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日 本 の 色 を 稽 え る

紫 ・紅 雑 考

長 崎 盛 輝

紫 は 赤 の 暖 と青 の 寒 を融 け 合 わ せ た 中 性 色,紅 は かす か に青昧 を含 ん だ 中 性

系 の 暖 色 だ が,共 に女 性 的 な媚 態 を含 み 「艶 色 」 と呼 ぶ にふ さ わ しい 色 で あ る。

反 面,そ れ らは ち ょ っ と シ ョ ッ ク を うけ る とパ ッ と燃 え上 りそ うな,底 に何 か

激 しい 力 を秘 め た色 で も あ る。 こ れ に対 して黄 丹(赤 味 橙)と 緋 は 暖 色 系 を代

表 す る色 で あ る。 黄 丹,緋 を東 天 に昇 る大 陽 の 色 とす れ ば,紫,紅 は 露 に ぬ れ

た朝 顔 の 花 の 色 に た と え る こ とが 出 来 よ う。 事 実,こ の 二 色 は濡 れ色 に な る と

生 々 と し,中 性 系 特 有 の 女 性 的 表情 を倍 加 す る の で あ る。 練 絹 の紫 や 紅 が 木 綿

の そ れ よ り も魅 力的 なの は,ぬ れ た よ うな 質 感 のせ い で あ る。 江 戸 中 期 頃 話 題

に な っ た 「笹 色 紅 」 の 艶 な美 も,そ の つ や を失 え ば効 果 は半 減 す るに ち が い な

いo

わ が 国 で は 古 くか ら この 二 色 を 「あて(高 貴)な る色 」,「 な ま め か し き色 」

と憧 憬 し,特 に平 安 貴 族 は それ らの 表情 が彼 等 の 生 活 信 条,高 雅,柔 婉 に通 じ

る と こ ろ か ら,色 の 中 の色 とみ て,「 色」 は紫 を,「 濃 き色 」 は紫 又 は紅 の 濃 染

の 色 を 指 す よ うに な っ た。 当時,濃 き紫 は最 高位 の 色 の 故 に,濃 き紅 は 高 価 の

故 に 「禁 色 」 と な って い る 。 この 二 色 は 平 安 時 代 の 「雅 」 の 色 感 を代 表 す る も

の で あ る が,品 位,情 感 の 点 で 紅 は紫 に及 ば ぬ と さ れ た とみ え,『 源 氏 物 語 』

で は 「紫 の 上 」 を理 想 の 女 性 と して 扱 っ た の に 対 し,「 末 摘 花」(紅 花 の 別 名)
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とい う女 性 を紅 花 の は な が赤 い こ とに か けて 「(鼻は)あ さま し う高 うの び ら か

に先 の 方 す こ し垂 りて(赤 く)色 づ きた る」 と描 写 して い る。 当 時 の 貴 族 が 紫

を如 何 に愛 好 した か は,『 枕 草 子 』 「めで た きも の に」 に,「 す べて なに もな に も,

紫 な る も の は,め で た く こ そ あ れ。 花 も糸 も紙 も。」 とあ るこ とや,『源 氏物 語 』

に登 場 す る 「桐 壼 の更 衣」 を桐 の 花 の,「 藤 壺 」 を藤 の 花 の紫 によ って 象 徴 し,

又,藤 壺 と瓜 二 っ の女 性 を 「紫 の 上 」 と呼 ん だ こ とで も わ か る 。 そ して,こ の

物 語 の 作 者 は,は じめ 「藤 式 部」(本 名 不 明)と 呼 ば れて い た が,紫 の 上 の こ と

が後 宮 で 大 評 判 に な り,後 に 厂紫 式 部 」 と呼 ば れ る な ど,紫 に まつ わ る話 は 少

く ない 。

一 方
,紅 は 品 格 に お い て 紫 に劣 る が,紅 特 有 の あ で や か な色 感 は貴 族 間 に広

く愛 好 さ れ,特 に紅 の濃 染 は彼 等 の 憧 れ の色 で あ っ た 。 延 喜 縫 殿 式 で は これ を

「韓 紅 花 」 と名 づ け,そ れ を染 め る材 料,用 度 を示 して い る。 そ れ に よ る と,

綾 一 疋(二 反)を 染 め る の に,紅 花 大 十 斤(六 キ ロ),帛 一 疋 に紅 花 大 六 斤(約

三 ・六 キ ロ)を 用 い る こ と に な って い る。 三 善 清 行 の 奏 議(延 喜 十七 年)に よ

れ ば,当 時 の紅 花 一 斤 の値 段 は一 貫 文 で,式 の 基 準 通 り染 め て も綾 一 疋 は十 貫

文 か か る わ け だ が,貴 族 の 中 に は紅 花 二 十 斤 を用 い た も の もあ っ た とい う。『宇

津 保 物 語 』 に 「紅 の黒 む まで 濃 き」 と あ るの は そ う した濃 染 を い っ た の で あ ろ

う。仮 に,一 疋 に二 十 斤 用 い た とす れ ば,そ の 値 は 二 十 貫 文 に な り,当 時 の米

価 一 升(今 の 五 合 八 勺)を 約 十 文 とす れ ば,な ん と,米 二 十 石 分 に あた る。 し

た が って,こ れ を着 用 す る こ と は大 変 な 出 費 と な り,一 家 は勿 論,国 の 経 済 に

も大 きな影 響 を あ た え る こ と に な る。 そ うい うわ けで,紅 の濃 染 の着 用 は身 分

の上 下 を 問 わ ず 禁 じ られた が,そ れで も貴 族 の 間 に流 行 し ます ます濃 度 を深 め

て い った 。 この こ と は,当 時 の 貴 族 の 紅 の 濃 染 へ の 要 求 が如 何 に強 か っ た か を

物 語 って い る。 又,当 代 後 期 の 日記,物 語 に あ ら わ れ る服 色 を前 田 千 寸 氏 の 調

査 で 見 る と,男 装 で は① 白一② 紅 一③ 紫 の 各 系 統,女 装 で は① 紅 一 ② 紫 →③ 白

の各 系 統 の順 に な っ て い る。 更 に こ れ を色 彩 名 称 別 に見 る と,男 装 は① 白一 ②
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濃 き紅 一 ③ 二 藍,女 装 は① 白 一② 紅 梅 一 ③ 淡 紫 と な っ て お り,三 者 の 中で 紅 系

の 紅 梅 が 女 性 の 間 で 人 気 が あ っ た こ とが わ か る。 白 が 男 女 を通 じ上 位 を 占 め る

の は,こ の 色 が 地 質 は別 と して,古 来上 下 に広 く愛 用 さ れ て い る か ら だ ろ う。

紅 梅 色 が 当 時 の 女 房 達 に 人 気 が あ っ た こ と は,『 枕 草 子 』 に 「紅 梅 に は濃 き衣

こ そ,を か しれ 。 え着 ぬ こ そ,く ち を し けれ 。」,「 木 の 花 は濃 き も薄 きも,紅

梅 。」 と あ る こ とや,『 源 氏 物 語』 に 「紅 梅 」 の一 篇 を設 け て い る こ と,又,袿

の 「重 色 目」 に 濃 き紅 梅 を は じめ,紅 梅 に因 ん だ 名称 が五 種 類 あ る こ と か ら察

せ られ る。 重 色 目は 本 来,表,裏 の 裂 の色 を重 ね て 表 わす 合 わせ 色 を い うが,

何 々紅 梅 と称 す る色 目 は表,裏 い ず れ か が紅 梅 色 か紅 か に な っ て い る。 以 上 の

よ うに紫 根 と紅 花 に よ る染 色 は平 安 時 代 の色 を代 表 す る もの で あ っ た が,そ れ

は 又,日 本 の 各 時 代 を通 じて の愛 好 色 で もあ る。 そ こ で まず,平 安 以 前,こ の

二色 が どの よ う に見 ら れ た か を紫 一 紅 の 順 にみ て ゆ く こ と に しよ う。

紫 を品 位,情 感 に お い て諸 色 第 一 と 見 るよ うに な るの は,は る か,飛 鳥 時 代

か らで,そ れ が最 高 の 位 色 と して 明 記 され るの は,孝 徳 天 皇 大 化 三 年(647)の

七色 十 三 階 の 冠 位 の 制 か らで,位 色 の 序 列 は 深 紫 一 浅 紫 一 真緋 一 紺 一 緑 一 黒 と

な って い る 。 色 彩 を も っ て位 階 の標 識 と す る よ うに な った の は,そ れ以 前,推

古天 皇 十 一 年(603)の 冠 位 十 二 階 の 制 か らで,『 書 紀 』 に,徳,仁,禮,信,

義,智 の 大 小 十 二 階 が 記 さ れ,「 並 に当 れ る色 の 繩 を以 て縫 へ り」 と あ る が,

当色 の 名 称 は 記 され て い な い。 しか し,冠 位 の 名 称 か らみ て,位 色 は 五 行 説 の

正 色,す な わ ち,仁 に青,禮 に赤(朱,緋),信 に黄,義 に 臼,智 に黒 の 五 色 と,

最 高位 の徳 に隋 制 に倣 って紫 を あ て た こ と は確 かで あ る。冠 位 の 制 は後 に しば

しば 改正 さ れ,天 武 天 皇 の 代 か ら位 色 は 服 色 に変 った が,そ の 変遷 の 中 で 紫 は

常 に 諸 臣 最 高 の 位 置 を占 め っ づ け た 。 この よ うに紫 が特 別 視 され た の は,色 相

の高 雅,優 婉 の 故 も あ ろ う が,又,中 国 の 隋,唐 の 服 制 の影 響 も見 逃 せ な い。

推 古,冠 位 十 二 階 に紫 を最 高 と した の は 隋 朝 の服 制 に倣 っ た か ら に ち が い な い 。

しか し,隋 制 の 紫 一 緋 一 緑 一 青 と ち が って 紫 以 下 は五 行 説 の色 彩 を採 用 し たの
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で あ る。 こ こ で注 目す べ き事 は,隋 朝 に して も わ が推 古 朝 に して も,五 行 説 で

下 賎 な色 と卑 ん で い る聞 色 紫 を正 色 の 青,赤,黄,白,黒 の 上 に お いた こ とで

あ る 。 こ れ は,中 国 古 来 の色 彩観 を全 く顛 倒 した もの で,わ が国 は と も か く,

五 行 説 の 本 家 中 国 で は服 色 史 上 大 変化 とい わね ば な ら な い。 五 行 説 で は正 色(正

統 な る色)を 尊 び 間 色(亜 流 の色,閏 の色)を 卑 ん だ が,正 色 の 中 で,赤(朱

・緋 に同 じ)を 南 方 の 色
,陽 気盛 ん な色 と して 特 に尊 重 し,こ れ に配 さ れ る間

色 の紅 や,北 方 の 玄(黒)に 配 さ れ る紫 な ど を蔑 視 した 。 『論 語 』「郷 黨 篇」 に

見 え る 「紅 紫 不 三以 為 二褻 服 一.」は,紅 紫 は 間 色 の 故 に不 正 で 公 けの 会 服 は 勿

論,平 常 着 に も こ れ を着 ない こ と を い う。 こ れ に よ って も,当 時紫 を公 け に は

悪 い 色 と 見 て い た こ とや,同 じ間 色 で も紅 が陽 の色 で あ るた め 紫(陰 の色)の

上 にd」'いた こ と が わ か る。 又,同,「 陽 貨 篇」 に 見 え る 「悪 二紫 之 奪_レ 朱 也」

は,間 色 の紫 が 正 色 の朱 の色 に紛 らわ しい 事 を亜 流 が正 流 に ま ぎれ て正 流 の 地

位 をd」び や か し,表 に立 つ こ とに た と えた もの で あ る。 こ の よ うに朱 を尊 び 紫

を卑 む の は,古 来 の 五 行 説 に基 づ く,い わ ば公 的 な色 彩 思 想 で,そ れ以 前 か ら

私 的 に は紫 を愛 好 して い た こ とが うか が え る 。 『韓 非 子 』に「桓 公 好 服 二紫 衣_。

斉 人 尚 レ之,五 素 易 ニー 紫 ・」 とあり,又,r左 氏伝 』 注 に,「 紫 衣,君 服 」 と あ

る。 こ れ に よ る と,春 秋 時 代 で は紫 が愛 用 さ れ た こ と が わ か る。

こ う して,朱=緋 と紫 との上 位 争 い は春 秋 時 代 の 紫 愛 用 に初 ま り,つ いで 儒

家 思 想 の 成 立 に よ っ て再 び朱 ・緋 が重 用 され,秦 一 漢 へ っ づ き,南 北 朝 の 末 か

ら隋 に至 って 遂 に紫 の 上 位 が確 定 す るの で あ る。 しか し な が ら,こ の変 遷 は 公

会 の 服 飾 につ い て で あ っ て,紫 へ の 私 的 愛 好 は 春 秋 以 後 次 第 に高 ま り,位 色 の

序 列 に も影 響 を あ た えず に お か な か っ た。 す な わ ち,五 行 思 想 の影 響 下 に あ っ

た漢 朝 の 綬 制 の色 をみ る と,① 黄 赤=天 子,太 皇 大 后,皇 大 后,皇 后,② 赤=

諸候 王,長 公 主,天 子 貴 人,③ 緑=諸 国 貴 人,相 国,④ 紫=公,候,将 軍,公

主,封 君,⑤ 青=九 卿,中 二 千 石,二 千 石,⑥ 黒e千 石,六 百 石,⑦ 黄=四,

三,二 百 石,⑧ 青 紺=百 石(『續 漢 志 』輿 服 志)と な ってd」'り,正 色 の 赤 が上 位
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を 占 め て は い る が,間 色 の緑,紫 は正 色 の 青,黒,黄 の 上 に立 ち,上 位 進 出 の

き ざ し を見 せ て い る。 漢 朝 の 紫 愛 用 にっ い て 『漢 書 孔 光 伝 』 に 「北 宮,有 二紫

房 復 道.」 と 見 え,漢 の 安 陶 大后 は紫 に飾 っ た 室 をっ くっ た と伝 え ら れ て い る 。

後 世,「 紫 房 」 が大 后 の居 室 を指 す よ う に な るの は この こ とに 由 来 す る と い う。

こ れ に よ っ て も漢 朝 で の紫 の 賞 用 が う か が え よ う。 しか し,服 制 上 の 紫 の 上 位

進 出 は以 後 晋 代 まで は 見 られ ず,南 北 朝 の 頃 か ら よ うや くその 相 が現 わ れ初 め

るの で あ る。 そ れ も,南 朝 の 梁(520-557),陳(557-589)の 二 朝 の 褶 の 紫

一 絳(赤)二 色 にっ い て で(『 隋 書
,禮 儀 志 』),北 朝 の 北 斉(550-577)は 紫,

緋 の 順 位 は定 め ら れ て い なか った よ うで あ る 。

と も あ れ,服 制 上,紫 が緋 の 上 に立 って 最 高位 を確 定 す るの は 南 北 朝 を統 一

した隋 朝 か らで,煬 帝 大 業二 年(606)の 服 制 で は,紫 褶 は五 品 以 上,絳 褶 は六

品 以 下 の 著 用 と な っ て い る。 更 に大 業 六 年(610)に 紫 一 緋 一 緑 一 青一 皀一 黄 の

序 列 が制 定 され るの で あ る。 この 中,紫 一 緋 一 緑 一 青 は次 の 唐 朝,大 宗 貞観 四

年(640)に 採 用 さ れ,こ れ が わ が国 に伝 わ っ て,持 統 天 皇 以 後 の 諸 王,諸 臣 の

位 色 の序 列,紫 一 緋 一 緑 一 縹 に な る。

以 上 の 紫 上 位 進 出 の沿 革 をみ る と,わ が国 初 の 冠 位 の 色 は,隋 煬 帝 大 業 六 年

の 紫 一 緋 一 緑 一 青 の 制 定 よ り七 年 前 に定 め られ た こ と が わ か る。 この 時 隋(文

帝 仁 寿 三 年)で は,南 朝 の梁,陳 の紫 一緋 の 制 を採 用 し蜴 帝 に 見 る よ う な一 連

の 序 列 は ま だ 定 ま っ て い ない 。 わ が国 が紫 だ け を隋 に倣 い,そ れ 以 下 の色 を独

自の 判 断 で 選 定 した の は そ ん な事 情 に よ る と考 え られ る。

と こ ろ で,紫 を上 位 とす る思 想 は 東 洋 だ け で は な い。 古 代 西 方 諸 国 で は 古 く

か ら紫 を寺 院 の 荘 厳 や帝 王,高 僧 の式 服 と して 重 用 した。 ギ リ シヤ や ロ ー マ で

は下 級 の 者 の着 用 を禁 じ,犯 す も の を極 刑 に処 した と い う。 しか し,古 代 西 方

の 紫 は東 洋 の 紫根 染 と ちが って,地 中 海 で とれ る貝 の 汁 を染 料 と した もの で あ

る。 西 村 真 次 氏 に よ る と,こ の 貝 は 古 代 で は 「ブ ッキ ヌ ム」(Buccinum)及 び

「プ ル プ ラ」(Purpura)と 呼 ば れ,ブ ッキ ヌ ム は 今 日で は 「ム レ ッ クス ・ トル
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ン クル ス」(Merextrunculus),「 ム レ ッ ク ス ・ブ ラ ンデ リス」(Merexbrand-

eris)と 呼 ば れ る もの で あ り,プ ルプ ラは,「 プ ル プ ラ・ヘ マ ス トマ」(Purpura

hoemast。ma)と 呼 ば れ るもので,三 種 共 地 中海 岸 に産 す との こ とで あ る。 こ れ

らの 貝 は紀 元 前 千 六 百 年 頃 ク レ タで 盛 ん に採 取 され,そ れ に よ る貝紫 は ミノス

王 の 頃 発 明 され た と い わ れ て い る。 この 染 色 は 後 に フ ェ ニ キ ヤ の 都 市 チ ル ス で

盛 ん に な り,貝 紫 を生 産 地 を冠 して 「チ ル紫 」 と呼 ん だ。 の ち に,「 国 に王 た

る もの は頭 に冠 を い た だ くと共 に,身 に チ ル紫 を纒 わ ね ば王 者 の威 厳 を保 っ こ

と が出 来 ぬ」 とい わ れ た こ と か ら 「帝 王 紫 」 と も呼 ぶ よ うに な った 。 当 時 の 染

法 は明 らか で は な い が,ネ ー ピ ア氏 の 『古 代 の 手 工 芸 』 に よ る と,ロ ー マ で は

頬 紅 や 口紅 をチ ル紫 で さ した との こ とで あ る か ら,そ の色 相 は 赤 味 の 強 い荘 重

且 つ 華 や か な もの で あ っ た と思 わ れ る。 エ ジ プ トで は貴 人 の 帆 にチ ル紫 で 文 様

を描 き,伝 え る とこ ろ に よ る と,ア ン トニ オ と ク レ オ パ トラの それ は紫 に染 め

て 他 の舟 と識 別 出 来 る よ うに した とい う。 この よ うに西 方 諸 国 で 貝 紫 を重 用 し

た の は,そ の 色 調 の 艷 麗 に して荘 重 の 故 も あ ろ う が,他 の理 由 と して,紫 の 染

料 一 グ ラ ム を得 るの に,約 八 百 六 十個 の 貝 を要 し,非 常 に高 価 につ い た こ と や,

染 料 製 造 過 程 で の色 の 変 化,す な わ ち,貝 の汁 は最 初 無 色 で あ る が 日光 に曝 す

と鮮 や か な黄 色 に な り,や が て 緑 青 色 に変 り,遂 に 赤 紫 色 を現 わす と こ ろ か ら,

紫 こ そ窮 極 の色 一 最 高 の 色 とい う印 象 を強 め た こ と を あ げ ね ば な らな い 。

こ う して,貝 紫 は色 相 美 と経 済 的 価 値 に よ っ て 最 高 の 色 と され る よ うに な っ

た 。 後 に イ ギ リス で は皇 帝 の 式 服 に こ の色 を採 用 し,紫 は 「帝 室 」 の 象 徴 色 と

な った 。

西 村 真 次 氏 は 「ジ ャ ク ソ ンの チ ル紫 分布 観」 の紹 介 の 中で,わ が 国 古 代 の紫

愛 重 にふ れ,「 か うした 紫 色 愛 重 は無 論 支 那 か ら影 響 せ られた もの で あ り,支 那

も亦 西 方 か ら影 響 せ られ た に相 違 な く,す べ て チ ル紫 の賞 美 に其起 源 を 求 め る

こ と が 出 来 るの で あ る。」 とのべ てい る。 又,上 村 六 郎 氏 は この 問 題 に 関 連 して ら

チ ル紫 が 「印 度 に影 響 して印 度 で も紫 を尚 ぶ様 に な り,更 に この 風 習 が 仏 教 と
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共 に支 那 に 入 っ て 第 二 次 の紫 賞 用 の 時 代(隋 朝 の紫 賞 用 を指 す か)と な り,な

ほ 海 を渡 っ て 我 国 に も伝 来 した もの で あ る。(中 畧)そ して 東 洋 諸 国 が 西 方 亜

細 亜 の チ ル紫 の影 響 に倣 っ て紫 を 尚 ん だ の は実 は 仏 教 伝 来 以 後 の後 世 の こ と…

…」 との べ て い る。

紫 上 位 の 思 想 が わ が国 に伝 わ る と,中 国 に倣 って 「紫」 を,「 紫 宸 」(天 子

の正 殿),「 紫 禁」(皇 居),「 紫 極 」(天 子 の 居 所)な ど,帝 室 に関 す る語 に 冠 し,

又,「 紫 を施 く」 は 金 印 紫 綬 を帯 び る顕 要 の 職 「紫 衣」 は僧 正 の 正 衣 とい うよ

う に,政 治,宗 教 の 公 的 な最 高 語 と して 用 い るよ うに な る。 た だ し,「 南 都僧

俗 職 服 記 』 に 「法 衣 は紫 を最 と し次 は緋,袈 裟 は緋 を最 と し次 は紫,之 僧 正 衣

な り。」 と あ っ て,こ こ で は 紫 と緋 は 最 高 を分 け合 っ て い る。 とこ ろで,紫 の

色 相 だ が,西 方 の 貝 紫 は さ き にの べ た よ うに,赤 紫 系統 の 色 と 考 え ら れ る が,

中国 や わ が 国 の そ れ は ど うか 。 そ の 点 にっ い て是 非 見 て お かね ば な ら な い 。

中 国 で 行 わ れ る紫 染 は西 方 と ち が っ て紫 根 を染 料 と した もの で,わ が国 は そ

れ を半 島 を通 じて学 ん だ 。 中国 で は そ の 染 草 を 「荘 」,そ れ で 染 め た 帛 の色 を

「紫 」 と呼 ん で い る(『 説 文 』)が ,わ が 国 で は そ の 染 草 を 「紫 草 」,そ の 染 色

を和 名 で 「む ら さ き」 と呼 ん で い る。 こ の 色 名 の呼 称 は染 草 の 名 か ら来 て い る

こ とは い う まで も な い が,そ の 名 の 由 来 にっ い て は,『 大 言 海 』 に,「 叢 咲 ノ

義,花 二 黄 白 粉 紅 ア レバ 云 フ」,「 羣 薄 赤 キ ノ約 」 と あ り,そ の 他,「 花 が 群

り咲 く」,「 む ら(斑)に 咲 く」 な ど,花 の咲 き具 合 か ら来 た と い う説 や,そ れ

を わ が 国 に伝 え た半 島 語 「ポ ラサ キ」 が訛 っ た も の,と す る宮 崎 道 三 氏 の説 が

あ り,い ず れ と も断 定 しがた い が,私 見で は 彼 地 で 桔 梗 色 の よ うな色 相 を 「ポ

ラセ ッ ク」 とい うこ とか らみ て,後 者 の説 が 自然 で あ る よ うに思 わ れ る。 さて,

その 色 相 だ が,本 家 の 中 国 と わ が 国 とで は か な り ちが うよ うで あ る。 と い うの

は,さ き に あ げ た 『論 語 』 「陽 貨 篇」 に,紫 の 朱 を奪 うと あ る こ とか ら,中 国

伝 統 の紫 の 色 相 は朱 に似 て 赤 味 の強 い も の で あ っ た と考 え られ る か らで あ る。

この 点 は す で に先 学 の指 摘 す る と こ ろで あ る が,紫 の色 相 内 容 は 中国 古 代 の 壁

一8一



画 に使 用 され た 「深 紫 」 の顔 料 配 合 及 び その 名称 か ら も推 定 出 来 る 。 そ の 配 合

"率 は
,常 書 鴻 氏 に よ る と,膕 脂20,藤 黄60,烟 矣(墨 黒)20,或 は于 非 闇 氏 に

よ る と,花 青3,膕 脂2,洋 紅5と な って お り,混 合 の結 果 は,前 者 は 黒 昧 の

朱 に似 た色 に な り,後 者 で は赤 紫 に な り,わ が国 の 深 紫 の 色 感 と は ほ ど遠 い も

の で あ る。 中 国 古 代 の紫 にっ い て 『通 雅 』 に 「宗 景趙 彦 衛 日,仁 宗 晩季 京 師 染

レ紫,変 二其 色 一.而加 レ重,先 染 作 レ青,徐 以 二紫艸_加 染,謂 二之 油 紫_,

(中 畧)自 後 以 二重 色_為 レ紫,與 レ朱 不 二相 類_,何 謂 奪,淳 煕 中(南 宗,

孝 宗1174-1189)北 方 染 紫 極 鮮 明,中 国 亦 效 之,目 為 北 紫,葢 不 先 青,而 改 緋

為 脚,用 紫 艸 少,誠 可 奪 レ朱 」 と あ り,こ れ に よ る と,仁 宗(1041-1063)の

晩 年,古 来 の赤 紫 と異 っ た 青昧 紫 の 「油 紫 」 が流 行 し,其 後,南 宗 淳 熙 年 中 に

緋 の下 染 に少 量 の紫 を上 掛 けす る 「北 紫 」 と称 す る赤 味 紫 が流 行 し,そ れ が 朱

を奪 う よ う な色 で,古 来 の紫 に か え った わ けで あ る。 以 上 の 諸例 か ら中 国伝 統

の 紫 が 赤 味 の 強 い も の で あ った こ とは 明 らか で あ るが,こ れ に対 して,わ が古

代 の 「紫 」 は 如 何 な る色 相 を指 した で あ ろ うか 。

わが 古 代 の 染 法 に基 い て 材 料 用 度 を示 した 『延 喜縫 殿 式 』 の 紫 染 をみ る と,

「深紫 」 は綾 ,帛 共 に紫 草 三 十 斤,「 浅 紫 」 に五斤 を用 い,紫 根 の単 一 染 と な

っ て お り,灰 汁 媒 染 に酢 を利 か せ た 青 味 の紫 で あ る こ と が わ か る。(但 し,浅

紫 は深 紫 よ りや や赤 味 を帯 び る)飛 鳥,奈 良 時代 に行 わ れ た 紫 も こ の種 の,茄

子 の 成 熟 し た実 の色 に見 る紫 で あ る こ と は遺 品 か ら明 らか で あ る。 中 国 と わ が

国 との こ う した色 感 の 差 異 は,植 物 名 に もあ ら わ れ,た と え ば,サ ル ス ベ リの

花 の 中 国 名 は 「紫 薇 」,わ が 国 は 「百 日紅 」,レ ン ゲの 花 は 中 国 で は 「紫 雲 英 」,

色 料 の 生 臙 脂(濃 紅 色)は 「紫 梗 」,「紫 鉱 」,本 草 で は 「紫 鉚 」 と な って い る。

こ う した色 感 の相 違 は,ひ い て は彼 我 の紫 観 に何 等 か の ち が い を生 じるの は 当

然 で あ る。 す な わ ち,中 国 の 古 代 紫 は す で に見 た よ う に,朱 に ま が うよ う な赤

味 の 強 い紫 で,遠 心 的 な 力 を秘 め近 寄 り難 い 印 象 を あ た え る に対 し,わ が 国 の

そ れ は,含 ま れ る青 の求 心 力 に よ っ て親 み 易 い 印 象 を あ た え るの で あ る。 した
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が って,わ が国 の 紫観 は,ど ち ら か と い え ば,尊 い色 と仰 ぎ見 るの で は な く,

「い と し く」 「なつ か しい」親 しみ を もっ も の で あ っ た
。 こ の こ とは,万 葉 集 の

紫 を詠 ん だ 歌 の 内 容 か ら察 せ られ るの で あ る。 「紫 の綜 色 の 蘰 は なや か にn日

見 る人 に後 恋 ひ む か も」(万 葉 集 巻 千 二)は その 一 例 で あ るが,そ う した紫 へ の

思 慕 は染 色 か ら花 の色 に まで 拡 張 さ れ,「 藤 波 の 花 は盛 に な り に け り平 城 の 京

を思 ほす や 君 」(万 葉 集 巻 三)と 詠 ま れ て い る よ うに,花 の 中 で も藤 の 紫 が思 慕

の色 と な っ た の で あ る。 その 色 調 は衣 服 令 の 「深 紫 」 よ り もや や うす め で あ る

が,当 時 の 人 々 は そ ん な 紫 を憧 憬 し,益 々 その 度 を深 め て染 草 に まで 心 を通 わ

せ,「 紫 の根 生 う横 野 の 春 野 に は 君 を か け っ つ 鴬 鳴 くも」(万 葉 集 巻 十)と ,そ

の 自 生 す る野 原 を も なっ か しん だ の で あ る 。 又,そ の 思 慕 は 女性 へ の 恋 心 と重

り合 って 「恋 の 色 」 の観 念 を生 み,平 安 時 代 に は紫 の 美 を愛 で る と共 に,紫 根

が そ の ま ま で も他 の物 に色 を うっ す こ と か ら,「 む らさ きの一 本 ゆ え に武 蔵 野

の 草 は み な が ら あ は れ とそ 見 る」(古 今 集 十 七)と,愛 人 の縁 につ な が る人 々

に も情 を か け る 「ゆ か り」 を象 徴 す る よ うに な る。 こ う して紫 の 象徴 的 内容 は

時 代 と共 に変 り,又,そ の色 調 も時 代 の 嗜 好 に応 じて 変 奏 され は す る が,そ の

特 有 の 「匂 い」 は世 々 の男 女 を魅 惑 しつ づ け るの で あ る。 そ れ は あ とで 見 る こ

と に して,次 に紅 につ い て 見 て み よ う。

五 行 説 で は,紅 は南 方 の 間色 で 朱 の亜 流 の色 と さ れて い る 。 そ の色 調 は 『説

文 』 に,「 紅,帛 赤 白色 也 」 と あ り,『 史 記 』 司 馬 相 如伝,注 に 「紅,赤 色 貌 」

と あ る。 古 代 の 赤 の 色 相 はP名 』 に 「大 陽 之 色 也 」,『禮,月 令 』,疏 に 「色 浅

日 レ赤,色 深 日 レ朱 』 と あ る通 り,和 漢 共 に朱 に類 す る黄 味 赤 を指 す か ら,五

行 説 の 「紅 」 は朱 の 淡 い色 を指 した と解 さ れ る。 元 来,間 色 は正 色 と同 系 な い

し類 似 の 色 相 で,正 色 よ りも淡 い 色 が 多い 。 濃 淡 に よ る重 量 感 を地 位 の 上 ・下

に あ て は め る か らで あ る。 す な わ ち,濃 い色 を上 位,淡 い色 を下 位 とす る わ け。

参 考 まで に,朱,紅 以 外 の 正,間 色 の 色 調 をみ て み る と,東 方 の 正 色 「青 」 は

草 木生 成 の色 で 緑 味 青,間 色 「緑 」は青 黄 で 若 葉 色,中 央 の 正 色 「黄 」 は 地 の 色
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す な わ ち赤 味 の黄,間 色 「鰡 黄 」 は 緑 味 の 黄 濁 色,西 方 の正 色 「白」 は た そ が

れ の 明 か る さで,ほ の 白,間 色 「碧 」 は淡 青昧 の 白,北 方 の 正 色 厂玄 」 は赤 味

の 黒,間 色 「紫 」 は茶 味 の 赤 紫 と な って い る。(出 典 は畧 す)

こ れ に よ る と,中 国 古 代 の紅 と わ が 国 の 紅 とは色 相 に ちが い が あ る こ と が わ

か る。 「所 変 わ れ ば色 変 る」 を痛 感 す るの で あ る。 で は,わ が 「くれ な い」 の

色 に 当 る色 名 は何 で あ ろ うか。 さ き にの べ た常 書 鴻,于 非 闇,両 氏 の色 彩 名 称

に も そ れ に あ た る もの は 見 られず,紅 は 「肉 紅 」,「紫 紅 」,「醤紅 」,「金紅 」 な

ど,何 々 赤 の 意 に 用 い られ て お り,「 くれ な い」 の 色 に 当 る名 称 と して は顔 料

名 の 「臙 脂」 が あ げ られ る。 わ が 国 で は紅 の濃 い色 を 「臙 脂 」 と呼 ぶ が,そ の

色 名 が あ ら わ れ るの は ず っ と後 世,近 代 に な っ て か ら と思 わ れ る。 江 戸時 代 の

染 物 書 に 「生 臙 脂 と き様 の 事」 が 見 え る が,こ れ は 勿 論 顔 料 名 で あ っ て,色 名

で は な い 。 古 くは この種 の 色 相 の 染 色 を公 式 に は 「深 紅 」 と呼 び一 般 に は 万 葉

集 に見 る よ うに 「紅 の濃 染 」,「紅 の 八 塩 の 色 」 と呼 ん だ 。 八 塩 と は 八 回 染 の 意

で 濃 染 で あ る が,一 染,二 染 程 度 の 淡 染 の 色 を 「桃 染 」,「桃 花褐 」,平 安 時 代

で は ご く淡 い 紅 を退 紅 と書 いて 「あ ら ぞ め」 と訓 ん で い る。

と こ ろ で,「 くれ ない」 と い う和 名 は 「む ら さ き」 と同 様,染 料 名 か ら来 た色

名 で,「 呉 の 藍 」 が訛 っ た も ので あ る。 「藍 」 は 染 料 の意 で 呉 国 伝 来 の藍(紅 藍

e紅 花)を 指 す 。 『箋 注 倭 名類 聚 抄 』 は そ の 名称 に っ い て ,「按 久 禮 乃 阿井,呉

藍 之 義,是 物 可 レ染,似 レ藍,其 種 自 二呉 国_来 故 名,猶 三薑 訓 二呉 椒_也,

急 呼 為 二久禮 奈 為_」 と注 して い る。 この 和 名 の 由 来 に 関連 して 前 田千 寸 氏 は

『古 事 記 』 雄 畧 天 皇 の条 「この 時 に呉 人 ま ゐ渡 り来 つ
。 そ の 呉 人 を呉 原 に置 き

た ま ひ き。 か れ其 地 に 名 づ けて 呉 原 と いふ 。」 と あ る 呉 原 の 命 名法 が呉 藍 と同

じ こ と か ら,紅 花 の伝 来 を雄 畧 朝 の 頃 と推 定 して い る が,そ の 「呉 」 を 松 岡 静

雄 氏 は 「漢 織 呉 織 」 の ク レ,即 ち,韓 地 楽 浪 と して い る 。

この 呉 藍=紅 花 は 『万 葉 集 』 「外 の み に 見っ っ を恋 ひ む く れ な ゐ の末 採 む 花

の色 に 出 で ず と も」(巻 十)に 見 る よ うに 「す えっ む は な」 と も呼 ば れ た 。 『源
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氏物 語 』 に そ の 名 の 女性 が登 場 す る こ と は 冐頭 で の べ た通 りで あ る。 この 名 称

は 花 の 摘 み 方 か ら来 た もの で,そ れ は,染 料 と な る花 弁 を早 朝 露 の あ る頃 外 側

の 開 い た部 分 を摘 み,翌 朝 また 開 い た部 分 を摘 み,数 日か か っ て末 の 方 か ら摘

む か らで あ る 。

紅 花 に よ る染 色 は濃 淡 に よ って 表 情 が 異 る が,い ず れ も紅 特 有 の あで や か さ,

な ま め か し さが あ る。 そ の色 感 は蘇 芳 と共 に新 奇 な赤 色 と して 注 目 さ れ た で あ

ろ うが,五 行 説 の色 彩 思 想 に影 響 され て か,或 い は 当 時 「紅 」 が淡 色 で あ っ た

か らか,冠 服 の位 色 に採 用 され て い ない 。 又,当 時 の 色 彩 観 を 反映 した養 老 衣

服 令 の 「服 色 等 差」(服 色 尊 卑 の 序 列)で は,蘇 芳 一 緋 一 紅 と な っ て お り,十 八

色 中 第 六 番 目 に位 置 づ け られ て い る こ と か ら,公 的 に は あ ま り高 く評 価 され て

い な い こ と が わ か る。 しか し,私 的 に は 「くれ なゐ の 花 に しあ らば 衣 手 に染 め

つ け持 ちて 行 くべ く思 ほ ゆ」(万 葉 集 巻 十 一)と あ る よ う に愛 好 さ れ,特 に そ の

濃 染 の 衣,八 塩 の 衣 を詠 ん だ もの は,そ れ に い と し,め づ ら し とい う感 情 を こ

め て い る。 こ の濃 染 の 色 が平 安朝 で は貴 族 の 間 で もて はや さ れ,「 禁 色 」 の一 つ

に な っ た こ と は さ き にの べ た通 りだ が,中 国 で は 古 来 その 染 料 か ら と っ た色 料

を 厂え ん じ」 と呼 び,こ れ に臙 脂,燕 脂,燕 支,leiD・ の 字 を あ て て い る。 わ が

正 創 院 文 書 に は烟 紫,烟 子 が 見 え,平 安 初 期 の 『倭 名 類 聚 鈔 』 に は 「焉 支,烟

支,燕 脂,皆 通 用」 と あ り,用 字 が一 定 して い な い が,後 世 で は 「臙 脂 」 を用

い る こ とが 多 い 。 この 名 称 の末 字 の 脂 は,口 紅 や頬 紅 をっ くる時,紅 花 の 色 素

に動 物 の 脂 を加 えた こ と に よ る と い う。 わ が国 で 化 粧 料 の 紅 を 「べ に」 と 訓 む

が,そ の 語 は 「の べ に」 か ら来 た と い う。 化 粧 料 の臙 脂 の 由 来 につ い て,『 鳴

呼 牟 草 』 に 「紅 藍 液 を臙 脂 と云 は 久 し き名 な り。 殷 の 姐 己(紂 王 の后)燕 の紅

花 天 下 に冠 た る を聞 きて 用 ひ て 脂 と なす 。 こ れ に よ って 燕 脂 と いふ 。」 とあ るが,

こ れ は 伝 説 の 域 を出 ず,『 博 物 志 』 に張 騫(漢 の使 者)が 種 子 を西 域 か ら も ち帰

っ た と あ る の が真 実 の よ うで あ る。 燕 国 は 中 国 の北 辺 で,も と匈 奴 に属 し,こ

の 地 は 寒 地 の 故 に紅 花 の 栽 培 に適 し,殊 に西 方 の燕 支 山 麓 で は 良種 の 紅 花 が 栽
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培 され,婦 女 の 化 粧 料 と して 愛 用 され た が,漢 の 武帝 の 時 こ の地 が攻 略 さ れ,

匈 奴 は 臙 脂 を入 手 出来 な くな っ た。 匈 奴 王 は そ の 時 「失 二我 燕 支 山_,使 三我

婦 女無 二顔 色_」(『 西 河 故 事 』)と 歎 い た とい う。

中 国 古 代 に さか の ぼ り,わ が古 代 の 紫,紅 に っ い て あ れ こ れ見 て 来 た が,こ

の 二色 は その 魂 惑 的 な色 感 と高 価 の 故 に常 に 上 層 貴 族 に専 有 さ れ て下 層 庶 民 に

は縁 の 遠 い も ので あ った 。 江 戸 時 代 に な っ て庶 民 の 間 に色 彩 の 流 行 現 象 が現 わ

れ る が,そ れ も,茶,鼠,納 戸 の 枠 内 の 流 行 で あ り,紫 と紅 は相 変 らず 庶 民 の

高 根 の 花 で あ っ た 。寛 永 二 十 年(1643)に 幕 府 が出 した生 活 規 正 の布 令 の 中 に

も 「一 、 庄 屋,惣 百姓 共 衣 類,鹽紫,紅 梅 染 致 間 敷候 」 と あ り,こ の 二 色 は禁 制

と な っ て い る 。 こ れ に類 す る奢侈 禁 令 は た い て い将 軍 や 老 中 の代 替 りの 折 に 出

さ れ て い る が,そ れ を厳 し く取 締 っ た の は 五 代 将 軍 家 綱,八 代 将 軍 吉 宗,老 中

で は松 平 越 中,水 野 越 前 で あ る。殊 に水 野 越 前 の天 保 の 禁 令 は苛 酷 な も の で,

華 美 な衣 裳 は勿 論,錦 絵 の色 刷 まで 制 限 し た。 こ う した 禁 令 下 で は 紫,紅 をは

じめ花 や か な色 彩 は か げ をひ そ め る の は 当 然 だ が,し か し,止 め て と ま らぬ は,

服 の色 も 同 じで,禁 令 を く ぐ る もの は 少 く な か っ た 。'しか し,そ れ が 出 来 るの

は 町 方 で も富 有 な階 級 で,一 般 庶 民 は 高 価 な 「本 紫 」(紫 根 染)や 紅 花 染 へ は 手

が 出 な い 。「偽 紫 」 や 「甚 三 紅 」 と称 す る代 用 染 は そ うい う庶 民 の 紫,紅 へ の 求

め に応 じて 創 案 さ れた の で あ ろ う。

「偽 紫 」 は 似 せ 紫 と も書 か れ,紫 根 の 代 り に蘇 芳 を用 い た 青 味 の くす ん だ 代

用 紫 を い うが,創 案 の 時 期 は定 か で な い。「甚 三紅 」 は紅 花 の か わ り に蘇 芳 或 い

は 茜 を用 い た 代 用 紅 染 で,『 近 世 世 事 談 』 に,江 戸承 応 の 頃,京 の 桔 梗 屋 甚 三 郎

が 茜 で 紅 梅 色 を染 め,婦 人 の衣 服 の 胴 裏 や 御殿 女 中 の全 裏 に用 い た とあ る が,

一 説 に は蘇 芳 を用 い た と い う。(『日本 永 代蔵 』)この 代 用 紅 梅 色 は 「ま が い紅 」

と も い わ れ,『 広 益 秘 事 大 全 』 は蘇 芳,黄 蘗 を用 い る と記 して い る。

しか し,明 治 の 世 に な る と染色 界 の 情 勢 は一 変 し,服 色 の 禁 制 は と け,新 し

い化 学 染 料 が 輸 入 さ れ る と,紫 ・紅 は そ の色 調 を鮮 明 に して 「パ ー プル 」,「ロ
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一 ズ」 「え ん じ」 の 名 で颯 爽 と服 色 界 に登 場 す るの で あ る
。 明 治 初 年 これ ら新

装 の色 が如 何 に人 々 の 目 を ひ い た か は,当 時 の 『衣 服 と流 行 』 に,「 今 日 に て

は 新 奇 の 染 料 西 洋 よ り舶 来 し,そ の 染 色 の千 変 万 化 な る真 に驚 くに堪 へ た り。

同 じ紅 色 に も数 十 種 の 種 類 あ り,(中 略)そ の佳 美 な る もの に至 りて は 如 何 に

して此 の 色 を得 た る か と疑 は る ・ば か りな り。」 とあ るこ とか ら察 せ られ る。 こ

れ は紫 につ い て も い え よ う。風 俗 誌 『時 好 』(明 治 四 十 年 発 行)に,明 治 六 年 の

春 の流 行 色 に 関 す る新 聞,雑 誌 の記 事 「婦 人 の 衣色 は葡 萄,鼠,藤 色,紅 梅 色

を喜 び 用 ゆ。 之 を,近 年 オ リー ブ色 が廃 れ て,葡 萄,小 豆 等 の色 合 盛 ん な り し

に思 ひ 到 る時 は,流 行 の去 りて 又 来 るは,争 ふ べ か らざ る こ と な り。」 が見 うて

い る。 こ れ に よ る と,六 年 頃 に は紫 系 統 の 色 が流 行 した こ とが わ か る 。 又,明

治 二 十 七 年 頃 の流 行 色 にっ い て,都 新 聞 附 録 の 『都 の 花 』 は歌 舞 伎 役 者,福 助

か ら出 た藤 鼠 色 の 「新 駒 色 」 を あ げ,「 これ が花 柳 界 か ら良 家 の 令 嬢 がた まで に

そ の流 行 を及 ぼ した り。」 との べ て い る。

明治 一 大 正 一 昭 和 へ と,世 情 の 移 り変 わ りに伴 って 流 行 の色 は 目 ま ぐ る し く

変 る が,そ の 変遷 の 中 で 紫 と紅 は 日本 人 の 心 の色 と して 常 に注 目 され つ づ け て

来 た の で あ る 。

天 然 か ら化 学へ と色 の よ り ど こ ろ を変 え た 日本 の 色 は,一 層 そ の純 度 を高 め

て 古 代 か らの 伝 統 的 体 質 を国際 的 な もの へ と変 えて 来 た 。 そ の 事 は 染 色 技 術 の

飛 躍 とい え よ うが,そ の反 面,古 い 日本 の 色 が も ちっ づ け て 来 た色 の 味 わ い を

単 純 に した こ とは 事 実 で あ る。 音 楽 用語 を借 りれ ば,メ ロ デ ィ よ り も リズ ム と

ボ リゥムに ウエ イ トを お くよ う に な っ た と云 え よ う。伝 統 の 日本 の色 に心 惹 か れ

る の は,古 い もの へ の 単 な る郷 愁 で あ ろ うか。
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