
 

 

 

 

 

 

 

 

 

「端午の節供」は、「端午節会（たんごのせちえ）」と呼
よ

ばれていました。 

今
いま

から１２００年以上前
いじょうまえ

の天平
てんぴょう

１９年（７４７）５月５日、聖武天皇
しょうむてんのう

が、「端午節会
たんごのせちえ

」

を再
ふたた

び始
はじ

めたそうです。（参考）国史大辞典 

 

 

 

 

このとき、「菖蒲の御案（あやめのつくえ）」と「菖蒲鬘（あやめかづら）」、「薬玉（く

すだま）」が書
か

かれています。どれも、菖蒲
しょうぶ

を使
つか

いました。（参考）日本まつりと年中行事事典 

 

・「菖蒲
あ や め

の御案
つ く え

」とは、菖蒲
しょうぶ

をのせて運
はこ

んだ机
つくえ

のこと。 

・「菖蒲鬘
あやめのかづら

」とは、菖蒲
しょうぶ

で作
つく

った、頭
あたま

につけるかざりのこと。 

男性
だんせい

は 冠
かんむり

につけ、女性
じょせい

は髪
かみ

にさしました。 

・「薬玉
くすだま

」とは、薬草
やくそう

などを袋
ふくろ

に包
つつ

み、これに菖蒲
しょうぶ

、蓬
よもぎ

などを結
むす

びつけて、 

五色の糸
いと

をたれさげたもの。悪
わる

い気
き

を払
はら

い、寿命
じゅみょう

が延
の

びる、とされていた。 

 

先
さき

ほどの天平
てんぴょう

１９年（７４７）５月５日の「端午節会
たんごのせちえ

」では、「菖蒲鬘
あやめのかづら

」をつけて参列
さんれつ

し、天皇
てんのう

から「薬玉
くすだま

」をいただく決
き

まりでしたが、「菖蒲鬘
あやめのかづら

」をしない人
ひと

は、皇居
こ う き ょ

の中
なか

に入
はい

れないようにした、という記録
き ろ く

があります。（参考）国史大辞典、『続日本紀
し ょ く に ほ ん ぎ

』 

 

●１２００年以上前
いじょ うまえ

から、端午 

の節供が行
おこな

われていた。 

●聖武天皇
しょうむてんのう

も清少納言
せいしょうなごん

も、 

みんな端午節会
たんごのせちえ

では、 

菖蒲
し ょ うぶ

を大切
たいせつ

にしていた。 

●菖蒲
し ょ うぶ

は、悪
わる

い気
き

を払
はら

う力
ちから

 

があると信
しん

じられていた。 

●「菖蒲
し ょ うぶ

＝尚武
し ょ うぶ

」 

●江戸時代
え ど じ だ い

になって、庶民
しょみん

 

に広まった。 

 聖武天皇
しょうむてんのう

って、６年生
ねんせい

の社会科
し ゃ か い か

の教科書
き ょ うか し ょ

で勉強
べんきょう

するよね。奈良時代
な ら じ だ い

の聖武天皇
しょうむてんのう

が、端午の節供と

関係
かんけい

あるなんて、びっくりだよ！ 



 平安時代
へいあんじだい

にも、五月の節会
せ ち え

では、菖蒲
しょうぶ

をかざる習慣
しゅうかん

がありました。 

 清少納言
せいしょうなごん

が書
か

いた『枕草子
まくらのそうし

』にも、 

 

 節は五月にしく月はなし  菖蒲、蓬などのかをりあひたる、 いみじうをかし。 

 （節供
せ っ く

は、五月五日に、及
およ

ぶものはない。菖蒲
しょうぶ

や蓬
よもぎ

などが、ともに香
かお

り高
たか

く香
かお

って 

いる様子
よ う す

は、とても趣
おもむ

きがある。） と書
か

かれています。 

（参考）国史大辞典 

 

 

 

 

鎌倉時代
か ま く ら じ だ い

になると、武士
ぶ し

たちが「端午の節供」をおこなうようになります。 

たたかいが仕事
し ご と

で、武道
ぶ ど う

を大切
たいせつ

にしていた武士
ぶ し

にとって、菖蒲
しょうぶ

は「武道
ぶ ど う

を重
おも

んじ

る」という意味
い み

の「尚武（しょうぶ）」と同
おな

じ読
よ

み方
かた

だったので、縁起
え ん ぎ

がいいと考
かんが

えら

れていました。菖蒲
しょうぶ

の葉
は

の形
かたち

が刀
かたな

に似
に

ていることから、悪
わる

いものを斬
き

り払
はら

う力
ちから

を

もつと信
しん

じられていました。武士
ぶ し

の子どもたちは、菖蒲
しょうぶ

の葉
は

を刀
かたな

に見立
み た

てて「菖蒲

刀（しょうぶがたな）」として腰
こし

にさしたり、菖蒲
しょうぶ

の葉
は

で地面
じ め ん

を打
う

ちあう「菖蒲打」（しょ

うぶうち）をおこなったようです。（参考）日本民俗資料事典 

 

江戸時代
え ど じ だ い

になると、幕府
ば く ふ

が「端午の節供」を行事
ぎょ うじ

として定
さだ

めました。その結果
け っ か

、 

武士
ぶ し

だけでなく、庶民
しょみん

にも広
ひろ

がっていきました。 

 

ところで、「端午の節供」はもともと、中国
ちゅうごく

から伝
つた

わってきたのでしたね。 

次
つぎ

の話
はなし

では、どのようにして「端午の節供」が生
う

まれたのか、調
しら

べましょう！ 

第参話
だ い さん わ

につづく・・・ 

（次回予告） 「楚
そ

」で生
う

まれた？そ
．
ーなんだ！ 第参話

だ い さん わ

「楚
そ

、厄除
や く よ

けの風習
ふうしゅう

」 

清少納言
せいしょうなごん

も、国語
こ く ご

や社会科
し ゃ か い か

の教科書
き ょ うか し ょ

で勉強
べんきょう

したわ。なんだか、菖蒲
し ょ うぶ

をとおして、現代
げんだい

のわたし

たちとつながっているみたい。 


