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　今回 の 2011年度版色彩科学ハ ン ドブ ッ ク と旧版 の 変

遷 を私 が 主査 を務め た「色 の 心理」と「混色」に つ い て ど

こ が変 わ っ て，ど こ が 変 わ ら なか っ たかを中心 に して ，

変わ っ た内容 は，出来 るだ けそ の変わ っ た の は何故か

の 個人的な見解を含め て 概説する．さ ら に，今 回の 版

で は どの ような新 しい 内容が加え られ て い る の か を簡

ipに解説する．1962年度版 の 色彩科学 ハ ン ドブ ッ ク は

現在 で はほ ぼ 見 る こ とが で きない と思われる の で ．で

きる だけ，そ の 版 に つ い て は記述 を丁寧 に する．

1．色の 心理

　南江 堂 か ら 現在まで の 4版 で章 の 題 名，各章の 節 の

題名を
一

覧表に した の が「表 1 各版 で の 色 の 心理 の 章

と節 の 題 名」で あ る．

　色 の 心理 に関 して の変遷で 注目さ れ る こ とは，色覚

理論の扱 い で ある，1962 年度版 に は 色 覚理 論 は 「色 の

心理学」に は含 まれ て い ない で ，「色 の 生理学 」の 章に

含 まれ て い た．1980年度版で は色の 心 理 の 章が「色 の

心理 学 と色覚説」に 変わ り，色覚理論 が色 の 心 埋 と
一

緒 に な っ た．次 の ，］998年度版 で は「色覚 モ デ ル，色

の 見え モ デ ル 」の 題名で 独立 し た章に な り，新 し く研

究 が 開始 された色 の 見えに 関する モ デ ル が新た に加え

られ た、こ れ は今回 の 版 に も同 じ考 え方 とな っ て い る．

こ の 4版が出版 され た 50年の 問で 色覚理論に 関す る研

究 が 大 き く変わ り，色覚理論の 研究が ほ ぼ終了し，新

た な問題 と し て，色の 見えの 研究が ク ロ
ーズ ア ッ プ さ

れ て きて い る と の 研 究 の 流 れ を表 し て い る．

　色 の 心 理 で 章立 て と して 変 わ っ て い る 分野 が 、色

の 感覚や知覚を定量化する方法に 関す る箇所で あ る．

19．　62年は「色 の 心理」の 章の 中 で ，「色 の 三 属性 と感 覚

の 尺度化」の 節で 扱われ て い る．そ の 内容は．感覚の

尺 度化 に関す る基本的 な考え方と ウ ェ
ーバ ー ・フ ・〔 ヒ

ナ ー
の 法則 だけが簡単 に 述 べ られ て い る だけで ある．

こ れ が，1980年と 1998年度版 で は「色彩 科学 に お け る

心理物理 的方法」と して 独立 し た章に な っ て い る．こ

の 章で の 特徴 は，CIE の XYZ シ ス テ ム の 基礎デ ー

タ を作 り出す等 色 実験 に使用 さ れ る マ ッ チ ン グ法とそ

の 測定法．さらに色彩学 で 多く使用 され る閾値 とそ の

測定法，感覚尺度の 構成法，MDS （multidimensional

sca ！ing）と SD 法〔Scmantjc 　differential　technique ）を

説明 して い る多次元 で の 尺度構 1友法か ら構成さ れ て い

る．

　今回 の 版 で は色 の 感覚や 知覚 の 定量化 の 方 法 は ，

1962年度版と同じ「色 の 心理」に含 め た．さ らに，内容

も心理学 で の 定量化の 方法 に 合わせ て ．精神物理 学的

測 定法，尺度構成法t 多次元 で の尺度構成法に大 きく

分けて，基本的な方法 を概説 した，新 しい 試み として，

心理実験 を行 う際の 留意点を新た な節 として 設 けた ．

　色 とは測色 に於 い て は，大きさも形もな い 独立 した

概念 で あ る が，色彩知覚で は多 くの 要因 が 関係 し，物

理的刺激が同 じで も，同じに知覚され るとは限 らな い

の で ，そ れ に影響 を与 える要 因が古 くか ら研究 され て

きた，こ の 色彩知覚に 関して は，1962年 度版 で は 色彩

知覚に 影響 を与える要因が 充分に 整理 され て い なか っ

たが，1980年度版以降 で は，厂色覚 の 時間空 間的特性

と 色覚 の 相互作川」，「色 覚 の 現 象的特性」の 節 を設け

て ，整理 されて い る．こ の 分類は取 り上 げ る項 目は

異な る が，それ 以降の 版 で も踏襲され て い る．今回の

版 で 色彩知覚に影響を与え る 要 因 の 特徴 は，「色彩知

覚 に与 える時間的要因」と「色彩知覚に与え る 空間的要

因」の 節に分け詳細 に 記述 して あ る．さ ら に，「色彩知

覚 に 与え る加齢の 影響」を新たな節 として 設け た．

　「色覚の 現象的特性 」は色彩知覚に影響を与え る要因

の 時間的及 び空間的要因以外 の 現象を扱 っ て い る が ，

こ こ で 取 り上 げ る 項 目 もや や 異な る．1962年度版 も含

め て すべ て の 版で 取 り ヒげて い る現象 は色の 現れ方で

あ る．こ の 色 の 現 れ 方と の 表現 は カ ッ ッ が 初め提唱 し

た表現で あ るが，現在で はあ ま り使用 され な い で，色

の 見えの モ ード との カ ッ ツ の 英語版 で の 表現が 多く使

用 されて い る．今回 の 版で もこ の 色 の 見え の モ
ー

ドと
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の 表現が 使用 され て い る．

　今回 の 版 で 取 り上 げ て い な い が，前の 2版 で取 り上

げて い る項 日が有彩色照明下 で の 色 の 見 え で あ る．こ

の 内容に は ゲ ーテ の 色陰現象（colored 　shadow の 日本

語訳 で あ る の で 色 影現象 と表記 した方が 良い と思わ

れ る が ，こ の色陰現象が
一

般 的 で あ る），ヘ ル ソ ン
ー

ジ ャ ッ ド効果，ラ ン ドの 2色 法が含まれ る，ヘ ル ソ ン

ージ ャ ッ ド効果に 関 して は，1962年度版 に は色彩恒常

の 節 で ヘ ル ソ ン の 1938年の 実験 に は 触れ て い る が．こ

れ は色彩恒 常 の 説明 と して で あ り，色陰現象 として

で は ない ．ゲ ーテ の 色 陰現象を実験 的 に 検討 した の が

1938年の ヘ ル ソ ン の 実験 で あ りt
こ の 実験 に ジ ャ ッ ド

が協力して い る の で ヘ ル ソ ン
ージ ャ ッ ド効呆 と呼ば れ

て い る．1980年度版 と／998年度版で は有彩色 照明 F

で の 色 の 見 えとして，ラ ン ドの 二 色法を取 り上げて い

る．1998年度版で は ラ ン ドの 二 色法はゲ
ー

テ 現象に類

する 近年の 話題 で ある として い る．しか し， こ の赤色

フ ィ ル ターを 通 し て 投影さ れ た画像 に赤と緑以外 の 色

が知覚 され る こ と か ら．ゲ ーテ現象とは異 なる説明が

必要で は な い か と考え る ．

　 こ れ ら有彩色照明 ドで の 色 の 見 え に 関 して は，ま だ

完全 な説明が出来て い な い の で，今回の 版 で 取 り上げ

ら れ て い な い こ と は残 念 で あ り，今後十分 に研 究の 対

象にな る もの で あろ うと考える．

　 今回 の 版 で 色 の 見 えと して新 しく取 り入れ られ た節

と し て は 「色彩知覚 の 応用」があ り，その 節で は カ テ ゴ

リ か ル 色知覚の 応用，個人 の 等色 関数 の 応用，色の 見

え の モ
ー

ドの 応用が取 り入 れ ら れ て，今 まで に ない 新

し い 視点が 盛 り込まれ て い る ．

　 色 の 心理 に初め含まれ て い た項 目が，他 の 章 に移 っ

た 項目が 色 の 誘 目性 で あ る．1962年度版 で は 「色 と心

理」だ け に扱わ れ て い た の が，1980年度版 で は 「色の 心

理学 と色 覚説」の 章 と「信号 ・標識の 色」の 両 方 で 扱 っ

て い る が，1998年度版 と 今 回 の 版 で は 「信号 ・標識 の

色」の 章だ けで 扱われ て い る．こ れ は心理 的現象で あ

る 誘 目性 が，初 め基礎的な研究か らス タートし て．次

に 応用研 究 として の 側 面が 強 くな っ た こ とを反映 して

い る．

　 その 節 で 扱 っ て い る内容に 大 きな変化 はない が，そ

の 節 の 題 名が 版毎 に 変わ っ た の が，1962年度版で の 「距

離，大 きさ．重 さ，温度な どの 判断 にお よ ぼす色彩の

影響」で あ る ．1980年 度版 で は「色 覚 の 感覚 属性 間効

果⊥ 1998年度版 で は「色 の 属性間効果と様相間効果⊥

2011年 度版 で は「色彩 の 持つ 効果」に 変 わっ た．節 の 題

名が 直接的 な項 目を表す もの か ら，抽象的表題 とな り，

心理学 の 研 究者以外 の こ の 分野に 初 め て 接 す る 人 に は

非常に 分 か り難 い 表現 と は な っ て い る．こ の 節で 扱 っ

て い る内容は ，色彩が ただ赤や 青 だけで はな く，他 の

感覚や 知覚に影響 を与 えるため に，色彩が 多 くの 分野

で使用 さ れ て い る 理 由 で あ る が，それが何故そ の よ う

な効果 を持つ の か の科学的説明に 関して は，ど こ に も

明確な説明が され て い な い の が 現状 で あ り，こ の 点 は

今後の 問題 と して 残 っ て い る．今回の 版 では，こ れ に

関して，記憶 の ネ ッ トワ
ーク構造を使 っ て 色彩の 効 果

を説明す る モ デ ル は提条されて い る ．

　「色の 心理」で 初め の 1962年の 版 で取 り上げたが，そ

の後取 り上 げない か，扱 い が少 な くな っ た項目 に共感

覚が あ る，1962年度版 で は 音を聞 くと色が見える 色聴

に 関 して ，比 較的詳 しく記述 さ れ て い た が．次 の 2版

で は 全 く共感覚に関する 記述が され て い ない ．最近，

共感覚に 関す る 著書 が 幾 つ か 出版さ れ，研 究者が再 び

注目 し て い る の で 今 回の 版 で は，非常に少な い が 記述

は して あ る．た だ，共感覚は 共感覚を持 っ て い る 人 で r

あ る 音 を聞 い た 時 に 見える色や ，特定の ア ル フ ァ ベ ッ

トに 見 え る色 の 個 人差が非常 に 大 き く．．一・
般 的 な法則

を作 る こ と が 難し い の で 科学的 な扱 い がやや困難 で あ

る．た だ ，こ の 現象 の 研究の 初期に は，科 学的な扱 い

が 出来ない た め，こ の 現象 の 存在す ら疑うこ とが あっ

た が，現 在 で は 科学 の 対象に 成 りう る現 象 で あ る と考

え られ て い る，た だ ，共 感覚 と黄色 い 声の よ うな比

喩的な表現とを明確に 区別 して．後者 を共感覚的 なイ

メ
ージ と 記述 す る 必 要 が あ る，

　最初 の 版か ら必 ず取 り扱わ れ て い る項 目に 色 の 記憶

が ある，色 の 記憶は，あ る 色刺激 を 記憶 した とき に そ

の 記憶が どの 程度【E確で あ る の か．またそれ は色相 に

依存する の かが研 究 され て い る．こ の 色 を記憶す る こ

と を色記憶（color 　melnory ）と呼 ぶ ．一
方，空色や 肌色

の よ うに そ の 物 に 付随 し た．測色 的な色 と は 異 な っ て

い る が，比較的多 くの 人が共 有し て い る 色 を記憶色

（memory 　color ）と呼ぶ ．今回の 版で は，色記憶に 関 し

て 脳科 学 と記憶 モ デ ル の 最新 の 知見 で の 説明が な さ れ

て い る．

　色 の 心理 で 版 に より扱 わ れ方が 比較的異な る 項 目が

色彩 を臨床心理 で は どの よ うに扱われ るかに関す る 内

容で あ る，1962 年度版 で は「色 と性格」の 節があ り，そ

の 中で ，大項 日と して 形 よ り色 に ひ きつ け ら れ る者、

個 々 の 色 と性格 の 関係 （こ の 大項 目に は色 の 好み と性

格 色彩象徴テ ス トに お け る 色 と性格 描画 に おける
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匚＝＝一 色彩学会誌 第 36 巻 第 2号 （2・1頭 「

性格 の 小項 目が 含 ま れ る），「心 理療法 と し て の 色彩療

法」の 節 で は大項 目 と して 色彩療法 の 歴 史，色彩療法

と色彩調節．心理療法 として の 色彩療法色が取 り ヒげ

ら れ て い た．1980年度版で は 「色 の 心理的特性」の 節に

色 の 感情効呆 の 大項 目があ り，そ の 中 で 色彩象徴性検

査 とカ ラ
ーピ ラ ミ ッ ド ・テ ス ト，ロ ール シ ャ ッ ハ ・テ

ス トが取 り上 げ ら れ て い る，ユ998年度版で は「色 の 認

知的情動的特性」の 節 に 大項 目として 色 の 感情効果 が

あ り，その 大 項 目 の な か に，感情効果 の 発達，感覚 と

感 1青，セ マ ン テ ィ ッ ク ・デ ィ フ ァ レ ン シ ャ ル 法，色彩

と人格が あり，色彩と心身の 関係の 大項日 に は色彩環

境 の 生理心理的効果．心 身状態 と色彩反応，児童画 に

おける色診断が取 り上げられ て い る．今回 の 版で は「色

彩 の もつ 効果 」の 節に色彩 の 臨床心理検査 の 大項 目が

あ り，こ の 中で ロ
ー

ル シ ャ ッ ハ ・テ ス ト．カ ラ
ーピ ラ

ミ ッ ド ・テ ス ト，色彩象徴性検査が取 り上 げられて お

り，1980年度版 に似 て い る ，こ の 色彩 の 効果 に つ い て

は 世間
一

般 か らの 興味が寄せ ら れ て い る が，そ の 効果

に つ い て は科・学的検証が充分に され て い ない ，しか し，

こ の 効果 が 全 く無 い と断定す る こ と は で き な い し，最

近注 目され て い る科学 と疑似科学 との 問題 と して も今

後扱 い が注 目さ れ る ．

2，混色

　南江堂 か ら現在まで の 4版 で 章の 題名，各章 の 節 の

題名 を
一・

覧表 に し た の が 「表 2　各版 で の混色 の 章 と節

の 題名」で ある．

　混色に 関 して の変遷は，1962年の南江堂 の 版で は，

CIE の 表色 系 の 基礎 原理 で あ る グ ラ ス マ ン の 法則 か

ら初 め，さ らに 混色 を加 法，減法混色，原色 と混色の

結 果につ い て説明が され て い る．こ の構成は後の 版で

もほ ぼ 変 わ らない が，1980 年度版 で は加法混色に 関す

る実験的検証 と して ，等色不変則の 成立する場合 と成

立 しな い 場合 を説明 し，さらに輝 度 の 加法性が成 立 し

な い こ とが 説 明 して あ る．こ の 記述 は こ の 版 だけで あ

る，1998年 度版で「混色と色合 わ せ 」と題 名が 変わ りt

混色の ⊥ 業的応用で あ る 目的 の 色 を作 り出す色合 わ せ

が 加わ っ た．さ らに こ の 版で は条件等色 に 閾する メ タ

メ リ ズ ム 指数が取 り上げ られた．今回 の 2011年度版で

は，色合わ せ は コ ン ピ ュ タ ・カ ラーマ ッ チ ン グ を中心

と し た「調色 」との 独立 した章に な り，条件等 色は光源

の 演色性評価 の 章に移 され た．こ れ は T 初め 基礎的な

現 象と し て 研 究 さ れ た内容 が ，あ る 成果が得 られ た の

で，工 業的な応用 に重 きが置か れ た た め で ある．

　今回の 版 の 特徴 として ，混色 に 関す る歴史的な展開

が 解 説さ れ て い る．さ ら に，従来 は 加法混色 を実現す

る 手段 の
一

つ と して書か れ て い た，視覚の 空 間的解像

表 1　各版 で の色 の 心理 の章と節 の題名

1962 年度 版 1980 年度版 1998 年度版 2011 年度版

第7 章　色 の 心 理 第 IO 章　色彩科学 にお ける 心 第 8 章　 色彩科学 に お け る 心理 第 9章　 色の 心理

知覚 的 な現 れ 方に に よ る色 の 分 理 物的 方法、 物理 学 的 方法 心理学 的測定法

類 マ ッ チ ン グ法 とその 測定 マ ッ チ ン グ 法と そ の 測 定 精神物理 学的測 定法

色 の 一∈属性 と感覚の 尺度化 閾値 とそ の 測定 法 閾値 とその 測定法 尺度構 成法

色 感覚の 基礎 的性質 感覚尺度 感覚 尺度 心理 実験 を行 う際の 留意点

視 知覚に お け る イ ン ダ ク シ ョ ン 実 験 の 文脈 と個 人差 実 験 の 文脈 と個 人 差 多次 元 で の 尺 度構 成

感覚時 間と残像 SD 法 SD 法 色 の 知覚 と認知

カ ラ
ー

フ リッ カ
ー

第 11 章　色 の 心理学 と色覚説 第 9章　色の 心 理学 色彩 知覚 に与 える 時 間的影響

対 比効果 色 表示系 と仏覚 の 基本的諸 次元 色 の 心理的属性 次元 色彩 知覚 に 与える 空間的影響

色 彩 恒常 色覚の 時 間空 間 的 特性 色覚 の 時 間 空 間 的 特性 色彩 知覚 に 与える 加齢の 影響

順 応 色覚の 相互 作用 色 の 相互 作用 色彩 知覚の 現 象論的特徴

距 離、大 きさ、重 さ、温 度 な ど 色覚の 現象 的特 性 色 の 現象的特性 色彩 知覚の 応 用

の 判断 に お よぼ す色彩 の 影響 色覚の 感覚属性 間効果 色 の 属性 間効果 と様相 問効 果 色彩 の 持つ 効 果

両眼 融合 と両 眼 交替 色の 心理 的特性 色 の 認 知的情動 的特性 色彩 嗜好

色 の 誘 目性 心理学 的色覚 モ デ ル 色彩 嗜好 と 文化 色 の 記憶

色 と記憶 色彩 と臨床心理検 査

共感覚

色 と 感情

色 と好 み

色 と性格

心理 療 法 と して の 色 彩療 法
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力以下 の 刺激を提示する 空間的混色 と，視覚 の 時間的

解像力以下 の 刺激 を提示す る時間的混色 を中 間混色と

し て 独 立 させ た，こ の 中間混色 との 言葉 は，故富江が

1969年度初版 の 感覚 ・知覚心理学ハ ン ドブ ッ ク （誠信

書房）で初め て 使われ た用 語で あ る．英語 に は加 法混

色 と 減法混色は あ る が ，中間混色 との 言葉は 無 い ．こ

の 理由は．加法混色 の 研究には マ ッ ク ス ウエ ル の 混色

機の よ うに時間的混色 を利用 し た機器が主 に使用 され

て お り，光を同
一

而 に 重ね て 照射 し て 混色 させ る の は

ニ ュ
ートン の 実験以降 で あ る．しか しニ ュ

ー
トン は加

法混色 と減法混色が原理的 に 分 か れ る こ とに は言及 し

て い な い ．こ の 事 実 に 言及 した の はヘ ル ム ホ ル ツ が ，

初 め て で あ る．こ の た め ，加法混色 と中間混色 を分 け

る と の 発想 は なか っ た が，加法混色 が 光 の レベ ル で の

混色で あ り，中間混色 は網膜以降 の 視覚 で の 混色 で あ

る こ とを考える と，加法混色と中間混色を分けて扱う

力が ，理解 し や す い と考え て ，加 法混色 中間混色，

減法混色に 分け て 扱 うこ とと した．富家は加法混色 と

中間混色 の 分離は行 っ たが、そ の 分 離に は 混色が ど こ

で 起 こ る か で 分 類 す る と の 指摘 して い な い が ，今 回の

版 で は 混色が 起 こ る レベ ル と し て 物 理 的な レ ベ ル で 加

法混色を中間混色 と分 けて 扱 う．

　今度 の 版 で 新 し く混色 と し て 扱 っ た内容 に，「混色

に関す る歴 史的展望」で は 「美術と哲学に お け る混色」

と「科学に おけ る混色」の 節 を 設け，混色現象 に 関す る

歴史を展望 して い る，科学に おけ る 混色 で は，多 くの

本で ClE の XYZ シ ス テ ム の 基に なっ た法則に グ ラ

ス マ ン の 法則 の 加法 則 と乗法則 が あ る と書か れ て い る

が ，グ ラ ス マ ン が 初め提案 した もの に は，そ れ は な い

が，後に グ ラ ス マ ン の どの よ うな考え方か ら こ の 法則

が 導き出されたかを説明 して い る．

　さ らに，新 しく設 け た 内容 は，「混色 の 原理 と混色

結果 の 予測」，「色表示 シ ス テ ム で の 混色」があ る．「混

色の原理 と混色結果の 朔則」で は加法混色 で は加法混

色 を三 刺激値 の 和 で 記述 で きる 理 由を 説明 し て あ る の

で ，こ れが理解 で きる と，色覚異常で よ く説明に使用

され る混同色軌跡の 考え方も理解で き る．中間混色 で

は印刷で 使用 され色 彩学 で は あま り馴染 み が な い 網点

而積率と濃度との 関係を示 した マ
ー

レ
ー ・デ

ービ ス の

式，ユ ー
ル ・ニ ー

ル セ ン の 式，網点面積率と二 刺激値

と の 関係を記述 した ノ イ ゲ バ ウ ア ー式 を説明 し，減法

混色で は ラ ン ベ ル ト ・ベ ール の法則，ク ベ ル カ ・ム ン

ク 理論を説明して い る．

　「色表示 シ ス テ ム で の 混色」で は 加法混色 で は リ ア プ

ロ ジ ェ クシ ョ ン テ レ ビ，中間混色で は CRT などの モ

ニ タ，印刷．減法混色 で は写真で の 目的 の 色 を再現 す

る に は ど の 混色の 原 理 を利用 し て．そ の 際どの ような

問題点が起 こ る か を解説 して い る．

今回の 版は過去 の 版 で 記述 された こ との エ ッ セ ン ス を

　出来る だけ漏 らすこ とが な い ように，さ らに 別 の 章

で 分散 して 記述 され て い た 混色 に 関係 した 内容で ．現

在要 求 さ れ て い る 項 目 をで き る だ け記述す る よ うに 努

め て い る．

表2 　各版で の 混色 の章と節 の題名

1962 年度版 1980 年度版 1998 年度版 2011 年度版

第 4章　混色 第 5章　混色 混色 と色 合わ せ 第 13 章　混 色

グ ラ ス マ ン の 法則 混色 の 法貝1」 混色 の 法則 混 色 の 分類

等色 等色 加法混 色 混 色に 関す る歴 史的展 開

グラ ス マ ン の 法則 加法混 色の 法則 減法況 色 美術 と哲学 に お ける 混色

加法 混色 加法 混色の 法則の 実験的検証 三 原 色 科学 に お け る混 色

加 法混色の 乎段 等色不 変則 補色 混色 の 原理 と混色 結果 の 捫貝IJ

加 法 混 色 の 計 算 輝度 の 加法性 Larnber〔− Be∈r の 法則 加法 混色

減 法混色 加法混 色 条件 等色 中1昌1混 色

二 原色 加 法 混色 の 予段 条件 等色 と は 減 法 混 色

三 原 色の 種類 加法 混色 の 計 算 条件 等色の 応坩 原 色

2種の 三 原 色 の 関係 減法 混色 CIE 光 メ タ メ リ ズ ム 指数 補 色

色域 三 原色 CIE 観測 者 メ タ メ リ ズ ム 指数 等 色

補 色 三 原 色 の 種類 色 合わ せ の 方法 と技術 色 表示 シ ス テ ム で の 混色

混 色に よ る 補色 2種類の 三 原 色の 関 係 Kubelka−MUnk の 理論 加 法混色 の利 用

残 像対 色域 塗料の 色 合わせ 中問混色 の 利 用

条件等色 補色 染料の 色 合 わせ 減法混色 の 利 用

補 色 プ ラス チ ッ ク川 CCM の 実 際

残像 対
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