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　私が初め て まともに カ ラ リ メ トリ
ーを読み 始めた の

は 1952年で ，当時新刊 の ス チーブ ン ス 編 『実験心理学

ハ ン ドブ ッ ク』 （1951）所載の ジ ャ ッ ドさ ん の 解説を

見て か らで あっ たが，当時，ジ ャ ッ ドさん の 名声 を知

る由 もなか っ た，そ れ は ともか く，表 題 の 反対色 とい

う用語 を よ く見る よ うに な っ た の は そ の 頃以 後で あ

る．ジ ャ ッ ドさん の解説は用語 集付 きの 丁寧な もの で

あるが ， そ れにもなか っ た，

　そ もそ もこ れ は ハ ービ ッ ヒ ＆ ジ ェ イ ム ソ ン に よ る ヘ

リ ン グ の 反対色説の 再 認識 を契機 に登 場 した も の で，

それ 以前 は ヘ リ ン グ説 を邦語で は 四色説 と言 っ て い

た．似た よ うな用語に補色がある ．そ して 反対色 とは

い うが，実 は補色みた い な もの だ とい う半端 な理解 で

長い こ と来た，しか しそん なこ とで はな く，こ れ を カ

ラ リ メ トリ ッ ク に ち ゃ ん と区別 しなけれ ば，と思 っ た

の は，実はそ ん なに昔 の こ とで は ない ．

　 問題は 言 い 換 えれば，と りあえず補色 と反対色を色

度図上 に表す とど うい うこ とにな るか，とい うこ と で

ある．色な ら ば色度図 上 に表わ せ なけ れ ば な ら な い ，

色 C の 補色 は加法混 色す る と無彩色 に な る 色 と操作 的

に定義 されるか ら，そ の 補色対は C とそ の 補色主波長

線上 の色 との 2点に な る ．（タ ウ トロ ギー ？　 まあい い

で し よ う．）

　 さ て 反対色だ が 反対色の操作的定義 と して はハ ー

ビ ッ ヒ らの 行 っ た打消 し法が 当る ．即 ち加法混色す る

と ヌ ル （無）に なる二 つ の 色 で あ る．換言 す れば C の

三 色値 をXY ，Z とすれ ば，反対色 は 一X ，− Y，− Z

で あ る．明 らか に こ の 二 つ の 色 は同
一

色 度で あ る．

　　　x ＝x，／（x ＋ Y＋tO　一一　X／− （x ＋ y＋幻 ．

　　　y ＝｝7 （x ＋ F＋幻 冨一Y7 − （x ＋ v＋ z）．

と い うわ け で 反対色 の ペ ア は 色度 図 上 の 1点 に な る．

色度 は 反対色対 を 表す と 言 っ て も よ い ．C を リ ア ル
・

カ ラ
ーと す れ ば 反対色 は イ マ ジ ナ リ

ー
で あ る．そ れ

はそ うなの だが，こ の 二 つ が 同
一

点 で 表わ され る とな

る と， こ れ をどう区別 す る か，な に か ル
ー

ル を設 けな

ければな らな い ．

　ブーゲ の 法則 とい っ て もあまり知 られ て い ない だ ろ

うと思 うが， こ れ は感覚に お ける ウ ェ
ーバ ’・・の 法則 と

同じで ，18世紀，フ ラ ン ス の ブ ー
ゲが 光の 明る さに関

して発見し た．そ の 後，こ の 法則は ドイ ツ の ウ ェ
ーバ ー

に よっ て 1831年，重 さの 感覚に 関 して再発見 され，感

覚の
一般法則 とされた．以上 は フ ラ ン ス の 感覚心理学

者 ピ ェ ロ ン が La　Sensation （que 　sais−je？ 1953） に 書

い て い る こ とで、ピエ ロ ン は こ れ を 「ブー
ゲ

・
ウ ェ

ー

バ ーの 法則」 （1a　loi　de　BQuguer −Weber ） と呼 ん だ．

普通，ウ ェ
ーバ ー

法則 とい うとい つ も重さ感覚の こ と

で ，ウ ェ
ーバ ー

が 明る さに つ い て も実験 したか どうか ，

は っ きりしない ．ブ ーゲ は こ れ を明 る さ で や っ た と い

うの だか ら，色彩科学 と の 縁 はブ
ー

ゲ の 方が深 い ．

　 さて ブーゲ とは どうい う人か筆者 は知 らず，手近か

な と こ ろ で ウ ィ キ ペ デ ィ ァ をみる と，Pierre　Bouguer

（1698・1758）は数学，地球物理学，天文学，は て は造

船工学 と多才の 学者で，火星 や 月の ク レ イ タ ーに そ の

名 をとどめ て い るそ うだか ら，科学史の 上 で は知 る 人

ぞ 知 る著名な人物な の だ ろ う．著書 の 中に は光学 もあ

り，そ の タイ トル Essw
“
　d ’

optique 　sur 　la　gradation 　de

盈 ノロm 瘧re （光の段階につ い て の 光学論考） （1729）か

らみ て ，ブーゲ の 法則 は た ぶ ん こ れ に あ る の だ ろ う．

こ の 論文 は イ ン タ ーネ ッ ト上 で も読 む こ とがで きる

が，そ こ まで 仔細 に調 べ たわけで はな い ．しか しウ ェ
ー

バ ー
の 発見 と実に 100年の 開 きが ある とい っ て 間違 い

な い ．

　 大気 に よ る 光 の 吸収 に 関 して ラ ム ベ ル ト ーベ ール

の 法則があ る． こ れ は ラ ム ベ ル ト
ー

ベ
ー

ル
ー

ブーゲ

の 法則 と もい わ れ て，実際に は こ の 法則の プ ラ イ オ リ

テ ィ は ブ ーゲ に あ る そ うで ，こ れ も ウ ィ キ ペ デ ィ ア の

知識 で ある．

　 と こ ろ で 過 日，あ る 会 で 講演 した 際，筆者 が ウ ィ キ

ペ デ ィ ア を 「振 り回 した こ と」が会 場 の 皆 さん の 失 笑

を誘 っ た らしい が （滑稽 ？），以上 の こ と ぐらい な ら，

無 知 の もの に は ウ ィ キ ペ デ ィ ア も役 に 立 つ ．
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