒が下 さ

れて お り， 食べ 物 に も身分差が認 め られ る．また そ の

後にはす しや 更科蕎麦 ， 素麺 ， 汁粉等 も振る舞われ て

い る．天保 11年 （1840）江 戸 役所で は あ ん こ ろ餅300

と い う記録も見ら れ る。

　 xii） 八 　 　朔

　 八朔は徳川家康が江戸へ 入 っ た 日 と して 幕府 の 重要

な行事に 位置づ け られて お り
t’1．

， 殿様の 登城日で あ る．

　 「御城 の 年中行事』
L ］

に よれば 「8 月 1 日 に は諸大

名自衣着す」とあ る ．また 『新吉原年中行事』
L　’，

に は 遊

女も白無垢を着る とあ り，歌川広重画「八 朔自無垢』
Z11

（X 保頃〉に もそ の 様が記 され て い る ．

　 本資料 に お い て も幕 末まで 重要 な行事 の ひ とつ で あ

り， 慶応 3 年 （1867）臼杵役所 で は 「御家中
．’
統登城 」

とあ り，臼杵 に お い て も幕府 を規範 として 行事が行わ

れ て い た と考え られ る．

　八 朔の 行事に おける食べ 物に つ い て は ，．ヒ屋敷の 文

化 元 年 （1804）か ら文政 3 年 （1820） ま で は 干鯛 の や

りと りが み られ る が，そ の 後下屋敷に は 単に御祝また

は御祝料 理 と の み 記載 され て い る．臼杵 にお い て も下

屋敷 と同様御祝料理 とある．

　 『諸国風俗問状 答』
翫

の場合 ， 少数に餅や 赤飯で 祝

うとこ ろ が見 られ る．

　 xiii ）　 月見お よ び後の 月見

　月見は 8 月ユ5日の i』五夜， 9 月13日の 十 r 夜
！A／

の 前

後に行わ れ，片月見を忌 み 2回 の 月見を行 っ て い た ，

供物 は団 子 ， 蛤 ， 里芋 ， 枝豆 ， 果物等 で 江戸 も臼杵 も

同様で あ り，い ずれ の 屋敷に お い て も行われて い る．

　 『諸 国風俗問状答』
tt ．

の 場合，二 回 の 月 見 を行うの

は約半数の 地域で武家と ほ ぼ 同様に行わ れ て い る．

　xiv ） 玄　 猪

　玄猪 は 10月 の 亥 の 日に行 わ れ諸大名 は 登城 し，御祝

の 餅 を頂戴 して い た
2 ］

．資料 中 の 玄猪 は ， 享 和元年

（1801）下 屋敷か ら文化 8 年 （1811）まで は干鯛 ・御

居餅の や りとりが み られ る が ，そ の 後は御居餅の み と
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臼杵藩稲葉家年中行事 に 用 い ら れ た 食晶 ・食物

な っ て い る．臼杵で は 「赤白の 鳥 の 子餅 ， 仏前 は自の

み 」とある．玄猪は い ずれ の 屋敷に お い て も行わ れ て

い る．また こ の 日 に 炬燵開 き を行 っ て い る ．

　 『諸国風俗 問状 答 』
2 ，

の 場合は ， 常 陸国水戸領 や 丹

後国峯山領 の 場合に は五 行 をかた どり五 色 の餅が 用 い

られ て い るが ， 他の 地域 は餅また は は ぎの餅が 多い ．

　 xv ） 冬　　至

　冬至 は ユ1月初旬か ら11月中旬 に 行 わ れ て い る ．本資

料中 に冬至が初見 されるの は文化 14年 （1817）江戸役

所の 11月 15日で 「冬至 につ き御臓 煮」 とあ る．同 じ く

下屋敷 に も散見 され る．天保 8年 （1837）上 屋 敷か ら

は出現が多 くな り， 後年に は汁粉 もみ られ る よ うにな

る．臼杵 にお い て も同様に雑煮また は汁粉が み ら れ る．

　 「諸国風俗間状答』
2 ｝

の場合，冬至 を行 っ て い る地

域 は少 な い が ， 行う場合に は餠 をつ い て い る．

　xvi ）　寒　　入

　寒入は U 月中旬から12月初旬に かけ て行われ て い る．

寒入が初見 され るの は ， 文化 11年 （1814）11月ユ6日 の

江戸役所 に は 「生揚 げ，あ ん こ う 」とあ り，そ の 後赤
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 うず み ど うふ

の 餅や湯豆腐 ， 汁粉も出現 して い る．臼杵で は 埋 皇腐，

は ぎの餅等 もみ ら れ る．

　xvii） 事 初 め

　事初め は 12月初旬に散見され ，
い とこ 煮が み ら れ る．

庶民 の 場合 も事初め はお よび事納 め が 散見 さ れ る．食

べ 物で は お事汁や い と こ 煮が み られ る
2 〕 。

　 xviii ） 節 分

　節分は 立春の 前日 で ，12月末 また は 1 月初 旬に行わ

れ て い る が ，天 保 2 年以前はみ られず ， 下屋 敷の 文政

13年 （1830）12月15日に 「例年の 通 り」 とあ っ て ，何

ら か の 理 由で 記録 され て い な い もの の
， 実施さ れ て い

た 行事で は ない か と考 え られる．い ずれ の 屋 敷で も豆

ばや し （豆 まき）が行 われ，安政 2 年 （1855）臼杵役

所 で は
， 「東都遊 覧年中行事』

一

と同様，部屋 ご とに

鰯 の 頭がか ざられ て い る．

　 「諸 国風俗間状答』
2 ／

の 場合に も豆 まきが行われ，

鰯の 頭，柊を門 に さす と い うと こ ろ が多 い ．

　  　年中行事 の 性狢

　稲葉家で 行われ て い た年 中行事に つ い て 述 べ て きた

が ， 年中行事に は大別 して 二 通 りの もの がある とい え

る．

　ひ と つ は 幕府 を中心 と し た もの で ，地方 の 諸 藩が幕

府 に 倣 っ て行 っ て い る 嘉祥，氷室 などの 行事 で ある．

そ の他の もの は t 規模 の 大小 は別 として 庶民 に お い て

も行わ れ て い る 行事 で あ る．

　年 中行事に つ い て は ，『御定式御用 品雛 形 』
］：］

に

「正月御居御鏡餅 」，「正 月 2 日御買初」，「3 月 9 日節

句大菱餝 」， 「3 月 9 日節句貝餝 」，「端午粽 」， 「中元刺

鯖蓮飯 」，「八朔」，「玄猪 」などの 宮 中の しきた りが記

され て い て ，こ れ らの 行事は稲 葉家に お い て もほ ぼ 同

様に行われ て い る．『御定式御用品雛形』
11’

に記載され

て い て ，稲葉家 に お い て み られない 行事は 「お朝物 」，
　 vL はなび ら

「菱 葩 餅」で ある．

　 こ の こ とか ら，年中行事は宮 中な どの 行事 を規範 と

し て 行わ れ ，それ が幕府か ら各藩へ と， さらに 庶民 へ

と様 々 な変容 とともに 広 まっ た の で は な い か と推察す

る の である．

　樹 　各屋敷 の 役割

　稲葉家 の場合 ， 上屋敷は 在位中 の 殿様用 の 屋敷 で あ

り， ド屋敷 は 隠居後の 大殿 様の 居所 で あ っ た ．11代雍

通 は 44歳で 隠居後 も臼杵 に帰 らず江戸 に住んだ．それ

は，家督をゆずっ た12代尊通 は三年後 に21歳 で病死 し，

次の 13代幾通 は 6 歳 で 家督をつ い だ もの の 29歳で 死 去，

こ の と き雍通 61歳 ， さらに 14代観通が家督をつ い だ の

は 5 歳 で あ っ た とい う よ うな状況か ら，後見人と して

江 戸 に住 まな け れ ば な ら な か っ た の が理 由 と考え られ

る．

　中屋敷に つ い て は資料中 に 二 回記録が み られ る の み

で 詳細 に つ い て は不明で ある．

　役所 の 記録 は年中行事の段取りや 食べ 物の購入場所，

数量，値段 など も書か れ て い る．た と えば餅つ きの 場

合 ， 総量 お よ び 各人 に 配る鏡餅 の 数 な どがある こ とか

ら， 上屋敷 下屋敷お よ び他 の 屋敷 な ど江戸屋敷全体

の 事務所 と して 位置づ け られ て い た もの と考え られ る．

　4． 結　　語

　臼杵藩稲 葉家 に おけ る 年中行事に つ い て 記録 を検討

して きたが ， 記録の 存在する 80年間の い ずれ の 屋敷 ，

い ずれ の 地域に お い て も年中行事は ほ ぼ同 じように 行

われ て い た．そ の 行事 の 内容 は
， 時代と ともに簡略化

され る 傾向が み られ，とくに 五節句や 八 朔，玄猪な ど

に多 く用 い ら れ た 十鯛 や 御居餅 は 文化末期頃 か ら減少

し，さらに文久に入る と振 り袖禁止 など様々 な生活の

変革に伴 っ て ，行事の 内容に は か なりの 変容が認め ら

れ る．

　稲葉家御奥の 記録は ，江戸 に お ける大 名お よび家族

の 動静や 行事，儀礼，食べ 物な ど 膨大な情 報が得 られ

る と期待で きる ．そ れ ら に つ い て は今後 さらに研究を

深 め た い ．
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　本研 究の
一

部は 日本家政学会第45回大 会にお い て 発

表 した．

　本研究は平成 5年ア サ ヒ 生活文化研究所よ り研究助

成を受け て行 っ た ．こ こ に厚 く御礼申し上 げます．資

料 の 閲覧に便宜をお計らい くだ さい ま した臼杵市立 臼

杵図書館な らび に解読に あた りご指導 ください ました

臼杵市立臼杵図書館元館長板井清
一

氏に深謝 い た しま

す．
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