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Abstract

　This　study 　investigated　explanations 　from　7　ancient 　Chinese　character 　books　and 　one 　modern 　dictionary　to

elucidate 　the　characteristics 　of　color 　adjectives 　in　Chinese．　Both　in　the　past　and 　present ，　color 　adjectives ，　such

as　the　colloquial 　words
眄
浅（pale）r

”
　
”
深 （deep）∴

“
鮮 （fresh），

”
and

“
暗 （dark），

”
are 　essential 　vocabulary 　used 　to

describe　colors ．　In　the　present　day，　the　number 　of　adjectives 　composed 　of 　compound 　words 　and 　groups 　of　words ，

and 　in　particular，　the　number 　of　compound −word 　adjectives 　of　the　form ”
adverb ＋ adjective ，

”has　increased．’°最

浅 （palest）
”

and
“
不純（impure）

”
serve 　as 　prominent 　examples 　of　this　phenomenon ，　By　contrast ，　color 　adjectives

in　Chinese　from　the　ancient 　Chinese　character 　books　and 　modern 　dictionary　were 　analyzed 　via　three　attributes

of 　color ，　color 　adjectives 　tended　to　describe　saturation 　rather 　than　brightness，　and 　more 　often 　referred 　to　texture，

coior
’
s　images，　and 　its　valuation ．　Color　adjectives　commonly 　used 　in　ancient 　Chinese　character 　books，　such 　as

‘’
深

（deep），
”“

浅（pale ）∴ and
“
正 （pure），

”
have 　become “

淡 （工ight），
””

微（tint），
”“
1果（deep），

”
and

”
暗（dark），

”
　in　modern

dictionaries．
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要　旨

　本研究は，中国古字書 7冊 と近代辞 典 1冊 の 釈 義文 に よ り，色彩修飾語 の 特徴 を理 解す る こ とを 目 的 と す る．今

も昔 も色彩修飾語は色彩語彙を構成する重要な要素で あ り，また「浅」，「深」，「鮮」，「淡」，「暗」は 常 に使用 され て

きた修飾語 と考えられる．近代辞典に お い て は，複合語 と句の 数 が 増 え，特に 「副詞 ＋ 形容詞」タ イプ の 複合修飾語，

例 えば「最浅」と「不純」と い っ た もの が多 い ．一
方，色彩の 三属性に よ り古字書 と近代辞 典 の修飾語を分析する と，

彩度を表す修飾語 の 数 は 明度 の それ よ り多 く，また色彩の 質感や イ メ
ージ，評価 な どを表現する修飾語が存在する．

色彩 の 類別 によ っ て 分類す る と，古い 字書に お い て ，各色彩で多 く使用 さ れ る 修飾語 は 「浅」，「深」と「正」があ り，

近代辞典 に お い て は「淡」，「微⊥ 「深」と 「暗」がそれ で あ る．

キー
ワ
ー

ド　色彩修飾語，色彩語彙，字書，辞典
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1．研究背景 と既往研究

　色名 は 色彩 を表現す る 「言語」で あ り，また色彩語彙

は多様な表現方法を有 して い る．修飾語 を適切 に運 用

す る こ と で ，色彩 の 変化 と グ ラ デーシ ョ ン が よ り精確

に伝達 で きる．異 な る 言語 や 文化 な どとい っ た要素 の

影響 に よ り，当該文化 に属す る独特の 色彩文字 と修飾

語が現 れて きた．

　中国語 の 色彩修飾語 の 研 究成果 に は 次 の よ うなもの

が挙げられ る．駱峰Ll」は重ね型色彩語彙の構詞 類型を

主 に 下記 の 二 種類 の 表現 方式 に 分 け た．一つ は前置型

で あ り，色彩 を表す文字 の 前に修飾成分 を加える．例

えば 大紅 淺紅 な ど がそ うで ある．もう
一

つ は後置

型で あ り，色彩を表す文字の 後 に 修 飾成分 を 加 え る．

例 えば，白花花，黒壓壓な ど が そ うで あ る．呂清夫 L2．

は哲学，宗教，言語学，文学．自然科 学．応用科学，

社会，歴史地理及 び 芸術 の 九 つ の 分野 か ら，55冊 の 書

籍 を選び出 して ．色名 の 修飾語 を ま とめ た ．そ の 結果

修飾語を使用頻度順 に 並 べ ると淡，深，暗，淺，灰，黒，

鮮，大，濃，艷，微 純，墨，黝，抹．蔚．潔，汚，白．

嫩 とな っ た．林岱瑩 ［3］
は『色譜』と『中國色名綜覽』を考

察対象と し，修飾語 を使用 した 色名を ま と め た．回数

順に並べ る と集計し，修飾語を使用 した色名が計 89個

あ り，そ の 中に，使 われ た 回数の 最 も多い 修飾語は淡

で あ り，そ の次は，暗，深 嫩，淺，翠，蒼，中 ， 明 t 品，

新，枯，焦，清，蔚，鮮，艷，大．褪色，隱，潤 とな っ

た．そ して ，林氏 も『中國 の 傳統色 』を研究 し，色名に

使用 さ れ た 修飾語 は計 63個あ り，修飾語が現れ た 回数

の 多い 順か ら，深，淺，淡．暗 嫩，中，鮮．品，蒼，

大，明，新 枯，正，粗 閃，懿，翠，夜 と並べ られ る．

李紅印
匚’t：は 現 代辞書や 過去 の 著作 を集 め て，880個 の

色彩語彙をまとめ た．その 中に は，深，淺，淡 大，通，

暗，湛，熬，魃，嫩，老，暖，鮮，嬌，枯，新，死 嬬，

慘，寡 刷，純な どの 修飾語が含まれて い る．

　先行研 究 をま と め る と，考察対象や 書籍の 出版時期

に よ り，色彩修飾語に 関 して 異な る 結果 が 生 じ る．ま

た，中国古代字書や 辞書を考察対象 とす る色彩修飾語

の 研究成果 はまだ見 られ て い な い 現状が ある．上述 し

た こ と に 基 づ き，中国漢語系統下 の 色彩修飾語を理解

す る た め に，歴 史的に 重 要な 8冊 の 字書 ・辞 典を調査

対象と し，書籍に記載され て い る内容に よ り，中国人

の 色彩観の 依拠 を分析 ・研究す る．

2 ．研究目的

　字書や 辞典を研究対象として 選定する理由 は，その

長 い 発 展 史に ある，遡 る と，周宣王時代（紀元前 827

〜前 782年）に，中国最初 の 文字 の 教科書 「史籀篇』はす

で に存在 し て い た．こ の 本は最初 に 児童 の ため の 教科

書で あ っ たが，次第 に 文人達 の た め の 重要 な字書に変

遷 して い た．文字 の 形体や 発音，意味 の 説明 に 関 して

は ，あ る程度先行研 究が存在 して い る．また 一方で，

字書 と辞典 に記載され て い る 内容は時代の 変化と と も

に修正 され て お り，出版時期 の 前後か ら，文字の 発展

状態を推測する こ ともで きる．

　字書 ・辞典 は文字 の 意味を理解する た め の 書籍で あ

り，内容に よ っ て．収録語彙と釈義文の 二 つ の 部分に

分 け られ る．本研 究 が 釈義文だけ に 注 目する 理 由は，

釈義文は 当時の
一

般的 な言葉 に 近 い 述 べ 方を用 い て．

収録 され た 字に対 して 解説を施し た もの で あ る．従 っ

て ．収録 され て い る語彙 と 見出 し語 よ りも当時の 生活

用語に接近 し て い る と思 わ れ る ．本研究 に よ っ て 達 成

され る 目的は，次 の よ うに まとめ られる，

〔1） 字書及 び辞典 の 釈義文字 に よ り，色彩語彙の 組 み

　　合 わ せ 形式 を知 る こ と．

〔2） 中国 の 言語文化的背景の 下，字書及び辞典 の 釈義

　　文字が示す色彩修飾語の 形態を検討する こ と．

（3） 上 記 の 研究対象に よ り，中国 の 色彩修飾語に関す

　　る基本的資料を構築，まとめ る こ と．

3 ．研究対象の 選定 と研究方法

　古字書 を選択する際に は，「小学」
且
領域 におけ る重

要性及び 出版年代 と い う2 つ の 要素 を考慮 す べ きで あ

る，錢劍夫 ：5］，張明華
「G」

の 見解 に よ る と，「小学」領域

におけ る字書は形 （文字），音 （音 韻），義 （訓 詰）の 三 類

型 に分 け られ る．「小学」領域 の 書籍総数 の 中，形類 の

字書が
一

番多 く，次 に義類 で あ り，音類の字書が
一

番

少ない ．そ の ため ，「小学」領域 の 書籍総数 に お け る 形，

音，義類型 の 比率に よ り，こ の 三類 型 の 字書 の 数を決

め る．上述 の 基準に基 づ き，孔子 また は戦国末期か ら

漢初期 の 『爾雅』（完成年代未詳），漢時代 の 「説文解字』

（121年完成），三 国時代魏の 『廣雅』（227年完成），南朝

時代梁の 『玉篇」（543年完成），宋時代の 『廣韻』（1008年

完成），明時代の 『正字通』（1671年完成），清時代 の 『康

熙字典』（1716年完成）［7．13］を選択 した．

　こ の 他，清時代末期 に は 国際化に 伴 う文化及 び経済

1　漢字の 形，音，意 味 に つ い て 研究す る 学問．字学．
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交流 の 活性化 によ り翻訳書が大量 に 出版され，社会科

学や自然科学に お ける新名詞が絶え間な く中国に伝え

られた．そ の ため，当時の 社会で は新 たな知識 を理解

す る 必要性 か ら，近代辞典が 誕 生 し た．そ こ で，中国

古代の 色彩修飾語 と近代の それ と を比較検討す るため

に，海外文化が中国に導入 された後に 誕 生 し た初の辞

典 で あ る 『辭源 ： 正 續編 合訂本』（1939年 完成）L14］も加

えた．こ の 辞典 は，近代辞書 の 代 表的著作 と評価され

て い る．したが っ て．研究対象と し て，形．音，意味

の 三 類型 に属す る字書 ・辞典がそれぞれ 5冊 （「説文解

字』，『玉篇』，『正字通』，『康煕字典』，『辭源 ： 正續編

合訂本』〉，1冊（『廣韻』），2冊 （『爾雅』，『廣雅』）の 計 8

冊選定され た，

　研究方法に関 し て は，主 に 内容分析法を採用 する．

各字書 ・
辞典 の 釈義文 を ペ ー

ジ ご と に 網羅的 に調べ

て ，釈義文 内にある色彩の 表現に 関連する文字を全 て

記録する，そ して 再びその 中か ら色彩修飾語 を分類 し，

中国字書 ・辞典 に お け る 中国言語文化の 色彩修飾語の

形態を分析 ・把握 して い く．

4 ．字書と辞典で示される色彩修飾語

4 ．1 色彩語彙の構成形式と修飾語の関係

　調査の 結果，7冊 の 古字書にお い て 色彩 に 関する約

1，400 箇条 の 釈義文 が確認 さ れ た．『辭源 ：正 績編 合

訂 本』に収録され て い る釈義文に お け る色彩文字は約

3，200箇条存在 し た．そ して ，色彩 を表現 す る 文 字を

一
つ ずつ 分類 し，ま と めた後 に，字書及び辞典 内の 色

彩語彙の 構成 形式を総合的に分析 した．色彩文字 の 数

は非常に多い の で，比 較 しやす くするため，まず全 て

の 色彩文字 を分類 し，グ ル
ー

プに まとめ た，具体的に

は，各単色語の 現れ る 回数を記録 した後，こ の 頻度 の

多い 単色語を類 別 と して 分類 した．

　古字書 の 単色語 は青，赤，紅，黄，紫，緑 白，灰

黒 とな り，『辭源 ：正續編合訂本』の それは青，藍 赤，

紅 　黄，褐，紫，緑，白，灰，黒 とな る．近 代 に 入

る と「藍」と「褐」の 2つ の 色名が増加 して い る こ とが わ

か っ た，しか し，調査 し た古字書に お い て，「藍」の 多

くが「青色 に染め る植物」と解釈され て お り，「藍色」と

解釈され て い る釈義文 の 出現 回数は非常に少な い ．ま

た，「褐」は明時代 の 『正字通』に収録 さ れ，「黄黒色」と

解釈され て い る もの の，調査した多 くの 古字書の 釈義

文 で 現 れ た 回数 は 非常に少な く，修飾語と組み合 わ さ

れ た色彩 語彙 も存在 し な い ，こ の た め，「藍」と「褐 」は

類別に は 選ば れ なか っ た ．しか し，こ の 2 つ の 文字は

近代辞典『辭源 ：正 續編合訂本』の 釈義文 には大量に現

れ て い る ため，こ の 2つ の 色彩文字 を分類 項目 に 入 れ

た．

　 単色語 を分析 の 基礎とする と，字書及び辞典内の色

彩語彙は以下 5種類か ら構成さ れ る こ とが 判明した （以

下 （ ）内の 色彩名 は例 とし記す）．

（1） 単色語（黒）

（2） 修飾語お よ び単色語と修飾語 の 組 み合わせ ：

　　 a ）修飾語 ＋ 色 （暗色）

　　 b ）色 ＋ 修飾語（色 暗）

　　 c ）修飾語 ＋ 単色語（暗黒）

　　 d ）単色語 ＋ 修飾語（緑暗色）．

〔3＞ 二 色以 上 の 組 み 合 わ せ ：

　　 a ）単色語 ＋ 単色 語（黄黒）

　　 b ）修飾語 ＋ 単色 語 ＋ 単色語 （浅驂黒）

　　 c ）単色語 ＋ 単色語 ＋ 単色語 （灰黄緑色）

　　 d ）色彩を描写する句（黄黒而白）．

（4） 借物で比喩 される色彩文字 ：

　　 a ）物体 ＋ 色 また は 物体 ＋ 単色語

　　　　 （火色 政瑰紅）

　　 b ）修飾語 ＋ 物体 ＋ 色 （嫩桑色）

　　 c ）借物で 陳述 の 句（若蒸熟之栗）．

  　（Dと 同色系の 色彩文字 ：

　　 a ）単色語（縹，墨）

　　 b ）修飾語 ＋ 単色語（浅緋，浅赭）

　　 c ）色彩 を描写す る句（色赭而淡）．

　 そ の 中 で ，  の 「単色語 ＋ 単色語 ＋ 単色語」形 式は ，

近代の 『辭源 ；正續編合訂本』の みに現れ て お り，古字

書に は こ の ような表現方法は現れ て い な い ．

　 上記 の 5種類 の 色彩語彙の構成形式に お い て，〔2）か

ら  はすべ て修飾語を運用 し，色彩語彙 を構 成す る仕

方で あ る た め，修飾語 は通用性 とい う特徴 をもつ と考

えられる．そ して，古字書内に お い て 5種類 の 色彩語

彙の現れ た 回数は，それぞれ 505回，336回，278回（こ

の 中 に，修飾語 を含 む もの が 26個存在する），165回（こ

の 中に．修飾語 を含む もの が 1個存在する），138 回（こ

の 中 に，修飾語を含む もの が 18個 存在 す る ）で あ る．
一

方，近代辞典内に お い て 現れた 回 数 は 1，150回，1，039

回，1，072回（こ の 中に．修飾語を含む もの が 62個存在

する ），491回（こ の 中に，修飾語 を含む もの が 6個存

在する），296回（こ の 中 に，修飾語を含む もの が 48個

存在する）となっ た．こ れ らの 結果か ら，古字書，近

代辞典 の い ず れ に お い て も，修飾語を運用 して構成さ

れる色彩語彙は比較的多 く，色彩を言い 表す際 に，修

［＝＝二＝ ：＝ ＝＝＝＝＝二＝＝］ 353 ［一
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飾語が重要 な役 割を果た して い る こ とが わか っ た．

4 ．2 色彩修飾語の類型

　古字書と近代辞典か らまとめ られ た 色彩語彙 の 構成

形式は 互 い に 類似 し て い る もの の ，更 に 分類 して 分析

する と，両者 の 修飾語 の 内容 と 数量 に は 差異 の あ る こ

とが 確認で きる．

　古字書 の 釈義文 に お い て 現れ た 類型 は 1．単語 ： （濃）．

2．複合語 ： （浅薄，赫赫）の計 2種類 に分類で き る、そ

の 中，特別 なもの は t 例 と して の 「赫赫」は 複合 語の ひ

とつ 畳語に 属 し，同 じ字 を 「 回 で 使 っ て t 色 を表 して

い る．全 て の 修飾語を挙 げ る と，深．浅 竊，純，正，濃．

淡，暗，闇，盛 太，鮮，艷（また は 艶 と書 く），大．嫩，悪，

潔．塋，焦，甚，微，斑，班，雑t 中，小 ，反，薄，濁，好t上，

下，短，堅，沃，皮，垢，壊，敗，澤，浄，不純．赫

然．鮮明，鮮盛 鮮潔，黎鮮 尤深，充盛 充厚，浅

薄，瑩潔，深悪，不深 不真，不雑，光滑，光潤．黯然，

赫赫，皓皓，翁翁然 とな り，合計す る と41個 の 単語と

21個複合語（3つ の 畳 語を含む）とな っ た．

　 また，近代辞典 『辭 源 ： 正續編合訂本』で整理 され た

修飾語 は，単語，複合語 （畳語 を含 む）の 2種類 以外に，

3種類 目とな る旬が存在 し，例 と して は「純
一

不雑」な

ど があ る．同書の 釈義文か ら整理 さ れ た修飾語は，深

浅，竊，純，正，濃，淡．暗．闇，盛，太，鮮，艷，大，

嫩，悪，潔，瑩，焦，甚，微 斑，雑 稍，略 澹，明，

極，重，真，嫣，澄 清，老，汚 1 欠，花，不純 赫

然 ，鮮 明 ，鮮盛，鮮煢，鮮亮，鮮 妍，最深，特深，深

渾，深沈，深濃，最 浅，濃密，濃厚，略淡，甚淡，稍

淡，微淡，清淡，暗昧，黯淡．甚 艷，鮮麗，鮮美．艷

麗，美艷，殷麗，妓艷，純 潔，汚穢．不鮮艷，頗美艷，

薄薄，皓皓，翁翁然，湛湛然，嬌艷可愛 t 純
一

不雑，

濃淡不
一
，濃淡非

一
の 計 37個 の 単語 T37 個 の 複合語（4

つ の 畳語を含む）と4 つ の 句とな っ た．

4 ．2．1 常用の 色彩修飾語

　常用 の 中国色彩修飾語を理解す るため に，まず古字

書 と近代辞典 の 釈義文 に重複 して 現れ る修飾語を整理

す る．ま た修飾語が そ の 中 に 現 れ る 頻度 に よ り比 較研

究 を行 っ た．

　古字書と近代辞典の 比較調査 の 結果，両者に重複 し

て 現れ る の は，深．浅，竊，純，正，濃 ，淡，暗，闇，

盛 太，鮮，艷，大，嫩，悪，潔，瑩，焦，甚，微 斑 ，

汚，雑．不純，赫然，鮮 明．鮮 盛，皓皓 ，翁翁然，の

計 24個 の 単語，6つ の 複合語（2 つ の 畳語を含む）で あ っ

た．こ れに よ り，こ れ らの 語彙は古代か ら近代まで普

遍的 に 使用 さ れ て きた こ とが推測 で きる．

　一・方で ，8冊 の 字書及び辞典の 釈義文内容は古 典文

献 の 資料 を 引用 し て 説 明 さ れ て い る も の の ，大部分 が

編集す る 際 に 熟知 され て い る文体 語彙 で 編集され て い

る．修飾語 の 現 れ る 回数を合計する と，修飾語が使用

され て い る 頻度が わ か る．歴代 の 重 要な古字書 に お い

て は，「浅」が最 も現れ る 回 数の 多い 修飾 語 で あ り，計

78回で あ っ た．以下，「深」は 47回，「鮮」は 22回，「大」

は 19回，「純」は 13回，「微」は 10回，「鮮明」は 9回，「盛」

は 6回，「中」は 6回，「澤」は 6圃，「濁」は 5回t「小」は 5回，

「暗」は 5 回，「浅薄」も5回となっ て い る．近代 に入る と，

「辭源 ： 正 續編合訂本』に お け る彩度 に つ い て，「淡」の

出現頻度が 最 も多 く計 443 回 と な っ た，そ の 後，「深」，

「暗」，「微」，「純」，「浅」，「正⊥ 「鮮」，「濃」と 続 き，

そ れ ぞ れ 153　iil，138 回，105回，61回，59回，53回，

53回，33回 現れ て い る．こ れ に よ り，現 れる回数の 多

い 修飾語 は ，字書 ・辞典が編集さ れ た時代，よ り熟知 ・

常用 され て い た もの で あ る こ とが推測さ れ る．

4 ．2 ，2 色彩修飾語の 組み 合わせ

　上述 の 調査結果 をまとめ て 比 較する と，古字 書 で

あ っ て も近代辞典 で あ っ て も，色彩修飾語 と単色語 と

の 合成で 色彩語彙を構成する とき，修飾語は ほ ぼ単色

語 の 前 に置 かれ て い る こ と，す なわ ち，「修飾語 ＋ 単

色語」とい う形式で 色彩が表現 され て お り，「単色語 ＋

修飾語」の 方式は 比較的少な い こ とが窺 えた．古字書

の 釈義 内容 を整理 して み る と，絳浅．黒甚，青浅色，

白鮮色 黒暗色 黄濁黒，淡黒浅色 の 僅 か 7 つ で あ っ た ，

また 近代辞典で は，紅甚 赤色盛貌，赤色赫然，色灰暗

紫暗色，緑暗色，色黄帶暗の僅か 7つ で あっ た．

　 こ の 他 に も，「副詞 ＋ 形容 詞」と い う類型 の 修飾語

が確認され た．古代字書の 釈 義内容 には，紅色 之尤

深，色不深 ，色不真，色不純，色不雑 とい うもの があ

り，他方，近代 の 『辭源 ：正續 編合訂本』に は，最深之

紅，特深紅，墨色最浅，色甚淡，紅色之略淡，色稍淡，

色微淡，不雑，色不純があ っ た ．形容詞の前に 副詞 を

加え る こ とで 程 度 の 異 な っ た 明度や彩度を表現 して お

り，色彩 の 深浅 ・濃淡を よ り多 くの グ ラ デ
ー

シ ョ ン に

分類す る こ と が で きる た め ，よ り簡単に 色彩 を理解す

る こ とが で きる．上述 の 尤，不，最，特 甚，略 稍．

微 を，表す程度が 高い もの か ら低い もの へ と並 べ て み

る と，「最」は
一番高 く，そ れ に「特」，「尤」，「甚」と続 く．

程度が 比較的低 い の は「稍」，「略」，「微」で ある．一
方．
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「不」は否定の 意味を表 して お り，例 えば，「色不純」と

は色彩 の 純度が高くない こ と，すなわち彩度が低い 色

彩 で ある こ とを示 して い る，

4 ，2 ，3 古代の色彩修飾語の特色

　多数の 古字書 の 内容を調査 ・分析する と，中国古代

の
一

部の 修飾語 は 字書 の 見 出 し語 に現 わ れ て い る こ と

が確認で きる．例 えば，見出し語 「登絶」の 釈義文 は「色

不深」で あ り，こ れは色が深 くな く，浅 い こ とを示す．

そ れ以外 で は，「鶲」は色 が深 く悪 い こ と，「光」は上等

な色，「通」は色が純粋である こ と，「氈」は色が斑に なっ

て い る こ と，「褶」は色 が鮮やか で ある こ と，「衄」と「艶」

は 色 が 不純で あ る こ と，「醇」は 色 が混 ざっ て な い こ と，

「彩⊥ 「槭⊥ 「粲」は鮮 明さ，「編爛」は不純で色が雑多

で ある こ と，「1’　ww」は 色 が劣 っ て い る こ と，「艶艶」は

色が 悪い こ と を形容し て い る．上 述し た語は色彩文字

と組み 合わせ られずに，ただ色 の 現れた様子を表現す

る．近代辞 典 「辭 源 ：正續編合訂本』の 時代にな る と，

こ の ような見出 し語はほ ぼ 淘汰 され て使用 され て お ら

ず，掲載され て い る の は「蝙爛」の 一語の み で ある．こ

こ か ら，色彩修飾 語 の 形 式 と数 量 が 時代 の 流 れ と と も

に変化 して い る こ とが窺える．

4 ，3 色彩の 三 属性と修飾語の 関係

4 ．3 ．1 色彩の属性による修飾語の観察

　色相，明度．彩度は合わせ て 色彩の 三 属性と呼ば れ

る．次は 色 の 三属性 の 角度か ら，古字書 と近代辞典に

お ける色 彩修飾語 を分析す る．まず，修飾語 を色属性

で 分ける，色彩修飾語を分類する とき に，字書や辞典

で は色彩に 関わ る定義や 説明 が あ る と，そ れ を参照 し，

分類 の 基 準 と なる と考 える，しか し，なか っ た場合 は

現代色彩学を利用 し，類別 を決める，明暗程度 の 示 す

もの を明度に，色彩飽和度に 関連する語彙を彩度に 区

別する．こ の 他 に も，明度 と彩 度 の 複合 の 語彙 を整理

した．また質感 　イ メ
ー

ジ，評価 とい っ た項目 に 関す

る修飾語 をま とめ た結果は Tablel，2の ように示し て い

る．

　色彩 の 修飾語 を分類する と，彩度 の 修飾語 の 数は明

度 の 修飾語 よ り多 い こ とがわか っ た．た だ し，こ れ は

現段 階 で古字書，近代辞典 の 記述 に よ り，推測 さ れ る

もの で ある．現代 における修飾語 の 意味 との 相違 は ど

の ように存在する か を今後詳 し く検討する必要があ る

と考えて い る，

Table　1 古字書の色彩修飾語 と色彩属 性 の 関係

属性 古字書の 色彩修飾語

低 明度 ：深，尤 深，暗，闇，黷 然

明 度 中 明度 ： 中

高明度 ：浅，竊，潔，不深，皓皓

低彩度 ：淡，薄，微，濁，不純 不真

彩度 高彩 度 ：正，純 濃，鮮，盛，鮮 盛，充 盛，充 厚，

　 　 　 大，太，甚，艷，錨

明度 と彩

度 の 複合

鮮明，鮮潔，絮鮮，浅薄

色彩 の

関連 項 目

L 質感 ：瑩，光 滑，沃，澤，焦，赫然，赫 赫，

　 　 　 　 翁 翁然

2．イ メ
ージ ：嫩，汚，瑩 潔，浄，垢，堅

3．評価 ：好，壊，悪，上，下 ，深悪，敗，短

4．そ の他 ；雑，不雑，斑，班，小，反

Table　2 近代辞典の 色彩修飾語と色彩属性の 関係

属性 近代辞典の 色彩修飾語

低明度 ：深，特深，最深，深沈，暗，闇，暗昧
明度

高 明度 ：浅，最 浅，竊，潔，明，皓皓

低 彩度 ；淡，甚 淡 略 淡 稍 淡 微 淡，澹，清 淡，

　 　 　 薄薄，微，稍，略，不 鮮 鑑，不 純

彩度

高彩度 ：止 純 純
一
不雑 濃 濃密 濃厚 鮮，

　　　 盛 鮮盛，大，太，甚，極 重，真，嫣，

　　　 艶，甚 艷，艶麗，鮮妍，鮮麗，鮮美

彩 度 と 評価 の 複 合 ：美艷，頗美懿，絞 鑑

その 他 ：濃淡不
一，濃淡非

一

明度 と彩

度の 複合

鮮 明，鮮焚，鮮亮，深渾，深濃，黯淡

色彩 の

関連 項 目

1．質感 ：瑩，光 潤，澄，澄 明，清，焦，

　　　 湛湛 然，翁 翁然，赫然

2．イ メージ ：嫩，老，汚，汚穢

3．評 価 ； 悪，純 潔，欠，嬌 鑑可 愛，殷麗

4，その 他 ：雑，斑，花

4 ，3 ，2 明度 と彩度 に関する修飾語

　明度 の 修飾語 に お い て，「竊」と「中」の 2文字が 比 較

的理解 しに くい ため，更な る説明を行 う，「竊」は古字

書及 び近代辞典釈義文に お い て ，い ずれ も古字書 「爾

雅』と 史書「左傳疏』の 内容 か ら引用 され て お りt 色彩

文字 と組み合わ せ て ，「竊丹⊥ 「竊玄」．「竊脂⊥ 「竊黄 」，

「竊藍 」の 5つ の 語を形成 し，鳥の
一

種で ある「鳫」の 羽

毛 の 色彩 を表現 して い る．明朝 の 楊慎氏 は 「轉注古音

略』に お い て，「竊 即古浅字（竊 と は浅の 古字 で あ る）．」

と説 明 し て い る こ と か ら，「竊」は今 日の 「浅」の 古字で

あ る こ とがわか り，意味は「浅」と同様で ある．こ の 他，

高明度に分類 され る「中」とい う字 は，黒色 と組 み合 わ

せ られ て ，語 の 「中黒」とな り，『説文解字』と『康熙字 典』

の 2冊 の字書に 現れ て い る．『説 文解 字』の 黒部にお け
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る 「黶」と い う字 の 意味 は「中黒」で あ り，『康熙字典』で

は『集韻』の 内容が引用 され て お りt 黒部に お ける「黥」

の字の 意味は 「中黒」で あ る と解釈 され て い る．「中」の

字には中に い る とい う意味があ り，白と黒 を明度値 の

両端とする とき，「中」は高明度と低明度の 中間点，す

なわち灰色色彩で ある と推測 される．

　明度 と彩度 の み を言 い 表す修飾語以 外に も，明 度と

彩度の 複合 の 修飾語語彙があ り，明度 と彩度の 意味を

表す単語が組み 合わ さ れ て い る，例 えば 「鮮潔」は，「鮮」

が彩度を示 し，「潔」は もと もと清潔な様子 を意味し，

色 彩を言い 表す場合，明度が高い 色彩を形容 して い る．

「鮮 」と「潔」とい う 2 つ の 字 の 意味 を合わ せ て，彩度 と

明度 の 両方 とも高 い 色彩 を形容 し て い る，

4 ．3 ．3 色彩の 関連項目につ い て

　前文で 述 べ た もの は 全 て単純に 色彩 の 属性に 関する

論 述 で あ る が ，実際 の 生 活 に お い て ，色彩 は 各種物事

の 表面 に 付随 して 存在 し て お り，単独 で 存在す る こ と

はな い ．そ の ため，人 々 は色彩を見たとき，視覚で 色相，

明度 彩度を感知す る 以外に も，物事の 表面の 質感を

感 じなが ら，各色彩 に 対 して 各種イ メ ージ や 評価 を連

想 して い く．

　表面 の 質感 を表現 する語 で あ る「瑩 白」と「光 白」は，

い ずれ も透 明で 明 る い 白を形容 し て お り．「沃」，「澤」，

「光滑」，「光潤」は 表面に光沢が あ り滑 らか な様子を意

味 し て お り，例 え ば．「沃黒⊥ 「黒而澤」，「白澤」，「色

光 滑」と「色光潤」が ある．一
方，高 い 透明度に 関連す

る 修飾語に は，澄，澄明，清，湛湛然が あ り，そ の

特徴は文字の 部首がすべ て 「さ ん ず い 」で あ る こ とで あ

る ，また，澄 清．湛の 3つ の文字は澄 ん で い て ，は っ

きりとした様 子である こ とを もと もと 意味す る．こ れ

らは色彩 を表す とき に 高 い 透 明度 の 色彩 を形容す る．

色彩の 単語で構成され る語 として は，「澄赤」，「水色

澄 碧」t 「澄明微黄⊥ 「澄明黄褐色」，「澄明略黄⊥ 「色

縹 清」，「色清黒」，「湛湛然黒色」があ る．一方，翁翁

然 は低 い 透 明度 を意味す る．こ の 語 は「康熙字典』の

「翁⊥　「盍」及 び 『辭 源 ： 正 續編合訂本』の 「葱白」t 「盍

齊⊥ 「螂 白」の 5 つ の 見 出 し語 に現 れて い る．清時代 の

文 宇
・
訓詁学者 で あ っ た段玉裁氏は 『説文解字』に お い

て ，「盡」に対 して 『周礼』を参考 しこ の 意味 を解釈 し た．

す な わ ち，「「周礼』で は，盍 齊の 盍 は翁 とい う意味 で

あ り．翁翁然 ま た 葱 白色で も表し て い る が 現在．鄭

白を形容 して い る．翁 は湯 の 借用 で，酒 の 色 に 似 て い

る．」Z と説明され て い る．さら に，『周礼』の 解釈 を深

く分析す る と，盍齊は 五 齊の
一つ で ある．五 齊は 清酒

に対する 濁酒 を指 して い る．また翁は瀚 の 借用 で あ り，

湯潅と は酒の 色 が濁 っ て い る とい う状態 を表すため，

「翁翁然」は渾濁 した 様子 を形容 して い る．なお，葱 白

色 は 「翁翁然」と 同 じ意味 な の で，混濁す る 様子を示 し

て い る．

　イ メ ージ とい う項目 とは，色彩が 人 に与え る印象に

関連 した文字で あ り，人 の 主観的評価と関連し て い る

もの で あ る，例 えば，柔らか い 印 象を表現す る「嫩」と

い う字で は，「嫩黄」，「嫩紅」，「嫩線」とい っ た語が 存

在 し て い る．また「色老」は古 い 色彩 を象徴 して い る．

色彩が 清潔な印象の ある場合，「瑩潔」，「浄」とい っ た

語 で言い 表され，汚 い 印象 の 色彩 は ，「垢 」，「汚⊥ 「汚

穢」で 形容 されて い る．例 えば，「垢黒」，「汚褐赤色⊥

「汚穢青灰 自色」と い っ た 語が あ る．「堅 」は イメ ージを

表現す る 修飾 語 の 中 で や や特別 な存在で あ り，古 くは

東漢時代 の 「説文解字』における現在の 「黠」と い う文字

の釈義文「黠．堅黒也．」の 中にすで に現れ て い る ．「堅

黒」が描 写す る もの は，黒色 の 色彩が 持つ 固 い 印象で

あ る こ とが推測 される．また古代 中国では染色技術が

盛ん で あ っ た た め，「堅黒」は黒色の 色彩が濃厚で 色褪

せ な い 様子 を示す と も推測され る，そ の 後 の 『玉篇』，

『廢韻』，『正字通』及 び『康熙字典』に も同様 の 解釈が記

載さ れ て い る もの の ，現在，「堅」を色彩修飾語 と して

表す方式はすで に存在 しない ．

　
一

方，評価 と して 分類 され るもの は，色彩 の 優劣，

善悪，美醜に 関連す る修飾語で あ り，そ の 中で もプ ラ

ス の 評価 の もの が比較的多い ．構成 され る語の 例と し

て は，「白好」，「上色」，「色嬌艷可 愛」，「色彩美艷」，「殷

麗之色」な どが ある．マ イナ ス の 評価 の もの は少 な く，

壊，悪，深 悪，下，敗，短，欠の 計 6つ の 単語 と 1つ

の 複合語 の み で あ る．構成語 は T 「色壊」，「色 悪 」t 「下

色」，「色深悪⊥ 「色 敗」，「短 黒⊥ 「欠 翠」で あ る．こ

の うち「短黒」は 「纂」の 釈義文で あ り，「説文解字』に は

す で に 収録 され て い る．「短」は喪失，不足，浅薄とい

う意味があ る の で，黒色 を形容 して い る場合に，黒色

の 色彩明度が足 りな い 状態か ，染色色彩が 美 し くない

状態 を指 して い る と考えられる．

　最後に，そ の他の修飾語 の 分類 の 中に は，色彩が 純

粋 で ほ か の 色彩が含ま れ て い な い もの もあ る．例 えば．

2　原文 は「周禮盍齊注 日．疂猶翁 也．成而翁翁然，葱白色．如今都白矣．按翁者，爾 之假借．淪瀚猶 決決也．酒之 成似 之，」
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雑，不雑で あ り，例 と して は，「色雑」，「色不雑」が あ

る．一部の 単語は色彩が事物に散 らば っ て い る様子 を

表現 し て い る．斑 ， 班 ， 花の よ うに，色彩が
一
種類 で

はな く，ほか の 色彩が入 り混 じっ て存在 して い る様子

を示 して い る もの が ある，調査 した字書及 び辞典か ら

は，「斑 白」，「青斑色」，「烏斑色」，「班黒⊥「花白」とい っ

た 語が確認 され た．そ の ほ か，こ の ような修飾語 に は

「小」と「反」があ る．「小」は『説文解字』な どの古字書の

「点」の 釈義文 に お い て ，黒色 と構 成 さ れ る 語「小黒」が

あ る，小 は大に相対 して お り，「大」が言 い 表す もの は

色彩の彩度が高い とい うもの で ある が，「小」は彩度値

を 示す もの で は な い ．段 玉 裁氏 は 「点 」に 対 して 「点 は

小 さ くて 黒 い 点 で ある，現代の 点の 俗称は椀で あ り，

また は站である．」 3 と注解 して い る．い わ ゆる點涜は

汚点 の 意味で あ り，こ の言い 方に よ り，「小」が 言い 表

すの は 黒色の面積範囲が小さい とい う状態で ある、な

お ， 「反」に つ い て は，字書に おける解釈や 関連する説

明 を示さ れ て お らず，ほ か の 参考資料 も極 め て 少な い

現状に あ る た め に，現時点で ，そ の 意味 を推 測する の

が困難で ある と思 われ る．『正字通』及び「康熙字典』の

僅 か 2冊 の 釈義文に お い て 「輻 t 反絳也，」と掲載され て

い る が，詳細な説明が ない ．また，現在「反」を用 い て

色彩 を形容する こ と はな く，「反」の 意味を適切に 想定

するこ とはで きない ．

4 ．4 色彩類別による分類 と分析

4 ，4 ，1 修飾語を分類する

　以下 で は修飾語 と色彩の 関係 を理解す るために，色

彩に よっ て 修飾語 を分類 し，そ れ ぞ れ分析を行う，字

書 や 辞典 か らま とめ られ た修飾語の一部は単独で釈義

文 に 現 れ て い る，色彩文字と組 み 合 わ せ て 語 彙は作 ら

れ て い な い ．例 えば，「辭源 ： 正續編合訂本』における

見出 し語 の 「黄道光」に 関する釈義文で は，「天空所現

奇異之 光輝……色清淡…… （空 に 現 れ た不思議 な光
……色が薄 くて 透け て い る

……
）」と書い て お り，何ら

か の 色彩に 関する説明で はなく，単に色彩が さわ やか

な様子を描写し て い る．修飾語 と色彩 の 組合 せ を探究

する とき，修飾語 と色彩 の 問に特 別な関係 はあるの で

あ ろ うか ．上 述 した単独 に表れ て い る修飾語に対する

解析はで きない の で，こ の ような もの は除外する こ と

にする．色彩の 分類は本稿 4−1に お け る色彩語彙 の 構

成類型を解析 した ときの 設定を再利用 す る．古字書 の

修飾語は青，赤，紅，黄，紫，緑，白，灰，黒 の 9色

に基 づ い て分類す る．『辭源 ： 正續編合訂本』を青．藍

赤，紅，黄，褐，紫，緑，白，灰，黒の 11色に 基づ い

て分類する．

　上述 した こ とに基 づ き，色彩 と組み合わ されるすべ

て の 修飾語を，組み合わ せ た色彩に よ っ て 分類す る．

分類 で きな い 色彩 が あ る場合，色彩に 基 づ い て 近 い 色

彩に分類する．例えば，青，紺，縹，蒼 な ど の 単色語

の 修飾語 は「青」と い う類別に記した．それか ら，再度，

色彩類別文字 を組 み 合わせ た修飾語 を整理 し，各色彩

類別 の色彩文字単色語 と修飾語 の 問に特定の 関係 が存

在 して い るか否か を比較，分析 した，古字書と近代辞

典をそれぞれ整理 した結果は Table3，4の 通 りで ある，

　以上 の ように 整理 した結果，古字書の 各色彩類別内

で 多 く使用 され て い る修飾 語は「深」，「浅⊥ 「正」の 3

文字 で ，また近代辞 典 の 各色彩類 別に は「淡」，「微⊥

「深」と「暗」が使わ れ た 場合 も多 い こ とが窺えた，こ の

5 つ の 修飾語 は多数 の 単色語を形容する と き用 い ら れ

る もの で ある こ とが 明ら か となっ た．

4 ，4 ，2 修飾 語が多 い 色彩類別

　古字書に お い て は，黒色と関連する修飾語が最 も多

く，それ ぞれ異な るグラ デ
ー

シ ョ ン の 黒色 色彩 や表面

質感を表現 して お り，黒色 へ の 認知と判断が古 くか ら

極めて 精密で あっ た こ とが 窺える．

　
一方，近代辞典 で は 紅に関する修飾語数が最 も多 い ，

『説文解字』の 説 明 による と，「紅」の解釈 は「帛赤白色

也 （絹織物の 赤白色）」で あ り，絹織物 の 色彩 と は 赤色

と 白色 の 間，い わ ゆ る 現在 の ピ ン ク に当た る．初期の

「紅」は，綿織物 に 染 めた色彩 を表現する もの の み を指

し，ほ か の 物体の色彩表現 に は使用 されて い な い ．し

か し，時間が た つ に つ れ て ，「紅」は徐 々 に 通用性 の 色

彩形容単語 とな り，各種の事物の 色彩 を表現し，色彩

も最初の ピ ン ク か ら鮮紅色に変わ り，「赤」が表現す る

色彩に取 っ て 代 わ っ た．古代及び近代に お ける赤と紅

の 2つ の 修飾語 を比較 ・分析する と，「紅」の 場合は「赤」

よ り多 く使わ れ て い る こ と が わ か っ た．こ の こ とか ら，

中国の 古代に お い て，紅 と い う語 は使用率がす で に高

い と推測 される，ほか の 史料か らも，「紅」は「赤」の 代

わ り，赤 い 色 を表現す る 時期 が 凡 そ古代初期 に 遡 れ る

と証明で きる だ ろ う，例 えば，漢時代 の 『史記 ・司 馬

相如列伝』で は，「紅杏渺以眩潘兮，僉風涌而雲浮．」と

3　原文は 「點，小黒 也、今俗所謂點椀是 也．或作站．」
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Table　3　古字書 に お け る色彩類別 に よ っ て 分類 した 修飾語

青 赤 紅 黄 紫 緑 白 灰 黒

低 明度 深 深 深，尤深 深 深 潔 深．暗

中明 度 II1

高明 度 浅 浅，竊 浅 浅，竊 浅 浅，竊，白告皓 浅．竊

低 彩 度 淡 淡、微 淡，濁，微 微 淡，濁、微

高 彩 度 純 正 純，正 、盛，大 正 正 純，正，鮮，大，太 純 純，正、甚、濃，大，贐

両方

の 複合

鮮 明

質感 赫然 赫 然，赫赫 焦 澤，瑩，浄，翁翁然 澤，沃 焦

イ メ
ー

ジ 嫩 汚，垢，堅

評価 悪 悪 好 短，敗

そ の 他 小 小，反 深 小，班

Table　4　近代辞典 における色彩類別に よっ て分類 した修飾語

青 藍 赤 紅 黄 褐 紫 緑 白 灰 黒

低明 度
深、暗 深，暗 深，暗 深，特 深．

最深，暗

深，暗 深，暗 深，最 深，

暗

深，暗，

深沈

深，暗 深，暗

高 明 度
浅 浅，竊 浅 浅，明．

竊

浅 浅，明 浅，潔，
皓 皓

浅，
最 浅

低彩 度
淡，微 淡，竊，

微，略

淡，微 淡，略淡，澹，

微，薄 薄

淡，微，
稍，略

淡，微 淡，微 淡，微 淡，竊，
微

淡，微 淡，竊，

微

高彩 度

正，

純，極

濃 正、純，
太、大，
盛

濃，正，純

鮮，大，真，
甚，極，嫣，

鮮妍

濃，正，
純，鮮，
極

濃 正，純，
鮮，鮮麗、

鮮美

濃，純、
鮮

rE．純，
鮮，太，

甚，極

濃，純
正

彩 度 と評

価 の 複合

妓鸚

両 方

の 複 合

深渾 鮮 明

質 感
澄，赫 然 澄 瑩．

翁翁 然

清，

湛湛然

イ メ
ー

ジ 汚 嫩 嫩 嫩 潔，汚穢

評価 悪 欠 純潔

そ の 他 斑 花 斑 斑

い う言葉が あっ て ，また南朝宋時代の裴駟 は 『史記集

解』にお い て．晋 時代 の 晋灼 の 言 い 方 「紅，赤色貌」を

引用 し，すなわち，「紅」は赤色 の 様子 で ，赤色 を 使 っ

て．紅を解釈する証で あ る．こ れ は晋時代に．「紅」は

すで に「赤」を取 り替る傾向が あっ たの で はな い か と考

える．

4 ，4 ．3 修飾語 と色彩の関係

　相互 に 比 較す る こ とで ，修飾語 と色彩文字の 組み合

わせ の 規則 も観察す る こ と が で き，そ の 中で も特に 明

度関連 の 修飾語が よ り明確と な っ て い る、古字書と近

代辞典の 内容を総合する と，色彩 明度 を表す 白 ・
灰

・

黒 の 修飾語 にお い て ．白色を形容する修飾語に は「暗」

と「濃」は現 れな い 、ま た，灰 と黒の 2色に「明」や 「鮮」

と い っ た表現 の 方式 もな い ．色 の 3属性 の 角 度か ら分

析す る と，自 ・
灰

・
黒 は無彩色 に属 し，彩 度値 が な くt

明度値 の みがあ る．白色か ら 黒色 へ ，明度値は最も明

るい もの か ら最 も暗 い もの へ と変 わ っ て い る の で ，白

色 は「暗」と「濃」で は表現 されず，灰
・
黒 は 中低明度の

色彩で あ り，「明」や「鮮」とい っ た文字と組み合わ され

ない ．

　しか し，漢字は「
一

字多義」の特徴を もち，色彩修飾

語 に も
一

字 二 義 の 現象が存在 して い る．例えば．調査

結 果 に お い て ，古字 書「康熙 字典』に収録さ れ て い る

「瞶」の釈義文の 内容 は「「集韻』浄也
一

日深 白也 （浄 と は

深 白と も言 える ）．」と載 っ て い る．『康熙字典』は 宋時
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林ほか　中国の字書
・
辞典における釈義文か らみる色彩修飾語の特徴に関する研究

代 「集韻』の 内容 を引用 して，「瞶」の 意味は清潔，純粹

で あ りT もう
一

つ が 深白色 と解釈 して い る．白色は高

明度 の 色彩 で ，「深」は低明度 を表現する修飾語 で あ り，

「深」で 白色 を表現する 方法は，現代 の 色彩学 の 角度か

ら は 不合理 で ある と思 わ れ る．しか し，古字書内の 「深」

に 関す る解釈 を総合す る と，「深」に は「浅」の 反対 の 意

味や「奥深 く微細 である」とい う意味，そ して 「隠蔵」と

い っ た意味が含 まれ て お り，さ らに 「非常 に 」とい う意

味 もある．『集韻』内の「深 白」の 言い 方を推測 すると，

「深 」は低 明度を指すの で はな く，「非常に 白い 」，「純

粋 な白」で ある と解釈 した ほ うが適切で あろ う．

　 こ の 他，「正」は 時代 と と もに表現 す る 色彩 の 種類が

増えて い る．清時代 の 桂馥氏は 『説文義証』の 中で ，漢

時代の 環済氏の 『要略』を引用し，正色は 五 つ 色が あ り，

青，赤，黄，白，黒 の 5種 の 色彩を指 し，また 五 間色

は紺，紅，縹，紫，流黄 を 指 した．「正 」は 古代にお い

て，「間」と対に な っ て い る．調査 した古字書に おい て，

正赤，正黄，正緑，正 白，正黒 の 5つ の 語が現 れ て お

り，近代辞典 に到っ て，『辭源 ：正續編合訂本』中で 「正」

は青，赤，紅，黄，紫，白，黒の 計7種類の 色彩文字

を 形容 し て い る．こ の た め，古代 と近代 の 調査 資料を

総合する と，「正」は 五 正色を表現する 以外 に ，緑色と

元 々 間色 に属 して い た紅色 と紫色 も「正」で 表現され て

い る．現 れ る時間の 前後か ら説明す る と，五 正色 の 表

現 の 仕方 は先秦両漢時代 の 前 に す で に 現 れ て お り，『禮

記 ・玉藻』で は 「衣正色 裳間色 」と書か れ て お り，唐

の 学者孔穎達
匚15］は 注釈 を つ け る 際，南北朝時代 の 学者

皇侃が言 っ た 「正謂青，赤，黄，自．黒 五方正色 也．」

と引用 して い る，調査 した字書内の 正緑，正紅，正紫

は，成書年代が 比 較的 遅 い 古典文献か ら 引用 さ れ て お

り，正緑が表れ るの は明時代 の 『本草綱目註』で，正紫

はそ の 中 で 3回が出 て お り．それぞれ宋時代の 『清異録』

と『陸游牡月譜』，清時代 の 『天 祿識餘』で 引用 され て い

る．正紅は 明時代 『徐應秋談薈』で 引用 され て い る，す

で に 89冊分の 先秦両漢時代の古典文献データ ベ ース を

リサーチ した もの の ，正緑，正紫，正紅 の 3 つ の 語 は

確認 され て い な い ．上 述 の 内容 をま とめ て 考え ると，

「正」は 中国古代 に おけ る 最初 の 五 正色 を表現する の に

限定 され て い た が，そ の 後，純色 の 色彩に 対す る 形容

に 用 い られ て い る こ とか ら，黒や白が加 えられ て い な

い 色彩 で あ ると推測 で きる．

　色彩 自体の 物理 属性以外で も，色彩は 人間心理 に

様 々 な感情を表現 した り，事物 を連想 させ る こ とがあ

る．修飾語が組み合わ された色彩 に も影響 を与え て い

る．例 えば，修飾語の 「潔」に は明る く清潔なイ メージ

と い う意味 が 含 まれ て い る．ま た 「浄」に も清 潔と い う

意味があ る．従 っ て ．両者は色彩 と組み 合わされた と

き，「潔白」，「浄 白」の よ うに，高 明度 で 清潔な印象 の

色彩が表現 され る．一方，両者は，灰．黒，褐 とい っ

た色彩 とは い っ し ょ に は連結さ れ ない ，また，修飾語

の 「嫩」に関 しては，調査データにお い て，嫩紅，嫩黄

嫩緑の 3つ の 語が 現 れ て い る．「嫩」は浅 くて瑞 々 し い

色を形容 して い る．また「嫩」は物体が生 まれたばか り

の ときの よ うに弱弱 し くて 繊細な姿 を形容 して お り，

近い イ メ
ージ を持 っ た 色彩 と の 組み 合 わせ で の み に 適

用 され て い る．

　色彩属性及 び心理的印象の 影響以外に も，一
部 の 修

飾語 と色彩文字 の 間 に は
一

対
一

の 対応関係 が あ る．例

えば「嫣」は もともと美し く，艶やか な様子 を形容して

い る，色彩を言い 表す場合に は，紅の み と組み合わ さ

れ，「嫣紅」とい う語 を形成す る．そ の 意味 は艶 や かな

赤 で あ る．また．「花」も色彩が 入 り混 じっ た 様子 を形

容する こ とが で きるもの の ，白色 と組み合わ された語

「花 白」は，黒 と白の 2色 が 混合 した様子 を意 味 し て い

る．特 に 「花 白」は灰 白色 の 頭髮 を形容する ときに多用

され て い る．

5 ．結論

　中国 の 色彩修飾語 の 使用及 び 発展状況 を理解 し，そ

の 特色 を把握す る ため に，歴代の 重要な中国の 古字書

7冊と近代辞典 1冊を研究の ベ ース と して，各書籍 の

解釈に対 して 色彩修飾語 の 調査分析 を行 っ た．分析 し

た結果 と して ，古字書 と近代辞典 を ト
ー

タル 的 に まと

め た 後，色彩語彙は 5 つ の 類型 に 分類で きる こ と が 判

明 した．修飾語の 出現回数に よ り，修飾語 の 色彩語彙

構成におけ る重要性が理解で きる，一
方．古字書と近

代辞典 の デ ータ の 比 較か ら，古今 の 色 彩修飾語 の 発展

過程と共通点を確認 し，発展過程 にお い て は，修飾語

の ス タイル の 変化を捉え る こ とが で きた，

　古字 書 に は 41個 の 単語．21個 の 複合 語 （3つ の 畳語

を含む）が 含まれ て お り，そ して ，近代辞典か らは 37

個 の 単 語，37個 の 複合語（4 つ の 畳 語を含む）と4つ の

句が整理 された．近代辞典編纂 の 時代背景 は，まさに

言語が文語文か ら徐 々 に会話 文 とな っ た年代で あ り，

複合語 と句の 数が近代辞典に お い て非常に増加 して い

た．特 に 「副詞 ＋ 形容詞」タ イ プ の 複合語が大量 に 運

用 さ れ て い る．それに，中国古代 にお い て は専用単語

及 び複合語 で 色彩 状態 を表す場合，例 え ば
， 「白巴」は 「色
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が不 純であ る こ と」とい う意味 を指 して い るが，こ れ

は近代辞典に お い て はすで に ほ ぼ 淘汰さ れ．使用 さ れ

て い な い 状況 にある．共通点と して は ，古辞典 と近代

辞典に 同時に存在する の は，24個の 単語，6つ の 複合

語（2つ の 畳語を含む）と な っ て い る，全 て を挙げ る と．

深，浅，竊，純，正，濃，淡，暗，闇，盛，太，鮮，艷，大，

嫩，悪 潔，瑩，焦，甚，微 斑，汚，雑，不 純 赫然，

鮮明，鮮盛 皓皓，翁翁然 となる． こ の ため，こ れ ら

の 語は古代か ら近代に 至 る まで ，代表的かつ 重要 な色

彩修飾語 で あると言 うこ とが で きる．そ の 中で ，「浅」，

「深」，「鮮」，「淡」，「暗」の 現 れ る 回 数が 比 較的頻繁で

ある こ とか ら，こ れ らは常 に使用 され て きた修飾語 で

はない か と考 えられる．

　 また，本稿で は色彩修飾語 の 属性を分類 した上 で ，

色彩類別に基づ き分析 し，色彩修飾語の 特徴 の 理解を

試 み た，こ れ に よ り，中国の 色彩修飾語 は，描写 の 特

性，意味 の 解釈 組 み 合 わせ の い ずれ に お い て も，多

様な性質を具備 して お り，規則を探 し出す の が比較的

困難 で ある，とい うこ と を発見 した，彩度を表す修飾

語の 数は 明 度 の 描写 よ り多 く，また色彩 の 質感，イ メ
ー

ジ や評価な ど を表現する特性を もつ 修飾語が 多数存在

する こ とが 窺えた，色彩類別の 角度 か ら 考察す る と，

一部の 修飾語と色彩文字の 間に は「
一

対
一

の 専属 関係」

が存在 して い る．それ に 対 して，各色彩類別 で 多く使

用 され て い る修飾語 もあ る．例 と して は，古 字書 に お

ける 「深」，「浅」と「正」，近代辞典 に おけ る 「淡」，「微」，

「深」と「暗」がある．最後に，漢字の「一字多義」とい う

特性は，色彩修飾語 の 意味 に 対す る解釈をさらに豊か

に，そ して 多様化 させ て い る．
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