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1．　 まえが き

　 こ の 提案は ， 色彩設 計 に 関 して の
， 筆者自身 の 懸案 を

主 と し，加 え て 第 3者（他の 色彩設計者，お よ び 部外者）

の 意見 を ま とめ て 提起す る もの で あ る 。 後者 の 意見 と し

て も ， 筆者なりに解釈 した もの が含まれ て い るの で ，資

料，文献 の 項 は 省略す る。こ の 点 を 御諒承 を乞 う次第 で

あ る 。

　 さて ，色彩設計をす る場合，現在 の 色彩学 の 理 論方式

を，か な りに ， 応用は して い るが ， 未だ 充分 とは い え な

い 。 そ の原因は 次の よ うに あげ る こ とが で きる。

　  理 論方式 が 難解で ある。

　  理 論 は 理解 で きて も ， 応用 す る技術 ， 能力が 不 十

　　　分で あ る 。

　  理 論 そ の もの に 限界 （応用 範囲）が あ る。

　  色彩学の理論方式が総合的な設計 に害をす る場合

　　　がある 。

　  　色彩学 の 基礎的理 論 に お い て ，全 般的 に 究 明 され

　 　 　 て い な い 。

　  色彩学理 論 が定説化 して い な い もの が あ る。

　  そ の 他，（上記 の 各項 に 関連す るが ，色 彩設 計者側

　　　に 問題 が あ る事項）…
こ の 項 は ，別の 機会 に お い

　　　て 意見 発 表 を した い 。

  　の 理 論方式 の 難解 は ，色彩設 計者の 学識，理 解力が

不十分 で あ る こ と も原 因 で あ ろ うが ，日本 の 学界の 通 性

で もあ る。そ こ で ，難解 の もの を理 解 し易い よ うに 解 説

し て い た だ けな い もの か ，

一つ は ， デ ザ イ ナ
ー

も芸術 に

参加 して い る もの で あ るの で ，理 論方式 よ りも，人 間 の

感覚 ， 知覚の 方が ，も っ と重要で ，理 論方式 に わ ず らわ

さ れ る 時間 よ りも， 感 覚 ， 知 覚 で 短 時 ［1月に 衷 現処 埋 が で

き る こ とを 知 っ て い る と い うこ と も 関係 して い るの で は

な い か と 考察す る。

  の 応用す る技術 ，能力の 開発，習得 に ｝ま時間と経費が

か か り ， また ，目本 の 社会 は ，そ の 価 値 の 認 識 性 が 不十

分 で あり ， そ れ だ け の 換 価性 に お い て ，設計 者は 苦 しん

で い る 現状 で あ る。小資源 の H 本 は 加 工 性 に よ る国際社

会へ の 参加 は ， こ の デ ザ イ ン の 価値評価 の 向上 に しか な

い と い つ て も過言 で は な く，そ れ は ， 色 彩 設 計 に お い て

も同 じ こ とで あ る 。 そ れ は ，国内デ ザ イ ナ ーへ の 軽視，

＊大 阪 芸 術大 学

低評価 に つ な が っ て い て ， こ の 点 関 連 業 界 ， 学界 に訴 え

た い 問題 で あ る 。 多額の 設 計費を国内の デ ザ イ ナ
ー

に 公

平 に 支払 うこ とは ，む つ か しい こ とで あ っ て も， 企 業 の

考 え方 を 変え て い た だ き た い と考察す る もの で ある 。同

じ配 色を して も，外国 の もの に は ，ケ タ ちが い の ペ イ が

され る こ とに 意 見を中立 て る もの で あ る 。

　 また ， 学界 に お い て も，学者よ りも術者を低 く軽視す

る風が ある こ と も，我が 国 の 欠点 で あ る。こ の こ とが ，

業界 に も影響 を 与え て い る の で は な い か 。

  　理 論 に は適 用 限界が ある。ウ＝一バ ー・フ ェ ヒ ナ
ー

の 法則 の 場合 もそ うで あ り，そ の 域 外の 窕験結果 が な い
。

あ っ て も ， 法則 と して 使え な い 。 設計の 場合，人 聞 の 異

常な 状況 の 場合 が 問題 に な る こ と が 多くな りつ ts ある こ

とを 考 え て い た だ きた い 。

  色彩学 の 理 論 は 高度な もの ほ ど，応用面で は，他 の

造形 理 論 ， そ の 他 の 音響 ， 温湿度な ど の理論が ， 同 レ ベ

ル の もの で な い と総合的に コ オ ，デ イ ネ
ー

トす る こ とが

困難で ，よ い もの が で きに く 旨 色彩理 論が ， 設計段 階

で 進行を阻害 して い る場合が あるの で は ない か。 こ の と

き は ， 色彩 は感覚だけで処 理 す る こ と もある・

    　色彩学 の 理 論 で も，異説 ，反 論 が あり ，定説 で あ っ

て も，疑問 を もつ と き が あ る 。 理 論 は定説 で ない もの は

「論」 と して 考え て もよ く，応用面で も混乱 が 生 じ るの

で ，  ，  に 関連 して くるが 。 設計段階 で ，理 論 の取捨 ，

選 択 を して い る 。

　以上 ，並記 し た事項 に 準拠 して ，事例を あげて ，色 彩

学の 学識者あ る い は，同類 の 応用面の 方々 ，並びに 関連

業界 の 各方面 に提案を した い。

　 こ れ らの 提案 は，心 理 ，生 理 ， 物理 ， 化学 ， 美学，そ

れ らに 闘す る工 学，全般 に 関係す るが ，設計者が 職業 と

して ，色彩を考え る 場合 は ，設計者自身の 仮説 ， 推論 ，

加え る に 経験 と い う こ とで 施⊥ され る と い う こ と で あ

る 。 さ らに ，依頼主 の 意 見 が加 わ る とい う こ と で 複雑に

な っ て くる。

　ま た，社 会 心 理 面が 大 き な設 計 要点 と な り，実像 的色

彩 よ り虚像的色 彩が 要求 され る状況 が 多い 。筆者 の 経験

で は 1931年 （昭 和 6年）に ，化粧料 に お い て ，亜 鉛 華 に よ

る 肌 色白粉の 研究 に 従事 した と き，「肌色 とは 何か 」 と

い う ， そ の 基準 にな る 色 の こ と で ，調 色が 問題 に な っ た

こ とが ある 。現在に お い て は映像面 で の 色の 表われ方 は

色 再 現 の 問題 も含 め て 設 計段階 との 相違 な ど に お い て 考
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察され る 。

　一般 に ， 色彩の 物理 学的処理 は 設計者に お い て 数式が

理解す る の に時間を長 く要 して も ， 理 解され易 い が ， 心

理 学的処理 は，理 解 され そ うで ，複雑な 解釈 に な り ， 状

況判断 して ，処置 を して しまう場合が ある 。

　そ の 点 ， 1951年 （昭 和 26年） ごろ ，色彩調節 が 日本 に

紹介され，理 論 ，技法 が 導入 さ れた 結果，一
つ の 応用 理

論が 定説化 した こ と は ， 設 計者に と っ て ，有益な こ とで

あ り ， 前項  に 大 い に 役立 っ た の で あ る。しか し，こ れ

も，多 くの 学者，デ ザ イ ナ
ー

の 方の 実験 に よ っ て ， 直輸

入 で は 不 可 とい うこ とが判明し，H 本 の 状況 に 適旛 し た

色彩 が 計画 ，施工 され る に 至 っ て い る 。 筆者も，そ の 当

初 か ら，こ れ に 参加 し，設計，講演 に 東奔西走 した もの

で あ り，こ と に ， 学者 の 実験 の 不 良 部分 の 修 正 ，改良を

して まわ っ た り して ，そ の 理 論の 追試 と，技法の 改良に

つ とめ た りした。そ の 結 果 ， 現在 に お い て は ，国 情，世

界 の 状況 変化 に よ り，新 ら
．
しい 色彩設計 の 技法 が 要求 さ

れ るよ う に な っ て き た。

　 こ の こ と は ，わ が 国 の 国 際社 会 へ の 参加 に もあ る が ，

TV の カ ラー化 を 中心 と した 「映像時代」 か ら，個 人 ：

社会を 世界観的 に扱 う 「情緒 時代 」 へ と移 りつ X あ るお

りか ら，情緒 の 先端的役割を もつ 「色彩」 分野 に お い て ，

関連す る色彩学界 ， 業界 に ，こ の
一

文を 贈 る 次第 で あ

る 。

（問題提起部分 は ， ア ン ダーラ イ ン を引く）

2． 光 と反 応

　光は ， 光子 の電磁波 で あり，われわれ の 眼の 網膜の 視

覚細胞 に刺激を与え る。こ の 受容器 に与 え られ た 刺 激

は，視神経 に よ っ て 視中枢に 到り視覚を生 じ，さらに高

位 の 中枢の統制 に よ り，物象 の 変化 を視認 し ， そ こ に反

応 ，行動が 表われ るの で あり， こ れに 色彩学が参画する

もの で あ る 。

　そ こ で ，
こ の 光 そ の もの に 関す る事項か らは じめ て ，

そ れ らに よ っ て発 生す る心 理 ，生理 的な反応 に つ い て 問

題 点を考察した い 。

　〔1） 光源 の 分光分布と測光

　可視部 分 だ け．でな く，不星裡部分 の 分光分布蚕L 钁塾

に 璽係 して い る の で 昼 な L堕｝
。

　標準光源 を 調製す る場合で も ， 紫外，赤外 の 部分も同

じ分光分布を もっ て い る か，そ うで な い か ，問題 が ある 。

光 は波動で ある とす れ ば ，干渉現象が発生 して い る と考

え られ る 。 整 数 倍比 の 波長 の 間に 干渉が 発生す るの で は

な い か 。

　  　物体色 と 視感

　前項（11と同 じ こ とが い え る 。 視聾塞 関係 し て くる と，

個人 差 の 影響 も考 え られ る 。

　筆者の 実験で は ，調色者 の 調色 能力 テ ス ト （1953年）

に ，ラ ゴ リオ 色票 に よ る視感度曲線描画法を用 い た と こ

ろ 22名巾 3名 の 異常者を発見 し，異常者 は調色に お い て

問 題 が あ る こ とを知 っ た 。 また ，可視部が 同じ分光分布

で あ っ て も，不可視部が 異なると 目測 におい て 色差が見

られ る ので はな い か 。 また ， メ タ メ リズ ム に も関連 して

くる と考察す る もの で あ る 。

選択 ，一一吸収反射起 よ り目一に感ずる物睦色の 場合も，不可

視部分 の分光分布が影響す るの で は な い か　1931年ごろ

紫外線 に よ る物体 の 発光状態を研究 して い た 筆者 は，諸

物体の 僅少 な 蛍光も，物体 の 色 に 影響 して い るの で はな

い か と推論 した こ とを思 い 出す 。

　 〔3） 光源 お よ び 反射而 と快適性

　快適性とい う心 理 特性が ， 最近 は 問題 に され る こ と が

多い ，快適性 とい う こ との 定義 に も問題 が あ るが ，環境

の 良否 判定 の 基準と して 快適性が 多 く用 い られて い る の

で ，そ の 範囲で 解釈 して ， 光源およ び反 射面との 関係を

考え て み る と，室内の 色彩設計 に お い て は ，複雑な 要因

を含ん で い る 。

　光源 お よ び 反射面 と い う と明 る さ と う こ とで 快適 性 が

考え られ て い て ，一般 に 明 る い と快適性 は よ い と い うこ

とで あ る が，そ れ も，ま え が き の 項 に も記 した よ う に ，

範囲が あ り，余 り明 る す ぎ て も，グ レ ァ の 問 題 が あ り，

光源 の 輝度 もあ るが ，光 源 の 発 光状態 に も関係 して くる ，

す な わ ち，点一線一面一立 体 と い う光源 そ の もの の 形

状，と色温 度 な ど が 快適性全般 に 関係して くる。

　こ れ らの 照射条付些 よ る塗影状壟1を食螳 適性の 研

究結果 が知 りた い 。室内の 色彩設計 に お い て は ，
こ れ ら

の 条件 は，経験的 に 処理 されて い る。1900° K の ろ うそ

くの 光で 照 射 され た室内で は ， 点光源 で あ るろうそ くを

見 つ め た と き は 快適 で あ っ て も， 室内を見渡 した ときは

， 陰うつ で 不快で あ る。

　一般 に暗 い 場合は 赤 に ， 明 るい 場合 は青 に快適性が 変

化す る と い う設計要因 も考察 で きる 。

　〔4） 光源と設 計

　色彩設計をす る場合 ， 昼光が用 い られ る こ とが多 い

が ， その 場合 ， 都会 で ある と うす曇 りの 日 が 多 く，そ の

状 態 で は ， 北窓の 昼 光 は暗 く， 南窓 の 昼 光を用い る こ と

が あ る 。 季節 に よ っ て 異なるが ，夏季 5800°〜6700° K ，

50e〜3aOOIx（amlO ．〜Pm 　3）の 測定 を得 た 例が あ り，

D6500の 昼光 も， 北窓 ， 南窓 の い ずれか らで も周辺や雲

の 状態 に よ る が得 られ た。こ の 測定例 の よ うな 条件で 設

計す る場合 は よ い が ， 雨天 ま た は夜閼 に お い て ， 人 工 光

源を用 い る と き，演色性 が開題 とな る が，色彩設計の 場

合 は ， 配色 を計画す る とき は ， 照 明 ， 採光 の 条件 に よ っ

て 行う場合が ある ，例えば ，白熱灯 の 場合 と 蛍光灯の 場

合 とで は赤 い カ ーペ ッ トの 兇 え が変わ る の で ， 配色計画

テ ス トの 場合に は ， 被設計場所 と同 じ照明条件で 計画す

る 。 こ の 項で の 問題は ， 人工 光源 と して ， も っ と演色性

の よ い もの が で きない もの か ，キ セ ノ ン ラ ン プや 標準光

源装置で も ， 調色や測色 の 場合 ， 昼 光 の 時 の よ うに ， 精

密にで きな い 。 こ と に，彩度 1以下 の 色で は ，等色 さす

こ と は困難 で あ る。人工光源 の 演色性 の さ らに よ い もの

が 要求 され る 。 前項 （1〕と 関連 が あ る 。

　（5〕 準薄明視
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　色彩設計に おい て ，夜 の 風景や室内の うす暗 い 条件に

お い て の 配色は ，明所視の 場合と異な る 。 薄明視に おけ

る物体の 見 え の 実験 は 行われて い て も，明所視 か ら薄明

視 に至 る間 （筆者 は 準薄明視 と仮称）の 実験，こ と に 色

な っ て くる とい うこ とは ， 色彩設 計上 の応用技術と して

の 要点の 一つ で あ る。

　また ，嗜妊性 と の 相関が あ るの で は な い か ，SD法 も ，

意味微分的 に 見直す必要 が あ るの で は な い か ， 好きな色

彩 調 和 や 配 色 の 研究が 不 十分 で あ る。

　色彩設計 に お い て は，現 場実験的 に こ の こ と を 経験

し，明所視で 調和感の 不良 の もの で も準薄明視に お い て

は 調 和 感 が良 くな り ， 配 色 構成 に お い て も，明所 視 と異

っ た構 成 を工 夫 して 演出す る 経験的技術が ある。室内の

色彩設計 に お い て は ，照 明条件 と共 に ，将 来 の 重 要な課

題 とな る こ と が 考 察 され る 。

　〔6｝ 色 の 見 え

　色 の 見 え方 は ， ア パ ラ ン トカ ラ
ー

と して も ， 色 彩 設 計

で は重要 で あ る 。 立体の 各面 が 同色で あ っ て も ， 光 の 照

射条件や 周辺状況 に よ っ て 実際 に は ，各面 と も色 が異 っ

て 見 える 。 逆 に ， 照射条件や周辺 状況 を 工 夫すれ ば ， 物

体そ の もの を視認す る こ と が不可能 に な る と い うこ と が

考え られ る。実際の 場合 ， 巨大 な構築物（ビ ル ， 橋な ど）

の 色の 界 え方 は ， 立 地 点や 日光 の 照射条件に よ っ て 変わ

る の で ，
こ れを利 用 して ，配色構成をす る こ とは ，筆者

の 場合 ， 環境 の 色彩設計 に 関係 して 効果を あげて い る 。

い ずれ 数式 と して発 表で きる よ うに 実験研究 も重ねて い

るが ，こ の ，応用面 に お け る公式 ，一定説が望まれる．の で

はな い か 。

　（7） 色彩 の 性能

　色彩設計 に おい て ，最も関係 の 深 い 事項で あり， 定説

化 さ れ た もの が あ るが ， 現 在 の入 間 の 感覚 に は従来 と異

な る変化 が 生じて い る の で は ない か ，人 間の 性格は ， 遺

伝 と環境 と教養 に よ っ て 形成 され る とい わ れて い るが ，

そ の ， い ずれ に も ， 従来 と異 っ た 状況 にな っ て い る の で

は な い か ，また ， 未来へ は ， さらに 変化 して い くの で は

な い か ，性格 とまで は考え な くて も ， 感覚 に よ る，そ の

反応 ，行動に おい て ，従来 と異 っ た状態 が 発生す る の で

はな い か ，もし，そ うで あれ ば ，色彩に対す る人間の 反

応 ， そ れ か ら行動まで 影響が出現 して くるの で はな い か

， 色彩設計 に おい て は，流行色の 点 と共 に ，
°
重要 な 要因

に な りつ tsあ る 。

（a ）寒暖性

　色彩 の 温冷，寒暖感覚 と の 相関は ，定説化 さ
’
れ た 色 彩

理 論 の 第一
に あ げ られ る もの で あ っ て ，暖色，寒色 とい

う表現 も ある 位で あ る。しか し，現 在 の 日本 の 生活で は ，

混乱状態 （何が暖色か，寒色か不明）が生 じて い る の で

はな い か ，こ の 項 の は じ め に 記 述 した よ うに ，入 間の 感

覚 ， 感 情 の 変化 に よ り， ま た ， 状況 の 変化 に よ り， 寒暖

性感覚 の 減退 を 来 して い る の で は な い か ，と い う疑問が

生 じて くる 。

　また，無彩色 と員象性 お よ び寒暖性 との 相関は ，色彩

設計上 の
一

つ の 問題 点 で もあ る。白は ，雪 と思 え ば冷 く，

綿 と思 え ば 暖か く，黒 は鉄 と思 え ば 冷 く，炭 と思 え ば暖

か くと い うこ と は従来か らの 説と して 認 め られ る が ， 有

彩 色 と の 組 み 合 わ せ に よ っ て 配 色表 現 され る と意味が 異

は暖かい ，嫌 い な色 は冷 い とい う事例 は ，色彩設計の 配

色施工 に お い て ，経験 され る 場合 が あ る 。

（b ）重量感

　明度 の 低 い 色ほ ど重 く感 じ る と い う定説 は あ る が ，面

董，木き豈 L 配置法 ， 空麺感覚 ・塑好性 そ の 他 の 造形要素

彑豊で依！．簡単に処運 で き彑 い 。

　実際の 場合 で は ，光 の 照 射条件お よ び周辺 環境の 色の

関 係で ， 今ま で 重 く感 じて い た もの で も軽 く感 じ る こ と

が 生 じ る。例え ば ，天 井が V6 ，床 が V7 ，壁 が V8 の

室内は ，普通 の 照 明状態で は ，天井 が 重 く感 じ られ る が ，

天 井 に 光 を 照 射す る建築 化 照 明 に すれ ば ， 天 井の 見か け

の 色の 明度は V9 に す る こ とが 可能 で あ る。ま た ， 暗 い

重 い 感 じの 天 井 に ，ダ ウ ン ラ イ トを設 置 す る と，天井は

軽い 感 じに 変化 し た り， ま k 明度 の 低 い 面 （床 ， 壁 で も

よ い
， 物品で もよ い ） に ，柄模様 を配置す る と，軽 く感

じ る とい うよ うな ， 他 の 要因 に よ っ て ，明暗と軽重 の 相

関が常 態 よ り変化す る こ とは ， 応 用 面 で は よ く発生す る

状況 で あ る。

　〔8｝　言己
’ma色

　色彩設計者 は色を数値 で 記憶す る練習が必要で あ る 。

例えばマ ン セ ル の JISの 色票を 使用 して い る と， （こ と

に ， 毎 日 ）マ ン セ ル 値 と色票 とが ， 記 憶 され て ， 頭脳 に

マ ン セ ル 表色系の 色空聞 が作像 され る 。 特 に調色を毎 日

10色位 ， 作業す る と ， そ の 記憶度 は か な り同上 す る 。 熟

練すれ ば ， 標準色票 と比色 せ ず に見 かけの 色 と ， そ の 物

の 実際の 色 とを 見分 けて 測色す る こ と も可能で あ る 。 景

観 に お ける 自然 と人 工 物との 色 の見 え の 状態 は ， 記 憶色

の 正 確 さ に よっ て ，そ の 設計者 （観察者）の 技術 の 程度

が わ か る とい っ て もよ い。

　しか し，こ こ に一つ の 問題があ る 。 色彩設計の 場合 ，

芸術的要素が 多 く含 まれ る よう
』
に な る と，こ の 色値記憶

が障害 に な る こ とが あ る 。 こ の 場合 は ，他の 造形要素 や

デ ザ イ ン 要素 との 統合的な設計 が要求 さ れ る 場 舎 が 多

く，複雑な 要素 の 混乱 ，相反 す る心 理 状態の 調整不能 が

生 ず る こ とが あ る 。 ⊆璽極 は ， 創造活動の 巾に 数 理堕
な もの が 存在す る と，そ の 心 的自由性 が妨 げられ る の で

は な い だ ろ うか と考察す る 。 筆者 の 経験 で は ，創造 は ，

感情と理 知を超越 した精神活動で あ り。 作曲家の 一入 で

あ る 筆者の 作曲創造 の 場含で も，同 じよ うな ， こ とが あ

り ， 和声学 ， 対位法 ，楽式な どを超越 して 作品が 作 られ

る 。こ れ らの 理 論は ，楽器 法，演奏，編成状態 ，編曲な

ど に は 有効で あ る 。 同 じ こ とが ，色彩芸術 におい て も生

じ，色彩設計の 創造過程 に お い て は ，科学的な ，理 論的

な こ と は ，す べ て 忘却 して ，配色を作 り出すの で あ る。

そ して ，施工 面 に お い て は ，は じめ て ，意 識的 に ，科学

的 ， 理 論的 に 検討す るの で あ る 。

　 こ の 色値記憶が創造活動の 心 的自由性を妨 げ る こ と
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色彩 設計 と して の 問題提起

は，時間を 多 く費して 練習す る と ， 徐 々 に少 くな っ て く

る こ とは ，筆者に と っ て は 20年位以前 に お い て 発 見 した 。

そ れ故 に ，色値記憶は色彩設計者 に と っ て は ， 欠 か す こ

との で き な い 技法で あり ， 練習 に よ っ て
， そ の 記憶 が 無

意識の 中 に含まれ るよ うに なっ て きて ，は じめて ， 創造

活動 の 心的 自由性 が 大 き くな り， 色彩設計の 目的に 対す

る即 応性が 大 き くな る こ と と考察 され る 。

　（9） 色彩嗜好

　色彩嗜好 は ， 人種 ， 民 族 ， 年令 ， 性別 ， 職業そ の他 ，

各種 の 要因に よ っ て ，各人 の 傾向が 異な る こ とは 知 られ

て い る，そ の 他 の な か に は流行色や 社会情勢も含まれ て

い る e こ の 流 行色や社会情勢の 個人 に及 ぼ す影饗と個杰

璽性格 L一精抽抵態，そ の 他 L 趣味L 経済状態なども上璽

別 ，層別 して ， 毎年 ， 解近す一る轡要が亀登の で はな い笙
また ， 調 査方法 に お い て も，作為的と無作為的 と は異 な

り，また ，』｛的の 有無 に よ っ て も左古 され る こ ともあり ，

色彩設計 を す る場合 ， 依頼主お よ び設計者の 色彩嗜好 の

傾向が問題 になるほ ど重要な 設計要因で あ る。こ の 色彩

嗜好 は ，後記の 色彩調 和 の
一

つ の 要 因 に な っ て い る こ と

も考え られ る 。

　（lo｝ 美　学

　美 の 定 義が ，時代 に よ っ て 異 な る こ とは ， 色彩設計 に

お い て も，根本 的 に 関係して くる こ とで あ る。美学者に

よ っ て ，解 明 は され て い て も，そ の 表現 は 異 っ て い て ，

色彩設 計者は ，そ の 目的 に お ける美意識を正 確 に把握 せ

な くて は な らな い 。 そ れ は，色彩調和や 配色構成 に 直接

的 に 関係 して くる 。

　 「美 は 多様 の 統
一一」 で あ る とい うこ と は古典的で あ る

が ， 未 来 へ も伝 承 され て い く定義 で あ ろ うが，現代莢学

は ，
こ れの 否定か ら姶ま っ て い る もの もあ り ， 色 彩学 の

あらゆ る理 論 を否定す る と こ ろ か ら，新 ら しい 色彩美 が

表 わ れ る の で は な い か と い う考 え 方も ある わ けで ， 色 彩

設計 に お い て 科学的な 色 彩 処理 を す るな か に も，こ の 新

ら しい 考 え 方 の 影 響が 表 わ れ た りす る。そ れ故に ，ム固

の 根源的な美意識墨何 か，．とい う点 に つ い て 色 彩学 か ら

み た理 論を研究 して み た い 。

　ω　色 彩 調和

　前項 およ び ，各項 に 関連す る が ， 色彩設計と して 最 も

重要な 問題点 で あ る 。

　 「調 和 感 とは 何か 」 と い うと こ ろか ら， は じま っ て
，

色彩 に 関係 した 場合 に は ど うか 。

　美 と同 じ く ， 定義づ け る こ とは 困難で ある。単 に ， 美

し い ， 好ましい ，快 い と い うこ とで は解決で きな い 問題

を含ん で い る 。

　さ らに ， 調丕口感は L 嗜好傾向2＿流i瓲 ， 目的 ， 年令 ，

性別 ，生活状態 ， 職業塗ど に よ っ 玉異．？ て《る、Q で は塗

い か 。 ．こ と に ， 目 的に よ っ て ，調和感 が異 な る こ とは ，

われわれ の 衣 ， 食 ， 住 の 生活 の場に お い て も経験す るこ

とで あ る 。

　また ， 調和論の な か で 「あい ま い さ」 を不 調和 と して

考え る場合もある が 「あい まい さ」 が適 して い る場合 も

あり，「あい ま い さ」 が快 く好ま れ る こ と もある。また ，

不 調 和 と い わ れ る もの で も，他 の 要素 が 加 わ れ ば ，調 和

す る とき もある 。 色彩設計者の 立場か らの 意見で は ， 状

況 に よ り調和判定 の 規準 が 変化す る とい うこ とで ある。

　Q2） 混色理 論

　色料の 混含 ，
こ とに 絵の 具の 混合は ， 減法混色だ とい

う説 が 強 い が ，筆者の 実験 （1956〜 1958年） に おい て

は ，
L目間混合 に近 い もの が

， か な り見 出 されて い て ， 色

料 の 顔料粒子 の 性状 ，こ と に，光学的性質 に よ っ て ，混

色 に よ る 発色状態 に 変化が ある こ とが 観察され る。そ れ

は ， 粒子 の大き さ ， 形状 ， 結島形態 ， 屈折率 ， 透明性 ，

さらに，隠蔽力 ，被覆力 ，着色力 ，展色剤，被塗面 の 状

態 ， 加 え る に ， 観察条件 ， 状況 な ど に よ っ て 生ずる こ と

が考察され る 。
一般 に ，透明性の 大な る顔料，こ と に有

機顔料 は ， 混合 した場合 ， 減法混色的傾向は大 き い が ，

透 明性の小さ い不透明な顔料は ， 透 過 よ りも反射 に よ

り，い わゆ る 中闇混色 に近 い 状態を生ず る こ とが 考察 さ

れ る 。 そ れ は ， 展色剤との 関連 に お い て 考えな くて はな

らな い が，色料 の 混合は，回転円板 に よ る混 色 と色ガ ラ

ス の 重ね合わせ に よ る混色 との 両方式 が含まれて い る。

すな わ ち，反射 と透過を 基礎とし た光学的混色研究が一

層望まれ る の で は な い か 。

　  　標準色票

　色彩設 計 に 多 く用 い られ る顕色系の 表色法の 各種 の う

ち で ，JIS で 採用 して い る改良 マ ン セ ル 表色法が ，特 に

多 く用い られ て い る 。 こ の 表色法も国際的に 通 用 し易い

とい う こ こ と ，
x

，
　 y ，

　 Y の 表色法 と の 換算もで き易 い の

で ，色彩設計 に は，よ く使 用 されて い る 。また ，使用 し

て み て ，10進 法 で ある こ と と，明度 が 重視 され て い る の

で ， 建 築 の よ うな 大 き な体積，広 い 表 面 を 有す る もの に

は ，色彩設計 に お け る 空間構成 に は用 い 易 く，色空間の

記 憶 ，印象性 に す ぐれ て い る。

　 しか し，未 だ 色彩 の 調 和 に対 す る 適応性 とか ，標準色

票 に 採用 され て い な い 高彩度 の 色票の 不足な ど の 問題 も

多≦ 

一層 の 改 良研 究 が 必要 で あ る 。 欠点 が あれ ば ， 豈

らに修正 して もよ い と考察す る。

　色 彩設計 者 の 立 場 と して ， 国際的｝⊆釁岨する．表色塗Q
改良化を提案し た い 。色彩設計 は 国際的水準で 処理 せ な

くて は な らない 現状 に な りつ つ ある お りか ら，切 に 望 み

た い 。

3， 色彩設計の 構成上の 問題点

　構成 の 一
要素と して 色彩 が あ る とい う考 え方と ， 形 ，

質 の 外 ，音 ，触 ，呑，平衡 な どの 造形以外 の 要素の 統合

要素とし て
， 全 般的 に色彩 が 関連 し て い る と い う考え 方

と両方 が あ る。色彩設計者と して は ， 両方 に 関与 して い

るが ， 後者 の 統合は コ オ，デ ィ ネ
ー

ト方式 と して ，最近

で は色彩 へ の 関心が 高 ま りつ つ あ る 。

　そ こ で ，実際 ，応用面 に おけ る 問題点を次 に 列挙す る 。

　〔D　純粋構成 と 目的構成

　純粋構成 とは 無 目 的で 制約もな く， 制作者 自身か ら ，
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自然 の 形 で 発 生 して き た デザイ ン で あ る。こ れ は ，また，

そ れを扱う人 も見 る 人 もま た ， 自由 に 連想 ， 具象化す る

こ と もで きる 。 そ れは 芸術的な創造的な配色構成 とい え

る 。

　目 的構成 は ，

一つ の 圉 的 ， 方向が 定 ま っ て い て ， 制約

が あ り，そ の 枠組 の 中で 制作され ，利用され る 。 それ は，

計画 的 な 調 整 的な 配 色 構成 で ある 。 もちろん ， そ の 中に

も芸術的要素 が 含まれて い る 。 目的構成は多くの デ ータ

か ら得 られ た応用 理 論を もと に して ，新 らしい 素材を組

み た て て ， 新らしい 配 色 を 考察工 夫 した りもす る 。

　また，前記 の コ オ ，デ ィ ネ
ー

ト方式 に より，純粋構成

に よ っ て 作 られ た 配 色 プ ラ ン を ， ある 圃的に 応用す る場

合 もあ る 。 こ の 場合，目的 に適応する よ うに 配色の 一部

を 変え る こ ともあ る。実際面は，無 目的 に 制作 され た抽

象絵画を ， 原図と して ， タ イル 壁 画 を ， ホ テ ル の n ピー

に施 工 す る場合，周辺 の 配色 に より，そ の 絵 の 一部を変

え る こ ともある 。

　 こ と に 形態上 に 問題 の あ る構成に お い て ， 色彩は最 も

統合性を 発揮す る ，実際面 で は，イ ン テ リァ の 設 計 に お

い て ， 形の ア ン バ ラ ン ス （様式，配置な ど） に 問題 が あ

る と きは，同系統 の 色相で 明度，彩度を変え た 方式 で 配

色 を す る と，よ くま とま っ た ，バ ラ ン ス の とれ た住空 間

が得 られ る 。

　 こ の 相反 した異種 の もの を 統合 す る色彩の 機能 を 再 認

識して ほ し い。

　〔2｝ 未来 へ の 懸案

　色彩設計 は，情報 過 多の 状況 の な か で ，よ うや く，企

業化 され て も経営 が な り立 つ 方向へ 進 み つ つ あ る。

　また ，国際的，社会 的 だ け で な く個 入 的 な 方面 で も生

活環境の 変化が 多様化 しつ つ あ り， そ の た め に
， 色彩関

連 事 項 に おい て も変革 が 望 まれ る こ と もあ り， 未来へ の

懸案 と して
， 次 の こ とを列 挙す る。

（a ）色 彩 の コ ミ ュ
ニ ケ ー

シ ョ ン

　関連す る学界 ， 業界 の 研究 お よ び情報誌は ， 充実 した

内容 の もの が 望 ま れ る。研究誌 は ， 高度 な学術的な もの

か ら普 及 的 な 基 礎的な学聞的紹介へ ，も少 し幅広 く認識

し編集 さ れ た い 。情報誌は 目立 つ よ うな
， 体裁の よ い 記

理 論 は ， 大い に取 り入 れ て ， 吸収 し ， 設計者 の デ ザ イ ン

感覚向上 に役立 て た い もの で あ る 。 そ の一つ として は ，

設計者自身 の 主観 の デザイ ン 価値性 の 向上 と，主観 と客

観 の 互換性 の 向上 な ど の 血め ，．また2 人 間 は習練す れ ば ，

精密 な 機器 に す る こ ともで きるの で は ない か ， とい う こ

とを色 彩設計す る人 々 に 要望 す る e

（c ） コ ン ピ ュ
ーターに よ る色彩設 計 の省 力 化

　 こ の 項だ けに おい て の 間題点で 本文 が ま とめ られ る ほ

ど の 内容はあ る が ， 最 も ， 根本的な事項に つ い て の み述

べ る こ と にす る 。

　「ス イ ッ チ ，オ ン 」 に して ，ぐ っ すり眠 っ て い る 間に ，

朝 ，目が 覚 め る と ， 「カ ラー
t ス キ ム 」 が ， デ ス クの 上

に 仕上 っ て い た。こ れ は ，筆者の 夢だ が，可能な気が し

て な らない 。 デザ イ ン の コ ン ピ ュ
ー

タ
ー
機器 の 出現予測

は，そ こ に迫 っ て い る の で は ない か ， こ の 点に つ い て ，

現 在 の デ ザ イ ン に 関する コ ン ピ ュ
ー

タ
ー
機器 は未 だ し の

感 が あ り， そ れ 故 に 芸術活動の 解 明を ，心 理 学 ，生理 学 ，

物理 学璽学識者に望み塵主、 色 彩設 計者の 一一一人 と して ，

と い うよ りも，設 計者 （色彩 だ け で は な い ）全 般か ら も，

お願 い し た い 。

　 と こ ろ が ，こ の こ と に 対す る反 論 ，異 見 もあ り，実現

ま で に は ， 調 整 が必要 で あ ろ う。

　芸術の 大家 の 方 は，余 り問題 視 され ない が ， 筆者は ，
コ ン ピ ュ

ー
タ
ー

に よ っ て ，か な りの デ ザ イ ン の 「方向づ

事 よ りも ，小 さ くとも多 くの 情報が望まれ る 。

（b ）設計性格

　設計者は 創意 の 点 で は主観的で あり， 工夫の段階で は

客観的で あ る 。 施工 に な る と，さ らに ，社会灼な 客観性

が要求 され る 。

　筆者の 経験だ けで な く，一
般的に，主観的に 設計施工

さ れた も の の なか で ， 失敗す る例 が あ り ， 設計者は 設計

段階 だ けで な く， 施工 段階 に おい て の 監理 を客観的 に行

なわない と，好結果が得 られ ない 。

　 デ ザ イ ン は 「生活 の 知恵 で あ る」 と い う芸術論で は ，

デザ イ ン は 芸術 で ない と ，
い われ て い る が ， 実際 に お い

て は ， 応 用 芸術が デザ イ ン と も考え られ る。た だ ，主観

と して 制作 され る配 色 の 中に ， 無意識的に ， 客観的理 論

が組み こ まれて い る 。 既述 した よ うに， （記憶色 の 項）

け」 が ］至窒る璽丕 は な い 塑と考え る。ビ ジ ョ ン の 段階，

すな わ ち，発想 の 時点 で ，
か な りの 試行錯誤 が行 わ れ る

の で ，コ ン ピ ュ
ーターを作動 さ す こ と に よ り， 名案を早

く得 る こ とが 可能で ある と考 え る。も し，そ の 案出さ れ

た プ ラ ン が 完全で は な くて も ， 合格点 にあ る もの な ら ，

ま こ とに ，ベ タ
ー

で ある 。 芸術活動の 創造過程 に は ， か

な りの 偶然性が あ り， 「宝 く じ」的な確率 の もの も多い 。

それ だ け に，コ ン ピ ュ
ー

ターの 参加が望まれ る 。 創造活

勁 に 従事 して い る筆者 に と っ て ，「入間は 習練 に よ っ て
，

魅力ある 作品を作り出す生物に な る」 こ とを 体験 して い

る の で ，そ の 習練過程 と，入間 の 機能 ，生態 の解明がで

きれ ば ， か な り ，
コ ン ピ ュ

ーター
に 覚 え さす こ とが ，で

きる と考察する。

　そ の為に は多大の 費用 と ， 時間 と，人材 が必要 で あ る 。

こ れ は，国家 レ ベ ル で 考え られ ，実行 され れ ば ，困難 な

こ とで はな い と考察す る。デザイ ン 行政 に 二 耋参靉まれ

る 。

4． む す び

　以 上 ， 問題 点を列挙し た が ， 省略 した 事項も多 く，ま

た ， 言辞 も，な る べ く平易 に記 述 した の で ， もの た りな

い 部分 も多い と思 うが ，色彩設計者大方 の 悩み で もあり，

意 の ある と こ ろ を 御諒察 され る よ う願うもの で あ る 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以上）
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