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1．　 問 題

　色 彩 の 好き嫌い に っ い て の 研究 の 歴史 は 結構長 ぐ，前

世紀末葉 の Cohn，　J （1894）に さか の ぼる こ とが で き る

と され て い る
1｝

。 以来おびた だ しい 数 の 報告が な さ れて

お り，そ の 概要 は Pressy　S．L．（192／）
2｝，　NQrエnan ，　R ．　D

＆ W ．A ．　Scott （1952）
3 ），最近 で は 相馬 （1969）

41
な どに

知 る こ とが で きる 。

　こ うした研究 に は い くっ か の ア ブ n 一チ の 方 向が見ら

れ るが ， そ の 工つ は Guilford，」、　P （1934，1940，

1959）5）6）7）
に 代表 され る ゆき方 で あろ う。彼 は マ ン セ ル

空 間か ら 316 色 （1959）を抽出 して ，評定法 に よ る調 査

を行 な っ た 結果 か ら色彩 の 好み に は
‘ ‘

シ ス テ ム が あ り
”

‘‘
予 測可能 で あ る

”
と結論 して い る。マ ン セ ル 空間内 の

位置 に 関す る情報 か ら ， 人 び との 好み の 度合い を定量的

に 予測す る方程式 を提案 し た もの で ある 。

　第 2 の ア ブ u 一チ は 》Eysenck ，　 H ，」（1941）
8）

に代表

され る で あ ろ う。 彼 は 過 去 に 報告され た 26の 調 査 結 果 自

体を対象 と して 分析 して い る 。 こ の よ うな方法 をとり得

る 程，多 くの 近似した方法に よ る研究が あ っ た とい う事

実 は ，色彩 の 好み に 関す る研究の 実状を示 す も の と して

面白い 。彼 は そ の 結果 か ら．性 ・
年令 ・人 種につ い て そ

れ ぞ れ 嗜好順位 に高 い 一致 を見出 し，好 み に
一般因子 の

存在す る こ と を指摘した
。

こ の よ うに 被調査者属性 に よ

る 好み の 差異，ひ い て は個人 差 ・集団差を明 らか に し よ

うとい う方向 で の 分析や研究も多 V・。

　第 3 に は好み の 形成過程ある い は 影響因子 に 関す る研

究が あげられ よ う。 こ の 前提に は，Fysenck な ど に見ら

れ る よ うな側人 ・集団 を越 え て 好み に一
貰性 が あ る か ど

うか の 検証 が 必 要 とな る 。 現象 と して多 くの 人 び との 間

に好 み の
一

貫性があ る とすれば，色 の 好みは か な り先験

的 な条件に よ っ て 規定 され る とみ な して よ い で あ ろ う。

し か し，多 くの 場合人 に よる好み の ちが い が検出 され る

とこ ろ か ら，後 天 的 な経験 ・学習 に よ っ て 好み が 形成 さ

れ る とい う前提 に 立 っ た 研究 も少 な くな い 。好み に影響

す る 因子 の 抽出や そ の 影響 の あ り方 を 分析す る立 揚 と し

＊　 女予美術大学

て は，例 え ば Garth，　 T ．　R （1931）
9 ） を あげる こ とが で き

よ う。人種 に よる好み の ちがい が，実 は人種 に オ ーバ ー

ラ ッ プ す る 民 族 の ちが い に よ る も の で あ り，民 族固有 の

文 化遺産 の 享受 の 程度っ ま り学習
・
教育 の効果 に還元 で

きる こ とを指摘 して V ・ る。ま た Staples，　 R ，＆ Walton
，

W ．E （1933）
1°｝

な ど の よ うに児童 に対す る好 み の 条件付

け の 可能性を検討し た報告も少な くな い 。

　性 ・年令 ・人種 ・職業 ・
所得あ る い は時代 ・環境条件

とい っ た 人 口 ・社会学的特性 に よ っ て 好み が異 る とい う

報告は しば し ばな され る 。 しか し こ うした 属性そ の もの

が好み を本質的に規定 して い る とい うよ りも ， それ らの

ちが い に よ る学習内容 の 差 ・生活意識 ・価値観 の 差ない

し変容 とい っ た ， よ り心理的な要因に問題は環元 され る

べ きで あ ろ う。例 えば，Bullough．　E （1921）
ll ）

｝rk色彩に

対す る 好み と［司時に，そ の 色彩を好む 理 由 を調 査 し て ，

好 む 理 由 に は Objective，　 Physiolgical，　 Asseciative
，

Characterの 4 タ イ プが あ る こ とを指摘 して い る。特に ，

好み の 差をそ の 色彩に対す る連想の 差に関連させ て説明

し よ うとする試み は多い 。

　 そ し て 最後 に ， 好 み に 関す る研究 に は ． 「好 み 」 の 意

味お よ び 研 究 の 方 法 論 を論義した も の も少 な くな い 。色

彩嗜好 の 調査 は ， 色彩 を提示 し て ，「好きな色」「快 い 色」

「美しい と思 う色 」「魅力的 な色 」な ど を選択 あ る い は 比

較判断 させ る の が普通 で あ る 。 こ うし て 得 られた結果が

果 し て 人間 の 行動 の 中で ど の よ うな意味 を もち ， 位置づ

け られ ， 役割を に な っ て い る か は 疑問 の 余地 を少 な か ら

ず含ん で い る 。 色彩の 好みは ，例 え ば食物 の 好み の よ う

に 生理的あ る い は物 理 的な条件 との っ なが りは深 くは な

い で あ ろ う。した が っ て 「色彩 」 と抽象 した 刺激 に対 し

て 「好きか 」 と問 うて 「好 きだ 」 と答 え た結果 を集計し

た もの が ど の よ うな意味をもっ て い る か に つ い て は な な

りの 論義 が 必 要 に な ろ う。 こ の 問題 にっ い て は，一
方 で

は好 み の 心 理 的 な解 釈 や 意 味 付 け が 行 な わ れ る だ ろ う。

Bulloughの と っ た よ うな ア プ ロ ーチ もそ の 一例 で あ る 。

した が っ て，例 え ば Oyama ，　 T　et 　al （1962）
12J

な ど 以来

しば し ば行な わ れ て い る 色彩感情に 関す る 研究 は ，好み

の 心理的機構 の 説 明 と し て は 重要な意味 を もっ 。 色彩感
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情 の 中に お け る 「好 み 」 の 位置づ け ， 関係づ けか ら好み

の 内包をあ る程度説明す る こ とが 可能 に なる 。 また一方

で は，Chou ，　 S，　K．＆ Chen ，　 H ．　P．（1935）
13 ）

あ る い は

近江 （／970）
t4 ），千々 岩 （1972）15 ）

の よ うに抽象化 された

好 み で は な く，具体的な 商 品 の 色彩 と して の 好 み を測定

す る こ とか ら．日常 の 選 択行動 に よ り密着 した 次元 で の

好 み の 役割や実態 を 明らか にす る方法 も と られ て い る 。

　 ま た ，方法 上 に も問題 は 多い 。調査報告が 多数に の ぼ

る に もか か わ らず
一

定 の 結論 に 達 し得ない 理 由の 1 っ は

各報告 で 採用 され て い る 方法，手続き の 不
一

致 が ある。
こ れ は 逆 に そ うした 徴妙 な方法 の 差が結果 に影響 を与え

て い る事実を示 す と もい え る 。 方法 に っ い て は先ず提 示

刺激の 闇 題 が あ る。色紙か 色名か ある い は 刺激 の 数は ど

うで あ っ た か な ど も結果 に少 な か らぬ 影 響 を与 え よ う。

個 人 差 の 存在 の 程度 も，純 色数色 を用 い た 場合 と，色 空

間か ら系統的に数拾色 を用 い た 揚合 とで は 当然異な っ て

くる 。 データ の 上 で み られ る個 入差も，反応誤差に よ る

揚合 ， 回答 の 方法 に よ る 揚合，意味あ る 個人 差 な ど少 な

くと も 3 種類 の もの を含ん で い る は ずで あ る。した が っ

て ある 断面 に つ い て ミ ク ロ に分析 して ゆけ ば 当然反応 誤

差を中心 と した個 入差を拡大解釈す る 可能性 が で て く

る。っ い で 被調 査 者の 質 ・
母 の 問題 が ある、人 口 ・社会

学的特性に よ っ て 好み が 異な る とす れ ば，そ うした要因

を考慮 し た 根本抽出がなされ な くて は な ら な い 。 実験室

的 な少数例 か らは結論 し得 な い 面が 残 る 。色彩 の 好 み の

研 究 は実施 上 の 閙 題 もか らん で ，し ば し ば 母集団の あい

ま い なデ ータ が 報告 され る の が 実状 で あ る。ま た測定手

法 ・データ処理方法 に よ一〇 て も結果 は左右され る 。 例 え

ば近江 （1967）16 ）
で は，選 択法に よ る 「好 き」 の 回答と

「嫌い 」 の 回答 との 問 で は 逆相関は 見 られず，無相関 と

な っ て い る。同 様 に 頻度 と 嗜好率 あ る い は 絶対判断と相

対判 断 とで は 結果 が 異 な っ て くる た め，諸報告 を一
率 に

比 較 し得 ない ，更 に諸報告を比較す る上 で は 調査時期 の

効果 そ の もの が問題 に な る。狭 くは 季節 の 広 くは 流行 の

よ うに好 み の 時系列的変化 も考慮 され る で あろ う。

　こ の よ うに，色彩 の 好 み に つ い て の 研究に あ っ て は ，

た だ現象 的 な 法 則性 ば か りで な く，好 み の 意味や そ の 測

定方法 に 未だ問題点が多々 含まれ て い る 。 今回は こ の 中
か ら特 に 次の 2 点を中心 に分析 した 。

　 a）　色彩嗜好 の パ ターン 分類

　Eysenckは ，性 ・
年令 ・入 種 に 共通す る好み の 共通因

子 の 存在を指摘した 。 しか し ， こ れ は 好 み に個入差が な

い とV・う意味で は な い だ ろ う。集団 の 平均的傾向 と し て

好 まれ る 可 能 性 の 高 い 色 と低 い 色 とが あ る こ とを 指摘 し

た の だ と 兒 る べ き で あ る 。し た が っ て ，個々 人 の データ

に 還尤 して み れば，赤 の 好きな 人 も緑 ・
紫 の 好きな 人 も

あり，全員の 回答を集計す れ ば，赤が 1位 ， 緑が 2 位…
・…・・

とい っ た結果 に な っ て い る に 過ぎな い 。ま た ．好み

の 判断 は か な り不安定な もの で あ る た め に ，色空間全体

か ら，点 と し て の 1 色を 「好 き な 色 」 と決定す る こ と は

困難 で あ り，好み に は一定 の 拡 が りが あ る と み た 方が 自

然 で あ ろ う。 こ うして ， 色彩 の 好 み に個人差が あ り，1

人 1 人 の 反応 に は・一・
定の 巾が あ る とい う前提 に立 て ぱ ，

色彩rl鐓子の 傾向 にい くっ か の パ ター
ン を設定す る こ とが

可能 に な っ て くる。

　 した が っ て ，こ こ で は 先ず色彩嗜好の パ ターン を設 定

し，同時 に 「好 み 」 とい う次元 か ら と らえた 場合 の 色の

位置，距離関係 を明 らか に して 「色彩嗜好空間 」 の 構造

に ア プ ロ
ー

チ す る 。

　 b ） 色彩 嗜 好 と色彩感 情 と の 関逮

　 い わ ゆ る
c ‘
色彩の 感情効果

e’
にっ い て は Semantic 　Di−−

fferentialで 測定 され る例が 多い 。 そ の 腸合 しば しば く好

き一嫌い 〉の 尺度が加 え られ て い る 。 そ し て 因子分析 を

経て 抽 出 され る 感情効果の 次元 と して，評価性，潜在性，

活動性が あ げ られ ，〈 好 き
一

嫌 い 〉 は 評価性 の 代表尺度

と な る の が 普 通 で あ る 。 とすれ ば ， 色彩嗜好 は 色彩 の 感

情効果 の 下位概念 とな る べ き性質をもっ て い る の で あ ろ

うか 。
Semantic　Differntialを提案した Osgood17jの 媒

介過程仮説に した が え ぼ，色彩 の 感情効果 は，知覚的サ

イ ン か ら引き 出 され る 代表媒介過程 rm …・− sm と し て

位置づ けられ る は ず で あ る。富家 （1972）
tB ］ は こ うした

観点 か ら色彩の 感惰効果を次 の ように解釈 し て い る 。 興

奮 ・
沈静 ；暖寒 ， 軽重 ， 明暗 とい っ た 色彩の 固有感情価

（立 花）や感情表現性 （大脇）は decoding過程 の 媒介

反応 に 扣 当す る 。 こ れ に対 して具体的 な事物を限定 して

の 色彩 の 嗜好 ，よ り 日常行動に密接した レ ベ ル で の 嗜好

は， encoding 過程 の 自己刺激的性質を多 くもっ 。具体

性 を 欠い た 抽象的 な レ ベ ル で の 嗜好調査 は 「評価的反応

の 強度を測定」 し て い る もの の ， dec。ding過程の 媒介反

応 と して 位置 づ ける べ きで あろ う。

　色彩嗜好 と色彩 の 感情効果 とが 共 に 媒介反応 と し て 位

置づ け られ る もの で あ る とすれ ば，色彩嗜好 と色彩の 感

情効果 との 心 理 的構造は一致す る は ずで ある 。 ま た色彩

嗜好 が 自己刺激ない しそれ に近 い 水準に位置づ け られ る

もの で あ る とすれば ， 媒介反応 として の 色彩感情 の 構造

が，反応 Rx に移行 して ゆ く過程 で どう変容す る か を明

らか にす る 必 要 が あ ろ う。

　し たが っ て ，こ こ で は 嗜好 と感惜 との 心理的空間の 構

造が ど の ような共通性や差異をもっ か を知 ろ うとす る 。

2．　 色彩嗜好空 間の分析

　色彩 の 好 み に 関す る 調査 を行 な い ，そ の データ を多次

元 解析 し て 色彩嗜好 の パ ターン 分類した 結果 に っ い て の

べ る。

　　2．1 方 法 （1 ）

　色紙 に よ っ て色 見 本 を提 示 し． 「好 き な 色」 を選択 さ

一 120一
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せ た 。

　（1）被 調査者

　東京都区内在住 の 18 才以上 の 男女 1000名 を住民 登 録

台帳か ら層化 2 段抽出 し て被調査者と した
。 有効 副収数

664名 で あ り， そ の 年令 ・性別 の 構成は Table・1 の と

う りで あ る 。

Table ．1 標本構成

・6才一
・・才 ・・才一45才ttt”’：’，

十
曇
卩

881 ・・5

2 位 　 Iight　Yellow

3 位　　Whibe

4 位 　 light　Green

5 位　　Red

また 逆 に 嗜好率の 最 も低か っ た 5 色 は 次 の と うり。

男

女

76 ・6・ 1
・・ 1339

1位 　 dull　Red　Purple

2 位 　 light　reddish 　BrOwn

3 位 　 dark　reddish 　Brown

4 位 　 dull　Violet

5 位 　　O ！ive

84 163

計 160 324 ・8・ 1664
　（2） 提示刺激

　色空聞か ら網羅的 か っ 系統的 に抽す る こ と を 意 図 し

て，日本色研配色体系
］．9） よ り Table．2 の 33色 を選 択 し

た 。 同体系 は 明度彩度の 変化を トーン と して ブ ロ ッ ク分

け して い る た め ， 各等色相断面 か ら系統的 に明度彩度の

バ リエ
ーシ ョ ン を求 め る こ とが簡便なた め で ある 。 刺激

は こ の 体系 に した が っ て 6 色相（た だ し純色 の み 12色相）

4 トーン 計30色 に無彩 色 3 色 を選 ん だ。刺激 は光 沢 B6

判色紙 に よ っ て 1 色づ つ 被調査者に 提示 した 。

　｛3） 調査方法

　個別訪問面接聴取法に よ り，約20名 の 調査員が被調査

者宅 を訪問 し て 解答 を求 め た 。

　14） 教示

　 「こ れか ら33枚の 色紙を順次お 見せ します。そ の 中か

らい くっ で も結構 で す か ら， お 好 きな色彩 をお 選 び 下 さ

い。特定 の 品物にこ だわらない で 直観的な印象で お答え

下 さい 。

　〔5｝　　言周査 ｛F丿1　日

　　 197／年 5 ．目

　　2．2 結果 （1）
　得 られた データ に対して，次 の 3段階 の 分析 を行な っ

た 。 先ず全被調査者の 園答の 単純集計結果 か ら
一
般的 な

嗜好色 の 傾向を と らえ ， そ の 傾向が色属性とお よ そ ど の

よ うな 関係 に あ る か を 知 る。っ い で 数量化 3 類に よ る 解

析 か ら，33色 の 位置 づ け を行 な っ て 嗜好判断 に もと つ い

た 色空間 を設定す る 。 そ し て 最後に ク ラス タ
ー

ア ナ リン

ス に よ っ て，嗜好判断 か らみ た 色 の パ ター
ン 分類を行な

っ た。

　　2．2．1　色彩嗜好 の
一般的傾向

　色別 の 単純集計結果 は Table．2 の 嗜好率欄 に 示 し た

と うりで あ る 。 複数回答 を求 め た た め嗜好率 の 合 計 は

100％ を 上 廻 っ て い る 。 （1 人平均5．　8色回答に な る。）

　嗜好率 の 上位 5 色 は次の と うりで ある 。

　　 1位 　 light　greenish 　 Blue

　更 に，嗜好が トーン
・色相 の 2 要因 に どう影響され て

い るか を知 る た め に 2 要因分散分析を行な っ た。 な お

vivid トーン の み 12色栢 を採用 し て い る の で ，計筧の 便

宜 上 3 項 目移動平 均 に よ っ て ，同 トーン を 6 色相 に 集約

した 。 色相要因は 5 ％ （F 。3，71）， トーン 要因 は 1 ％

（Fo　7．84）で共に有意差が認 め られた 。 し か し ， 寄与

率か らみ れ ば，トーン要因 の 方が嗜好 に よ り強 く影響 し

て い る こ とが 知 られ る 。 （1・一ン 76％，色相22 ％）。 各要

因 内で は 次 の よ うな 好 ま れ方 の 順位 に なる 。

　＜ 1、一ン ＞　　light＞ vivid ＞ du！l＝≒dark

　 〈 色相 ＞ 　greenish 　Blue＞Yellow 亭 Green＞ reddish

　　　　　　Orange＞ Red　Purple

　　2．2．2　数量化 3類 に よ る 嗜好空間の 設定

　 嗜好 の 個人差 を 分析す る と同時 に ， 嗜好 の 類似性 に も

とつ い た 色空間を構成す るた め に，林 に よ っ て 提案 され

た 数量化 3 類 の 解析 を行な っ た
2m 。33色× 664人 の データ

行列 に つ い て ，反応 の 近似し た 人 ど うしを 近 く，ま た 同

じ人 に よ っ て 好 ま れや す い 色 ど うし を近 くに位置ずけ る

よ うに n 次元空間 を構成 し て ゆ くの が こ の 手法で ある 。

した が っ て こ の 処理 で近 い 数値を 与 え られ た色彩は 人び

との 嗜好 の 世界 で 近似した 色彩 で あ る と云 うこ とが で き

る。

　第 3 軸まで を抽出 した 結果 得 られ た 各軸で の 各色彩 の

数値，お よ び 三 次 元空 間 にお け る 原点 か ら各色 ま で の 距

離 は Table ．2 の と うりで あ る 。 そ れぞ れ の 軸 の 意味を

33色 の 位置に した が っ て解釈す れ ば，お よ そ 次 の よ うに

な ろ う。

　　a ）　　第 1車由　（牟HrSb匕　．52）

　正 の 方向か ら dull≧ dark＞ light÷ vivid の 順で トーン

が大き く変化 し て お り， こ の 軸 は第 1 に トーン の 効果 を

示す と考 え られ る 。
つ い で 2 次的に 色相 の 効果が認 め ら

れ ，
dull

，
　 darkの 2 トーン の 暖色系色相が著 る し く高V、

正 の 値を示 し て い る。した が っ て こ の 軸は ， 暖色系の 暗

い に ごっ た 色 と明る い 彩や か な色彩との ち が い を区別す

る と考 え られ る 。

　　b）　第 2 軸 （相関上匕，49）

　正 の 方向 に Violet，　 Purple
，
　 Red 　Purple などの 色相

が高い 値を示 し ， 負 の 方向 には Yellow，　 Green，　 Blue な
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Tqble．2　嗜好調査結果 く 数量化 3 類 に よ る分析 〉

1

1

P，C．　C．　S

色　　名

表 示

　　　　　　記号

Red 　Purple

Redreddish

　Orange

yellOwish　Orang』

YellowYel

互Ow 　 Green

GreenBlue

　Gree丑

gneenish　Blue

BlueVioletPurplePurplish

　Pink

yellowish 　Pink

light　Vellow

light　Green

light　greenish 　Blue

light　ViQlet

duU　Red　Purple

！ight　reddish 　Brown

Olive　 Yellow

dull　 Green

dull　greenish　Blue

dull　Violet　　　　
’

dark　Red　Purple

dark　reddish 　 Brown

Olivedark

　Green

dark　green董sh 　Blue

dark　Violet

WhiteInedium

　Gray

Black

424680246802448260448260448260500。2

．

．

．

．

ユ

ユ

議

ユ

42

’22

°

‘

ほ

。122

°

°

ユ

ユ

22

呷

．

ほ

ユ

295L

vvvvvvvvvvvv

−

ー

エ

ー

−

−

dddddd

血

纛

蔽

甑

韭

改

毘

 

眦

マ ン セ ル 値
数 値

X ，

渇

141414512

略

／01113

／3

ロ
の

　
ド　

ド

　

ノ
　

ノ

　

ヨ

　

ノド
　

む

　

ノ
　

ノ
　

ノ

　

ノ

膿

鷺

鷙
訊

妬

瀦

鑞

繋
“

蜘

田

a

馴

田

田

5

駢

型

貯

帳

御

鷆

爵
NNN

渇

181817

2
　

7
　

8
　

Gび

』

1718

6
　

7
　

5

訪

渇

溶

16

7
　

7
　

6
　

5

』

急

お

お

』

佑

』

お

」

　

』

67235358951

61

1266465058277323096396413777724194

‘
4

　

　

6873734937278824381

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

7465865

工

0254

01248233342445749241532372150382

ー

ロ
　

　
　

ロ
　

の
　

コ
　

の
　

ヒ
　

コ
　

ロ
　

ロ
　

　
　

コ
　

マ
　

ロ
　

　
　

コ
　

ロ
　

　
　

コ
　

コ
　

コ
　

ロ
　

ロ
　

　
　

ロ
　

ロ
　

ロ
　

ヒ
　

ぼ
　

コ
　

コ
　

ひ
　

コ

　

ー

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

2421

　

　

　

22

［

L

X2

1603822135979173941426825372026860229665796714722106524463412936912826552020784399208222173541398911

　

1

　

　

　

　

　

　

　

　

12

　

　

　

　

　

1

　

　

　

　

111

　

り臼

　

−

Xs

3118649195024243087428606567563835037452441923724591716616189028520522201409

．
24871981213535579312138

　

　

　

　

　

　

111

　

　

　

　

221

　

　

111

　

　

　

　

　

　

　

　

11

　

　

1

一122 一

．

ー

原点か ら

の 距 離

096971174418

．
065042551428157075104

24998　

　

　

　

　

6241088986472838929547510278

　

　

　

　

0

111

　

1

　

11111222111124211

　

22211111

L
｝
嗜好率（％）

1

ー．

733678403628374573445390381672862688968981724247963785679280061990121121112211113231

　

　

111

　

1

　

1111212

t

N 工工
一Electronic 　 Library 　



Color Science Association of Japan

NII-Electronic Library Service

Color 　 Scler ユce 　 Assoclatlon 　 of 　 Japan

日本色彩学会誌 Vol．1．　No ．4 （1974）

ど の 色相が位置す る。 トーン の 差は顕著で は な い 。 した

が っ て こ の 軸 は ， 色相 と り分け葦
・
紫系 の 色相 に対す る

嗜婿 の 程度 を規定す る と考えられ る。

　　 c ）　第 3 車由（相関 比 　，48）

　 トーン の 閼係 で は ，正 の 方向か ら light＞ dull＞ vivid

≒ dark の 順に位置 し，色相 で は 同 じ く正 の 方向か ら

Red≒ Orange＞ Purple＞ Violet≒ Yellow＞ Grcen≒ Blue

の 順に位置す る。こ の 軸は i・　一ン
・色相 の 2 要因の 交互

作用 に規定 さ れ る 軸 と考 え られ る。

　以 上 の 傾向に っ い て は Fig．1 と し て トーン 別の グ ラ フ

に 示 した 。 色相 に 関 して は Violet，　Purple，　 Red 　Purple

などス ペ ク トル の 短波長端 の 色相に対す る嗜好の あ り方

が各軸を通 じ て 特徴的 に現 わ れ，特 に 第 2 軸 に おい て そ

の 傾 向は顕著 で あ る。そ の 他 の 色相 に 関 して は ，色相 の

ちが い よ りも トーン の ち が い の 方が よ り著る し く影響し

て い る よ うに見受けられ る。

　次 に 原点か らの 距離で み る と，1ight　reddish 　Brewn，

purplish 　pink，　 yellowish　Pink，
　 Purple な ど概 し て 紫

み を お び た色彩が遠 くに位置して い る 。 ま た トーン か ら

み る と du1工
，
　 light

，
　dark な ど の 特に暖色系が遠い 位置

に あ る。こ れ らの 色彩は 嗜好 の 世界で は か な り特徴的な

色と見 られ る 。つ ま P 他の 色 と同時に好 まれ る 可能性が

低 く， 独立 に特殊な層に よ っ て の み 好 ま れ る 色彩と考 え

各
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Fig．1　色彩嗜好お よ び 色彩感清に 関す る 多次元解析結果 左 は数量化 3類 （嗜好） に よ る各

　　　　色 の 数値，右 は 因 子 分 析 に よ る因子別 得点 （感惰）
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られ る。こ れ に対 して ， 他 の 純色は原点近傍に位置 して

お り，多 くの 人 び と に共通 して 好 ま れ る 可能性が強い と

考え られる 。

　 以 上 の 諸点を考慮 に 入 れ，3 軸 を直交 させ た 空間 の 8

象限 ご との 該当色彩を ま とめ る と Table．3 の と う りに

な る 。 嗜好判断 の パ タ
ー

ン か ら設定 された色空間は こ の

よ うに大 きく8 っ の 方向 を も っ た 空間 と考え られ る 。

Table ．3 嗜好色の Octant 分類

X1

十

X2

十

十

x ・ ［ 該 当 色

十
v ．P ，1．　RP ， 1．　rO ，

d．RP ，　d．　rO ，
　d．　V

v．V ，　dk，　RP

概略 の 傾向

紫
・
董系

十　 1．V ，
　dk．　V

d．Y ，　d，　G ，
　d．　gB ，

dk．rO ，dk．Y ，dk．G，
dk．　Gy

ダル ， ダーク トー

ン 系

v．gB ，
　dk。　gB

・ 1・Y ・1・G・・L　gB ，　W
．

棄
リ冖ム ・肋 イ

…

v ，RP ，
　v．　R

，
　 v．　yO ，　l

v ．　YG ，　v ，　G，　v ．　BG ，

亅。 ．B，　BK 　 　 純鯀
」

十 v．rO ，　 v．　Y

　次に こ うした 好み の パ ターン が，被調査者特性 に どう

影響され て い る か をみ よ う。 数量化 3 類は反応 の 類似性

に もとつ い て ，色彩 と同時 に各被験者 に もそ の 反応 の タ

イ プ か ら 3 軸上 に 数値 を与えて い る 。 した が っ て ，3 軸

におけ る 被験者特性の 各カテ ゴ リーご とに数値 の 平均を

求 め る こ とが 可能で ある 。 今回の 調査 で は次の 人 口
・社

会学的特性 ご との 分析 を行 な っ て い る。年令 （性別 ご と

｝こ 3 段 階），
’its男［J，職業 （5 業種），

−
［比帯 i．rt均ノ目収 （4 段

階）。
Fig．2 は 属 性 ご との 平 均 値 ・

標準偏差 お よび 分布

の 勾配 か ら計算 された お よそ の 確率楕円を示 して い る 。

　　 a ） 性 ・年令

　第 1 に，性差を最も強 く検出 し て い る の は第 2軸で あ

る 。 女性で 正 の 値が 高 く，男性 で 負の 値が高い 。 し た が

っ て 前述 の 軸 の 意味 か ら判断すれば ， 男性は　Blue
，

Green，　Yellow な ど概 し て 寒色系 を好 み，女性 は ViQlet，

Purple，　 Red　Purpleな ど を好 む 可能性が高い と云 え る。

　第 2 に，っ い で 第3 軸もわずか に性差を示 し て い る と

云 える 。 軸 の 意味か らすれば ， 女性 が light，　 dull の 2

トーン を ， 特 に そ の 暖色系 の 色 を好 み，男性が　dark，
vivid の 2 トーン を，特 に そ の 寒色系 を好 み や す い こ と

ヵ椥 られ る。

　第 3 に年令差と の 関係で 性差を見れ ば，女性の 方が年

令 に よ る好 み の ちがい が 激 し く， 男性 の 方 が 年令に よ る

好 み の 変化が乏 し い 点があげ られ る 。女性 の 方が 色彩の

好みが 多様化 して お り，男 性 の 色 の 好み は画
一

的で ある

と云 え そ うで あ る 。

　第 4 に年令差を最も顕著に検出す る軸 と し て第 1 軸が

あげ られ る 。 高年令に至 る に従が っ て ，第 1軸で の 正 の

値が高 くなる。つ まり高年令 ほ ど dark
，
　 dull ト

ー
ン を

好 み ，低年令は light，　 vivid な どの トーン を好 む と 云

え る。と りわ け，dull，　 dark な ど の 暖色系つ ま り Olive

や BrOwn に対す る嗜好 は 高年令 ほ ど強い とみ られる 。

　第 5 に好 み の 性差 は年令 と と もに大き くなる こ とが注

国 され る 。 と りわ けそ の 傾向 は第 2軸に お い て著る し く

見受け られ る 。っ ま り女性 は 年令 と と も｝LVioIet，　Purple，

Red 　Purpleに対す る好 み が強 くな り，男性 は 　Olive，

dark　Blue，　 dark　Green な どに対す る 好み が強 くな る よ

うで あ る 。

　　 b） 職業 ・収入

　職業別 の 平均値 も Fig・2 の と うりで ある が，性
・
年令

の 揚合 ほ ど顕著 な 差異を見出 し難 い 。特 に 第 1 軸 で は 差

が殆ん ど な く，第 2 ・第 3 軸で わずか に学生 ・主婦 〈 事

務 ・技術職 〉 そ の 他 ， とい う傾向が うか が われ る程度で

あ る 。 しか しそ の 差は 至 っ て 小 さ く，職業そ の もの よ り

も各職業 を構成す る 性 ・年令 の 差異 を 反映 して い る に 過

ぎな い と考 え得 る 。

　更に ， 月収別に段階に分類して得た数値は一層差異を

示 し て い ない 。

　 こ うした 傾向 か らみれば ， 色彩嗜好の パ ターン の ちが

い は，先ず年令 に よ っ て 定 ま り，続 い て性差 に よ っ て影

響され る とみ られ る。そ の 他の 人 口社会学的属性独 自の

効果 は 僅少 で ある と云える 。

　 2．2，3　ク ラ ス ター・ア ナ リシ ス に よ る 嗜好

　　　　 タイ プ の 類型化

　前項 で は 好まれ方 の 類似性 か ら， 33色を 3次元空間 に

位置づ け た 。 しか し，33色は そ の 空問内に等間隔に座標

を占め て い る わ け で は な く，分布には か な り粗密 の ちが

い が あ る 。 そ こ で ，3 次元空 間に お け る 各色 の 座標 の 距

離関係 か ら ， 各 々 等質 な い くっ か の 色彩の グル ープ をっ

くっ て ゆけ ば，色彩の 好 み に関す る 自然な類型を導び い

た こ とに な る で あ ろ う。

　 こ う した観点 か ら色彩嗜好の タ イ プ を設定 す る た め

に，クラス タ
ー ・

ア ナ リシ ス を行な っ た 。 数量化 3 類 で

得 られた 3 根 まで の 数値 か ら， 33色 の 全組合せ につ い て

の 距離行列を求 め ， 近 い 距離に ある色彩ど うし を融合 し

て い っ た 。（こ こ で は便宜的 に階層的技法 に よ っ て い る 。）

得られ た dendrogram は Fig．3 の と うりで ある 。 連続

量 で あ る ク ラ ス タ ー内距離 に 基づ い て 融合さ れ た も の

を．ど の 時点 で 切 っ て ， カ テ ゴ リー化す るか に つ い て は
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Fig．2 　嗜好空間 に お け る 各被調査特性 の 位置

問題 が 残 る が ，こ こ で は 次の 融合 と最もク ラ ス ター内距

離 の 差が大 きい とい う意味か ら， ク ラ ス タ
ー

内距 離 L5

で ク ラ ス タ
ーを設定 した 。 そ うす る と，色彩嗜好は 6 っ

の ク ラ ス タ
ー

に 分類 され た後，3 色が融合 し得な い 特殊

な 色 と し て 残される こ とに な る 。

　各 ク ラ ス タ
ー

の 色属性 との 対応 は Fig．4 に 示 し た と

う りで あ る。こ の 結果か ら，色彩 曽好は 次 の 6 っ の 類型

に分類 さ れ る とみ られ る。

　第 1 は Vielet か ら Red を 通って Yel！ow ，　 Green に

至 り，純色 （vivid トーン ）色相 の お よそ 半分 を 占め る

色彩群に好みを示すタイ プ で あ る。Violet，　Red　Purleの

2 色相 で は du］1，　 dark な ど に や や トーン が広が っ て い

る 点 も注 目 され よ う。ク ラ ス ター内距離 0．7 あた りで 切

っ て み る と ，
Violet，　 Red 　Purple 系 と Red ，　 Yellaw 系

の 2 ク ラ ス ターに 細分され る が ，

一
応暖色嗜好 タイ プ と

み る こ とが で き る 。

　第 2 の タ イ プ で は，Green，　 Blue な ど の 色相で vivid ・

dark な ど の トーン が内包 され て い る。 こ れ らの 色相で

は 純色 と暗 い 色 との 聞 で 好 み に差 の な い こ と が 知 ら れ

る 。ま た Black，　 Gray の 2 色が こ の タイ プ に 加 わ っ て
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い る 点も注目され る が，一応 寒色嗜好 タイ プ と命名で き

そ うで ある 。

　第 3 の タイ プは ，Orange
，　Yellow ，　 Green な どの 色

相で dark，　dul！ の トーン に相 当す る 色 が 中心 とな る 。

ブ ラ ウン，ゴ ール ド嗜好 タ イ プ と云 えよ う。

　第 4 は YellQw ，　Green
，　Blueな ど の 色相 で light　F　

一

ン の 色が中心 とな る タイ プ で ある 。 ク リ
ーム ・ス カ イ 嗜

ぬ タイ プ と云 え る だ ろ う、

　第 5は Purpleか ら Red ，　Yello“ r まで の 色相 で ・

lightトーン の 色， っ ま り広 い 意味 で の ピン クをま とめ

て い る。ピ ン ク 1嗜好タイ プ。

　第 6 は dull　Red 系 の 色が中心 とな り，い わ ば ロ
ーズ

嗜好 タイ プ と命名 で き よ う。

　そ し て 以上 の 3 ク ラス タ
ーに融合 し得 な い ，つ ま り好

み の 世界 で 著る し く特殊 な色 とし て ，
vivid 　Purple，　light

Violet，　 dull　greenish　Blne の 3色が残 され る 。

3． 色彩感情空間と嗜好空間 との関連

　前章 の 嗜好調査 の 場合 と同一の 色彩 に つ い て ，SD 法

に よ る色彩感情 の 調査 を行 な っ た 結果 を示 す と と もに 嗜

好空間 と色彩感情空問 との 比較を行な う。

　　 3，1 方法 （2）

　〔1〕被調査者

　デザイ ン 関係学生男女各50名計 100 名。年令 は 18才〜

22才に分布 し て い る 。

　  　提示刺激

　嗜好調査 と同
一の 色紙33色を提示 した。

　（3） 調査方法

　被調査者を教室 の 座席 に着席 させ ，刺激色紙をラ ン ダ

ム に 1 人 1 色 づ つ 配布 し ，そ の 色彩 に 対す る 回答を記入

させ る 。 記 入 終了 後そ の 色紙 を隣席 の 被調査者 に 手渡さ

せ 順次33色を回覧し 回答 し て ゆく。調査所要時間約30分。

タ イ プ 1
　暖色型

タ イ プ II
　寒色型

1840
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Fig．3　 ク ラス タ
ー

アナ リシ ス に よ る デ ン ドロ グラ ム
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ン と各ク ラ ス ターの 範囲

［4） SD 法尺 度

　過去の 同様の 調査結果 を参照 して ，Table．4 に示 した

17尺度 を 5件法 に よ っ て 使用 し た 。

　（5］ 調査年月 日

　　1971年10月

　　3．2 結果 （2 ）

　得られた デ ータ は通 常 の SD 法 の 処 理 方 法 に した が っ

て，尺度別 に 各色 の 平均尺度値を求 め た 。 以下 の 分析は

こ の 尺度値に よ っ て い る 。

　　　3．2，1 デー
タの 分布

　尺度ご とに，33色 の 尺度値 の 分布状況を平均値 と標準

偏差 で 示 す と，Table．4 の と う りで あ る。こ れ は ， 今回

分析 し た デ
ー

タ の 構成 を示 す もの で あ る と同時に，色空

間か らほ ぼ均等 に 刺激 を採用 して い る た め色彩感悋 の 傾

向
一般 を示す もの と も理解 で きよ う。

　先ず平均値か らみ れ ば，大 部分 の 尺 度 は33色 の 平均値

が ほ ぼ中性点 に 集ま っ て い る こ とが知 られ る 。わ ず か に

く 動的 な 〉 〈 鋭 い 〉 色彩が 多い よ うで ある 。 つ い で 標準

偏差 か らみれば，〈 明 る い 一暗い 〉 〈 重 い一 軽 い 〉 ＜ 強

い 弱 い 〉 〈 は っ きり
一ぼ ん や り〉 で は各色の バ テ ェ テ ィ

が あ り ， 〈 安定 し た
一

不安定 な 〉 〈 自然な
一

不 自然な 〉

〈 好きな
一

嫌 い な 〉 などの 側面で は各色に変化 の 乏 しい

こ とが うか が え る 。

　　　3．2．2 色彩感情に関す る因子分析結果

　33色 を確率変数と して 尺度にっ い て の 因子 分析 を行な

っ た結果は ，Tab　le．4 に 示 した と うりで ある 。

　第 1 因子 で は く 美 しい
一

み に くい 〉 ＜好 きな
一嫌い

な 〉 〈 健康 な
一

不健康 な 〉 な ど の 評価的 な 尺 度 と，＜ 澄

ん だ一に ご っ た 〉 〈派手 な
一

地味な 〉 〈 明 る い
一暗い 〉

な ど ト
ー

ン に深 い 関係 を もちそ うな 尺 度 に高 い 負荷量が

み られ る。

　第 2 因子 で は く か た い
一

や わ らか い 〉 〈 強 い
一

弱 い 〉

〈 重い
一

軽 い 〉 な ど い わ ゆる 潜在性尺度 の 負荷 量 が 高

い 。

　第 3 因子 で は く暖か い
一

っ め たい〉 〈 動的な
一静的

な 〉 〈安定 した一
不安定 な 〉 な ど，い わ ゆ る 活動性尺度

の 負荷量 が 高 い 。

　 こ う して み る と，や や ゆが ん だ形 で は ある けれ ど も，

Osgood ，　 C ．　E （1953）以来多 くの 研究 に よ っ て 指摘 され

て い る評価性
・
活動性

・
潜在性 の 3 因子 が抽出され て い

る とみ て よ さそ うで あ る。次 に 因子別得 点 に よ っ て ，こ

の 3 因子 で 構成され た 空間に各色が ど う位置づ けられた

か を見 よ う。Fig・1 は トーン 別 に 3 因 子 の 負荷量 を示 し

て い る 。

　99　1 因子は第 1 に ト
ー

ン を区別す る次元 と考 え ら れ

る。正 の 方向 か ら．
duH ≒ dark ＞ ｝ight＞ vivid の 関係 に

あ る 。 そ して 2 次的 に色相が寄与 し て お り， 前 2 ト
ー

ン

で は reddish 　Orange，　 Yellow な どの 色相が 正 の 高 い

負荷量 を，後 2 ト
ー

ン で ［司 じ色相 に負 の 高 い 負荷 量 が 示

され て い る。

　第 2 因子 で も ト
ー

ン の 効果 が強 く，正 の 方向か らほ ぼ

Iight＞ dul1＞ vivid ＞ dark　と 明度順 に 位置 し て い る 。 し

か も各 トー
ン に 共 通 して 二 次的 に は 色相 の 影響が み られ

る 。
reddish 　Orange ．　 Yellow な ど長波長側 に 正 の 負荷

量が高 く， 短波長側 ほ ど負 の 負荷量が高くな っ て い る 。

　第 3 因子 で は ， 色相 の 効果が著 る しい 。
Violet，　Purple，

Red　Purple で 正 の 負荷量が高 く， Green， 9reenish 　Blue

な どで 負 の 負荷量 が 高 い 。

　 っ ま り色彩感情の 空問 は お よ そ 次 の よ うな構成 に なっ

て い る 。 第 1 の 次元は美し さ，好ま し さの 程度を反映 し

て お り，暖色系 の 暗 い に ご っ た 色彩 と明 る い 彩やか な暖

色 と を両 極 と し た 次元 で あ る。第 2 の 次元は 強さ，か た

さ の 程度を反映 して お り，中彩度中明度 の 暖色 と低彩度

低明度 の 寒色 と を両極 と し た 次元 で あ る 。 そ して第3 の

次元 は鋭 どさ暖 か さを反映 して お り， 寒色と暖色を両極

と し た 次元 で あ る。

　　　 3．2．3 色 彩嗜好 空 間 と の 関係

　色彩惑唐に 関す る 17SD 尺度値 に ，色彩嗜好 の 数量 化
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3 類 で 得 られ た 1 〜3軸 の 値，原 点 か ら の 距 離，嗜好率

の データ を加 え，33色 を確率変数 と し て 因子分析す る と，

Table，4 の 下 段 に示 した とうりに なる 。 色彩嗜好 の X
エは

色彩感情の F 【 に，同 じ くX ， は F3に ，　 X3 は F2に そ れ

ぞ れ ＋，70 以上 の 高い 相関関係を もっ こ とが明 らか で あ

る 。抽出 された 軸の 順位は ，ee　2 ，第 3軸に お い て 逆転

す る けれ ど も，数量化 3 類 に お け る 両軸 の 相関比 の 差が

僅少で あ る こ と （X2，．49，　X3．48）を考 え併せ れ ば 本質

的 な差とは 認 め難い 。 した が っ て ，色彩嗜好 ・色彩感情

の そ れぞれ に よ っ て 構成され る 空間の 構造 は マ ク ロ に見

て 相当近似 した もの と考 え られ る。

　Fig、1 で は 両 空 間 の 3軸 そ れ ぞ れ に得点を グ ラ フ 化

し，併置 して い る が ，両者を比 較 して も，空 間の 構造が

近似 して い る様子が うか が わ れ る で あ ろ う。 嗜好の Xiと

感情の Fユは共 に トーン を鮮明 に 弁別 し て お り ， 正 の 方向

か ら dark≒ du工1＞light≒ vivid の 順 に なっ て V る。嗜好

の 空間 で は 前 2 トーン の 差を，感 膚の 空聞で は 後 2 トー

ン の 差をやや顕著に弁別 して い る と こ ろ に 微妙 な差 を見

る こ とは で きる 。 また 色相 の 関係 で は 共 に 董
・
紫 な ど の

短波長側 で ト
ー

ン の 差が小 さ くなる とい う共通性 を も っ

て い る。

　っ い で 嗜好空間 の X2 と感情空間の F3は共 に トーン の

効果 が 少 な く色相 の 効果 に 規定 され る と い う共通性 を も

つ
。 更に Yellow，　 Green，　 greenish　Blue な ど の 色相対

Violet
，
　 Red　 Purpte の 色相 を正 負 に識別す る とい う点

で も
一

致 し て い る 。

　 嗜好空間 の X3 と感情空聞 の F ， とは 共 に トーン の 効果

が優位 で あ り，正 の 方 向 か ら　1ight＞ dnll＞ viv 三d＞ dark

の 順 に配 列 さ れ る 。 しか し，色 相間 の 関係 で は ，各 ト
ー

ン 内 で 両空間の 傾向は 正 負逆転す る とみ られ る。

　以 上 の 結果 を通覧す れ ば，トーン ・色相 の い ずれ が よ

り優位に効果する か とい う点，優位に効果す る要 因内で

Tabie ．4　色 彩感情に 関す る 因子 分析結果

1
．
i
− ＼

＼ヤ
ト

＼
因 　 子 　 負 　 荷 　 量

1 2

色

彩

感

情
囁
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暖 か い

※

※

※

※

※

※

※

※
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康

気
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澄
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健

陽
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動

自
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　　 X2

　 　 × 3
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※

※

※

※
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※
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の 各水準 の 配列順序 な どに高い
一

致を認 め得た と云 え る

で あ ろ う。 た だ し，二 次的 な効果をもっ とみ な され た 要

因内で の 配 列順序 に は徴妙な差が あ る とい う問題点は 残

され る 。

　　　3．2．4 嗜好 タイ プ と色彩感情と の 関係

　因子 分析 か ら得 られ た33色 の 因子 別得点を クラ ス ター

ア ナ リ ン ス で得られ た 6 タ イ プ別 に ま とめて ，因子 別得

点 の 平均を求 め る と Table．5 の と うりに な る 。 6 ク ラ

ス タ
ー

は 色彩感惰か らみ て もかな り鮮明に 異質 な 群 と し

て 分類 され そ うで あ る 。 Table．5 に は ，因子 別得点 か ら

み た各クラ ス ターの 色彩を代表尺度に よ っ て 記 述 した
。

　　 Table．5　各 ク ラス ターの 平均的色彩感情

　　　　　　ll　　 色　 彩　 感 　 情 　　
1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ク ラ 。 ，
．・i

’
i因子 別讎 。 平均

1

　 　 二
　　　　　　1．一 「

一一・一一 ・． 特 徴

　　　　　　IrF・11F ・2F ・311 　 　 　
．

　　　　　　
「

　　
．
　　　　　 1派手 な，澄 ん だ，「

、
1’暖 鯉 〔1°｝

「
’39r ’81 ’21

麟
暖か V’・やや 1

　 　 　 　 　 　 ．．　　　　 　　　　 ’　　　 　　　　 　 1　　　　 　　　　 ．1

照 鯉 〔・1 ・ 711− ・9 ・・71 ・・た ・・謹 ・ し ・・

．

髣繍 ，93

4．ク リーム ・
　 ス カ イ 型｛4｝

15ピ ン 燭

一．51

1− ．・6

、．。
一ズ型（，〕に74

（

・・ レゼ
麟 1

．50 一．48 綴驚 尠ダら［
めた い ，動的

… i・・琳 か い ・軽 い

　　　　　 地 味 な，に ご っ た ，
．32　　　．27　　や や 軟 力、な，　や や

　　　　　 軽 い

）内は 該当色彩数

4． 考 　　察

　（1） 色彩嗜好の
一般的傾向

　今回 の 調査 で は ， 概 し て light，　 vivid な どの トーン が

好ま れ dul王，　 dark な ど の トーン が嫌わ れ や す い 傾向が

み られ た 。 こ うした 傾向を中心 として ，過 去 の 若干 の 報

告 と比 較 し て み よ う。

　塚 田 （1952）21 ｝は 88色を1400名に提示 して嗜好調査 を

行な っ て い る 。 成入 に 関す る 結果を 比較す る と次 の諸点

が注 国 され よ う。   light・vivid ＞ dull・dark の 基本的

な傾向は一致する が，塚 田 の 場合む し ろ vivid ＞ lightの

関係に あ る 点が今回 の 結果と異 る 。   塚 田 の 結果 で は概

し て 無彩色 と りわ け黒が 上位 に ラ ン ク され て い る が ，今

回は そ の 傾向を認 め難 い 。   今回 の 調 査 で は vivid トー

ン の Red が上 位 に ラ ン ク されて い るが ， 塚田 の デ
ー

タ

で は そ の 傾向 を認め難い 。   塚田の 結果で は 「えん じ 」

が男女共に 高い 嗜好率を示 して い るが ， 今回 の 結果 で は

む しろ 好まれ る 率 の 低 い 色 に な っ て い る。

　 相焉 ・橋本 （1956）
22 ）は 96色を788名 に 提 示 し て 調査 し

て い るが ，vivid ＞ 1ightの 傾向，無彩色 に 対す る高い 嗜好

率 な どの 点 は 塚 閏 の 報告と共通 して い る。更に，  彼ら

の 結果で は ，Green，　Blue な どが Red 以．、ヒに好 ま れて い

る が今回は む し ろ 逆 に な っ て い る。  Violet，　 Purple，
Gray が 上位 1 色 に 入 っ て い るが，今回 の 調 査 で は こ れ

らの 色 相 は嫌 わ れ る 可 能性 の 高い 色 とみ られ る。

　相馬 （1958）
23）

は 97色 795人 の 調査を行 な っ て い るが ，

そ の 傾向は ，相馬 ・橋本の 場合 とか な りよ く
一致 し て い

る 。 注目すべ き点は vivid 　Red が 上 位 に ラ ン ク されて V・

る と こ ろ が今回 の 調査 と
一

致す る とい う事実 で あろ う。

　博報堂 （1963）
24 ］は 47色73工9名に よ る調査 を発表 して

い る が ，   light＞ vivid の 傾向が今 1弭と
一

致 して V・る 。

しか し，  概 して Blue，　 Green な どの 寒色嗜好が うか

が わ れ る の に対 して 今回の Red 嗜好が やや異 る。

　近 江 （1967）
le ｝は 1087名 を対象に71色 に よ る 調 査 を行

な っ て い る が，こ の 傾向は今回の デ
ー

タ と よ く類似 し て

い る 9

　千 々 岩 （／972）
15 ）

は 47色 492人 の データ を報告して い

る。v1vid ・light＞ dul廴・dard とい っ た トーン の 傾向は

概略 と して は一
致す る もの の ，vivid が lightに対 して．

か な り優依に立 っ て い る 点 で ，今回の 結果 と異 な る。ま

た ，Orange が 強く好 ま れ る とい う指摘 も今回の 結果 と

は ややずれて い る。

　以 上規模，方法 の あ る 程 度近 似 した データ を比較した 。

  vivid ・1ight＞ dull・dark の ト
ー

ン の 傾向 ，   寒色

系 の 色相がある程度以上 に 好 まれ る とい う色相の 傾向，

  Black
，　 White が あ る程度以 上好まれ る とV’う傾向。

な どは ほ ぼ一致して い る とみ て よ い で あ ろ う。 し か し，

  1ightトーン と vivid トーン の 関係 ，   Red，　Orange，
Violet，　 Purple な ど の 好 ま れ る度合 ， な ど に な微妙 な差

が 見 られ る。なお ，上記 の 各報告と今回 の 調査 とで 方法

上 異 な る点は ，上 記 の 大部分が 無光沢色紙を用 い て い る

の に対 し て，今 回は光沢色紙 を用 い て い る 点お よ び ， 上

記 の 調査が 3 〜5 色制限選択 を行な っ て い る の に 対 し

て ， 今回は 無制限に 選択 させ て い る点，の 2 点 で あ る。

　なお ，色彩嗜好が ト
ー

ン に よ っ て 強 く規定され る とい

う傾向が得 られ た わ け で あ り，Eysenck の よ うに純色に

限定して，色 の 好み を云 々 す る ゆき方は一
面的 で あ る と

い わ ざる を得ない だ ろ う。 今回の 分析で は 色相 に 対す る

好み の 差は 性差を強く反映す る と い う結果 に な っ て い

る 。

　（2） 個 人 的属性 との 関係

　嗜好空間を構成す る第 工軸は 年令差を強く反映 し て い

た。年令効果 は色相 の．．Eで は なく， トーン に お い て 顕著

に 現わ れ，light・vivid ：志向か ら dull・dark な ど，暗

い 濁 っ た色に移 っ て ゆくとい う傾向も大部分 の 報告す る

一 130 一

N 工工
一Electronlc 　 Llbrary 　



Color Science Association of Japan

NII-Electronic Library Service

Color 　 Scler ユce 　 Assoclatlon 　 of 　 Japan

目本色 彩学会誌 VoL　1・No，4 （1974）

とこ ろ と一致 し て い る 。 さ らに 年令に よ る好 み の 変 化

は ，今回の 分祈で み る 限 りは，50才 以 上 に な っ て 急激 に

起 っ て い る 点も留意すべ きで あろ う。 好みの 変化 は 年令

と と もに徐 々 に もた らされ る もの で は な く， ある程度 の

年令 を境 に し て 急激に起 る 可能性の 高い こ とを示 して い

る。今 回 は 年令を 3 段 階 に 分類 して い るた め に，そ の 堤

界を明 らか に し得な い が，今後分析すべ き課題 と思 わ れ

る 。

　好 み の 性差に 関 し て は，こ れ まで 2 つ の 論義が な され

て きた。そ の 1 つ は 「好み の 反応 の し方 」 に差が認 め ら

れ る とす る もの で ある。先きに 引用 した 塚田， 相馬
・
橋

本らの 報告， あ る v・は古く Jastrow，　J．（1897）25 ｝

らの 指

摘 で あ り， 男性 は好み が 特定の 色 に集中し，女性 は 好 み

が 分散す る とい うもの で あ る 。 こ の 点は今回 の 結果で も

支持 されて い る 。 第 2 の 問題は ，好む 色彩 に 差が あ る か

ど うか とい う論義で あ り，こ れ に つ い て は 今 日ま で
一

定

の 見解 が 出されて い な い 。Eysenck》 相馬 ・橋本 らは 比

較的否定的 な立場 を と っ てお り，Gullfordらは ，例えば

「女性 で は 磴 よ り黄が 好ま れ，男で は そ の 逆とな る」 と

し，塚 田 は 「女性 は 赤紫 ・赤，緑
・青を好み ，男性は 寒

色系 を 好 む 」 とや や 肯定的 な結果 を報告 し て い る 。 今回

の 結果 で は第 2 軸に 性差が検出 されて お り色相 の 好み に

性差が 認め られ る 。 紫
・赤紫系が 相対 的 に 女性 に 好 ま れ

寒色系が 男性 に好 まれや すい とな り，塚 田 の 結論 を支持

す る傾向が読み と られ る 。 しか し，こ うした 性差 は相対

的な もの で あ り， 単純 な性別集計で顕著 に認め られ る も

の で は な い こ とが，こ れ まで 好み の 性差に 否定的 な立 場

を と らせ た 理由で は ない か と考 え られ る。

　今
一点留意す べ き点は 性 と年令 と の 交互 作 用 で あ ろ

う。 性差が年令 とと もに 顕著 に 表わ れ て くる とい う結果

で あろ う。 女性の 中で高年令に な る に した が っ て Vioiet，

Purple，　 Red　Purple に対す る嗜好が強くな る とい う傾

向が見 られた が ， これを単純に女性 にお け る年令効果 と

認 め て よ い か どうか に は疑問の 余地 が残る 。 性に まっ わ

る社会的役割 ・習慣が強化 され ， 固定 し て い っ た 結果 と

す る見方 もで きる だ ろ う。 しか し
一

面 には 現在の 高年令

女性 の 色彩意識 の 中で和服 の 色彩の 占め る ウエ ートが大

きい で あろ うこ とを考え併せ れば ， 時代
・
世代の 効果 も

無視 し得 なV  

　なお ，職業 ・収 入 な ど の 社会的条件が殆ん ど好 み に 影

響 し ない とい う結果 が得られ た
。

こ れま で の 報告で も職

業や収入 な どが色の 妊み を規定す る と した 報告は 殆ん ど

な い 。 「職業や社会階層に よ っ て 色の 好み が ちが う
．。」 と

い う論義は 目常 し ば し ば耳にす る け れ ど も，そ の 場合の

色の 好み と嗜好調査 レ ベ ル で の 好 み とは異質の もの で あ

る と考 え るべ きで あろ う。

　〔3〕 嗜好パ タ
ーン の 問題

　数量化 3 類に よ っ て 求 め られ た 心理的な 3次 元 空間 に

お い て 嗜好色を位置 づ け て み た 。そ の 結果 ， 人 び と の 嗜

好 タ イ プ は 比 較的 少 数 に分 類可 能で あ る と考 え られ た 。

好 み は ト
ー

ン つ ま り明度彩度に よ っ て 影響され る度合が

高 く， 色相関係 で は ，
Violet，　 Purple が や や特殊な色彩

で あ る こ とが注 目された 。
Bullough は 「好 き な理由」

か ら人 ぴ とを 4 つ の タ イ プ に 分類 し て い る e こ れ に対 し

て ，本論文 で は 「嗜好色の 現象的類似性」か ら好み の タ

イ プ を分類して み た。こ こ で 得 られ た タイ プが ど の よ う

な理 由 に よ っ て もた ら され る もの で あ る か は 今後の 研究

課題 に なる 。

　配色嗜好 の 個 人差 に つ V・て は，納谷 ら （1969）
26）

近江

ら （1970）2η
らの 報告が見 られる 。 単色と配色で は タイ

プ の 差や共通性 を 比 較す る こ とは困難で ある 。 納谷 らは

Ω技法の 因子分析 か ら配色嗜好 の 5 タイ プ を設定 し， そ

の 色属 性 に お け る特徴 を記 述 して い る。そ こ に見 られ る

5 タイ プ の 差 は ，色相 よ りも，構 成色の 明 度，彩度 あ る

い はそ れ らの 差 の 程度 か らか な りうま く説明 され そ うで

あ る 。 とす れ ば，今回 の トーン 優位 の ク ラス タ
ー
分類 と

あ る 程度の 共通 性を認 め得 る と云 えそ うで あ る 。

　相馬
・近 江 （1969）

2e ）

あ る い は富家 （1972）
1ST

に よ っ て

指摘 され る と うり，色彩に対す る く好き
一

嫌い 〉 の 判断

は ， 他 の さ ま ざ ま な感情効果 の 側 面 に くらべ て 必 ず し も

安 定性 が低 い とは 云 い 難い 。 再 テ ス トに よ る 判 断 の 信 頼

性を個 々 人 の レ ベ ル に 立ち 戻 っ て確認 して も， 好 きな色

は 比較的安定 して い る と云 える 。 こ うして み る と， こ こ

で得 られ た 嗜好タ イ プに は あ る程度の 安定性があ る の で

は な い か と考え られ る 。

　嗜好 タ イ プの 設定に つ い て は，数量化 3類か ら導 ぴか

れ た 空間に お ける 8 象 限に よ る 分類 と ク ラ ス タ
ー・

ア ナ

ソ シ ス に よ る 6 分類 を示 し た 。 特 に 後者 に つ い て は方法

論 上 さま ざま な 論義がある 。 また 前者に つ い て は距離 の

関係を無視 して，方向の み で 分類した とい う問題点が残

る ．
い ずれ に して も，今後 は こ うした 嗜好の パ ターン を

確認 し．さ らに各パ ター
ン の 該 当標本特性や人 口比 な ど

を分析す る こ と か ら ，
マ
ーケ テ ィ ン グ にお ける 色彩セ グ

メ ン テーシ ョ ン の 問題に 対する あ る 程度の 示唆 を得 る こ

とが で きる の で は な V・か と考えられ る 。

　〔4〕 色彩嗜好 と色彩感情との 関連

　色彩感情 に 関す る 因子分析 の 結果 か らは 3 因子が求め

られ，そ れ ぞ れ 評価性 ， 潜在性，活動性 とほ ぼ呼び得 る

内容 を示 して い た 。 同様 の 研究報告は 少 なか らず見受け

られ ， 刺激 ・被験者 ・尺度 お よ び 因子分析 とそ の 回転方

法が異なるた め定量的な比 較 は むっ か しい 。 しか し ， 當

家 （1972）
29 〕

の 分析 ｝こよ っ て もほ ぼ評価性
・
潜在性 ・活

動性 に 相当す る 因子 が抽出 され る ケース が 色彩 の 揚合 は

多い よ うで あ る。し た が っ て 今回の 結果は V ク ロ に 見れ

ば ほ ぼ妥当な空間 を示 し て い る よ うに 思 え る 。 た だ，評

価性 尺 度 と明 る さ， 派手さが か な り高 い 相関を示 し て い
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る点 は比 較的報告 の 少ない とこ ろ で ある 。 し か し 近 江

　（1969）な ど配色 に つ い て の 同様の 傾向が 認 め られ た 例

もあ る。

　 さて ， 嗜好 と感情の 両 空 間は結果 の 項 に の べ た とうり

徴妙 な差 を含み っ っ もマ ク ロ に は か な り高い
一

致 をみ る

こ とが で きた。やや敷衍すれば両空間は 等 し い とみ な し

得 る か も し れ な い 。 とす れ ば，嗜好空間 と SD 法 か ら構

成 され る 色彩感情空 問 と は と もに 代表媒介 過 程 にお け る

媒介反応 と し て 位置づ け られ る こ と に な る 。 商品 ご とに

嗜好色 を評定 させ た 近江 （1972）に よれ ば，集団 の 平均

的嗜好傾向 に お い て ，セーター，砂粧壷 ， ス
ー

ッ （女），

ノー
トの 衰紙 な ど とは 抽象的な嗜好傾向 との 比較的高 い

相関が 認 め られた。しか し，カーペ ッ ト，毛布，ソ フ ァ

と して の 嗜好色 は 抽象的 な 嗜好 色 と無 相関 を 示 し て い

る。こ うした 点 か ら考 えれ ば，富家 の 「具体的事物 の 色

を問題 とす る とき，こ の 色彩嗜好 も自己 刺激的性質を多

くもち」「抽象 レ ベ ル で の 反応 は 媒介反応 rma で ある 」

とす る解釈が妥当な もの とな っ て くる。

　ま た，嗜好調査結果 の 側に力点 をお い て 説明すれ ば，

ハ
ーバ ード・

リ
ード流 に 入 に よ る 好み の ち が い は ，好 む

イ メ
ージ の ちが い で ある とみ なす こ ともで き る だ ろ う。

嗜好 し希求す る 色彩傾向に み られ る個人差は，結局 嗜好

す る 色彩感惰の ち が い に よ る もの で あ る とい う説明が 可

能 に な る で あろ う。 とすれ ば Bul！ough の 指摘 す る好み

の 理 由か らの パ ターン 分類 と 関連づ け た 解釈 も可 能 に な

ろ う。

　た だ ， 今回 の 関連づ け の 方法に は 若干 の 問題点 を含 ん

で い な い わ けで は な い 。先ず嗜好調査 と感情効果 の 調査

とで は被験者が異 な っ て い る 点が あ げ られ る。し か し，

Osgood の 仮説 に し た が え ば ， 情緒的意味体系 に は ク ロ

ス ・カル チ ュ ラル な 共通 性が認 め られ る し，被験者要因

の 効果 は 因子構造 に 大きな影響を もた な い と され る 。 さ

らに ， 色彩感情に 関す る 類似手 法に よ る解析 が ほ ぼ同様

の 因子 構造を示 し て い る 事実などを併せ 考 えれば ， 色彩

感情に関する今回 の 結果 を他 の 集団 に あて は めて も大 き

な 問題 には な らな い と思 わ れ る 。 む しろ 因 子 分析 と質的

データ を多次元解析 した数 量 化 3 類 の 差異 の 方 が よ り問

題 と され るべ きか も知れない 。
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　Six　hundred 　 sixty −four　 subjects 　were 　 asked 　tQ　tell　thelr　pre艶 reIlce 　 Qf　 33　 colors ．　The 　data　 obtained 　by　this

僞 twere 　analyzed 　by　the　multidimensiona1 　quantification　IH （developed　by　C ，　Hayashi ）， based　on 　the 　result 　of

which 　three 　dimensional　space 　 of 　color 　preference　 was 　 constructed ，　 A 　cluste ＃analysis 　of 　the　three 　dimensional

coordinate 　for　 each 　colQr 　 was 皿 ade ．　 According　to　this　 analysis ，　 the　 color 　preference　 of 　the　Japanese
』
can 　be

divided　into　 six 　tyPes ：

　The 　 affective 　values 　 of 　the 　same 　33　 colors 　were 皿 easured 　by　S，　 D．　 method （17　 scales ）．　The 　 corr −

elation 　 between 　 three 　 axes 　 of 　preference 　 and 　 three 　factors　 of 　 affective 　 values 　 was 　 extremely 　high．

Because 　of 　th 至s，　the 　 space 　 of 　color 　preference 　 and 　that 　 of 　the 　 affective 　 value 　can 　be　 considered 　 to

be　 the　 same ，
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