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第 ll巻 　応用の 観点 からみ た色 彩の 同時対比 の法則

序言

　 143．第 1巻 で 述 べ た観察結果 と，そ れを
一

般化 しで

きる 限 り単純化 した 同時対比 の 法則 は ，様 々 な応 用 の

可 能性 を読者に 予 感さ せ る に違 い ない ．こ の 予感は．

こ れか ら述 べ る 詳細 に よ っ て 否定 され ない と思 う．ま

た，こ の 詳細 を示す こ とな しに は．本書 の 目的 で あ る

有用性を達成する こ とは で きない と思 う．こ の 詳細を

正確 に 述 べ る に は，第 1巻 の 観 察 と同 じ正確さ で，系

統的 な観察に専念せ ねばな ら なか っ た．

　 144．以 ドに，こ れか ら述 べ る応用分野 を記す．

第 1部　い わ ば 無限 に細分可能な色材に よ る 有色物

体の 再現

　第 1編　明暗法
1
に よる 絵画

　第2編　一様彩色法 2 に よ る絵画

　第 3編　配色

第 1 部　大きさの見分けられ る 色材に よる有色物体

の 冉 現

　第 1編　 ゴ ブ ラ ン の タペ ス トリ
ー

　第2編　ボーヴ ェ の 調度用 タ ペ ス トリー

　第3編　サ ヴ ォ ヌ リ の カ ーペ ッ ト

　第 4編　商 川 の 調度用 タ ペ ス ト リーとカーペ ッ ト

　第5編　 モ ザ イ ク

　第 6編 　ス テ ン ドグラ ス

第 皿部 　印刷

　第 1編　布へ の 図柄の印刷

　第 2編　紙 へ の 図柄 の 印刷

　第3編　色紙へ の 文字の 印刷

第W 部　彩色図版の た め の
一様彩色法 の 用法

　第 1編 　地図

　第2編　挿絵

第V 部　あ る程度 の 大 きさを もつ 有色物体の 配置

　第 1編　建築

　第 2編　家，美術館，劇場，教 会の 内部装飾

　第3編　服装

　第4編　園芸

第XG部　有色物体の 色 を，固有 の 色 あ る い は色 の 紐

合せ と して 判 断す る 場合の ，前掲 の 原 理 の 関与

予備概念

　 145．応用 の 詳細 に は い る 前 に，本書第II巻へ の i’

備概 念 として ．幾 つ か の 考察を示す こ とが必要 だ と 思

う．こ の 考察をもと に，私は多 くの 命題 や 原理 を明 ら

か に し，今後 しばしば読者に参照 の 機会を与え る．そ

l　 claire −ubseure 　キ ア ロ ス クーロ ．光 と影，陰影を明暗 や濃 淡の グラ デ
ー

シ ョ ン で表現す る絵 1画技 法

2　 reinte 　p］are．面を明暗や 濃 淡の ない 一色 で塗 る 絵画技法．
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れ に よ り．不都合 な繰返 しを避 け，本書が実際 に もつ

一
般性を減 らさ な い ですむ で あろ う．

　以下．つ ぎの 順 に 述 べ る．

　P 　色 とそ の 変化 に適用 される種 々 の 用語 の 定義 ；

　2D　色 とそ の 変化を，図式体系を用 い て想像 し定義

す る 方法 ；

　3°　色彩調和 の 分類 ；

　4’

基本色
・1 と 自，黒 灰 との 配色に関す る 論考．

第 1節　色調，色階，ニ ュ ア ン ス の定義

　146．「色調 月お よび「ニ ュ ア ン ス
5
」とい う語 は，

一

般 の 人 や 芸術家 が 色 を語 る と き に よ く使わ れ る．しか

しなが ら，語 の 意 味が明確 で ない の で，こ れらの 語が

発 せ られた と き，それを聞い た人が完全 に 理解して い

る と確信する こ とは で きない ．ア カ デ ミー
の 辞書で は t

こ れ らを1司義語 として い るようで ある．6

　147．あ る 色，た とえば青を，白に よ り下 げる （明る

くす る 〉また は 黒 に よ り上 げ る （暗 くす る）場合 と，こ

の 同 じ色 を他 の 色 で 変化 させ る 場合，た と えば，青に

少量 の 黄また は赤を加え て．青で あ りつ つ も前と は違

う，緑 み を帯 び た色または紫み を帯 び た色 にす る場合

の 二 つ の 場合を，区別す る 必要 が あ る と思 う．本書 で

は，こ の 二 つ の色変化に対 し，色調とニ ュ ァ ン ス とい

う語を，無差別に使 うこ と は決 して な い で あ ろ う．し

たが っ て，

　148．「色 調」と い う語 は，一
つ の 色が 最大純 度 か

ら白に よ り色調 を下げる（明 る・くなる），ある い は黒 に

よ り色調を上げる （暗くな る）こ とに よ り生 じる，様 々

な変化を区別する ときに だけ使 う．

　149．「色階
7」と い う語は，同 じ 色 （色相）で 色調 を変

化させ た色全体 を意味する とき に 使 う．純色
6
は，色

階 の 基準色調
y と な る．た だ し，基 準 色 調 が ，濁色 （153）

の 色 階，す なわ ちす べ て の 色 調が黒で くす ん だ 色階に

属さない 場合で ある．

　150，「ニ ュ ア ン ス 」とい う語 は，一
つ の （色相 の ）色

に他の （色相 の ）色を少量加 えた ときに 生 じ る変化に の

み 使 わ れ る ．

　た とえば 青 の 色階 の 色 調，赤 の 色 階 の 色調，黄 の

色 階 の 色調，紫の 色階 の 色調 ，緑 の 色 階 の 色調，桍 の

色階 の 色調，と言 う．

　青の ニ ュ ア ン ス と は．青 で あ りなが ら純粋 の 青 と は

異な る 色 （色相）の すべ て の 色階を意味する．すなわち，

それぞれ の ニ ュ ア ン ス は，青 の 色階に多少とも近い 色

階を構成する色調 を含 ん で い る．

　同様に，黄 の ニ ュ ア ン ス ．赤 の ニ ュ ア ン ス ，紫 の ニ ュ

ア ン ス 、緑 の ニ ュ ア ン ス ，と言う．

　151．私は ，
一

つ の 色 の 色調 を，最 大純 度を もつ 色

がH ある い は黒 か ら受け る様 々 な変化 と定義 した ．こ

の 定義 に は，「最大純度 の 色 が 黒か ら受け る 変化」と い

う条件が 不可欠で ある こ とを，忘れ て はな らない ，な

ぜ な ら，最大純 度以下 の 色 調 に 黒 を 加 え る と．色階 が

異 な っ て しまうか らで あ る．こ こ で．芸術家 は清ts　IO

と濁色 11 を区別 して い る こ とを，指摘 して お く，

　152．「清色」は，原 色 12
と呼ば れ る赤，黄，青，そ

して こ れ らの 混合か ら生 じる 二 次色 の 橙，緑，紫，お

よ び こ れ らの ニ ュ ア ン ス か らな る．

3　 couleur 　primitive．赤．黄，青．橙，緑，紫の こ と．

4　 tOII．英語 の tone （卜一ン）に 当た る．こ こ で は，色の 濃 淡の 度合 い を表す 1次兀量、　 PCCS の トーン と は 違 う．

5　 nuance ，一
般 には，色合い ，色調，濃淡 な どを指 す，こ こで は，色 机の 多少 の 変化 を指す．

6　 （原 注 〉この 辞書 の 1835年 版で は、ニ ュ ア ン ス とい う語 を つ ぎの よ うに 定義 して い る．「色名が 同 じで あ っ て も，一つ の 色 を 他の 色 と区

　 別で きる よ うに す る た め ク）色の 違い の 度 合，「た だ
・
つ の 色の グ ラ デ

ーシ ョ ン は．無限の ニ ュ ア ン ス を生 じ る ．複 数の 色 の 混合は，様 々

　 なニ ュ ア ン ス を 無数に 生 じる ．『『』　 ニ ュ ア ン ス と は．また，複数 の 色 の 混合や 配 色を言 うが，組合 せ の 良 し悪 しは 問わ ない ．1
　 　 こ の 辞書 は，色 調 と い う語 も定 義 して い る ．「色 の 様 々 な性 質や、その 強 さす なわ ち鮮や か さの 様 々 な 度合 の こ と．『暗 い 色 調，明

　 る い 色調．＿　こ の 絵の 色調は 赤み 寄 りだ，黄み 寄 りだ，な ど』」

7　gamme ．一
連 の 色 の 度合い ．音階の こ と も斉 う，文脈の よ り，色 相の 意味で用 い られ る こ と も多い ．

8　 coulcur 　purc ．白み や 黒み の 感じ られ な い 最 も純粋 で 鮮 や か な 色．

9 　 tOlmormal ．基準 と なる 色訓，

10　〔oulcur 　lranche，澄 んだ色の 意，純 色 と白．または純 色 と黒 の 混合 に よ り得 られる色，まれ に純色 の 意味 で 用い られ る こ と もあ る．

ll　 couleur 　rabattue 、　 couleur 　rompue ．　 couLeur 　grise．　 couleur 　terne な どの 言い 方があ る．破色 と も言 う．

12　couleur 　simple ．単純色 　
一次色 とも言 う．
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．．一 一

］

　153，「濁色 」は．清色 と，最 も明 るい 色調 か ら最 も

暗い 色調 に至 る黒嘸 彩色）とを混合 した 色か らなる，

　 こ れ らの 定義 に よ り，原色 と二 次色 の す べ て の 色階

に お い て，純色 よ り上 の （暗い ）色調は くすん だ色調 で

あ る こ と は 明 らか で あ る．

　 154．芸術家，とくに 画家や 染色家は，彼らの 3原色

をあ る割合 で 3色混合すれ ば，黒 が 生 じ る こ と を 認 め

て い る．そ こ か ら，3色 の うち の 2色が 優勢 に なるよ

うに混合す る と きも，常に 黒が生 じる と思 わ れ る．す

な わ ち， こ の 黒 は，適 当な比率 の 優 勢2 色と 少量 の 色

か ら生 じ る．た とえば，赤と黄に少量 の 青を加えれば，

少量 の 黒 を生 じ，橙 を くす ませ る．

　155．見逃 し て は い けな い の は、画家が 原色 の 混合

と言 うと きは い つ も，太陽 ス ペ ク トル の 混合 で は な く，

画家や染色家が 使用する赤色，黄色 青色な どの 絵 具

の 混合 の こ とである，

第 2 節　色とそ の変化を想像 し定義するための い くつ

　 かの図式体系 につ い ての注意

　 156．数多 くの 図式体系が，テ
ーブ ル

13，ス ケ ー
ル

T’1，

カ ラーサ ーク ル
L5
，あ る い は ク ロ マ ト メ

ー
タ
ー L6

とい

う名 の も と に，色と そ の 様々 な変化 を数や合理 的用 語

体系で 表 現 し定義す る た め に，提案 され た．それ ら は，

お お む ね 次の 三 つ の 命題に 基 づ い て い る．

　 ln　 三 つ の 原色 赤，黄．青 が 存在す る．

　2°　こ れ らの うち 二 つ を同量混合す ると
・
つ の 「 次

清色を生 じる．

　 3b　 ：三つ の 原色 を同量混 合す る と黒 を 生 じる．

　 157．後の ／一つ の 命題 が 仮説にす ぎな い こ とは容易

に わ か る．なぜ なら，ど の よ うな実験に よ っ て も証明

され て い ない か らで あ る．それとい うの も．

　 1° 純粋 な赤で あ ろ うと，純粋な黄または 純粋 な青

で あ ろ うと．原色を表す色材．すな わ ち
一

種類 の 色光

の み を反射する 色材 は，知 られ て い な い （7，本誌，35巻，

3号，p．240）．

　あ る 人が，ウ ル トラ マ リ ン を最 も純粋な青とする な

ら t もう
一

人 は，そ うで は ない と反論する．なぜ な ら，

ウ ル トラ マ リ ン は青とともに赤 また は紫の 光 も反射す

る か らで あ る．

　2°　純色 の 色材 の 人 手 が 不 可 能 で あ る の に．橙 t 緑

紫 が二 つ の 原色の 同量混合で あ る と 主張で きる の だ ろ

うか．また，黒が二 つ の 原色 の 同量混合 で あると生張

で きる の で あ ろ うか ．

　 さらに注 日すべ きは、測色盤 1ア
の 制作者た ちが示す

混合が ，実用 の 場で は彼らの 主張する原理か ら直接導

か れ る結果 を再現 し ない ，と彼 ら 自身が 告自して い る

こ とで あ る ．

　 158．い ずれ に しろ ，わ れ わ れ の 知 る 青．赤，黄の

色材の ほ とん どは，2色混 合す る と，白然 に 見 られ る

美 し い 紫，美 しい 緑．美 し い 橙 の 色材よ りも鮮 や か さ

の 点 で 劣 る紫，緑．橙 しか生 じな い こ と を．認 め ざる

を得な い ．こ れ をつ ぎに説明 し よ う．われ われ の 知る

色材 を二 つ ず つ 混 合す る 場合，そ れ ぞ れ が 少な くと も

2種の 色光 を反射 す る な らば，そ して，画家 と染色 家

が 認 め る赤，黄，青の 色材 を混 合す る 場合，そ れ ぞ れ

の 色光を個別に 反射する ならば．あ る 量 の 黒が生 じ混

合 された色材 の 輝 きを くす ませ る．した が っ て，こ の

見方に従えば，色材の混合に よ り生 じる紫．緑 橋 は，

混合する色材 の 色が 相互 に 近 い ほ どい っ そ う鮮や か に

な る．た とえば，青 と赤 の 混合 で は，それ ぞれが よ り

紫 に 寄 れ ば，青と 黄 の 混合 で は，そ れ ぞ れ が よ り緑 に

寄れば，赤 と黄 の 混合で は，そ れ ぞ れ が よ り季登に寄れ

ば，生 じる色 は い っ そ う鮮やか に なる．

　159．色 の 「色調」お よ び 「ニ ュ ア ン ス 」と名付けたす

べ て の 変化，な らび に 相補的な色 の 関係 （補色 関係）を

表すため に，私は次 の 体系を考えた，こ れは，単純 さ

と い う点で 注目する べ きだ と瓜 わ れ る．

　中心 を c とす る 二 つ の 円周 y，y
’
を描 く，図 13（図版 4）

を参照． こ の 二 つ の 円 周 の それ ぞれ を，三 つ の 半 径

じa，cb ，　 cd で 120度の 弧に 3等分する．

　二 つ の 円周 y，y
冒
の 間 に 含まれ る 各半径の 部分を 20

13tab ［c．表．色 とその 表 記 を配列 した表 の こ と，

14　echei ］e，目盛，ゲ
ージ、上 記 と ほぼ 同義．

15　 cercle 　des　collleurs ．色彩環．色相環な ど，

16　chromat 〔］metre ．プ リ ズ 2・を通 した 光 に 含 まれ る 黒帯 の 幅に 基 づ き，色 を 測 定 す る装 置．画 家で あ り科 学者で あ っ た J己 mcs 　So“
・
erby （英）

　 に よ っ て 19世紀初頭 に 考案さ れ た，シ ュ ヴ ル ール も独 自に 測色 計 を作成 した こ と が 知 られ て い る．

17　tableaux　chromat 〔）metrique ．不 明，上 記 ク ロ マ ト メ ー
タ
ー

の こ とか，

匚 一 」 49 ［一 　一 ．｝ 　 I
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分割し，赤，黄，青の 色調 に 柑当させ る，

　160，こ れ ら三 つ の 色階 の それぞれ に は，純度の 点

で 色階 の 色 を代表す る 色調が存在す る，こ れが，「こ

の 色階 の 基 準色調」で あ る．基準 とな る 色 （純色 ）を反

射する色材で 完全 に覆わ れ た 1学位の 表面 s を想定 し，

こ の 面上 の こ の 色材 の 量 を 1とする．基準色調よ り数

の 大 きい 色 調 で は，基準色 に 黒 が 加え ら れ．色調 の 番

号とともに黒の 量は増加する．基準色調 より数 の 小 さ

い 色調 で は ，基準色 に 白が加 え られ，色調 の 番 号が 小

さ くな る ほ ど白の 量 は 増加する．

　赤の 色階 の 色調 15を基準色調 と すれば 黄 の 色階 の

基準色調は そ れ よ り小さ い 番号とな り，青の色階 の 基

準色調は そ れ よ り大 きい 番号 と な る ．こ れ は，色 の 明

るさある い は鮮やか さの 違 い に 起因する．Is

　161．120度の 弧を そ れ ぞ れ 60度 に 2分割 し，そ の 半

径 を前述 の よ うに y を起 点 として 20分割 す ると，橙，

緑，紫 の 色階 の それぞれ 20の 色調 とな る．そ れ ぞ れ の

直径の 両端に位置する色は，相互 に補色 とな る こ とを

指摘 し て お く．

　60度 の 弧 を さ らに 30度 に 分割 し，そ の 半径上 に 20

の 色調を もつ 色階を作る こ とが で きる．こ れ らを，赤

橙，橙黄，黄緑，緑青，青紫，紫赤 と呼 ぶ ．

　それぞ れ の 弧 を，た とえば 5分割すれ ば，五 つ の 半

径が で きT そ の 半径 を，円周 y を起点 と して 20分割す

る と，新た に 60 の 色階 が で きる ，

162．

　a．赤

第 1の 赤

第 2の 赤

第3の赤

第 4の 赤

第5の 赤

赤か ら 始 め て．次 の よ うに表す．

　 e．黄

第 1の 黄

第 2の 黄

第 3の 黄

第 4の 黄

第 5の 黄

i．青

第 1の青

第 2の 青

第 3の 青

第 4の 青

第 5の 青

第 4の 赤橙　　第 4の 黄緑 　　 第 4の 青紫

第5の 赤橙　　第 5 の 黄緑　　第5の 青紫

　c．橙

第 1の 橙

第 2の 桍

第3の橙

第 4の 橙

第 5の 橙

　9．緑

第1の緑

第 2の 緑

第 3の緑

第 4 の 緑

第 5の 緑

　L紫

第 1の紫

第 2の 紫

第3の紫

第 4の 紫

第 5の 紫

　d．桍黄　　　 h．緑青　　　 m ．紫赤

第 1の 橙 黄　　第 1の緑青　　第1の紫赤

第2の 橙黄　　第 2の 緑青　　第 2の 紫赤

第 3の 桍黄　　第 3の 緑青　　第 3の 紫赤

第4の橙黄　　第4の緑青　　第4の紫赤

第 5 の 橙黄　　第 5の 緑青　　第5の 紫赤

　私は こ の命名法をま っ た く重要視し て い ない ．こ れ

は t 上 述 の 72色階 を 識別す る た め の 最 も簡単な方法 と

して，提示 しただけで ある．上 述 の 色 階 の 問に望 むだ

けの 色 階 を挿入すれ ば，数を無限に増や す こ とが で き

る．

　163，さ て ，円盤上 の 色階 の 各色（清色）を濁 らせ る

変化を．純黒 に 至 る まで 漸増す る 黒 の 量 で ，表す こ と

に しよう．

　そ の た め に，円 と 同 じ長 さ の 半径を も ち，円 の 中 心

に お い て 円 に垂直な軸の まわ りに回転 で きるように配

置 された四分円を想定する．こ の 四分円を，

　1°　円周y，y
’
と同 じ半径を もつ 同心 の 二 つ の 弧y ，　y

’

（同 じ文字で 表す）t お よ び

　2
°
　番号 L2 ，3，4，5，6，7，8，9，10の 半径で，

分割する．

　各半径上 を20分割し．円 Lの 色階の 各色調に対応す

る 20の 色 調を表す よ うにする．

b．赤橙

第 1の 赤橙

第2の 赤橙

第3の 赤橙

　f，黄緑

第 1の 黄緑

第 2の 黄緑

第 3の 黄緑

　 k．青紫

第 1の 青紫

第 2の 青紫

第 3の 青紫

　164．10番目の 半径 は，某 準黒
lv

の 減少 を含む （黒か

ら 白に 至 る 無彩軸 を表す ）もの とす る，基 準黒 は，四

分円 を軸 の 周 りに 回転さ せ て作 ら れ る半球を も覆う．

こ の 黒 は，（無彩 軸にお い て ，）徐 々 に 減少 し増加する

18　基 準色 調 が 色 相 に よ り変 る と い うこ の 考 え 方 は，シュ ヴ ル ール の 1861 年 の ？書 「色 の 定義 と 命名」で は，基準色 調は 色相 に よ らず常 に

　 10〜11 （20色 調 の 中問値）で ある，とい うよ うに 変更 され る ．

19 　noir 　 normaL 基準 と な る 黒、純黒．

．
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　　　　　　　　　　　　 図版 4 （図 13）

≠昧型色体系の 円面　左 下四十分 に濁色色 階を 表す 四 分円か 折 り畳 まれて い る

　 その 右端 が円面 にの D付 けされて いて 　立て 起 こ すと下図の ようにな る

　 円の 中心 o か らの各半径上て 　円周 yと円周 y の 間かi20 等分 されてい る

　　　　　図版 4 の 写真

四 分円を 円面上 に立てた半 球型 色 体系
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白と 混合 し，基準灰
20

の 20色調を構成 し，色調 1 よ り

下 に位置する 白で 無 くな る．四分円 の 半径 L2，3，4，5，

6，7，8，9上 に 位置す る各色階 の 基準色調は，円に含ま

れ る任意 の 色 階 の 色 と黒 との 混合か らなる もの とす

る．たとえば，赤 の 色階では．こ の 色階 の 基準色 調 15

の 色 は，1す なわ ち 1〔レ10の 赤 で 覆 われ た色面 の 色と黒

との 混合 で 表 され る．21 すなわち，

四分円 の 第 1色階 の 色調 15 ＝ 9／10の 赤 ＋ レ1  の 黒，

1几1分円 の第 2色階の 色調 15＝8f’10の 赤 ＋ 2fl｛｝の 黒．

四分円 の 第 3色階 の 色調 15＝7
，

ilO
の 赤 ＋ 3Ao の 黒，

四 分円 の 第 4色 階 の 色調 15 ＝6／10 の 赤 ＋ 4／10の 黒，

四 分円 の第 5色階 の 色調 15＝5／10の 赤 ＋ 5／10の 黒t

四 分 円の 第 6色階 の 色調 15＝4／loの 赤 ＋ 6AO の 黒，

四分 円の 第 7色階 の 色調 15；3／10 の 赤 ＋ 7／10の 黒，

四分円の 第 8色階の 色調 15＝2flOの 赤 ＋ 8Ao の 黒 T

四分 円の 第 9色階 の 色調 15亟レ IO の 赤 ＋ 9／10の 黒，

　もち ろ ん，こ の 比率は 視覚上 の 混合 の 効果 を表し て

お り，赤や 黒 の 色材の 量 の 比率 で は な い ．

　 165，こ の こ とか ら 以 ドが分か る、

　1°　純色と黒か らな る （四 分円上 の 各色 階 の）色調 15

は，白 に よ り
一
ドげ（明る くし），黒に よ り Lげ る（暗 く

す る ）こ と に よ り20色調 か ら な る 色階 を構成する，こ

の 色階 は，基準黒 の 色 階 （無彩 軸）に 近 づ くほ ど濁 る．

　2
°
　四分円を円の 中心軸 の 回 りに動か す こ とによ

り，赤 お よ び そ れ 以 外 の す べ て の ，黒 で くす ませ た色

階を表すこ とが で きる．こ の 濁色 の 色 階 は等歩度で あ

り，そ の 各色調 も等歩度 に構成 され る．

　3°

すべ て の 色 は，清色か ら な る 円を底面 に もつ 半

球に収め ら れ，中心軸，黒，お よび中間 の 空 間は，清

色を種 々 の 比率 の 黒 で くすませ た色か ら な る．

　 166．い ま述 べ た ばか りの 半球型 体系 に話 を戻 し，

清色を白で 薄 く し た り黒 で 濃く し た りす る 変化，清色

どうしの混合に よ る ニ ュ ア ン ス の 変化．お よび清色 を

濁 らせ る 変化 を想像するため の，半球型体系 の 利 点を

考察す る．そ の あ とで，色材を 用 い て 半球型体系を実

現する こ とが で きる かを検討す る，

　 167、半球型休系を確立する た め に，以 下 を仮定 した．

　1°　円面に含 まれ る 各色階 の 某準 色調 は，「視覚 的

に」可能 な限 り純粋 で あ る．

　2°　す べ て の 色 階 で，同
一番 号の 色調 は

， 清色 で あ

れ濁色で あれ，「視覚的に」同 じ高 さ（暗 さ）で あ る，

　3e　連続 する 三 つ の 色階か ら三 つ の 同
一番弓

’
の 色調

を取 り出す と，中間 の 色 階 の 色調 は 両側 の 色 階 の 色調

の 平均で あ る．

　 こ の 結果，
一

つ の清色の 基準色調か らの 変化 を，容

易に説明する こ とが で きる．

　 168．こ れらの 変化 は以 ドの よ うになる．

　／
°

「清色がそ の 色階か ら外 れない 変化．」

　 こ の 場合．変化 は 円の 半径方向に あ り，基準色調か

ら中心 に 向か っ て 白を 増 し，基準 色調 か らIJ亅周 に 向

か っ て 黒 を増 す．

　2°「清色 が 黒を増 しそ の 色 階か ら外れ る 変化 ．」

　 こ の 場合，円 に 垂 直 な 四 分 円 に 含 まれ る 種 々 の 色 階

の 基準色調 は，四分円 と接す る 円 の 清色 の 基準色調を

起点 とす る ．清色 の 基準色調 は，単位 面 s を覆 う学．位

量 の 色材か ら生 じ，四分円 の 基準色調 は，黒 と単位量

の色材の
一

部 の 混合 か ら生 じる，こ れ らの 混合は 各単

位 面 s を覆う濁色を構成 し，清色の 基準色調 と同 じ高

さ（暗さ）に位置する．濁色の 基準色調 に お け る色材 の

景は，こ の 色調 が属す る （濁色 の ）色 階が 半球 の 垂直軸

に 近 づ くほ ど少 な くな る，

　 さ ら に，四 分 円 の 色階 の 各基準色 調 は，円 の 色階

の 基準色調 と同 じよ うに 変化 し，中心 に 近 づ くほ ど自

を増 し，円周 に 近づ く ほ ど 黒 を 増す，

　3e 「清色 に他 の もう一
つ の 清色 を加 え る こ とに よ る

変化．」

　 こ の 場合 t 加 え る 色 の 量 が 少な い ほ ど元 の 色に 近 い

ニ ュ ァ ン ス を生 じる．

　こ の 変化 は，色調の 番号を保持 し，（色相が）回転す

るように 生 じる．

　169．したが っ て，画家や 染色 家が 認 め る よ うに，

三 つ の 原色 しか 存在し な い な ら ば，こ れ らを 2色 ずつ

組み 合 わ せ る こ と に よ り，す べ て の複合清色 が 得 ら れ，

3色ずつ 組 み 合 わせ る こ と に よ り，すべ て の くす ん だ

2〔〕 gris　normai ．基準 とな る灰、色み の な い 灰，無彩 色 の 色 階（無彩 軸）を構成 する．
21　こ の 黒 は，無彩色 の基 準色調 15の 黒 （す なわ ち15〆20の黒 と5／20の 自で で きた灰 ）の 量 と解釈す る ．そ うで ない と，四 分 円 の 第 10色 階

　 の 色 調 15＝0〆10の 赤＋ IO／10の 黒 ＝黒 に な っ て しま う、しか し，シ．L ヴ ル
ー

ル は，本書 の 随所 で 述べ て い る よ うに，半 球の 軸 で あ る

　 照彩 軸 を（白か ら黒 へ 変化 す 御 基準灰 と考えて い るか らで あ る．
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色，すなわ ち濁色が得 られ る．こ の 仮定に 基 づ けば，

半球型体系 に よ りす べ て の 色の 変化を想像で きる こ と

が分か る．

　170．こ の 体系の もう
一

つ の 利点は，画家 染色家

芸術 家に，一
言 で 言うな ら，同時対比 の法則を応 用す

る 芸術家たち に，すべ て の 清色 の 補色 を 示す こ と が で

きる点で ある，なぜ なら，円面 ヒで 直径 の 両端 に位置

す る色 は，互 い に補 色と な る か ら で ある．た とえば，

赤 と緑 黄 と紫．青 と橙 が同
一直径 上 に あ る と分か る

だ けで な く．赤橙 と緑青，樌黄 と青紫，黄緑 と紫 赤，

第 1 の 赤 と第 1 の 緑 な ど，対向位置にあ る 二 つ の 色は

すべ て，互 い に 補色 となる こ とも分かる，

　171，一
つ の 色 に 並 置 した 色 の 補 色が 分 か れ ば ，混

合の 理 論に よ り．並置に よ る色 の 変化 は容易 に決定 さ

れ る．なぜ な ら，こ の 変化 は ，一つ の 色とそ れ に 並置

した色の補色 との 混合 の 結果，生 じ る か ら で あ る，原

色 赤，黄，青の どれ か を，そ の 補色 で はない 二 次色，

橙，緑，紫の どれかと混合 した 結果 を困難 な く決定で

きれ ば，二 つ の T一次色 の 混合結果 も，じつ は そ れ ほ ど

困難な く決定で きる （こ こ で はもち ろ ん，画家 の 使用

す る用語 を使用 して い る［76，本誌，35巻，4号，p．347］）．

そ の 理 由は，つ ぎの 説 明 で 十分 で あ ろ う．補色は そ れ

が混合され る 二 次色 よ りも強 くない の で ，混合 の 結果

は 二 次色か ら原色 の
一

部 を減 じる こ と に よ り与え られ

る．二 次色 の 原色成分 は，補色 と融合 し白を生 じ る，2U

ある い は同 じこ と で ある が，原色成分 を中和する か ら

で あ る，2s

　 以 卜
．
に例 を示す．

　1．橙 が 補色 と し て緑に加え られ る と．（緑 に 含 ま れ

る）青 の
一

部 を巾和 し，そ の 結果（緑 は）青み が減 る，

ある い は螢みが増 える．

　2．橙が補色と して紫に加えられ る と．（紫に含 まれ

る）育 の
一

部 を中和 し，そ の 結果 （紫は）青み が 減る，

ある い は赤み が増え る．

　3．緑 が 補色と し て紫 に加え られ る と，（紫 に 含 まれ

る）赤 の
一

部 を中和 し，そ の 結果 （紫）は 赤 み が減 る t

ある い は青み が増 える．

　青と緑．青 と紫，赤 と紫 の 並 置 か ら導か れ た こ の 3

例は，二 次色 （橙，緑 紫 ）か ら，そ の 色 と並置 した 色

の 原色成分 を減 じる こ とに よ り，さらに容易に説明 で

き る．す なわ ち，

　1．緑か ら青を減 らす と，（緑 は）黄み を増す．

　2．紫 か ら青 を減 らす と，（紫 は）赤み を増す．

　3．紫か ら赤 を減 らす と，（紫は）青 み を増す．

　172．上 記 を 念頭 に 置 き，こ の 体系を 利用 す る に は，

どうすれば良 い の で あ ろ うか．それ は，温 度 を知る の

に温度計を使用する よ うに，こ の体系を共通 の 言語 と

して ，ど こ で も使え る よ う に す る こ とで あ る．

　そこ に到達する ため に は，太 陽 ス ペ ク トル ，偏光，

ニ ュ
ー

トン PUn　L，1，あ る い は何 らか の 方法で 展開した色

か ら不変な典型色 を取 り出し，わ れ わ れ の 色体系 の 円

面 上 に，色材を用 い て 可能 な限 り忠実 に 再現 しなけれ

ばな らない ．主要な色 を再現す る た め に は，色の種類

は ト分 に 多 くな くて は な らな い ．訓練 され た 目に よ っ

て，困難 な く，1司一色階の すべ て の 色調とすべ て の ニ ュ

ァ ン ス を挿人 で きなけ れ ば な ら な い ．さ ら に，こ の よ

うに 構成 した半球型体 系は，自然物体 お よ び わ れ わ れ

の 工 房や化学実験室 で 造っ た物体 の 様 々 な色 を，十分

近似 して 表現 で き る 用語 を 提供 しな け れ ば な ら な い ．

　 173．こ の 節 を終わ る前 に，強調 して お くべ き点 が

あ る．それ はt 「純色 と 見なせ る色」を色材を用い て 再

現で きる か t に つ い て で ある．こ れは，実際 にはまっ

た くあ る い は ほ と ん ど 不 卩∫能で ある こ とを，す で に 述

べ た（7，本誌，35巻，3号，p240 ）、こ の 点で ，私が考え

た 色体系の 実現法 は，赤 の 典型 色 と して カーマ イ ン を，

黄 の 典 型 色 と し て ガ ン ボ ージ
Z5
を，青の 典型色と して

ウル トラ マ リ ン ある い は プル シ ア ン ブ ル
ー

を用 い る他

の 似た体系とは、ま っ た く異 な る．

　純色 を 再現す る 場合 に は，そ れ に 最 も近 い 色 の 色材

を用 い る．わずか に異 な る場合は ，別 の色材を加えて

そ の 差を修正する．修正 に 関 して は ，修 正 す べ き色 と

で きる だけ差 の 少 な い 色 か ら選 ぶ ように．注 意す る．

混合 して も良い 結果 が 得 られ ない 場合に は．円面 ヒの

占め るべ き位置 に そ の 色材 を 置 く．青の 典型 色 を例 に

22　光の 混合 と考 えて る、

23 色 σ と ゐを並置す る と，hの 補色 σ が a に加 わ り視覚 的に 融合す る，　 e は a よ り純 度が低 い ．こ こ で の 混 合 は視覚 的混合 を指す，段落18（本

　 誌．Vol．35，　No．3、　p．243）を参照．

24　amleau 　cokor ξ，曲率 半径の 大 きい
’
ド凸 レ ン ズ の 1

冂

1面 をガ ラ ス
’F而上 に 置い た と きに 見 られ る環状 の 1

．
渉縞．

25　gomme 　gutte．雌 黄 〔しお う）．顔 料 となる 黄色の 樹脂．

匚
．
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とっ て み よ う．ウ ル トラ マ リ ン は明 らか に紫寄 りで あ

る．こ の 紫み を中和するため に，橙で は なく緑み を帯

びた黄を加えて み る必要が ある．こ の 混合 に満足 で き

な い 場合は，最上 質の 灰青 26
を試す必 要 が あ る，灰 青

は，青 の 典型色 を正確に表さな い が ， 卜分に 近 く，紫

よ りは緑に寄る．典型色を 再現 で きない ときは，ウ ル

トラ マ リ ン と灰 青を，それ ぞれ青 の ニ ュ ア ン ス を表す

位置 に置 き，青 の 典型色 の 位置は 空 けて お く．

　色材 を芸術の 要素と して 用 い る 芸術 家は，そ れ ぞ れ

の 要素 （色）を，それ らが色立体に占め る べ き位置に置

くこ とに よ っ て の み，良い 解決策を得 る こ とが で きる

こ と は 疑 い ない ．

　 半球型色体系の利点を要約 しよう．

　 1°「半球型色体系は，色の 混 合か ら生 じ る あ ら ゆ る

色 の 変化 を表す，」

　 た とえば 以 下が分か る．

　 （a）なぜ ，任意 の 色の 色調 が ．白 に よ り弱 め ら れ 黒

に よ り強め られ，そ の 色 階の 外に出る こ とな く無数 の

色を牛 じる の か ．私 が 無数 と述 べ た 理 巾は ，色調 1 か

ら色調 20の 間 に，望む だ け の 色調 を挿入す る こ とが で

きるか らで あ る．

　 （b）な ぜ ，
一

方 の 清 色 が 他方 の 清色 に よ り変化 し，

無数の ニ ュ ァ ン ス を生 じるの か．なぜ な ら，円上 の 近

接 した 二 つ の ニ ュ ア ン ス の 間に，望む だ けの ニ ュ ア ン

ス を挿 人す る こ とが で き る か らで あ る．

　 （c ）なぜ ，清色 の 基準色調 は，単位面 を覆 う1の 量

で表され ，濁色色階 の 基準色調の 起点 とな る の か．濁

色色階 の 基 準色調 は．黒 と ユよ り少な い 量 の 色材 の 混

合で 表さ れ ．単位面 s を覆い t それが属する清色色階

の 基準色調 と同 じ番 号を もつ ．清色色階 の 基 準色調 を

起点 と し，基準黒 （無彩軸）まで の 間に，望 むだけ の 黒

との 混合を挿入 で きる こ とが，分か る．

　半球型体系 に よ りこ の よ う に 示 さ れ た 色 の 変 化 に

よ っ て，色 階 色調，ニ ュ ァ ン ス ，清色，お よび濁色

とい う語 に与えた定義が ，きわ め て 容易に 理解され る．

　2°「半球型色体系 は，すべ て の 色 の 補色を知る手段

を与える．」

　な ぜ な ら，直径 の 両端 に 示 され た色名は，相互 に 補

色を示 して い るか らで ある．

　例を示す．

　（a ）青 と黄 の 並置 の 場合 ；直径 の
一

方 の 端 に青 とい

う語があれば，反対 の 端 に は燈 とい う語が ある．こ れ

に よ り，青は 黄 に 橙 み を与え る で あ ろ う．そ して ．直

径の 一一方に端に黄と い う語があれば，反対 の 端 に は紫

と い う語が あ る ．こ れ に よ り，黄は青に紫み を与え る

で あ ろ う．

　 （b）緑 と青の 並置 の 場合 ：直径 の
一

方 の 端 に緑 とい

う語があれ ば 他方の 端に は赤 とい う語があ る．こ れ

に よ り，緑は青に赤み を与え る で あ ろ う．そ して，直

径 の
一

方 の 端 に青 とい う語が あれ ば．他方の端に は橙

とい う語があ る．し か し，緑と橙 の 混合 は ど の よ うな

結果を生 じる の か．それ を知 るには，橙 が緑 の 中 に あ

る青 （橙 の 補色）を中和す る こ とを考え れ ば 十分 で あ

る．橙 の影響は，青の すべ て を 中和 す る に は弱すぎ る

の で ，一
部 の 青 を中和 す る に とどま る，結果 と し て ，

青 に 並置 された緑は，実際よ り黄み を増す ように見え

る．

　（c ）緑 と黄 の 並置 ： 緑 に よ り黄 は赤 み を帯び，橙寄

りに な り，そ して ，黄 の 補色で あ る紫に よ り緑 の 中 の

黄が 中和され ，緑は青み が 増すよ うに，あ る い は黄 み

が 減る よ うに見 える．

　3
°

「こ の 体系 の 第 3の利点で あ り，普通 の 色体系 と

異な る点は，上記 P ，2°の 利 点を，色 体系に彩色す る

こ となく提示 で きる こ とで あ る．」

　つ ま り，こ の体系は，彩色 し て 実現 す る 際 に 生 じる

か も しれ ない 困難さ と無関係 に，利便性 を有 して い る．

　4°「こ の 体系 の 第 4 の 利点 は，とくに ゴ プ ラ ン の タ

ペ ス トリ
ー

制作者 の ような，目に 見え る大きさの 色材

を用 い るすべ て の 芸術家た ちに，彼 らの 扱 う様 々 な色

階 の 色調 間 に 存在す る 数量 的関係を，視覚的に 明 らか

にす る こ とで あ る．」

第 3 節　色彩の調和

　 174．デ ッ サ ン や 色 を もつ 物体の 色以外 の 性質を見

る と きは別として t 目は色を見る喜び を確 か に もっ て

い る．そ れ を 示す 良い 例 は，部屋 の 木造部分に飾 ら れ

た単色 または多色 の 面彩色 の絵で あ り．そ れ は 視覚 に

だけ訴え，画家の 配色の 腕前 に応 じた心地 よさを与え

る．こ の ような状況 で ，視覚器官を介 し色の 絶対的 な

感覚 を通 じて得る喜び は，味覚を介 し心地 よい 風 味 の

絶対的感覚を通 じて 得 る 喜 び と，ま っ た く同じで ある．

　視感覚が絶対的 な方法で われ われ に与え る喜び を説

明する最適 な方法は，わ れ わ れが心地 よい と感 じる色

26cendre 　blue．天 然 で は，ア ズ ラ イ ト（藍銅鉱）か ら採れ る顔料．タ
ー

コ イズに 近い 肯色 を呈 する、
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　 ME シ ュ ヴル
ー

ル ：色彩の 同時対比の法則とその 応用
一

　 　 　 　 1

■

彩 に 関 し，数多 くの 様 々 な状況を見分け る 以外に な い ．

状況 1　 単色を見 る場合

　／75，正常な 目を もつ 人な ら誰で も，赤，橋，黄，緑，

青，紫 な ど の着色 ガ ラ ス を通 して 伝 わ る 色光が， 1 枚

の 白い 紙 に落ち る の を見て．喜びを感 じる．

　同じ感覚は，こ れ らの 色 の どれか 1色に着色さ れ た

紙 を 見 て も生 じ る．

状況 2　同
一色階の 異なる色調を見る場合

　176．自か ら始ま り暗 い 黒で 終わ る 同
一

色 階 の 連続

し た色調を同時 に 見る の は，明 らか に 心地 よ い 感覚で

あ る．と くに，色 調 が等問 li
≒
dで，そ の 数が 18 と か 30

とい うよ うに 十分多い と きは，そ うで ある．

状況 3 　近隣色 階に属 す る 異 な る 色 の ，対比 に従う組

　合せを見る場合

　 177．多少 と も近隣の色階に属する様 々 な色 を同時

に見る の は，心地 よい こ と があ る．し か し．こ の 心地

よ い 効呆を生 む色階 の 組合せはt とて も難 しい ．なぜ

なら，色 階が近 づ くほ ど 色 の
一

つ が 近隣の 色 を妨げ る

だけで は な く，2色が 同時 に相互 に 妨 げ合 うか らで あ

る，し か しなが ら画家 は，こ の ど ち ら か
一

方の 色 を犠

牲 にして くす ませ ，もう
一

方を鮮や か に す る と い う解

決策 を導 く．

カテゴ リ 1　 類似の調和

　lL
’
「〔
・・

つ の ）色階 に おけ る（類似の ）調和」は，同じ

色 階 で 比 較的近 い 色調の 色 を 同時 に 見 る と きに生 じ

る，

　2°「ニ ュ ァ ン ス （近 隣色 階）にお け る （類似 の ）調和」

は，近隣 の 色階 に 属 し．高さ （暗さ）が 同 じか近 い 色調

の 色 を同峙 に 見 る と きに 生 じ る．

　3°「ド ミナ ン トな色光 に よる（類似 の ）調和 」は，対
．

比 の 法則 に従 っ て組 み合 わ され た種 々 の 色 を，わ ずか

に 色 の付い た ガ ラ ス を通 して 見 る と きの よ うに，そ の

うちの
一

つ の 色が優勢（ド ミナ ン ト）なときに 生 じる．

カテゴリ 2 　対比 の 調和

　1n 「（一つ の ）色階 に お け る対比 の調和」は．同 じ色

階 の か な り離れ た色 調 の 2 色を同時 に 見 る と き に 生 じ

る．

　2D 「ニ ュ ア ン ス （近 隣色階）におけ る対比 の調和」は，

近隣 の 色階 に 属 し，高さ （暗 さ）の 異 な る 2色 を 同時 に

見 る ときに 生 じる．

　3s 「色柑の 対比 の 調和 」は．対比 の 法則 に従 っ て組

み 合わ さ れ ．か な り離 れ た 色階 に 属す る 色 を 同時 に 見

る と きに 生 じ る．並置され る 色調 の 高 さ（暗 さ）の 違 い

は，色 の 対比 をさらに増す こ と がある．

　　　　　　　　　　　　　　　　　 （次号に続 く）

状況 4 　かな り離れ た 色階 に 属 す るかな り異 な る色

　の，対比に従 う組合せを見る場合

　178．補色 どうし，あ るい は補色 で はな い が非常 に

異な る 2色 の 配色 を見る の は，明 らか に 心地 よ い 感覚

で あ る，

状況 5　比較的上手に組み合わされた種々の 色を，わ

　ずかに色の付いたガラスを通して見る場合

　179．対比 の 法則に従 っ て 比較的 上 手に 組 み合わ さ

れ た 色を．それ ほ ど濃 くな い 着色 ガ ラ ス を通 して 見る

と，すべ て の 色が ガ ラ ス 固有の 色に 染まり，魅力的な

光景 を 与 え る．こ の 魅 ノJは，同 じ色階 の 色調に よ り生

じる魅力 と，比較的 上 手に組み 合わ された種 々 の 色 に

よ り生 じる 魅力 との 問に位置す る，ガ ラ ス の 色 が 濃す

ぎる と きは，物体は ガ ラ ス 固有 の 色 に 見え て し まう．

　180．こ の こ とか ら，六 つ の 異 な る色彩調和があ り，

「 つ の カ テ ゴ リ に含 まれる，と結論 され る．
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