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第 8章　同 じ色光グループに属する有色物体の並置

　ア2．並 置する 2 色に大 きな違 い が あ る 場今 ， 同 じ一

つ の色 に 対 し，同
一

の グ ル
ープ に属する種 々 の色 を順

に 並置 すれ ば，そ の違 い は さ らに は っ きりする．例 を

以下 に挙げる．

橙と赤

　橙 の 隣に ，ス カーレ ッ ト（6carlate．深 紅 ），赤，ア

マ ラ ン サ ス 色 （amaranthe ，ケ イ トウ の 紫赤）を次 々 に

置 くと，赤が 紫み を帯び，橙が黄 み を帯びる こ と が観

察で きる．

紫と赤

　紫 の 隣に，ス カ ーレ ッ ト，赤，ア マ ラ ン サ ス 色 を次 々

に置 くと，同様 の 結果 を 得 る．紫は 常 に，よ り青み を

帯び る，赤は，よ り黄みが多 く，紫み が少な くな る．

　73．紙や 布な ど の 色 材 は，視覚的 に i’分純 粋 な色 を

呈する こ と は な い が，ど の ような種類 の 有色物体 を使

お うと も，公式 に従 う結果が得 られ る こ と が ，こ れ ら

の 観察結 果 か ら説明で きる ．

74．同 時対比 の 法則 を 考慮す る こ と な し に，私 たち

が 使用 する色材 の 典 型的 な純色 を定め る こ とが い か に

難 しい か を，色領域 の 並置 に よ り示す こ とがで きる，

た とえば，

　1°赤を，橙み を帯び た赤 の 隣に置 くと，前 述 した と

お り，赤は紫み を帯び，燈みを帯 びた赤は黄み を帯 び

る．しか し，こ の赤 を，紫み を帯びた赤の 隣に 置 くと，

紫み を帯びた赤 は青み を帯び
， 赤 は黄み あ る い は橙み

を帯び る ．同 じ赤で も，あ る と きは紫み を帯び，また

ある ときは橙み を帯びる．

　2°黄を，橙みを帯び た 黄の 隣 に置 くと，黄 は緑み を

帯び，橙み を帯びた黄 は赤み を帯び る、しか し，そ の

黄を，緑み を帯びた黄 の 隣に置 くと，緑 み を帯び た 黄

は よ り緑 み を帯び ，黄は橙み を帯び る．同じ黄で も，

あ る と きは緑み を帯 び，あ る ときは 橙 み を帯び る．

　 3”青 を，緑 み を帯びた青 の 隣 に置 くと，青は紫み を

帯び，緑み を帯び た 青は 黄 み を帯 び る，同 じ青 を，紫

み を帯びた青の 隣 に置 くと，青は 緑 み を帯び．紫み の

青 は赤 みを帯び る、同じ青で も，あ る ときは紫 み を帯

び，ある ときは緑み を帯び る．

　75．こ の よ うに．画家が単
一

色 （原色）と呼ぶ 赤，黄，

青 は，並 置す る色に よ りわず か に 複合色 に 移 行す る，

そ れ は，同 じ赤 で も紫みや橙みを帯 び，同じ黄で も橙

み や緑 み を帯び ，同 じ青 で も緑 み ゃ 紫 み を 帯 び る か ら

で あ る，
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ル ：色彩の 同時対比の法則とその 応用 一

第 9 章　赤，黄，青だけを原色 とし，緑 ， 藍，紫 を複

　合色とする仮説における対比の法則の適用

　76．並置に よ る 色変化の 原理 を適用 した実験 と．白

色光の物理 的組成を考慮 して得 ら れ る解釈は，画家や

染色 家の 言葉を用 い て も明確に説 明 で きる．彼 らは，

赤，黄，青 の 3色 しか 原 色 と認 め な い ．こ の 考え の 共

有者の 中に は，色 の 並 置に よ り生 じる現象を理解 した

い と願 う人 もい るであ ろ う．そ の よ うな人 の た め に ，

彼 ら の 言葉で 説 明 し よ う，よ り明確 にする た め ，色 の

並 置を五 つ の グ ル ープ に分類する．まず，前述 の 法則

の 適用 が よ り容易 な観察例 を含 むグ ル
ー

プか ら，始め

る．こ こ で，橙は赤 と黄か ら，緑は青 と黄か ら，藍 と

紫は青 と赤か ら構成 され て い る，と仮定する ，

第 1グループ ：一つ の原色を共通要素 にもつ ＝ つ の複

　合色の 場合，

　 こ の グ ル ープ の 2色 を見れば，法則が容易に確認で

きる ．相互 の 影響 に よ り2色は，多か れ少なか れ，そ

れ ぞれ に共通 の 色 を失 う，こ れに よ り， こ の 2色 は明

らか に，互 い に離れ なければならない ．

1，橙 と緑

　 こ の 2色は，共通要素で ある黄 を並置 に よ り失う．

橙 は赤 みを増 し，緑 は青み を増す ように見え る ，

2．橙と藍

　こ の 2色は，共 通 要素で あ る赤 を並 置 に よ り失 う，

橙は黄みを増 し．藍は青み を増す よ うに見える．

3 ．橙と紫

　上記 と同様，

4．緑と藍

　 こ の 2色 は，共 通 要素で ある青 を並置 に よ り失 う．

緑は 黄み を増 し，藍 は赤み を 増す よ うに見え る．

5，緑と紫

　．．ヒ記と 同様，

第 2 グループ ：一つ の 原色とそれを含む複合色の場合

1，橙と赤

　樗 は赤み を失 い ，黄 みが増 して 見 え る．赤は 青み を

得 て ，橙 との 差 を で きる 限り広げる に違 い な い ．

2，紫と赤

　紫 は赤み を失い ，青みが増 して 見え る ．赤は黄み を

得て，紫との 差 をで き る 限 り広げ るに違 い な い ，

3 ，藍 と赤

　上記 と同様．

4 ．橙と黄

　橙は黄みを失 い ，赤みが増 して見える．黄は青み を

得て，橙 との 差をで きる限 り広 げる に違 い な い ．

5，緑と黄

　緑は黄みを失い ，青みが増 して見える．黄は赤み を

得て ，緑 との 差を よ り広げる に違 い ない ，

6，緑と青

　緑は青を失 い ，黄み が増 して 見え る．青は赤み を得

て t 緑 との 差を で きる限り広げる に違 い ない ，

7，紫と青

　紫は青を失 い ，赤み が増 して 見え る．青は黄み を得

て．紫 との 差をで きる限 り広げる に違い な い ．

8．藍と青

　上記 と 同様．

第 3 グループ ；二 つの原色の場合

1，赤と黄

　赤 は黄み を失い t 青みが増 して 見える に違 い ない ，

黄 は赤み を失 い ．青み が増 して 見え る に 違い ない ．言

い 換えれば，「赤は紫に寄 り．黄 は緑 に 寄る，」

2．赤と青

　赤 は青み を失 い ，黄みが増 して見 える に違 い な い ．

青は赤み を失い ，黄み が増 して 見え る に 違 い な い ．言

い 換 えれば，「赤は橙に寄 り，青は緑に寄る ，」

3 ，黄 と青

　黄は青を失 い ，赤み が増 して見 えるに違 い な い ．青

は黄を 失 い ，紫 み が 増 して 見え る に違 い な い ．言 い 換

えれ ば，「黄 は橋 に寄 り，青は紫に寄る．」

［＝ ＝二JI− 一 一 一 ＿一 一 一 一 一＿」 347 匚
．t1

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
｝ffi − E：＝ ＝ ＝ ：＝ ＝ 詞 。 、 c ．



Color Science Association of Japan

NII-Electronic Library Service

Color 　 Scler ユce 　 Assoclatlon 　 of 　 Japan

「
　 　 　 　 　 　 　 　

．tr
　　　　

　
　
“t　 　

　　　　　　　
　
　 　　 1

日本色彩学会誌　第 35 巻　第 4 号　（2011 年）

第 4 グル
ープ ： 同 じ二 つ の原色を含む複合色 の場合

藍と紫

　藍は，紫 と比較す る と，赤み よ り青みが多い 点 だ け

が異な る．こ の 2色 の 差が 最大 に な る の は，藍が 赤み

を失 い ，緑 み を帯 びた青に寄 り，紫が赤み を得て t 赤

寄 りに な る場合で あ る．紫が赤み を失 い
r 藍が赤み を

獲得すれ ば．こ の 2色は明 らか に差が少な くなる．し

か し実際 は，こ の 2色 の 差 は広が る の で ，生 じ る の は

最初 の 効果 であ る．

　紫 に対 し相対的 に，藍 を青 ととらえ る こ とに よ り，

前述 の 現象を理解する こ と も可能 で あ る．藍は ， 2 色

に共通 の 青を失わ なければ な らず．緑 に寄 り，紫 はお

なじく青を失 い ，赤み が増 して見える に違 い な い ．

第 5 のグル
ープ ：

一
つ の 原 色と，そ の 原色を含まな い

　複合色の場合

1，橙 と青

2． 緑と赤

3 ． 紫と緑み を帯びた黄

　橙，緑 紫を複合色 と し，青，赤，黄を原色 とする

仮説にお い て ，補色同士 を並置 した とき，そ の 2色 に

共通する色み が まっ た く含 まれ て い な い
1と仮定す る

と，なぜ ，複合色 は そ の成分の うちどち らか
・一

つ を失

い ．源色 は他 の 二 つ の 原色 の うち どち らか
一一一

方か ら遠

ざか る の か，理山が分か らない ．た とえば，緑 と赤 を

並資 した場合 t 緑が 黄で は なく青 に寄 り．赤が黄で は

な く青に 寄る の か ，理 由が分か らない ，

第 2編　色彩の同時対比，継時対比，灑合対比の違い，

　および著者の実験と他の物理学者による以前の実験

　との関係

第 1章　色彩の同時対比，継時対比，混合対比の違い

　 77．色彩 の 対 比 に関 して，私 の 実験 と以前に多 くの

学者が行 っ た 実験 と の 関連に つ い て 述べ る前 に，3種

類 の 対比 を明確 にする 必 要がある．

　 第
．一

は，「同時」と名付けた対比 に関連する．

　 第 二 は，「継時」と名付け た 対比 に 関連す る，

　第三 は，「混合 」と名付 けた対比 に関連す る．

　78．「色彩 の 同時対比 」とは，種 々 の 有色物体 を同時

に見 る とき，物理 的組成 （色相）また は色調の 高 さ（暗

度）に お い て 生 じるす べ て の 変化 である．

　79，「色彩の継時対比」とは，目が
一定時間．一・

つ な

い し多数の 有色物体を見つ め た 後に t そ の イメ ージが

それぞれ の 色 の 補色 となっ て 知覚され るすべ て の 現象

で あ る．

　80．次章以降 で 与 え る 詳細 によ っ て ，私が明 らか に

した い の は，対比 の 区別を欠 い て い たた め に，光学 の

ひ とつ の 主題 で あ り，応用に お い て最 も実 り多 い 分野

で あ る に も関 わ らず ，一
般的 には こ れ ほ どの 正確さ と

明確 さを も っ て 取 り扱われ なか っ た こ と，す なわち，

自身で 観察す る こ とな くt1828 年に私 の 同時対比 の 研

究が科学ア カ デ ミー
で発表されるまで，書物を読むだ

け で あ っ た偏狭 な 人 た ちが ，重 要性 を感 じ な か っ た こ

とで あ る，や っ と，3種の 対比 の 区別 が私 の 研 究に役

立 ち．視覚の 歴史 と，対比 の 研 究か ら演繹され る応用

に，新たな事実を加え る こ とが で きた，さ ら に ，ベ ル

ギ
ー

の 若い 学者，プ ラ ト
ー

（Plateau）2 博士が，数年を

費や し て こ の 現象 を数学的か つ 生理学的に 闘係づ け，

同時対比 と継峙対比 の 区別を自身の 研究 の た め に採用

した こ とも，付け加えて お く，

　81，「同時対比」と「継時対比」を区別 す る こ と に よ り，

「混合対比 」と呼ばれ る 現象を容易に 理解する こ とが で

きる ．こ の現象は，網膜が，ある 時問あ る 色 を見た とき，

そ の 後こ の 色 の補色を見る能力 と，さ らに，外界 の 物

体 に よ り提供 され る新 し い 色か ら 生 じ る，受け取 られ

る感覚は，こ の新 しい 色 と最初 に 見た色 の 補色 との 合

成であ る，

　82，混合対比 を観察する簡 単な方法がある ．

　
一

方の 日，た とえば右 目を閉 じ，左 目で
一一一

枚 の ある

色 A の 紙 をじ っ と見 つ め る、こ の 色が ぼ や け て きた ら

す ぐに もうひ とつ の 色 B の 紙 に 目を移 す．す る と こ の

ts　B と，色 A の 補色で ある C と の 混合に よ る 感覚が 生

じ る．

　こ の 混合 し た感覚 をは っ き りさせ る に は，左 目 を 閉

じ，右 目で B の 色 を見れ ば よ い ．受け取 られ る 感 覚 は

色 B だ け で な い ．し か し，こ の 感覚は C ＋ B の 混合 感

覚 とは逆 の 方向に修正 され て 現 れる，す なわ ち，む し

⊥　 紫 と緑 み を帯 び た黄 の 組 合せ で は．青が 共通 の 成分 に 思 える が ，こ こ で は 共通成 分が ない と仮 定 して い る．

2　Joseph　PlateE田 Ll801−】883｝．ベ ル ギーの 物 理学者 ・数学者．静止 画の 高 速 なコ マ 送 りで，動 画 が観 測 され るこ と を発 見．数 学で は．ブ

　 ラ トー閊題 （空閭 内の 閉曲線を境界 とす る極小 曲面 を 求め る 問題 ）で 有名．

「
一一一一 ．

一 ．」 3ngL
。 ＿ 。 ． y し 、



Color Science Association of Japan

NII-Electronic Library Service

Color 　 Scler ユce 　 Assoclatlon 　 of 　 Japan

［垂 塾 勉
一丿レ 壁 の 同時蹴 の1去貝・些その瑚

ろ ．・1＋ B として現れ る．

　右 目を閉 じ，左 目で 新た に 色 B を見続ける と，次々

に 異 なる感覚 を受け取るが，そ の感覚 は次第に弱まっ

て い き，左 目は正常な状態に戻 る，

　83．色 A に よ り修正 さ れ た 左 冖で B を見 る代わ りに ，

右 目が正常 の 状 態 の 両 目で B を見 る と，C ＋ B で表 さ

れ る変化は非常 に弱 くなる，なぜ なら，実際は C ＋ B

＋ B とな る か らで あ る．

　84．一方の 目の ，色の 感 じ方が，他方よ りは る か に

敏感で ある と信 じ て い る 人は，右 目と左 日で 交互 に 1

枚 の 紙 片を見る こ とを推奨す る．もし二 つ の 感覚が同

じなら，自分 の 目の 感度が 違 うとい うこ とが 間違 い で

ある と わ か る．も し二 つ の 感覚が異な っ て い る な ら，

数 日同 じ実験を繰 り返す必要が ある．1回の 実験で 観

察 された違 い だけで は，目が あらか じめ変化を受けて

い たか疲労 して い た可能性 もあ る．

　 85，以 下の 練習は，と くに画家に と っ て有益 だ と思

われる．混合対比 の 例 を い くつ か挙 げ よう．

　86，ある時 間赤を見た左 目は，次に赤 の 補色で あ る

緑 を見る性 向が あ る ．そ の と き黄の刺激 を受け る と，

緑 と黄の 混合に よ る感覚を生 じ る．左 目を閉 じ，赤の

視覚に まっ た く影響 を受けて い な い 右 目を開け，黄を

見る と，こ の黄は 実際よ り橙み が多 く見える こ ともあ

る．

　 87．左 目で ，最初 に黄色の 紙片を見 て，つ ぎに赤い

紙片 を見 る と，紫に見 え る で あ ろ う．

　88．左 目で ，まず 赤 を見 て つ ぎに青を見 る と，緑み

を帯び て見える．

　89．左 目で ，まず青 を見て つ ぎに赤 を見る と，橙 み

を帯 びた赤に 見え る．

　90．左 目で ，まず黄 を見 て つ ぎに 青 を見 る と，紫み

を帯 び た青に見える，

　91．まず青 を見て つ ぎに黄 を見 る と，橙 み を帯びた

黄 に 見 え る，
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　92．左 目で ， まず赤 を見て つ ぎに橙を見 る と，黄に

見える．

　93．まず橙 を見てつ ぎに赤を見 ると，紫 みを帯び た

赤に み える．

　94．左 目で ，まず赤 を見て つ ぎに紫を見る と，紫 は

暗い 青に見える．

　95．まず紫 を見て つ ぎに赤を見る と，橙みを帯びた

赤に見 え る．

　96．左 日で ，まず黄を見て つ ぎ に橙を見る とt 橙 は

赤に見 え る．

　97．まず橙 を見て つ ぎに黄を見る と，緑みを帯びた

黄に見える，

　98，左 目で，まず黄を見て つ ぎ に緑を見る と，青み

を帯びた緑に 見 える．

　99，まず緑 を見て か ら黄を見 る と，橙み を帯び た黄

に見える．

　100，まず青 を見て つ ぎに緑 を見 る と，黄み を帯 び

た緑 に 見 える．

　101．まず緑 を見て つ ぎに青 を見 ると，紫み を帯 び

た青に 見え る．

　102，まず青 を見て つ ぎに紫 を見 る と，赤み を帯 び

た 紫 に 見 える．

　103，まず紫 を見て つ ぎ に青を見 る と，緑み を帯 び

た 青に見え る。

　104，まず橙 を見 て つ ぎに緑 を見 る と，青み を帯 び

た緑 に見え る．

　105．まず緑 をみ て つ ぎ に 橙 を見 る と，赤み を帯び

た橙 に 見 え る，

　106．橙 を 見てか ら紫 を見 る と，青 み を帯びた紫に

見える，

ec 　 ron 一 置漏 ． v 、
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　107．まず紫 を見て つ ぎに橙 を見る と，黄み を帯び

た橙 に見える．

　 108．緑 を見て か ら紫 を見る と，赤み を帯 びた紫 に

見 える．

　109，まず紫を見 て つ ぎに緑 を見 る と，黄み を帯 び

た緑 に見える．

名 の もとに 言及する こ との 必要性を，ます ます感 じた．

混合対比 は．色布の 商人 に とっ て 重要な多 くの事実を

解説 し た り，あ る い は画家が モ デ ル の 色彩 を完璧 に 模

倣 しようとし，長時 間モ デ ル を見 つ め て，あらゆ る色

調 と そ の変化 を見極め よ うと す る と きの 不都合 を解明

した りする，以下に，色布の 製造者か ら聞い た 二 つ の

事実 を示す．また，第H 巻 で ，混合対比 の研究 の絵画

へ の 応用を示す．

　110．まず赤を見て つ ぎに緑 を見る と，や や青み を

帯び て見え る．

　］U ，まず緑を 見て つ ぎ に 赤を見る と，よ り紫み の

あ る赤に見 える．

　 112．まず黄 を見て つ ぎ に 紫 を見 る と，よ り青み を

帯び て 見える．

　 ll3、まず紫 を見て つ ぎに 黄 を見る と，よ り緑み を

帯 び て 見 え る．

　114．まず青を 見て つ ぎに橙 を見 る と，よ り黄み を

帯び て 見 える．

　ll5．まず橙 を見て つ ぎに青 を見 る と，や や 紫み を

帯び て 見える．

　116．少 な くとも私の 日に は，すべ て の 色が，同じ

強さある い は と りわけ同 じ継続時問で 変化 した よ うに

は，見えなか っ た．た とえば ，黄の つ ぎに紫，ある い

は紫の つ ぎに黄を見た場合は，青 の つ ぎ に橙を見た場

合 よ り継続時 間 の 長 い 大 きい 変化を示 し．橙 の つ ぎに

青 の 場合 は さ ら に大 きい 変化 を示 し た．

　赤 か ら緑，あ る い は緑 か ら赤 を継続 して 見 た と きの

変化は，あ まり強 くな く，継続時間も短か っ た，

　色調 の 高 さ（暗度）は，変化に 大きな影響を及ぼすこ

と に気づ い た．橙を見て か ら暗 い 青 を見 る と，青 み で

は な く緑 み を帯び て 見える．こ れ は，よ り明る い 青 の

場合 とは 逆 の 結 果 に な る．

ll7．私 は，「混合 対 比 1と名付 け た 現象 に，特別 な

　118、第
一

の 事実．買 い 手に 黄色 の 布を長時 間見 せ

た後で，売る つ もりの 橙色，ナ カ ラ色 〔Dacarat ，淡紅色 ｝，

あ る い はス カ ーレ ッ トの 布を見せ る と，布は輝 きを失

い ，ア マ ラ ン サ ス 色 ，ワ イ ン レ ッ ド（lie−de−vin ，ワ イ ン

の 澱の ような色），ある い は ク リ ム ソ ン （深紅色 ）と判

断されて しま う．それ は，黄 に打たれた網膜が ，紫 を

見る 性質 をもつ か ら で あ り，橙 ，ナ カ ラ 色，あ る い は

ス カ ーレ ッ トの 布に含まれるすべ て の 黄は失われ，赤

あ るい は紫み を帯 びた赤が見 える こ とに なる．

　119，第 二 の 事実 ．買 い 手 に 次 々 と14枚の 布 を見せ

る と，同 じ布であ っ て も最 後の 6，7枚 の 色は，最初に

見た布 に 比 べ 美 し くない と判断する ．こ の よ うな誤 っ

た判 断 の 原因 は何 で あ ろ うか ？　 こ れ は，次 々 に 7，8

枚 の 赤い 布を見た 目が，一枚の 赤 い 布 を見続けた とき

と同じ状態に なる か らで ある．目は，赤の 補色すなわ

ち緑を見る性質がある．こ の 性 質が，後か ら見る布の

赤の 輝 きを失わ せ る に違 い ない ．売 り手が ，買 い 手 の

目の 疲労の犠牲 に な らな い ようにする に は， 7 枚の 赤

い 布を見せ た 後 まず緑 の 布 を 見 せ ，目を 止 常 な 状態

に戻 さねば ならな い ．緑を見 つ める時間が長 すぎて ，

正常の 状 態を通 り過 ぎると．緑 の補色で あ る赤を見よ

うとす る 目の 性質か ら，最後に見る布が 最も美 し く見

え る こ とにな る ，

第 2章　著者の実験と他の物理学者によ る 以前の 実験

　との 関係

　 120．ビ ュ フ ォ ン（Buffon）3は，「目の 非常 に 大 きな

振動あ る い は 目の 疲労か ら生 じ る 」さ ま ざ ま な 視覚現

象を，「偶生色」
‘
と名付 け記述 した 最 初 の 入物で あ る．

偶生色は ，「反射」や 「屈折」と い う物体 の 光 に 対す る

分解作用に よ り現 れ る 色 の よ うな T 恒 常的 な方法 で 色

3　Georges−LoUis　Leclerc，　Comte　de　Buf〔on μ707−17881．フ ラ ン ス の 著名 な博物 学者 ・数学 者 ・植物学者．確率 諭 に解析 の 概 念 を導 入 し た，

　 モ ン テ カル ロ 法 の 原 点 と さ れ る 「ビ ュ フ a一ンの 針 」で 知 られ る．

4　 couleur 　acciden 亡e］le．（原 注）科 学 ア カ デ ミ
ー

研 究 報 告 〔M6moires　de　1
’
Acadeiエ1ie　des　sciences ），1743 年，
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付け られ た物体に現 れる色 5 とは，異なる ． も継時対比 に閧して研究して い る．

　121、偶生 色 は様 々 な原 因か ら生 じる．た とえば，

以下 の 場合 に生 じる．

　1°暗闇で 目を強 く押 し た とき，

　2
°
目に衝撃を受け た 後，

　3°太陽を
一

瞬見 つ め た後 目を閉 じた とき，

　4°白い 背景の 上 に置 い た 小 さ な四角い 色紙 を見つ め

る とき．四角が 赤な ら，その 辺縁が うす い 緑に 色 づ い

て見 え，黄なら辺縁は青に 色づ く，四角が緑な ら，辺

縁は紫み を帯びた 白 に 色 づ き，黒 なら辺縁 は鮮明 な白

に色づ く．

　5°上記の現象 を十分観察した後 小 さな四角い 色紙

か ら目をそ らして 白い 背景 を見る と，小 さな四角の辺

縁に現れ た色 と同 じ色が．四角と同 じ大 きさ で 見 える．

　／22．ビ ュ フ ォ ン の 偶生色 に関する 観察 をさら に い

くつ か挙げる こ とが で きる が，色 の 同時対比 とそ の 応

用 と い うこ の 著作 の 意図 か ら，明らか に それ て しま う，

注目すべ きは，ビ ュ フ ォ ン の偶生色の観察の うち，上

記の 4°は同時対比 で あ り，5°は継時対比 で あ る．ビ ュ

フ ォ ン は t 自身が記述 した現象を法則化 し て い ない ．

　123．シ ェ ル フ ァ
ー （Scherffer）神 父

6
は，1754年 ，

継時対比 に 関する 現象の 詳細 な分析を行 い ，「与 え ら

れた
一

つ の 色は，今 日補色 と呼ぶ 一
つ の 偶生色を生 じ

る」こ とを示 し，ビ ュ フ ォ ン の い くつ か の 観察を修正

した．次章 で み るよ うに，彼は，現象の 原因を解 明し

ようとしたが，同時対比 に つ い て簡単に述 べ るに とど

まっ て い る．（物理学誌 （Journal　de　Physique），26巻，

§15の 彼の 論文 を参照．）

　 125，ラ ン フ ォ
ー

ド（Rumford）伯 9
にと っ て，同時対

比 が実験 と観察の 対象で あ っ た こ とを，私 は強調 しな

けれ ばな らな い ．なぜ な ら，同時対比 に 関する研究の

中で ，私の研究に こ れ ほ ど関係の深 い もの は他 にな い

か らで あ る．ラ ン フ ォ
ー

ド伯は，た とえば赤 い 光の 申

に 生 じ た 影は ，赤 い 光と同 じ強さの 白い 光 で 照らされ

た とき，白で は な く赤の 補 色 で あ る緑に見 えるが，白

い 光の 中に生 じた影が，赤い 光で照 らされた ときには，

そ の 色 と同じ赤に見える こ とを知 り，以下 の こ と を示

し た．

　 1°

色光 が，ガ ラ ス また はなん らか の 媒質か らの 透過

光で あ っ て も，あ る い は不透明な有色物体か らの 反射

光 で あ っ て も，同 じ結果となる ．

　 2P部屋 の 床の 上 に置 い た大 きな黒 い 紙 の 上 に円形 の

白い 紙 を置 き，その 中に幅 6 リ
ーニ ュ

10 （約 1，4cm），

長さ 2 ブース
H

（約 5．4cm ）の 二 つ の 紙片を並置す る．

こ の うち
一

つ は色A の 粉末で覆 い ，もう一
つ は，鉛 白

と墨を混ぜ て 作 っ た灰色の 粉末で 覆 う，そ して そ の 反

射光が A の 有色物体 と同 じ強さに な る よ うに する．こ

の と き，片目で 指 の 問か ら二 つ の 紙片を見ると，灰色

の粉で 覆われた紙片は，A の 補色 に色づ き，その 補色

は A と同様に輝 い て 見 える．

　126．著者（ラ ン フ ォ
ード）は，こ の 実験を成功 させ

るため に，周辺 の物体か らの 反射光 を防 い だ り，灰色

が色光 A と同 じ強 さ の 光 を反射する よ うに するな ど，

多くの 注 意が必要で ある と述 べ て い る．油絵具を使 う

場合は，油が色を暗くす るため ス ペ ク トル 色の ような

純度が得 られな い の で，困難が大 きい と指摘 して い る．

124． エ ピ ヌ ス （（Epinus）7
とダ

ー
ウ ィ ン （Darwins）8 127．ラ ン フ ォ

ー
ドの 実験 は，白，黒 灰 を使 っ た

5　 （原注）「それ ら を単独 で 見る と き」とい う文 を加 え るべ きで あ る．

6　Karl　ScherfEer［1716−17831．オース ト1J
ア の 物 理学者 ・数学者，偶生色に つ い て の 論文他，数学，力学．天文 学 に関す る奢書多数あり，

7 　Franz 　Ulrich　Theodor 　Epinus ［1724−1802］．（Epinus と も書 く．ドイツ の 天文 学者 ・物 理学 者 ・数学 者．電気 の 遠 隔作用 論 を唱 えた．

　　（原注 ）ベ テ ル ス ブ ル グニア カ デ ミ
ー

研 究 報告（M 邑moires 　de　l
’
AcadE　nie 　de　P6tersbourg），お よび物 理学誌 〈Journal　de　Physique），

　 1785 年，26巻，p．291，

8　Charles　Robert　Darwi1ユ ［1809−i躑 2］，イ ギ リス の 自然科 学 者 ・地 質学 音 ・生物 学者．進化論 で 有名．（原 注）哲学 紀要 （Transactioiis

　 Philosophiques），76巻。⊥785 年．

9 　Benjamin　Tho 皿 pson，　Count　vo ，n　Rumford ［1753−L8141．ア メ リ カ 生 まれ．イギ リ ス，ドイ ツ で 活躍 した 物 理 学 者 ・政 治家．熱 は 運動

　 の
一形態 で あ る こ とを示 した こ と で 知 られ る．（原 注）色 の 付 い た影 に 関す る 実験 ；色彩調 和 の 原 理 に 関す る推 測．ラ ン フ ォ

ードの 科

　 学論文 他〔PIUI〔＞sophical 　papers ，　etc．．　by 　Rumford ），ロ ン ド ン ，1802年，1 巻．
10　Ligne．昔の 長 さ の 単位，約 2，26mtn．12分の 1 ブース （po 〔1ce ）．
ll　 pouce ．昔 の 長 さ の 単位．約2，71　cm ．12分の 1 ピエ （pied），ピ エ は足 の 意，約 32．5cm．
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私の 実験に対応 し，それ は私が明 らか に した同時対比

の 法則 の
一

部 の 場合 で あ る とすれ ば，私が専念 した一

連 の 実験な し に は，こ の 法則を導き出す こ とは で きな

か っ たで あろ う．なぜ な らば t ラ ン フ ォ
ードの 実験 は，

同時対比 の 極端な例 を示 して お り，通 常 の場合 に，あ

る 色 と並 置 し た 自，黒 灰が 変化する だ け で な く，並

置 した色 自体に も変化が 生 じ る．とい うこ とを主張で

きな い か らであ る．じっ さい ，白と隣接する色 は暗 く

な る こ と，黒 と 隣接す る色は 弱 まる （明 る くな る ）こ と

が観測 された．また，私が明 らか に した，色 の 光学組

成（色相 ）お よび色調 の 高 さ（暗度 ）の 双方に関す る対比

が 同時に 生 じた ．

　128．ラ ン フ ォ
ー

ドは，実験で色光がそ の 補色 を生

じた こ と に 感動 し，原則的 に は，2色の 調和 の 条件 と

して ，「2色 は 自を構成 す る よ うな割合 で なけれ ばな ら

な い 」とし，こ れ に基づ き，女性 の 装い に使 うリボ ン

と室内家具の 色を調和 させ る こ とを推奨 した ．彼 は ま

た，こ の 法則 は画家が全体構想 を作成す る の に役立 つ

と考えた．しか し，ラ ン フ ォ
ー

ドの 色彩調和 の 原理 は，

彼の 思 い つ きに 過ぎず，明 らか に，私が示 した よ うに

画家 の 実践に何 らか の 光 を当 て る こ と は，極め て 困難

で ある，後で こ の 点に関して ，私 の 研究 の 応用 で 扱う

こ と にする．しか し，重要だ と思 うの で注意 し て お く

が，ラ ン フ ォ
ー

ドは，並置 され た 2色 の 影響，よ り
一

般的 に言え ば 2色を同時に見た ときの 影響を示すた め

の ，適切な実験を しなか っ た，また，
一
例 の 観測か ら

そ の 現象が
一

般性を もつ こ と に は気づ かなか っ た．相

互 に 補色 で あ る 2色 の 間 に 調和 が存在す る こ とが 正 し

い とし，ラ ン フ ォ
ー ド伯 の ように，色彩調和を並 置の

場合 に限 る として も，こ の 色彩調和 の 主張は まっ た く

厳密 さを欠 い て い る と 思 う．こ の 点に 関 し て は，後で

述 べ る （174以 降）．

　129．最近，観察者 として 偶生 色 を取 り扱 っ た の は ，

コ ー
ト＝ドール の プ リ ウー

ル （Prieur　de　la　C6ze　d’Or）12

氏 である．彼 は，対 比 の 名前で 「同時対比 」の 現象の み

に 言及 して い る．た とえば，暗い 黄 の 背景上 の 橙 の 小

片は赤に 見え，暗い 赤 の 背景上 で は 黄に 見 え る ，彼 の

示 した原理 に よれ ば，小 片の 偶生色 は，背景の 色よ り

は，小 片固有 の 色 に 起 因 しな けれ ば な ら な い ．彼は，「強

い 光 に よる 目の
一一・

時的疲労，ある い は 長時間見続 け た

後に生 じる 目の 疲労が，こ の見え に 関係する ．」と述べ

て い る．しか し，「器官の 極端な疲労に よ り色 は 退化 し，

別 の 色相に属する ようになる」こ とも認め て い る．彼

は 最後に こ う付 け加 える．「ビ ュ フ ォ ン が偶生色 と名

付け，シ ェ ル フ ァ
ー

が 興味深 い 報告 を与えた現象は，

対比 と見 な す こ とが で き，常 に 同 じ対比 の 法則に 従

う．」プ リウ
ール氏 は，私が前 の 章 で 示 した対比 の 種

類を区別 しなか っ た こ とは ，明白で ある．

　130． ア ユ イ（HaOy ）13は ，彼 の 著 書「物 理 学 概 論

（Trait6　de　physique ）」の なか で ，ビ ュ フ ォ ン ，シ ェ

ル フ ァ
ー，ラ ン フ ォ

ー
ド，プ リウ

ー
ル の 観察を要約 し

て い る．しか し，結晶学の著名 な始祖と し て の 明晰な

文体に もかか わらず，前述 した対比 の 区別を しなか っ

た と い う点で ，曖昧さ が あ る ，こ の 瞹昧 さは，つ ぎ に

示す よ うに，こ の 対比現象 を解説す る部分 に お い て，

と くに顕著 である，

　131，す なわち，次 の とお り．

　ユ
゜
色の対比を扱 っ た研究者達は，2種類 の 対比の 相

彑 を区別する こ とな く述 べ た．

　2
°

シ ェ ル フ ァ
ー神父は，継時対比 の 法則を与えた，

　3°ラ ン フ ォ
ード伯は，色付 きの 片と隣接 した灰色の

片とい う，特定の 状 況下 で 受ける変化 の 法則 を与えた，

　4°シ ェ ル フ ァ
ー

神父 つ い で コ ー
ト＝ド

ー
ル の プ リ

ウール氏は，白ある い は色付 きの 小さ い 面積が，そ の

色 と異なる色 の 背景か ら影響 を受けて 生 じる変化 の 法

則 を，よ り正 確に
’

」・え た．

　132． しか し，そ の 観察状況で ，小面積の 色 は背景

の色 に よ る変化 を も っ とも敏感 に 受 け る が，反対 に ，

背景 の 色には小 面積 の 色に よ る変化が 認め られ ない な

ら ば 現象の 半分 しか見 て い ない こ とに な る．そ こ で

陥 りや す い の は ，一つ の 有色物体が他 の 色 に 比 べ て 広

い 面積を もつ 場合 に変化 を受 けない ，とい う誤 っ た 考

えで あ る．私が 同時対比 の観察た め に 有色物体 を配置

した 方法 か ら，以 下 が 分 か っ た ．

　 lCある物 体 の 色が 他 の 物体 の 色に変化 を生 じ さ せ る

た め に，前者が後者よ り大 きい 面積 を もつ 必要 は な い ．

な ぜ な ら，私の観察 は同 じ大 きさ の 色 を単 に並 置 して

12　Claude・Antoine　Pricur−1）uvernols ［1763−1832］，コ
ー

ト＝ド
ール （ワ イ ン で 有名な フ ラ ン ス の 地 方）の プ リ ウ ール と呼 ば れ る 、　 フ ラ ン ス

　 革 命期 の 技術 将校．（原 注）化 学年報 （Annales　de　chimie ），55 巻，　 p．5，

13Rcn6 −j　ust 　HaUy ［1743　−1822】．フ ラ ン ス の 鉱 物学 者．鉱 物 の 結 晶 の 物理 的 性 質 対 称性 に つ い て研 究 した，結晶学 の 父 と 呼 ばれ る．

一 一一＿，　、．
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行 っ たか らである．

　2°隣接 した領域の 色 の 変化は，接触 して い な い 場

合 と比較 して ，完全に判断する こ とが で きる，そして ，

完全な同時対比の 現象の 観測を許 し、「
一

般 法則 」を確

立する．

　3°互 い に 隣接 し ない 領域 あ る い は隣接す る 領域 の

両側 に位置する領域 の 数 を増や し．それがすべ て H に

入 る距離で観察する と，一つ の 領域の 影響 は，隣接す

る領域の み に 隈 ら れ る わけ で は な い こ とが分 か る．影

響は，次第に弱 まる とは い え，そ の 隣，さ らにそ の 隣

まで 及 ぶ ．現象の 一般化 に対する 正 し い 理解 と，すべ

て の場合を包含する法則か ら導かれ る応 用 に と っ て ，

「離 れ た距離 にお け る影響は ，注 目すべ きこ とで ある

に違い な い ．」

第 3 編　著者の実験以前に報告された色彩の対比現象

　に関する生理学的要因

単
一
韋　色彩の対比現象に関係づけ られた生理学的原

　因

　133．シ ェ ル フ ァ
ー神父は，継時対 比 に，応用 に も

十分役立 つ と思 われ る生理学 的な解釈を与えた．それ

は，次 の 主張 に 基 づ い て い る．「あ る 感覚が 二 重 の 刺

激を受 け，
一方が強 く他方が弱 い 場合は，弱い 刺激を

ま っ た く感 じ る こ と は な い ．こ れ は主 と して ，二 つ の

刺激 が同 じ種類で あ る場合 か，あ る い は物体の 強 い 作

用 が何 らか の 感覚を与え，そ の 直後に同 じ種類 の 穏 や

か な弱い 刺激が続 い た場合に起 こ る に違 い な い ，」こ の

原理 を，以下 の 三 つ の 継時対比 の 実験 の 解釈 に役立 て

よ う．

第 1 の実験

　あ る 時間，黒 い 背景上 の 白い 小四角形 を見つ め る．

　見つ め る の をやめ，黒 い 背 景 に 目を移 すと，白 い 四

角形 と同 じ大 きさの 四角形 の 画像が知覚 され る，しか

し，こ れは背景 よ り明 る くは な らず，逆 に暗 く見 え る ，

（解釈）実験の最初の 段階で四角い 白色光を受けた網膜

の 部分 は．黒 い 背景か らの わ ずか な反射光 を受け た他

の網膜 の 部分 よ り疲労が 大 きい ．そ の 後，実験 の 第二

段階で 黒 い 背景 を見 る と，こ の 背 景か らの わずか な反

射が，疲労 して い な い 網膜 の 部分に よ り大 きな影響を

及 ぼす， こ の 部分に，黒い 四角形 の 画像が見 え る，

第2 の実験

　ある時間，白い 背景上 の青 い 小 四角形 を見つ める．

　見つ める の をや め，白い 背景に 目を移 すと，橙色 の

四角 い 画像が知覚され る ．

（解釈）最初の 段階で ，四 角い 青 い 光を受けた網 膜 の 部

分 は，網膜 の 他 の 部 分 よ り疲労 して い る．そ し て，第

二 段 階に なる と，青に よ っ て 疲労した網膜の 部分に，

青の補色で ある橙が よ り強 く知覚され るようになる．

第 3 の実験

　ある時間，黄色い 背景上 の 赤 い 四角形 を見つ め る．

　見つ める の をやめ，白い 背景に 日を移す と，紫 み を

帯びた 青の 背景上 に。緑 の 四角 い 画像が知覚され る ．

（解釈）最初 の段階で ，赤 い 光 を受け た網膜 の 部 分 は赤

に疲労 し，黄色 を受けた網膜 の 部分 は黄色 に疲労する．

そ して ，第二段階で ，赤を受けた網膜 の 部分 は赤の 補

色で ある緑 を知覚 し，黄色 を受けた網膜の部分 は黄色

の補色 で あ る紫み を帯びた青 を知覚す る．

　 134．こ の 三 つ の 実験 とそ の解釈は，シ ェ ル フ ァ
ー

神父 の 論文か ら引用 した．こ れ らは，数多 くの 他の 同

様の実験の 中か らい わば無作為に引用 し た が ，才能豊

かな観察者 （神父 ）が専心 した 「継時対比 」を実証する

には，十分 で ある と思 う．そ の 後 驚 くこ と にアユ イ は，

シ ェ ル フ ァ
ー神父 の解釈 を広 め よ うと，こ の 物理学者

（神父）が副次的 に しか取 り扱 わなか っ た「同時対比」の

現 象を，もっ ぱ ら取 り上 げた ．こ の こ とに つ い て は，

すで に 注意 した （123）．以下に，アユ イの解釈 に従 い ，

赤 い 紙 の 上 に 置 かれた 白い 小 さ い 紙 片 の 例 に つ い て 述

べ る．彼 は次の ように述 べ て い る．「こ の 紙片の 白は，

青み を帯びた緑 と赤か ら構成さ れ る と考えら れ る．し

か し，赤色 の 感覚は，背景 の 同種 の 赤 よ り弱い 力で作

用 し，背景色 に よ っ て 弱め られ，目は ，背景色 とは異

質の 緑 の 刺 激 の みに敏感 にな り，緑は器官（目）に最大

の作用を及ぼ す．明

　 135，こ の解釈は， シ ェ ル フ ァ
ー

神 父 の 原理 に従 っ

た 一つ の 自然 な結 果だ と思 え る が，しか し，こ の物理

学者（神父）が こ の 原理 を 「同時対比 」の 解釈 に 適用 し

た と は 思 えな い ．上 記 の 引用 （133）の
一

節 は きわめ て

明快 で あ る．「こ れ は 主 と して，二 つ の 刺激 が 同 じ種

類 であ る場 合か，あ る い は物体の 強い 作用が何 らか の

14　〔原注〉物理 学概 論（Trait6　de　physique ），第三 版 2 巻 p．272．

［二＝二二二二二二二：二：三＿ ．＿ 、 「 353 ．
一
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感覚 を与え，そ の 直後 に同 じ種類 の 穏 や かな弱 い 刺激

が続 い た ときに起 こ る に違い ない ．」

　136．シ ェ ル フ ァ
ー神父 の 「継時対比 」の 解釈 と，ア

ユ イが神父 に よ る とする「同時対比」の 解釈 の 違 い を見

て み よ う．シ ェ ル フ ァ
ー神父が解釈 を与えた継時対比

の 観察は，すべ て 次の 結果 を もた らす．実験 の 最初 の

段階で ，ある色 の刺激 を受けた 網膜 の 部分は，次 の 段

階 で はそ の 色 の 補色 を見る． こ の 新たな視覚は，有色

物体 の 背景 に対す る相対的な面積，よ り
・
般 的 に は，

周囲を囲む物体に対する相対的な面積，とは無関係で

あ る．

　137．ア ユ イが シ ェ ル フ ァ
ー神父 に よ る とする （同時

対比 の ｝解釈 は，上記 とは異な る．

　 1 °
赤 い 背 景 上 に あ る 白 い 片 を見 た網膜 の 部分 は，

青み を帯びた緑すなわち背景色 の 補色を見る．と こ ろ

が，シ ェ ル フ ァ
ー

神父 の 実験 に よれ ば．白色光 に よ り

疲労 した こ の 網膜 の 部分 は，「青み を帯 び た緑 で はな

く．い わば 白の補色 で あ る 黒 を見 る 傾 向が ある，」

　 2 °

シ ェ ル フ ァ
ー

神 父 に よる とす る解釈 を受 け人 れ

る には，色 の 変化 を受ける物体 は，変化 を与 ええる物

体 よ り，面積が
一

般 に 小 さ くな けれ ば な ら な い ．な ぜ

な ら，「
一．
般 的に は，」変化 を与える物体の 面積が大 き

い こ とが変化 を受け る物体 の 面積 の
一一・

部 を中和 す る

と，解釈せ ざる を得ない か らで ある，「一般的には」と

言 っ た の は，
・一

方 が他方 よ り十分 に鮮や か な色 で あれ

ば，た とえ面積が小さ くて も変化 を与える可 能性が あ

る か らで ある．総括すれば，シ ェ ル フ ァ
ー神父 が 「継

時対比」に与えた解釈 と，シ ェ ル フ ァ
ー神父 に よる と

す る同時対比 の 解釈 に は ，こ の よ うな違 い が 認め られ

る ．

　138， こ の 最後 の 解釈 を再度 取 り上 げ，正 しい か を

調 べ る こ とに しよう，著者 らの 報告にあ る よ うな背景

上 の 小 片 の み が 変化 し て 見 え る と い う場 合 だ け で な

く，同じ面積を もつ 二 つ 小片が 相互 に 変化を受ける場

合 や，さ らに それ らが接 して い る 場合 だ け で な く離れ

て い る 場 合 も考慮す れば，私 の 観 察結果が示す よ うに，

解釈が 困難で あ る こ とを認め ざ る をえな い ．す なわち，

　 1 °
図 12 （本 誌 前号 掲載 の 図版 3 を参照）は ，網膜上

に描 かれた赤 い 小片 R と隣接す る青 い 小 片B の 像を表

して い る もの としよう．赤 い 小片は橙 み を帯 び T あ る

い は 青み を失 い ，青い 小片は 緑み を帯び，あ る い は 赤

み を失う．シ ェ ル フ ァ
ー

神父 の 説 に 従 うな らば，小 片

R の 像が 写る網膜の 部分は ，赤 に対する感度 を失 い ，

小 片 B の 像が 写 る 網膜 の 部分は，青に 対する感度を失

うこ と に な る．そこ で 私が 理解 で きな い の は，なぜ，

実際 に は，R の 部分が青 に 対する 感度 を失 い ，　 B の 部

分が赤に対す る感度を失うか で ある，

　 2 °
私が 行 っ た 同 じ面積 を も有色片 の 実 験 で は，大

きな 面積 を も つ 背 景上 に置か れ た小 片の 場合 の よ う

に，一方 の 小片が網膜に及 ぼす大 きな疲労が他 方の 小

片を変化 さ せ る とい うよ うな 一般的 な 理 由は ，も は や

見 い だす こ とはで きなか っ た．

　139．，「天体力学（Mechanique　celestre ）」の 著者で あ

る高 名な ア ユ イ は，上 の 説明 で 明 らか に な っ た困難 に

遭遇 した た め．シ ェ ル フ ァ
ー神父に よ る とする解釈 に

続けて ，白い 小紙片 を赤い 背鼠上 に置 い た い つ もの場

合 の 新 たな解釈 を「物理 学概論 （Trait6　de　Phisique）」

に挿入 した こ とは，疑い が な い ．高名な数学者ア ユ イ

は次 の ように述 べ て い る．14

　「冖に は あ る種の 傾向が あり，そ の 力に よ り小片の

白 に 含 まれ る赤光が 目の 器 官 に入 る時 に，背 景 の 優 勢

な赤色を構成す る赤光に よ り引 き寄せ られ．二 つ の 刺

激 が ま る で ．一つ の よ うに な り，緑 の 刺激 は単独 で あ る

か の ように 自由に振舞 うようになる．こ の 考え方に従

えば，赤 の 感覚は白の 感覚を分解 し，同質の 光の 作用

は一．一つ に まとまりt 複合光か ら取 り出され異質の 光の

作 用が，独立 に 効 果 を生 じる．」

　140．こ の 解釈 に 反対 しな い が，こ の 解釈 は ，暗 黙

の うちに，変化を与 える色は変化 を受ける色 よ り面積

が 大き い こ とを，前提 として い る こ とに注意す る．も

し，こ の 高 名な著者 に，シ ェ ル フ ァ
ー神父 の 継時対比

に 関する真 の 解釈を示 し，現 象の 半分 しか見せ な い よ

うな同時対 比 の 実験 を
一つ 挙げ る代わ りに，異 な る 色

で 同じ面積 の 面が （接 して い ない 場合 で も）相 互 に 変化

する と い う実験例を挙げて い れ ば，おそ ら くこ の よ う

な解釈 にはな らなか っ た で あ ろ う．

　141．「同時対比 」に 対する 解釈 が不十分 で あ る こ と

に気づ い て も らっ た 後に，残 さ れ て い る の は，視覚器

官 と私 の 実験 環境 で 観察さ れ た 現象 との 問に存在する

と思われ る 関連 を述 べ る こ とである．

　偶 生 色 を扱 っ た著者は，み な
一

致 し て ， こ の 現象を

H の 疲労 の 結果 で あ る と見なして い る．「継時対比」の
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一

コ

場合に は確か だ として も，「同時対比」に関して はそ う

で は な い と思 う．なぜ な ら，私が行 っ た よ うに
，
4枚

の 色付 きの 小片を同時に見る と，日が少 しも疲労 しな

い うち に T 色 が変化 し て 見 えるか らで あ る．ただ し，

色 の 変 化 を十分 に見 る た めには．数秒か か る こ とを認

め る．し か し こ の 時間は，感覚が 受 け る効果を正 しく

把握 しようとす る場合 には，必 要 で はな い だ ろ うか ？

「そ の 時聞」の必要性 を示す例が ある．それは，変化 し

た表面 か ら反射する 白色光 の 影響 で あ る，そ の 影響が

強す ぎて，変化 の 結果 をかな り弱め て しまう．同 時対

比 とい う偶生色 を観察する た め に提案 され る予防策の

大部分 は，こ の 白色光 の 影響 を減 らす こ とを目的 とし

て い る．

　 さら に，こ の ような理 由か ら．灰や黒 の 面が 青，赤，

黄な ど 純度 の 高 い 色面 と 隣接す る と
，

こ れ ら の 影響に

よる 変化は，白い 面に よる 変化 よ り大 きい ，その うえ

こ こ に，偶然 によ りもた らされ た実験 を示すが，私の

考えを理解 して い ただ くには十分 であ ろう，薄い 灰色

の文字が 書か れ た色紙が ，陽が 沈む頃に 私の 手渡 さ れ

た ．そ の 上 に 目を転 じたが，文字 をひ とつ も識別 で き

なか っ た．しか し，少 し経つ と私は文字 を読め る よ う

にな り，文字は 背景色 の 補色の イ ン ク で 書かれた よう

に見えた．視覚が は っ きりして きた時には，目を紙に

移 した時，す なわ ち書かれた文字が識別で きなか っ た

時と比 べ て ，目 は よ り疲労 して お り，文 字が背景 の 補

色 に見 えた の で あろ うか ？

　 142．最後に，私の 観察 の 結論を述 べ る．色 の 異な

る 二 つ の 物体 を同時に 見る ときは，常 に，網膜 ヒの 2

色の 同時刺激 に お い て t2 色 に共通の 感覚は 減少 し，

異なる感覚は よ り大 き くなる，

（次号に続 く）
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