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桃

の

節

供

と

桃

の

酒

 

三

月

三

日

は

、
「

上

巳

じ

ょ

う

し

」

の

節

供

。
「

雛

の

節

供

」

と

か

「

桃

の

節

供

」

と

も

い

い

ま

す

。

 

節

供

は

、

中

国

伝

来

の

漢

語

で

す

が

、

古

く

日

本

で

も

セ

ツ

ビ

(

セ

チ

ビ

)

と

か

オ

リ

メ

と

呼

ぶ

忌

み

祓

い

の

行

事

が

あ

り

ま

し

た

。

季

節

の

折

目

節

目

を

無

事

に

過

ご

さ

ん

が

た

め

に

ほ

か

な

り

ま

せ

ん

。

そ

れ

が

中

国

伝

来

の

節

供

行

事

と

複

合

、

と

く

に

江

戸

幕

府

が

節

供

を

「

公

日

」

と

し

て

設

定

し

た

こ

と

に

よ

っ

て

広

ま

っ

た

の

で

す

。

 
 

か

つ

て

医

療

が

未

発

達

な

時

代

に

は

、

何

か

に

つ

け

て

「

ま

じ

な

い

」

を

発

達

さ

せ

ま

し

た

。

 

そ

の

ひ

と

つ

が

、

身

に

つ

け

た

穢け

が

れ

を

祓

う

こ

と

。

た

と

え

ば

、

紙

を

切

り

抜

い

た

人

形

ひ

と

が

た

で

体

を

撫
な

で

、

息

を

吹

き

か

け

て

穢

れ

を

移

す

。
そ

し

て

、
そ

の

人

形

ひ

と

が

た

を

川

や

海

に

流

す

。

農

山

漁

村

で

の

節

供

で

は

、
「

雛

流

し

」
（

流

し

雛

）

が

古

い

習

俗

で

し

た

。
「

節

供

祓

い

」

の

ま

じ

な

い

の

か

た

ち

で

し

た

。

 

時

代

と

と

も

に

そ

れ

が

派

手

派

手

し

く

な

り

、

遊

戯

化

も

し

ま

す

。

と

い

え

ば

、

も

う

お

わ

か

り

で

し
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ょ

う

。

現

在

一

般

化

し

て

い

る

雛

人

形

は

、

そ

う

し

た

人

形

ひ

と

が

た

の

流

し

雛

が

装

飾

化

さ

れ

た

極き

わ

み

に

あ

る

の

で

す

。

雛

人

形

市

が

立

ち

、

今

日

風

の

雛

人

形

が

売

ら

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

の

は

、

元

禄

の

頃

（

一

七

世

紀

後

半

）
、

江

戸

の

町

か

ら

の

こ

と

で

し

た

。

 

「

女

子

の

節

供

」

と

さ

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

の

も

、

雛

飾

り

の

普

及

に

あ

わ

せ

て

の

こ

と

。

そ

し

て

、

都

市

を

中

心

に

行

事

が

遊

戯

化

す

る

と

、

そ

こ

に

さ

ま

ざ

ま

な

俗

説

が

生

じ

る

こ

と

に

も

な

り

ま

す

。

 

た

と

え

ば

、
「

女

子

の

ま

つ

り

だ

か

ら

甘

い

白

酒

」

云

々

。

し

か

し

、

女

子

用

に

甘

酒

と

し

た

、

と

す

る

説

は

間

違

い

と

い

わ

ざ

る

を

え

ま

せ

ん

。

た

ま

た

ま

江

戸

の

鎌

倉

河

岸

の

酒

屋

「

豊

島

屋

」

が

、

灘

か

ら

の

下

り

酒

（

清

酒

）

が

荒

波

で

届

き

に

く

く

な

る

二

月

末

に

濁

酒

に

ご

り

ざ

け

（

味

醂

み

り

ん

と

酒

糟

さ

け

か

す

を

混

ぜ

合

わ

せ

た

も

の

）

を

店

頭

に

並

べ

た

の

が

人

気

を

呼

ん

だ

に

す

ぎ

ま

せ

ん

。

 

も

と

は

、

家

族

み

な

が

「

桃

の

酒

」

を

飲

ん

で

い

ま

し

た

。

端

午

の

節

供

（

五

月

五

日

）

の

「

菖

蒲

酒

」

や

重

陽

の

節

供

（

九

月

九

日

）

の

「

菊

酒

」

と

同

様
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に

、

旬し

ゅ

ん

の

息

吹

い

ぶ

き

を

と

り

い

れ

て

邪

気

を

祓

お

う

と

し

た

の

で

す

。

 

と

く

に

、

桃

は

、

古

代

中

国

で

邪

気

悪

霊

を

祓

う

神

聖

な

樹

木

と

さ

れ

、

桃

花

を

散

ら

し

た

だ

け

の

酒

も

呪

力

を

秘

め

た

酒

と

さ

れ

ま

し

た

。

た

と

え

ば

、

『

日

本

歳

時

記

』

に

は

、
「

三

日

桃

花

を

取

て

酒

に

ひ

た

し

、

こ

れ

を

の

め

ば

病

を

除

き

、

顔

色

う

る

ほ

す

と

な

ん

」
、

と

あ

り

ま

す

。

花

び

ら

一

枚

に

し

ろ

、「

旬

の

精

」

を

酒

に

加

え

る

こ

と

に

意

味

が

あ

っ

た

の

で

す

。

 


