
御
所
っ
て
、

い
ま
の

皇
居
の
こ
と
？

ご 
 

し
ょ

こ
う
き
ょ

堀
川
通

烏
丸
通

河
原
町
通

千
本
通

四条通

三条通

丸太町通

今出川通

そ
れ
で
は
、

紫
宸
殿
な
ど
は

平
安
時
代
と
同
じ
よ
う
に

復
元
し
ま
し
ょ
う
！

し 

し
ん
で
ん

8

東
京
遷
都
で
多
く
の
公
家
た
ち
も

移
住
し
た
た
め
、

公
家
町
は
荒
廃
し
、

そ
の
後
広
大
な

京
都
御
苑（
国
民
公
園
）と
し
て

整
備
さ
れ
た
の
だ
。

内
裏
は
何
度
も

火
事
に
な
っ
て
、

そ
の
た
び
に
天
皇
は

公
家
の
邸
宅
に

身
を
寄
せ
、

再
建
さ
れ
る
ま
で

一
時
的
に
内
裏
と
し
た
の
だ
。

松
平
定
信
に

再
建
を
命
じ
ま
し
た
。

＊
1
7
9
0
年（
寛
政
2
）に
完
成

ま
ん
が
で

見
る

ま
ん
が
で

見
る

ま
ん
が
で

ま
ん
が
で

ま
ん
が
で

ま
ん
が
で

ま
ん
が
で

京
都
御
所
の
歴
史

京
都
御
所
の
歴
史

な
ぜ

い
ま
の
場
所
に

移
っ
た
の
？

し
か
し

そ
の
後
も
内
裏
は

度
々
の
火
災
に
見
舞
わ
れ
、

ま
た
、江
戸
時
代
に
は
御
所
を
取
り
囲
む
よ
う
に

公
家
の
邸
宅
が
並
ん
で
い
ま
し
た
。

＊
公
家
町
と
い
わ
れ
ま
す

せ
ん 

と

こ
う
は
い

ぎ
ょ 

え
ん

東
京
遷
都
で
多
く
の
公
家
た
ち
も

移
住
し
た
た
め
、

公
家
町
は
荒
廃
し
、

そ
の
後
広
大
な

京
都
御
苑（
国
民
公
園
）と
し
て

整
備
さ
れ
た
の
だ
。

余は、ここに住む。

南
北
朝
が

合
一
さ
れ
る
と

そ
の
後
は

他
に
移
る
こ
と
な
く
、

こ
の
場
所
が

内
裏
と

定
ま
り
ま
し
た
。

1
8
5
4
年（
安
政
元
）

1
8
6
9
年（
明
治
2
）

天
明
の
大
火
で

ま
た
し
て
も
焼
失
。

朱雀門

内
裏

承明門

建礼門

紫宸殿
清涼殿 仁寿殿

承香殿

常寧殿

藤壺

貞観殿

朝堂院

大極殿

太政官

中和院
真言院

平
安
京
が
で
き
た
と
き

内
裏
は
現
在
の

京
都
御
所
よ
り
西
に

2
k
m
ほ
ど
離
れ
た

丸
太
町
通

千
本
西
付
近
に

あ
り
ま
し
た
。

織田信長豊臣秀吉

将軍

九条
大路

一条
大路

大内裏

羅城門
右京 左京

豊楽院

豊楽殿

禁裏

大宮御所

仙洞御所

長
岡
京

（
現
・
長
岡
京
市
、向
日
市
）

か
ら
現
在
の
京
都
市
に

都
が
遷
さ
れ
ま
し
た
。

む
こ
う

う
つ

そ
う
じ
ゃ
。

天
皇
の
住
ま
い
を
中
心
と

し
た
建
物
群
の
こ
と
で
、

内
裏
と
も
い
う
。

だ

い

  

り

内
裏
の
ま
わ
り
に
は

さ
ま
ざ
ま
な
庁
舎
が
建
て
ら
れ
、

全
体
は
塀
で
囲
ま
れ
て
い
て
、

そ
の
区
域
を

大
内
裏
と
い
う
の
だ
。

ち
ょ
う
し
ゃ

へ
い

だ

い

だ

い

 

り

今
の

官
庁
街
だ
ね
。

か
ん
ち
ょ
う

内
裏
は
現
在
の

京
都
御
所
よ
り
西
に

2
k
m
ほ
ど
離
れ
た

丸
太
町
通

千
本
西
付
近
に

あ
り
ま
し
た
。

ま
る 

た 

ま
ち

せ
ん
ぼ
ん

内
裏
は
何
度
も

火
事
に
な
っ
て
、

そ
の
た
び
に
天
皇
は

公
家
の
邸
宅
に

身
を
寄
せ
、

再
建
さ
れ
る
ま
で

一
時
的
に
内
裏
と
し
た
の
だ
。

く

げ

そ
れ
を

里
内
裏
と
い
う
。

さ
と

1
2
2
7
年

（
安
貞
元
）

の
火
災
以
後
は
、

元
の
と
こ
ろ
に
内
裏
が

再
建
さ
れ
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

あ
ん
て
い

1
3
3
1
年

（
元
弘
元
）

げ
ん
こ
う

1
3
9
2
年（
明
徳
3
）

め
い
と
く

そ
の
た
び
に

織
田
信
長
や

豊
臣
秀
吉

な
ど
に
よ
っ
て

再
建
さ
れ
ま
し
た
。

お  

だ  

の
ぶ
な
が

と
よ
と
み
ひ
で
よ
し

1
7
8
8
年（
天
明
8
）

て
ん
め
い

 

松
平
定
信
に

再
建
を
命
じ
ま
し
た
。

＊
1
7
9
0
年（
寛
政
2
）に
完
成

江
戸
幕
府
は
、

ま
つ
だ
い
ら
さ
だ
の
ぶ

ま
た
し
て
も　
　
　
　

焼
失
し
ま
す
が
、

翌
年
に
は
寛
政
時
と
同
じ
規
模
で
再
建
さ
れ
、

こ
れ
が
現
在
の
京
都
御
所
の
建
物
で
す
。

か
ん
せ
い

光
厳
天
皇
が

里
内
裏
で
あ
る

土
御
門
東
洞
院
殿
を

居
所
と
定
め
、

以
後
こ
の
邸
宅
が

内
裏
と
し
て
定
着
し
、

こ
う
ご
ん

つ
ち
み
か
ど
ひ
が
し
の
と
う
い
ん
ど
の

くげ博士

1

2

34

5
6

7

101112

9

末
永
く

平
安
の
世
が

続
く
よ
う
、こ
の
都
を

平
安
京
と
名
付
け
よ
う

へ
い

あ

ん

き
ょ
う

桓武天皇
かん む

7
9
4
年（
延
暦
13
）

え
ん
り
ゃ
く

鳴
く
よ（
7
9
4
）

ウ
グ
イ
ス
平
安
京

な

松平定信

光厳天皇



54帖からなり、現在の400字詰め原稿用紙
で約2400枚に及ぶ長編物語です。前半は光
源氏を主人公として京都を中心に華やかで
多様な男女の恋愛物語が描かれ、後半は京
都・宇治を舞台に物語が展開します。

平安時代の初め、文章を書く際には漢字が主に使われていました。やがて「かな文
字」が作られ、女性を中心に用いられるようになると、「かな文字」を使って日記や物
語を書く女性が現れてきました。日記文学のさきがけとされる藤原道綱母や、宮中で
女房として宮仕えをしながら貴族の日常を描いた紫式部や清少納言などです。

● 

30
代
半
ば
で
一
条
天
皇
の
皇
后
・
彰
子
の

　

教
育
係
と
し
て
宮
仕
え

● 

宮
仕
え
の
か
た
わ
ら
、『
源
氏
物
語
』を
書
き
上
げ
る

● 

清
少
納
言
に
激
し
い
ラ
イ
バ
ル
意
識
を
燃
や
す

● 

中
級
官
吏（
役
人
）の
藤
原
為
時
の
娘

● 

幼
い
頃
か
ら
漢
詩
文
が
読
め
る
才
女

敦道親王とのなれそめから、和泉式部が宮
邸に仕えるようになるまでの半年余りの様子
が綴られ、2人の和歌のやり取りが多くおさ
められた作品です。『和泉式部物語』と呼ば
れることもあります。

● 

自
分
の
感
情
に
素
直
に
、
自
由
奔
放
に
生
き
た
恋
多
き
女
性

● 

夫
、
子
ど
も
の
い
る
身
な
が
ら
、
冷
泉
院
の
親
王
・
敦
道
な
ど

　

多
く
の
男
性
と
浮
き
名
を
流
す

● 

素
直
で
大
胆
な
作
風
の
和
歌
は
、
鴨
長
明
も
称
賛
し
て
い
る

宇多天皇から堀河天皇までの約200年間の宮廷を中心
とする貴族社会の歴史を、編年体で物語風に記され、特
に藤原道長の栄華を称えることが中心となっています。
（＊編年体：起こった出来事を年代順に記していく方法）

● 

紫
式
部
、
和
泉
式
部
、
清
少
納
言
と
も
親
交
が
あ
っ
た

● 『
栄
花
物
語
』正
編
の
作
者
と
さ
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＊
栄
花
物
語
に
は
続
編
が
あ
り
ま
す
）

● 

藤
原
道
長
の
正
妻
で
あ
る
倫
子
や

　

そ
の
娘
の
彰
子
に
仕
え
た
女
房

● 

和
歌
の
才
能
は
和
泉
式
部
と
並
ぶ
と
評
さ
れ
、

　

歌
集
に『
赤
染
衛
門
集
』が
あ
る

受領であった父の解任で、赴任先である上総
国から京都に上る紀行に始まり、京の生活や
宮廷の生活などおよそ40年にわたる女の一
生が記されています。
（＊受領：中央から派遣された役人で、税の徴収を主な仕事とする）

● 

父
・
孝
標
は
菅
原
道
真
の
玄
孫
で
、

　

伯
母
は『
蜻
蛉
日
記
』の
作
者
、
藤
原
道
綱
母

● 

少
女
時
代
に『
源
氏
物
語
』に
出
会
い
、

　

物
語
の
世
界
に
強
く
惹
か
れ
る「
源
氏
物
語
オ
タ
ク
」

● 

後
に
後
朱
雀
天
皇
の
娘
に
仕
え
、『
更
級
日
記
』や

　
『
夜
半
の
寝
覚（
＊『
夜
の
寝
覚
』と
も
い
う
）
』な
ど
を
執
筆

宮中生活を中心に、当時の京都における貴族の生活や
四季の行事、風物などを描いたエッセーです。鴨長明の
『方丈記』と並んで、日本三大随筆の一つとされています。

紫式部の清少納言に対
するライバル意識は『紫
式部日記』の一文からも
偲ばれます。いわく、「清

少納言ほどわけ知り顔の女はいない。女だてらに漢
文を書いているが、よく見れば未熟なものだ…」。

● 

定
子
死
後
は
宮
仕
え
を
辞
め
、

　
　
　

京
都
・
月
の
輪
の

　
　
　

泉
涌
寺
付
近
で
暮
ら
す

● 

三
十
六
歌
仙
の一
人
で
あ
っ
た
清
原
元
輔
の
娘
で
、

　

幼
名
は
諾
子

● 

幼
い
頃
か
ら
和
歌
や
漢
文
に
親
し
む

● 

28
歳
の
時
、
一
条
天
皇
の
皇
后
・
定
子
の

　

女
房
と
し
て
宮
仕
え

● 

博
学
で
才
気
に
あ
ふ
れ
、
聡
明
さ
は
宮
中
で
も
評
判

兼家との結婚生活をつづった、女性による初
の本格的日記文学です。他の女性に心を移
した夫への恨みや嫉妬、息子の道綱への愛
情が細やかに記されています。

● 

日
本
三
美
人
の一
人
に
選
ば
れ
る
美
貌
の
持
ち
主
。

　

右
大
臣
家
の
三
男
、
藤
原
兼
家
と
結
婚

● 

地
方
官
の
娘
と
し
て
生
ま
れ
、
妹
は
菅
原
孝
標
女
の
母
親

● 

女
流
日
記
文
学
の
さ
き
が
け
。

　

紫
式
部
や
清
少
納
言
に
影
響
を
与
え
た

女流文学が花開いた
平安時代

紫
式
部
む
ら
さ
き
し
き
ぶ

清
少
納
言
せ
い
し
ょ
う
な
ご
ん

和
泉
式
部
い
ず
み
し
き
ぶ

赤
染
衛
門
あ
か
ぞ
め
え
も
ん

藤
原
道
綱
母
ふ
じ
わ
ら

み
ち
つ
な
の
は
は

菅
原
孝
標
女
す
が
わ
ら

た
か
す
え
の
む
す
め

● 

中
級
官
吏
の
娘
と
し
て
生
ま
れ
、

　
一
条
天
皇
の
皇
后
・
彰
子
に
仕
え
た
女
房

● 

同
僚
の
紫
式
部
も
、
そ
の
文
学
的
才
能
を

　

認
め
た
女
流
歌
人

● 四方山ばなし　

『枕草子』
『源氏物語』

『栄花物語』
『更級日記』

女流文学が花開いた平安時代

『和泉式部日記』

『蜻蛉日記』

ふじわら みちつなのはは

むらさきしき  ぶ せいしょう な  ごん

ふ
じ
わ
ら 

た
め
と
き

き
よ
は
ら
も
と
す
け

す
が
わ
ら
た
か
す
え
の
む
す
め

あ
つ
み
ち

ほ
ん
ぽ
う

れ
い 

ぜ
い
い
ん

か
も
の
ち
ょ
う
め
い

み
ち
な
が

り
ん  

し

や
し
ゃ
ご

ひ

さ
ら
し
な

ご　

 

す 

ざ
く

よ　

 

わ　
　
　

 

ね  

ざ
め

え
い  

が

び 

ぼ
う

か
ね
い
え

しの

な
ぎ 

こ

て
い  

し

せ
ん
に
ゅ
う
じ し

ょ
う 

し

げん     じ     もの  がたり

まくらの  そう　 し

かげろう

かものちょうめい

ほうじょう き

しっ   と

う　 だ ほりかわくに

かずさの



節句とは、季節の節目に健康長寿や豊作、子孫繁栄などを願う行事。中国の暦法と
日本の農耕の風習が合わさったもので、宮中では定められた日に邪気を祓う宴会が
催されるようになり「節句（節供）」といわれるようになりました。
平安時代には、元日、白馬、踏歌、端午、豊明が五節会として重んじられ、江戸時代、
幕府が特に重要な節目として式日（祝日）に定めたことで庶民の暮らしの中で根付
いていきました。この制度は明治６年に廃止されていますが、現在も季節を楽しむ行
事として定着しています。

古
来
中
国
で
は
、正
月
の
7
日
目
を
人
の
日（
人
日
）と
し
、犯
罪
者
に
対
す
る
刑

罰
は
行
わ
な
い
こ
と
に
し
て
い
ま
し
た
。ま
た
、こ
の
日
に
は
7
種
類
の
野
菜（
七

草
）を
入
れ
た
羹
を
食
べ
る
習
慣
が
あ
り
、こ
れ
が
日
本
に
伝
わ
り
、七
草
が
ゆ
と

な
り
ま
し
た
。日
本
で
は
平
安
時
代
か
ら
始
め
ら
れ
、江
戸
時
代
よ
り
一
般
に
定

着
、七
草
が
ゆ
を
食
べ
て
1
年
の
豊
作
と
無
病
息
災
を
願
い
ま
す
。 

│
中
国

旧
暦
1
月
7
日
に
、「
七
種
菜
羹
」と
い
う
七
種
類
の
野
菜
を
入
れ
た
羹（
熱
く
煮

た
吸
い
物
）を
食
べ
て
無
病
を
祈
る
習
慣
。

│
日
本

古
来
、年
の
初
め
に
野
に
出
て
芽
を
出
し
始
め
た
草
を
摘
み
取
る「
若
菜
摘
」が

行
わ
れ
て
い
た
。

│
七
草
と
は

●
セ
リ 
●

ナ
ズ
ナ 

●

オ
ギ
ョ
ウ（
ゴ
ギ
ョ
ウ
と
も
） 

●
ハ
コ
ベ
ラ（「
ハ
コ
ベ
」の
こ
と
） 

●
ホ
ト
ケ
ノ
ザ 
●
ス
ズ
ナ（「
カ
ブ・
蕪
」の
こ
と
）

●
ス
ズ
シ
ロ（
ダ
イ
コ
ン・
大
根
」の
こ
と
）

旧
暦
で
は
午
の
月
は
5
月
に
あ
た
り
、5
月
の
最
初
の
午
の
日（
5
日
）を
節
句
と

し
て
祝
っ
て
い
た
も
の
が
、後
に「
端
午
の
節
句
」と
な
り
ま
し
た
。宮
中
で
は
、強

い
香
気
で
厄
を
祓
う
菖
蒲
を
髪
に
さ
し
た
人
々
が
武
徳
殿
に
集
い
、天
皇
か
ら
薬

玉
を
賜
り
ま
し
た
。鎌
倉
時
代
ご
ろ
か
ら
、「
菖
蒲
」が「
尚
武
」に
通
じ
る
こ
と
な

ど
か
ら
、男
の
子
の
成
長
を
祝
い
、健
康
を
祈
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

薬
草
、香
草
、香
料
を
錦
の
袋
に
詰
め
て
、造
花
な
ど
で
飾
り
付
け
し
、五
色
の
糸

で
た
ら
し
た
入
れ
物
で
延
命
長
寿
、無
病
息
災
の
願
い
込
め
た
も
の
で
す
。中
国

で
は
こ
れ
を
魔
除
け
に
使
用
す
る
道
具
と
し
て
端
午
の
節
句
な
ど
に
使
用
さ
れ

て
い
ま
し
た
。

牽
牛
と
織
女
の
2
つ
の
星
を
祀
っ
て
、手
芸
や
芸
能
の
上
達
を
願
う「
乞
巧 

奠
」と

い
う
中
国
の
行
事
が
奈
良
時
代
に
伝
わ
り
、平
安
時
代
の
宮
中
で
は
願
い
事
を
カ

ジ
の
葉
に
書
い
て
、詩
歌
・
裁
縫
・
染
織
な
ど
の
技
芸
上
達
を
願
い
、江
戸
時
代
に

は
手
習
い
事
の
願
掛
け
と
し
て
一
般
庶
民
に
も
広
が
り
ま
し
た
。「
た
な
ば
た
」と

読
む
の
は
、元
か
ら
あ
っ
た
日
本
の
棚
機
津
女
の
伝
説
と
合
わ
さ
っ
て
生
ま
れ
た

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

機
を
織
る
女
性
を
棚
機
津
女
と
い
い
、棚
機
津
女
に
選
ば
れ
た
女
性
は
7
月
6

日
に
水
辺
の
機
屋
に
こ
も
っ
て
神
が
着
る
衣
を
織
り
、神
の
訪
れ
を
待
ち
ま
す
。そ

の
夜
、棚
機
津
女
は
神
の
妻
と
な
り
、7
日
の
夕
刻
に
仕
上
げ
た
衣
を
置
い
て
機

屋
を
出
ま
す
。こ
の
時
水
辺
で
禊
ぎ
を
行
う
と
、神
は
人
々
の
厄
災
を
持
ち
去
る

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

菊
の
節
句
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。菊
は
長
寿
を
も
た
ら
す
花
で
、強
い
香
り
で
邪
気

を
祓
う
と
さ
れ
、日
本
で
は
平
安
時
代
初
期
に
貴
族
の
宮
中
行
事
と
し
て
取
り

入
れ
ら
れ
、中
国
か
ら
伝
来
し
た
菊
を
眺
め
な
が
ら「
菊
酒
」を
飲
む「
菊
花
の

宴
」が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。前
の
晩
に
菊
に
綿
を
被
せ
て
お
き
、九
日
の
朝
、露

と
香
り
の
し
み
こ
ん
だ
綿
で
体
を
拭
い
て
不
老
長
寿
を
願
う「
被
せ
綿
」は
、重
陽

の
節
句
を
象
徴
す
る
行
事
で
す
。

中
国
の
陰
陽
思
想
で
は
奇
数
は「
積
極
的
な
面
を
表
現
す
る
め
で
た
い
数
字

（
陽
）と
さ
れ
、偶
数
は「
日
の
当
た
ら
な
い
陰
の
数
字
」と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。陽

数
で
は
最
大
の
9
が
重
な
る
日
で
あ
る
こ
と
か
ら「
重
陽
」と
さ
れ
ま
し
た
が
、奇

数
の
重
な
る
月
日
は
陽
の
気
が
強
す
ぎ
る
た
め
不
吉
と
さ
れ
、そ
れ
を
払
う
行
事

と
し
て
節
句
が
行
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、後
、陽
の
重
な
り
を
吉
祥
と
す
る
考

え
に
転
じ
、祝
い
事
と
な
っ
た
も
の
で
す
。

◆ 

人
日（
1
月
7
日
）

◆ 

上
巳（
3
月
3
日
）
　

◆ 

端
午（
5
月
5
日
）

◆ 

七
夕（
7
月
7
日
）
　

◆ 

重
陽（
9
月
9
日
） 

季
節
を
祝
う
宮
中
行
事

│
節
句︵
節
供
︶

五節句
季節を祝う宮中行事─節句

七
草
が
ゆ

薬
玉
と
は
？

奇
数
は
吉
数

棚
機
津
女
の
伝
説

元
々
は
中
国
古
代
の
禊
ぎ
の
行
事
で
、日
本
で
は
草
や
わ
ら
で
作
っ
た
人
形
で
体

を
な
で
穢
れ
を
移
し
、川
や
海
に
流
し
て
災
厄
を
祓
う
農
村
儀
礼
が
行
わ
れ
て
お

り
、平
安
貴
族
は
こ
の
日
に
曲
水
の
宴
を
行
い
ま
し
た
。ま
た
、子
女
は
こ
の
人
形

で
”雛
あ
そ
び
“
を
し
、こ
れ
が
後
に
ひ
な
人
形
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

現
在
で
は
、女
の
子
の
誕
生
と
成
長
を
祝
う「
雛
ま
つ
り
」と
し
て
一
般
に
浸
透
し

て
い
ま
す
。

 

平
安
時
代
に
朝
廷
や
公
家
の
間
で
行
な
わ
れ
た
年
中
行
事
の
一
つ
。3
月
3
日
の

桃
の
節
句
に
、参
加
者
各
自
が
曲
が
り
く
ね
っ
た
小
川
の
前
に
座
り
、上
流
か
ら

流
さ
れ
る
杯
が
自
分
の
前
を
通
り
過
ぎ
る
前
に
詩
歌
を
詠
み
、杯
を
取
り
上
げ
て

酒
を
飲
み
ま
す
。詠
ん
だ
詩
歌
は
、別
堂
で
節
を
つ
け
て
朗
詠
さ
れ
ま
す
。現
在

も
、上
賀
茂
神
社
や
城
南
宮
、北
野
天
満
宮
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

曲
水
の
宴

重
陽

上
巳

人
日

七
夕

端
午

中国の風習と日本の風習が結びついたものが「七草がゆ」

（
じ
ん
じ
つ
）

（
た
ん
ご
）

（
し
ち
せ
き
・
た
な
ば
た
）

（
ち
ょ
う
よ
う
）

（
じ
ょ
う
し
）

じゃ き はら

せ
っ　

   

く

がんじつ あおうま とう  か たん  ご とよあかり

あ
つ
も
の

う
ま

け
ん
ぎ
ゅ
う

し
ょ
く
じ
ょ

ま
つ

き
っ
こ
う
で
ん（
て
ん
）

た
な
ば
た  

つ　

 

め

は
た  

や

じ
ゃ  

き

か
ぶ

き　
　

  

わ
た

き
っ
し
ょ
う

し
ょ
う
ぶ

だ
ま

ぶ   

と
く 

で
ん

く
す

ま　

 

よ

な
な
し
ゅ
の
さ
い
か
ん

み
そ

ふ
し

よ
ろ
う 

え
い

か
み  

が　

 

も  

じ
ん 

じ
ゃ

じ
ょ
う
な
ん
ぐ
う

き
た  

の   

て
ん
ま
ん
ぐ
う

け
が

さ
い 

や
く

き
ょ
く
す
い

え
ん

ひ
い
な

ひ
と
が
た

わ
か  

な  

つ
み



十二単と襲の色目

十二単は平安時代の中期に完成した女房装束の儀服で、正式には「五衣唐衣
裳」といいます。宮中の儀式など、公家女房の晴れの装いとして用いられました。 
現在では御即位の大礼の儀、皇族妃の御成婚の儀に用いられます。

十二単の「十二」というのは、「十二分に」と

いう言葉があるように「たくさん」を意味す

るもので、12枚の衣ということではありませ

ん。衣裳の構成は時代によって変化します

が、基本的に身につけるものとして、「唐

衣」、「表着 」、「打衣」、「五衣」、「単衣」で、

そこに「裳」をつけて「長袴」をはきます。

重さはおよそ20ｋｇになるそうです。

貴
族
の
男
性
や
女
性
の
装
束
に
用
い
ら
れ
た
着
物
の
表
と
裏

の
と
り
合
わ
せ
、ま
た
は
着
物
と
着
物
を
重
ね
て
着
た
場
合

の
色
の
組
み
合
わ
せ
を
襲（
重
）の
色
目
と
い
い
ま
す
。よ
り

美
し
く
装
う
た
め
の
美
的
表
現
を
目
的
と
し
て
い
た
よ
う

で
、そ
の
一
つ
一
つ
の
と
り
合
わ
せ
に
ゆ
か
し
い
季
節
の
草
花

の
名
前
を
つ
け
た
り
、季
節
感
を
表
わ
す
よ
う
な
優
雅
で
風

情
あ
る
名
前
を
つ
け
て
呼
ん
で
い
ま
し
た
。

十
二
単

│
じ
ゅ
う
に
ひ
と
え
│

貴族の女性の正装

＊女房：宮廷に仕えた女性たちの総称で、主に皇后（中宮）の教育係や身の回りの世話、話し相手などを務めます。

見
ど

重見
ど
こ
ろ
は
、

重
ね
た
五
衣
の

美
し
い
グ
ラ
デ
ー
ション

◆◆ 

唐
衣 

（
か
ら
ぎ
ぬ
）

装
束
の
一
番
上
に
着
る
衣
。

十
二
単
の
装
束
の
中
で
一
番

美
し
く
構
成
さ
れ
、唐
服
を

模
し
た
と
こ
ろ
か
ら
唐
衣
と

言
わ
れ
る
。

◆◆ 

単
衣 

（
ひ
と
え
）

袿
の
下
に
着
る
も
の
。形
は

袿
と
同
じ
だ
が
、裄
と
丈

が
他
の
袿
よ
り
大
き
く
長

く
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
。

◆◆ 
五
衣 
（
いつつ
ぎ
ぬ
）

袿
を
五
枚
重
ね
て
着
る
の
で

五
衣
と
よ
ば
れ
る
が
、形
や

大
き
さ
は
表
着
と
変
わ
ら
な

い
。

◆◆ 

裳 

（
も
）

奈
良
時
代
に
は
腰
に
巻
い
た

も
の
だ
っ
た
が
、平
安
時
代
に

腰
に
当
て
て
結
び
、後
ろ
に
垂

れ
て
引
く
も
の
に
な
っ
た
。

◆◆ 

長
袴 

（
な
が
ば
か
ま
）

筒
形
の
袴
で
、裾
は
後
ろ
に

長
く
引
く
。表
裏
と
も
緋

色
。

◆◆ 

表
着 

（
う
え
の
き
ぬ
・
う
は
ぎ
）

唐
衣
の
下
に
着
る
袿
で
、多
く
の
袿
の

一
番
上
に
着
る
の
で
こ
の
名
が
あ
り
、

下
に
着
る
五
衣
の
襲
を
見
せ
る
た
め

少
し
小
さ
め
に
作
ら
れ
て
い
る
。

◆◆ 

打
衣 

（
う
ち
ぎ
ぬ
）

表
着
の
下
に
着
る
袿
で
、

打
衣
の
名
称
は
も
と
紅
の

綾
を
砧
で
う
っ
て
光
沢
を

出
し
た
こ
と
か
ら
つ
け
ら

れ
た
。

（
襲
の
色
目
）

？
本当に12枚も

着ていた?

いつつぎぬからぎぬ

も

ころも

から

う は ぎぎぬ

も ながばかま

うちぎぬ いつつぎぬ ひ と え

う
ち
ぎ

い
つ
つ
ぎ
ぬ

か
さ
ね

あ
や

き
ぬ
た

か
さ
ね




