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1 ．は じめ に

　古代東ア ジア に お い て 、紫色は 長 く高貴な色 と

し て 尊重 され 、中 国の 隋唐や 朝鮮 半 島の 百 済 ・新

羅 の 服 色制 で は高位 の 者 が 身 に つ け るべ き色 と

位置づ け られ て き た 。 し か し儒教 的 な理 念の 上 で

は 「正 色 で はな い （＝ 間 色 で あ る） 」 こ とを理 由

に 、む し ろ 忌 むべ き色と考え られて い た 。 そ の 紫

色 が尊 ば れ るよ うに な っ た の は道教 の 影 響 と も

い われ る 。 陰陽五 行説 に よ る 五 正 色 （黒 ・赤 ・

青 ・黄 ・白） の 上 位に 、道教 で神聖化 された 紫 を

置 く色 の 序 列は 、隋代 の 服制等 に 見受 け られ る 。

2 ．古代 日本に おけ る紫の位置 づ け

　 わが 国最 初の 冠位 制度で ある推 古天皇 ll 年

（603）の 「冠位 十 二 階」 は 、臣下 に 徳 ・仁 ・礼 ・

信 ・義 ・智の 6 つ の 徳 目の大小 の冠 位を与 え、そ

れ ぞれの 階の 色を定め た と 記 すが 、そ の 色に つ い

て 具体的 な記録は な い 。 し か し 、中国や 朝鮮半島

の 事例 か ら 、徳 は紫、仁 は 青 、礼 は 赤、信 は 黄、

義 は 自、智は黒で あ っ た 可能性が 高い と い われて

い る 。そ の こ と を 裏 付 け る よ う に 、大 化 3 年

（647）の 冠位十三 階の 制で は 、最 高位 の 織冠の

服 色 を深紫 と定 め て い る 。 そ の 後 の 天 武 14 年

（685）の 位階制で は 、朝服の 色の 序列が 定め ら

れ 、親王 ・諸王 の 朱華 （はね ず） は別 格 と して、

臣下 の 最上位で ある正 位 は 深 紫 とされた 。 さ ら に

大宝 令で は、親王 および臣下 の 一位 の 礼服 ・朝服

は黒紫 （養老令で は深紫） 、臣下 の 二 ・三 位 は赤

紫 （浅紫） と規定 され た 。 つ ま り、五 位以 上 の 者

を指 す 「貴族 」 の 中 で も、四 ・五 位 の 「通 貴」 を

除 く、特 に 「貴」 と呼 ばれ た 貴族 中の 貴族の み が

身に つ ける こ とを許 され た色が 紫色で あ っ た 。

　 三位 以 上 の 官人 を さす

「貴 」 とは 、平 安 時 代 以

降 の 呼 称 で い え ば 「公

卿 亅に あ た り、太 政 大 臣 r

右 大 臣 ・左 大 臣 ・大 納

言 ・中納 言 ・参議 な ど 、

国政の 中枢 を担 っ た階層

で あ る 。特に 位階 に 応 じ

て衣服 の 色 を規定 し身分

秩 序を明 示 し よ うと し た

律 令制社会 で は 、紫色 は

高 貴な色 と し て 強 く意識

づ けられた と思われ る 。
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浅 紫 に 染 め た 大 宰 帥

の 朝 服 （復 元 ）

　地 方 官で た だ
一

人 紫色 の 服の 着 用が 認め られ

たの が 、従 三 位 相 当 の 官職 で ある大宰 府の 長官

「大宰帥 」 で あ っ た 。 こ れは大宰府が 、西 海道諸

国を統括 し 、対外防衛の 拠点およ び外交の 窓 口 と

して大 き な 役割 を担 っ た こ と に 起 因す る。事実、

諸 国 を支配 す る国 府 に 比 べ て も桁外れ の 権能 と

定 員を持 ち、そ の 規模 と位 置づ けは中央の 八 省 を

凌 ぐともい われた。言い 換え れ ば、紫の 服色の 着

用 を許 された 官人が 存在 し た こ とは、律令制下 に

おけ る大宰府 の 、官 司 と し て の 位置づ け の 高 さを

体現 し て い る。

　 平安中期以 降に なると、最高位の 色彩と され た

深 紫色 は 、天 皇 の 青色 、上皇 の 赤色 、皇太 子 の 黄

丹色 と ともに 「禁色亅 と され、一般の 着用 が 厳禁

された 。 親王 や 一位 以外の 者が深紫色 の 衣 服を着

用 す るに は、天皇 の 特別な許可 を必 要 と し た 、

　 紫の 高貴 なイ メ ージは 、当時の 文学作品 に も影

響 を与え て い る u 『万 葉集』に み え る大海人 皇 子

の 相聞歌 に は、額田 王 に 「紫の に ほ え る妹」 と応

じ、彼女 の美貌 を高貴な紫色に 託 した 秀歌が ある 。

また 『源 氏 物語 調に お い て 、平安時代 の 理 想像 と

も い え る女 性 の 名が 「紫の 上 」 で ある こ と も単 な

る偶然で は ない で あろ う 。
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3　 古代 大 宰府 と紫草

　紫色 の 染料 とな っ た の は 、紫

草の 根で あ っ た 。 紫草は 、高さ

50 セ ン チほ ど の 多年 草 で 夏 に

白 く 小 さな花 を 咲 か せ る。紫草

の 根 は 紫 の色 素を含 ん で お り、

そ の 抽 出液 に 椿 な どの 灰 汁 で

処 理 した 布 を浸 す と紫色 に 染

ま る。

紫 根

　 こ とは 、紫草その も の の 価 値

　 の 高 さを物語 っ て い る。

　　 西 海道各地か ら大宰府に 納

　 め られ た 紫根 は 、そ の まま京

　 に 進 上 され た だ け で な く、大

　 宰府の 官営 工 房 で 染料 と して

tu ．用 い られた 可能性 も指摘 され

　　　 『延喜 式 』縫 殿寮 に は、紫 の 綾 や糸 等 を 染

め る原 料 と し て 紫 草 ・灰 ・酢 ・薪 が 列 記 され て

お り、 『万 葉集』の 「紫は灰 さす もの ぞ海石 榴市

の 〜
」 の 歌が 想起される a

　律令 制の 下 、紫草 は 税 物の ひ と つ と し て 各地 か

ら調達 された 。 律令の規定 によれ ば、正 丁 （成人

男子 ） 1 人が 国家 に 納 め る べ き紫草 ぱ 3 両 （約

110g） で あ っ た 。深 紫 の 綾
一

疋 を染 め る の に 必 要

な 紫草 は 30 斤 （約 18kg） と され 、それ は 160 人

分 の 税 負担 に 相 当 した 。 『延喜 式』 には 、そ の 貢

進 地 域 と し て 甲斐 ・相模 ・武 蔵 ・下 総 ・常 陸 ・

信 濃 ・上 野 ・下 野 ・出雲 ・石 見 の 諸 国 と と も に

大 宰府の 名が み える 。 中で も大 宰府は 、最も 多 い

5600 斤 も の 紫草 を京に 納め る こ と に な っ て い た 。

　地 方最 大 の 役 所 で あ っ た 大宰 府 は 、西 海道 の 総

督府 と して 筑前 ・筑 後 ・豊前 ・豊後 ・肥 前 ・肥

後 ・EI向 ・大 隅 ・薩摩 ・壱 岐 ・対馬の 九 国 二 島

を統轄 し、い わ ば西 海 道 に おけ る 中央政 府 の 役 割

を果 た し て い た 。一
般 に諸 国 の 税 物 はす べ て 直 接

都 に納 め られ たが 、西 海道 だ けは大 宰府 に 納め ら

れ 、そ の 大半 は大宰 府の 運 営に 充て られ た 。 ただ

し、真綿や 海 産物 ・
工 芸品 な ど

一
部 の 品 目は大 宰

府 を経 由 して 亰 へ 納 め られ た 。紫草 も交 易雑物 と

して京へ 進上 され る こ と にな っ て お り、平城 京 跡

か らは 紫 草 に 付 け られ て い た 木 簡 7 点が 出 土 し

て い る。そ こ に 書 か れ た 内 容 は 「筑 紫大 宰 進 上 肥

後国託 麻郡 殖種 子 紫 草 〜
」 と復 元 で き、紫 草 の 根

だ けで な く種 子 も都 に送 られ て い た こ とを 示 し

て い る。そ の 産 地 と して 筑 前 ・肥後 ・豊 後 ・薩摩

の 4 ヶ 国 が確 認 で き る。ま た 、一
定墨 の 紫草 を毎

年京へ 納め る た め の 「紫 草使 」 と よばれ る使 い の

存在 も知 られ て い る 。

　天平 9 年 （737）の 豊後 国 正税 帳 （収 支決 算書 ）

に は 、紫草園の 管理体 制 を示す 記 述 がみ え る 。そ

れ に よ れ ば 、国 司 は 各郡 に ある紫 草 園 を、種 蒔

き ・中間
・収穫時 の 年 三 回 実 地 検 分 す る こ と に

な っ て おり、うち
一

回 は 大宰府か らも使 い が派 遣

され て い る。国府ば か りか 大宰 府で も 、 各郡の 紫

i 袋；
’

て い る 。 大 宰府が 税物 と して 京 に 送 っ た も の の 中

に は 、紫 や 緋 の 綾 ・絹 ・紬 ・麻布 ・染革な ど の 繊

維 ・革 製 品 が あ り、こ れ らは大 宰府管内 か ら納め

ら れ た 絹や 麻 な ど の 素 材 を大 宰 府 工 房 で 染造 し

た もの と考え られ て い る。大 宰府政庁前 面 の 不 丁

地 区 か ら は 、紫草の 付 札 木 簡が ま と ま っ て 出 土 し

て お り、 9 世 紀の 史料 に み え る 「貢上 染物所」 に

比 定 され て い る．大宰府は 、紫草の 生産 ・加 工 ・

貢 進 に 至 る ま で を
一

貫 し て 管理 し て い た こ と が

分 か る の で ある 。

4 ．おわ りに

　 紫 は 、太 宰 府 に と っ て 最 も

「ゆか り」 の 深 い 色 と い え る 。

太 宰府 市 で は 上 述 の 歴 史 的 な

背景 を踏 ま え、自然 の 中 に 多 く

の 史跡 を 擁す る 豊 か な 景 観 と

の 調和 を考慮 し 、 平 成 5 年 に 薄

い 紫色 で あ る 「藤 色 亅 を市 の イ

メ
ー

ジ カ ラ
ー

に 定め た 。現 在 、

市の コ ミ ュ ニ テ ィ バ ス 関連 の デ

ザ ン や史 跡解説板等 に広 く活 用

され て い る。

※

薄 紫 色 が ほ ど こ

さ れ た バ ス 停

（太 宰 府 市 文 化

ふ れ あ い 館 前 ）

太 宰 府 市 な ど の 現 在 の 地 名 は 「太 宰 府J 、古 代 の 役 所や

都市 空 間 な ど 歴 史的 名 称 は 「大 宰 府」 と表 記 し 区 別 す る。
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