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　An 　image　pl
’
｛）cessing 　 systeDl 　was 　used 　to　 evalllate 　t，he　nu エnber 　and 　 sizes 　of　v 〔｝ids　fc，rnled 　in　woven ，
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’
tセ1〔→ir 、

．
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　 1．緒　 　論

　わ れ われ が織物 ，編物，組物 な ど の 布地 を 眺 め る と，

そ れ ぞ れ に 細か い 表面構造，組織やパ ター
ン な どの 視

覚的 テ ク ス チ ャ を知覚 し，それらの テ ク ス チ ャ の 違 い

を識別す る こ とが で き る．視覚的 テ ク ス チ ャ に は多 く

の 造形的要素が複合され て い る の で ，こ れ ら の テ ク ス

チ ャ に関す る 情報 はあ る程度抽象的な もの で あ り，そ

の 識別 も
．一．
種 の 抽 象化 され た テ ク ス チ ャ 特徴 に もとつ

い て行われ る こ と が多いL 視覚的 テ ク ス チ ャ の 厳密 な

定義は難 しい が ，分析的観点か らテ ク ス チ ャ は巨視的

領 域 を 構 成 す る 全 体 的 な 性質あ る い は そ れ を構成す る

繰 り 返 し単位 に 関 し て 定義 さ れ る （富 田 等 1978 ；

SobUs　et　al．199D ．

　視覚対象 の テ ク ス チ ャ が 複雑 に な る と そ こ に存在す

る 情報 の 重要性や 価値観は
一一・

様で な くな っ た り，人 の

関心に よ っ て も異な っ て くる ．布 に 対
．
す る 視覚的性 質

は布地 の 審美性や 品質 を 決定する重要な要因 と考え ら

れ る の で
，

テ ク ス チ ャ 特 徴 を定量的 に 測定す る こ と は

布 の 外観 を客観 n勺に評価 する知見 を得 るため に も大変

意義深 い 事で あ る ．た と えば ，岩石，芝生，木 目や カ

ーペ ッ トな どの テ ク ス チ ャ に は 繰 り返 しパ タ
ー

ン が 存

在す る こ と に 着 阿 して 画像 の 全体 的な性 質の 統計 量を

調 べ る 手 段 が 広 く利 用 さ れ て い る （Weszka 齪 訊

1976 ；Pourdeyhimi　and 　 S〔）bs　1993），テ ク ス チ ャ 特徴

は画像 の 空 間上 の
一
点が どの ように存在して い る か に

よ っ て 規定 され る 画 像情報 で あ り，2 次 元 画 素分布 が

み せ る特徴 で あ る．織物，編物 ，組物は そ れ ぞ れ に お

い て も組織 や 密度な どの 構成要因が 異なれば，テ ク ス

チ ャ も異 な っ て くる が ，あ ま り複雑 に な ら な け れ ば そ

れぞれ の 視覚的 テ ク ス チ ャ を明確に特徴づ け る こ と が
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Tab工e　1．　 Gonstruction　of 　samples

Sainple Design
　 　 Density 　 　 　 　 Thickness 　 　 WeiS ，ht

（／50   × 5蝋 ）　 （  ）　 （mg1Cll ／
2
）

WuvenKnittedBraidedP｝とlil／ weave

Plain　knit

Plam 　braid

30x3010
× ll29

× 29

1．596L8431

，395

18．8618

．7818
、56

で きる と考え て，本研究で は基本的で 平易な組織で あ

る平織，半編，平紐に よ り目伺
’
が
一一

定に な る よ うに織

物，編物 ，
組 物を作製 し た布を試料 と して 用 い た 、こ

れ らの 布に対 して 画像処 理 を適用す る こ とに よ り布 目

の 間隙性を解析する と共に テ ク ス チ ャ 特徴量 を測定 し，

こ れ ら の テ ク ス チ ャ の 違 い に つ い て 一様性 や コ ン トラ

ス ト，複雑性や情報量 な どの 視覚的特徴 との 関連 か ら

比較検討す る こ と に よ り，テ ケ ス チ ャ 解析が 布の 外観

特性 を 評価す る の に 有用 な 方法 で あ る こ と を報告す る ．

　 2．実験方法

　 1） 試　 料

　織物，編物 ，組物 の 日付がほぼ
．
定 に な る よ うに 綿

糸 （L5 番 f’〉 を用 い て 平織，平編，平組 （安 田 組）

に よ り試料を 作製 した．安 田 絹 は 平打 で
一つ 飛 び に 糸

を上 下 させ る 組 み 方 〔
一

間組〕 で あ り，組織的 に は 対

角線方向に織 ら 才した平織 に対応す る．Ta1）le ユ に は 作

製し た試料の 構成 をま と め た．

　2）　画像処理

　画 像 は有効 画 素 480× 480 ピ ク セ ル ，自黒 8 ビ ッ ト

で標準的な機能を備えた画像処理装置 （PIAS 　LA −525）

を用い て 取得 した，照明は 1kHz の 高周波蛍光灯 を

試料面 に 対 し て 斜 め 45
卩
方向か ら 照射 し，試料 の 反 射

光画像 を 真 上 か ら GCD カ メ ラ に よ り撮影し た ． ノ イ

ズ除去の た め の 平滑化処Mlを，また照明や CCD 素子

の 特性 の 画内不均
一

性を是 止 す る た め の シ ェ
ーデ ィ ン

グ 補 正 を行 っ た．画像は 各画素位置 ご とに 0 （黒）〜

255 （自） の 輝度 レベ ル に デ ジ タ ル 化 して フ ァ イル に

2 次元配列 と し て 保存す る．カ メ ラ は試料の 50× 50

mrn の 範 囲の 大きさを取 り込 め る よ うに試料面 に対 し

て 垂直に 設置 さ れ ，画像解像度は約 244dpiで ある．

ま た
，
A ／D 変換 さ れ た 画像 情報 は 各画素位 置 ご と に

濃度 レ ベ ル を 256階調 に分割 して 濃度 レベ ル 情報が 計

測 され る の で ，布 目の 形状 が 明確 に な る よ うに濃度 レ

ベ ル の ヒ ス トグ ラ ム か ら し きい 値 を 設定 して
，

2 値化

処理 を行 っ た ．2 値化処理後の 画像 を白黒反転 させ ，

布 目の 個 々 の 間隙 の ラ ベ リ ン グを行 っ て布地 50　mm

× 50   1 面積あ た りの 問隙の 1瞰 （NIJM ），合計間隙

而積 （TAV ）， 平均間隙而積 （MAV ）お よ び 標準偏差

（STD ）を求めた （Mori　 et 　al．ユgg6）．

　3）　 フ ラ ク タ ル 解析

　 ス キ ャ ナ
ー

か ら読 み 込 まれ た布 目 模様 の 原画像 の 2

値化画像 に つ い て 粗視化 の 度合 を変え る方法を適用 し

て フ ラ ク タ ル 解析 を行 っ た．画像を正方形 に分割 し，

正方形 の 1辺 の 長 さ r を変化 させ て，布 H 間隙を被覆

す る の に必要な正方形 の 個数 N （r）をボ ッ ク ス の サ イ

ズ の 関数 として 求め る ボ ッ ク ス カ ウ ン ト （BC ）法 に

よ る フ ラ ク タ ル 次元 測 定用 プ ロ グ ラ ム を作 成 し た

（Mori　et　al．1996）．

　布 目模様に フ ラ ク タ ル 性が あ れ ば N （r ） と r の 間 に

（1）式 が 成立す る．

　　　　　　　 N （r）＝F ・
厂

一D
　　　　　　　 （1）

　　　　　］09 〜〉（r ）＝ bgF − Dlogr 　　　　　　　　　（2）

　（1）式 の 両 辺 の 対 数を と っ た （2）式 に 従 っ て log−

logプ ロ ッ ト （Fig．1＞を行 い ，回帰直線 の 傾 きか ら フ

ラ ク タ ル 次元 D を求め た，

　4）　 テ ク ス チ ャ 解析

　統計的 なテ ク ス チ ャ に 対
．
す る特徴抽出法 の 中で は最

も効果的 な抽出効果 をもた らす と され て い る もの に 同

時生起行列 を用 い る 方法が あ る （Haralick　 et　al．　1973）．

同時生起行列 は Fig．2 の よ うに 画像 内の グ レ イ レ ベ ル

が 1の 点 か ら一一
定 の 変位 δ ＝（r，θ）だ け離れた点 の

グ レ イ レ ベ ル が ．ノで あ る 確率 P
δ （1， ノ） を すべ て の グ レ

イ レベ ル の 組合 せ （i，ノ）に つ い て 求 め た もの で ある．

変位 δ だ け離れ た 点 の 1 と ノの す べ て の 岡時生起 の 頻

度 は n × n の ひ ろ が りを もつ マ トリ ッ ク ス 内 に保存さ

れ る．したが っ て ，マ トリ ッ ク ス 内 の 要素 i，ノはそ の

画像 内 で サ ン プ ル 化 さ れ た （’，」）対 の 数 で あ る ．同

時生起行列は マ トリ ッ ク ス 内 の 要素の 和が 1 に な る よ

う に規格化 され て い る．す べ て の 変位 δ に つ い て こ の

確率行列 を求 め る と，あま りに も情報量 が 多くな る の

で ，Ha．ra 】lck　 et　 al，（1973） は r に つ い て r＝1 の 場合
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θ
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）
zOo

3．0

2．0

1．0

　 　 　 　 　 0
　 　 　 　 　 　 　 0　 　 　 　 1．0　 　 　 20

　　　　　　　　　　　　 10gr

F   ．　1，　 Log −log　plo｛，s　of 　the　number 　of 　squares

　　　　 ¢ Dunted 　by　computer −aided 　i⊥uage 　analysis ，

　　　　 N （’う，and 　the　 size 　 of 　a　sqllare ，　r，　for　 wOven

　　　　（丶V）、kRitted （K）and 　braided （B ）fabrics

の み ，θ に つ い て は θ；0
°
，45

°
，90

’
，135

°
の 場合

に つ い て 行 歹1」を 求 め
， 各行 列 か ら は 14種類 の 特徴量

を抽出 した ．本研究 で は よ く用 い られ る 四つ の テ クス

チ ャ 特徴．量 を使用 した （Haralick　et　al．　1973；Sobus　et

at．ユ991）．以 ドの 式 で は グ レ イ レ ベ ル は 0 か ら n
− 1

で あ る．

　（a）　角 ：次 モ
ー

メ ン ト （ASM ）

　　　リ　　　ロ　／1
ASM ＝

Σ Σ

’
IP，）（1，ノ）｝一

　 　 　 「甬Il ／；［，

ご＝0，1，…
，n

一
ユ，．ノ＝O，　 L　

…
，　 n

− 1．

〔b ）　 相関　（COR ）

　 　 　 t：　　ユ／コ　ヨ

COR − 1Σ ≧〜
・
ノ
・
尸論 ノ）

一
，・・．，，・ 」／・ 、σ ，

　 　 　 r一叱：．／−1．
　 　 　 　 　 ／／　　　　　　　　　　　　　　　　 t／　 ユ

　　　Ft．t
＝Σ i・∬

｝

，（の，μ．／
＝Σ た P

  cノ），
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ’−o

’
　 　 　 　 　 ，一［」
　 　 ／／−　ユ　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 ／／　　，
σ ．xl ；Σ （i ！

ヱ L）
2
君べの， 　σ 、

と＝Σ （ノ
　 　 ’　 o　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ．　 D

　 　 　 　 　 t／　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 t／　 ユ

　　ノ
）

、（の＝Σ P
δ （〜，ノ）．P

」
．（ノ〉＝Σ P

δ （i，ノ）．
　 　 　 　 　 ／1口　　　　　　　　　　　　　　　　　　 厂

胃u

（c）　コ ン トラ ス ト （CON ）

　 　 　 ／／　　　
CON ＝Σ k’／ ・P

，
一

，
． 

　 　 　 A　 自

　　　　　／／　　，　／1　　，
P．，一，（k）；Σ Σ Ps （i，ノ〉，

　　　　　
．
漸 二1

（3）

（4＞

tCt、）
・）

XPy
（ノ），

（5）

　 　 　 　 　 　 　 gray　level　i

Fig，2．　The　distance　（厂）and 　the　positioIl　angle 　〔θ）

　　　 of　the　pixel　with 　the　gray　level．ハ頼 h　respect

　　　 tO　the　piXd　W頃L歪l　t止／e　gray　leVel　i

k＝O
，
1

，

…
，

n
− L

（d）　エ ン トロ ピー （EN
「P）

　 　 　 　 ／1　 コtr’
ENT ＝一

Σ Σ P，）（’，．ガ ・｝og ｛Pδ （i，ノ）｝
　 　 　 　 ’　 o∫　 v

（6）

　 3．結果 と考察

　 1） 布 囗間隙

　Table　2 に は 各布 目聞隙 の 個数，合計間隙面積，平

均 間隙 面積，標準偏差 が ま とめ て あ る ，表よ り布冂の

個数 と合計 間隙 面積は織物〉組物 〉編物の 順 に，平均

間隙面積 は編物 〉織物 〉組物の 順 に減少する こ とが わ

か る ．目付 を
一

定に して 布を構成する 場合 に 布 目 の 個

数 や 合計 面積が最 も大 きくな る の が織る場合で，最 も

少な い の が編 む場合 で あ る が，平均 の 布目間隙面積は

編む場合が最大となる．また，布 目の 間隙面積 の 分布

状態を示す標準偏差 で は 編物 が 織物や組物 に比 べ て 大

きくな る．こ れ は平編で は シ ン カー
リ レ ープ と ニ

ー
ドル

ル ープの 2種類 の 異な る 編 目が 形成 され て い るためと

考えられ る．

　Fig．3 は織物，編物，組物 の 画像 に つ い て 2 値化 処

理 を行 っ た後 の 布目問隙 の 分布状態 を示 した もの で あ

る ，織物は糸が 緊張状態で 作製 して あ る の で
T 糸 間 に

ル
ーズ さ が な く織目間隙 が 規則的 で あ る ．編物 は 1 本

の 糸 が 曲が りくね っ て ル ープ を形成 して い るため，糸

聞 は ルーズ で 不規則 で あ り，ニ
ー

ドル ル
ー

プ とシ ン カ

ー
ル
ープ に よ る 編 目形状 の 特徴が よく表れ て い る．組

物 は 左右対 角線方向 に 糸が走 り，互 い に 交錯 して 小 さ

な布 目間隙 を形成す る が，組 目間隙は左右斜め方向に

規則 的で ある，Fig，3 の 織 目，編 目，組 目 の 形状 お よ

び その 分布状態か ら わ か る よ うに ，それぞれ特有の布

目模様と 間隙性が表れ て い る．い ずれ の 場合 も巨視 的

に は布目が 規則的 に配列 して い る が微視的 に は 乱 れ や

不均
一

性が見 出され る．織，編，組 の 異な る布目 の 間

隙パ ター
ン や 間隙性 は そ れ ぞ れ の 布 の 視覚的特性 に 重

要 な役割を果 た す要因の
一

つ と考 え られ る の で ，それ
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Ta．ble　2．　 Number 　and 　area ．　of　voids 　a．nd 　fracta！dimension

　 　 　 　 NU ］nber 　　　　T 匸｝tal　VQid
samPle
　 　　 　 〔）f　、厂（）」〔is　　　　　　　size 　　（mlnL

，
）
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SiZe　〔t／／ln2 ）　　 deViati〔〕ll　〔InlnS ）　　diinenSien

XVσve エし　　　　　 517
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　　　　　　　1弓瓢二跡 ；；：二：
　 　 　 　 　 　 　

o
　 ●　 ■　 o 　 亀　 ●　・　 ・ 　 ●
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　 　 　 　 　 　 　 　 ロ 　 　　の　 ほ　 　　　　 サ　リ　 リ

　 　　　 　　 　 ，の ．
o

・

耐

唖
櫛

◎
o

・

・

s
． ．． 、 

．
　 　 　 　 　 　 　 舮o ．9 ．e ．幽 ● ．■ −o 一曾一騨 「
　 　 　 　 　 　 　 　 　 Braided 　 fabric

F   ，3．　Vold　patterlls　 of 　woven ，　knitted　 al／d　braided
　 　 　 I

’
abricS

らを明確 に す る た め に Fig，3 の 布 目間隙 に つ い て フ ラ

ク タ ル解析 を行 い ，その 結果 を
’
rabte　2 に 示 した．フ

ラ ク タ ル 解析は複雑で 不規則 な形態 を解析 するの に 有

用 で あ る こ とが 広 く知 られ て お り，フ ラ ク タ ル 次元D

が 大 きい ほ ど複雑牲，不規則性，尖塔性が大 きい と考

えられ て い る （Morl 　 et　 c；i，1996｝．1） は編物 〉 織物 〉

組物 の 順 とな り，編 目 聞隙 が 最 も不 規則 で 複雑 で あ る

と考え られ ，編 目を形成す る ル
ー

プ の 自由度が 大 きく，

規則的な繰 り返 しの iiiに も不規則性が 大きい こ とを示

唆 して い る．

　 2｝　テ ク ス チ ヤ 特徴

　Table　3 に は 各 試料 の テ ク ス チ ャ 特徴量 （ASM ，

0〔｝N
，
CC）R，　 ENT ）を ま とめ て あ る．織物 で は， 0

°
お

よ び 9D
°
方向が 45

°
お よ び 135

°
方 向に 比 べ て GON や

ENT の 値 は 大 きく ASM や COR の 値は 小 さ い ．組物

は 織 物 と 反対 に 45uお よ び 135
°
方 向が GC）N や ENT

の 値が小 さく，ASM や COR の 値 は k きい ．編物は織

物 や 組物 と 異な り，9ゲ 方向が 他 の 3 方向 に 比 べ て

GON や ENY の 値 は 著 し く小 さ く，ASM や C⊂）R の 値

は 著しく大きい ．い ず れ の 布 の 場合 もテ ク ス チ ャ 特徴

量 が 方向に よ っ て 異な り，こ れ ら の テ ク ス チ ャ に は織，

編，組 に よ りそ れ ぞ れ 特有 の 視覚的異方性が 見出 さ れ

て い る．

　ASM は同時生起行列 の 値が どの 位密集 し て分布 し

て い る かを測定す る の に 用 い られ，こ れ よ りテ ク ス チ

ャ の一様性を評価で きる と考えられ る．Pδ α，」）が小

さ い 値で す べ て 等 しい と きASM は 最 も小 さ くな る が ，

少数の k きな値か ら 成 っ て い る場合は ASM は 大き く

な る，し た が っ て特定の P，s （i，」） しか 値 が ない と い

うこ とは，こ れ に対応する 画素濃度だけが 存在 して い

る こ とで あ り，こ れ は
．
様 性や均

・
性を表現する と考

え ら れ る．CC〕N は 行 列 の 差分 モ
ー

メ ン トで あ り， 画

像 中 に存在す る コ ン トラ ス トあ る い は 局所的変化 の 量

を 測定す る．そ こ で ，こ の 値 が 大 きく濃淡 が 違 っ て い

る 画素が多い ほ ど コ ン トラ ス トが大 きい と考え られ る，

COR は
．．
：つ の 画素 の グ レ イ レベ ル 値が比例 して い る

こ と に な り，テ ク ス チ ャ の 方 向性 を抽 出 で き る ．

ENT の 定義 は P，，　（i，」｝ の 値 が均等 に割 り振 られ て い

るほ ど値 の 大 き くなる量 で あ り，で た らめ さの 尺度 で

あ る と 同時 に 情報 の 量 を表す．

　以上 の こ とを考慮す る と，織物，編物，紐物 の 視覚

的異ノi性 として 織物 で は バ イヤ ス 方向 に 比 べ て経緯方

向が，組物 で は 織物 と反対 に 経緯方向 に 比 べ て バ イ ヤ

ス 方向が，また編物で は他の 3 方向に 比 べ て ウ 」 一一ル

方向が テ ク ス チ ャ の
一

様性 や 方向性 が高 く，局所的変

化 や 情報量は少ない と特徴づ け る こ とが で きる，こ れ

は，織物はた て 糸とよ こ糸が ともに緊張状態で 互 い に

重な り合っ て 規則正 しい 織目を形成し，組物で は左右

斜 め 方向に糸が 走 り互 い に 交錯 して 耳 の 所 で 反射的 に

糸が 折 り返 っ て 布を形成 し て い る た め で あ る．こ れ に

対 して編物で は ウ ェ
ール 方向に テ ク ス チ ャ の 方向性が

見 られ る の は ニ ー・ドル あ る い は シ ン カール ープ の 弧 の

部分 よ りもループ の 2 本の 脚 の部分 0）連続性の 効果 が

大 きい た め と考え ら れ る．

　同時 生起行列 か ら得 られ る特徴量 は 画素対 の 相対的

位置関係 〔i
・
， a ） の 関数で ある．こ こ で は r＝1 に 対

して θ
＝O

“
，45

°
，90

°
，135n の 4 力向の 平均値を J

・−

1 に 対す る 平均 テ ク ス チ ャ 特徴量 の 値 と し て 求め
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Table 　3．　Texture 　feature　parameters

Sarnple Angle ASM CON CQR ENT

“
Jovert

　 o
°

　 45
°

　 90
°

135
°

Mean

0．250
．210

．240

．22D

．23

21．14L621

．742

．131

，6

G，9550
，9120

．9540

，9120

．933

8，217
，78

．217

．713

，0

Knitted 　 oe

　 45
°

　 9ぴ

135
°

Mean

D．180

．200

．300

．170
．21

45．056

．713

．658
．043
，6

O，9650

，9650

，9890
，95ご10

、968

16．825

．66
．324
．418

．3

Br癇ded 　 ぴ

　 45
°

　 90
°

135
°

Mean

0，240

，360

，250

，350
，30

18．98

．817

．810

，614
．0

0．9030

．9620

．gesO

．9390
．928

7．23

，87

，13

．85
．5

〔Haralic　 er 　al，1973），　 Table　3 に 掲 げ た．こ れ は 違 う

方向性を持 っ た同 じ種類 の 布が存在す る と き同 じテ ク

ス チ ャ とみ なす方 が 妥当 で あ る と 思 わ れ る か らで ある．
「
1’ahle 　3 か ら わ か る よ う に，平均 テ ク ス チ ャ 特徴量 で

は CON ，　COH ，，　ENT は編物 〉織物 〉組物 の 順 にな り，

ASM は そ の 逆 の 順 と な る ．

　 ・つ の 巨視的状態は た くさん の 区別 し難 い 微視的要

素を含み，そ れ が 多い ほ ど系の で たらめ さは大 きい と

考 え ら れ る ，情報理 論 で は で た らめ さ が 大 きい と い う

こ と は そ の 大 きい 系か ら あ る情報を得た な らば そ の 情

報 は で た ら め の 小 さ い 系か ら得た情報よりも価値が あ

る とい う こ と に な る．情報は そ れ まで 不確か で で た ら

め で あ っ た状態を確か に し，秩序づ けて くれ る の で ，

糸 の で た らめ さが 増せ ば 増す ほ どそ こ か ら得ら れ る情

報董 は 大 きく価値が あ る （大友等 1989）．した が ・⊃ て

情報量が 大きい とい う こ と は エ ン トロ ピーが 大 きい 中

で の 秩序化 で あ り，ENT は形態 に お ける秩序を表す

と考え る こ とが で きる．そ れ ゆ え に
， 編物 の ENT が

大きい とい う こ とは．二
・一

ドル ル
ープ や シ ン カ ールー

プか ら形成 され る ル
ープ 構造 に は ル

ー一プの バ リエ ーシ

ョ ン に も とつ く視覚的多様性 が 思 い 出 され
，

い ろ い ろ

な形態秩序を多く含み ， テ クス チ ャ 情報 が 豊 か で あ る

と推察 される．こ れ に 対 して ENT の 小 さ い 組物 は視

覚情報と し て 得られ る 価値 は 少 な く
．一様で 変化が な い

の で 単純 で つ まらない と考え られ る．視覚的情報景が

豊か なテ ク ス チ ャ は 見 て い て も飽 きが こ な い し，消費

者 や 着用者の視感覚を満足 させ る 要 因 と考え ら れ る の

で ，テ ク ス チ ャ 特徴量は快適性や美的感覚 とを定量的

に 評価する の に 重要で あ り，今後さ らに詳細な検討が

必要 と な る．

　4．結　　論

　織物 ， 編物 ， 組物 は 糸 を 組織 し て 意識的 に 表面 に 凹

凸構造や糸間隙 を造る もの で あ り，表面形状や糸 の 屈

曲状態が異な りそ れ ぞ れ 特有 の 視覚的 テ ク ス チ ャ を有

す る ．本研究 で は こ れ らの 布 の 視覚的特徴 を 明確 に す

るた め に，画像解析 を適用す る こ と に よ り目付が同 じ

に な る ように 構成 され た 平織物 ，平編物，平組物 の 間

隙性や テ ク ス チ ャ 特徴に つ い て 検討 し，明らか と な っ

た結果を以 下 に まとめた．

　（D　布目 間 隙 の 個数 や 合計面積 は 織物 〉 組物 〉 編物

の 順 に な り，平均の 間隙面積は 編物 〉 織物 〉 組物 の 順

に なる こ とが見 出された．

　  　織物，編物，組物 の 糸 間隙 の 形状 お よ び そ の 分

布状態の フ ラ ク タ ル 解析か らフ ラ ク タ ル 次元は編物〉

織物 〉組物の 順 とな り，編 目の 間隙性が最も不規則 で

複雑で あ る と考 え られ た．織物 や 組物に 比 べ て 編物 の

平均 の 間隙 面積や フ ラ ク タ ル 次元 が 大きくな る の は 編

物は 1本の糸が 曲が りくね っ て 大 きな ル
ー

プを形成す

る σ）で ，糸問 が ル
ーズ で 不規則 で あ り，ニ

ー
ドル ル

ー

プ とシ ン カ ール ープ の 異な る編H形状が存在す る こ と

に 関係す る と解釈さ れ た．
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　（3） 同 時生 起行列解析 か ら得 られ た テ ク ス チ ャ 特徴

量の結果か ら，織物，編物，組物は そ れ ぞ れ特有 の 視

覚的異方性が 見出 さ れ た．織物で は経緯方向に，紐物

で は バ イ ヤ ス 方向に ，編 物 で は ウ ェ
ール カ向 に テ ク ス

チ ャ の
・
様性 （ASM ）や 方向性 〔COR ）が 顕著 に あ

ら わ れ ，それ ぞ れ の 布の 構成が 視覚的 に特徴づ け られ

た．

　（4） 織物，編物 ，組．物 の 4jJ向の 平均 テ ク ス チ ャ 特

徴量 に つ い て CON ，　 COR ，　 ENT は 編物 〉 織物 〉 組

物 の 順 に な り，ASM は そ の 逆 の 順 に な っ た．こ れ ら

の こ と か ら，編物 の テ ク ス チ ャ に は 局所 的変化 に富ん

だ 情報が 警富 に 存在す る の に 対 して ，組物 は
一

様 で 変

化がな く多様性 に 乏 しい テ ク ス チ ャ と解釈 された。

　 こ の 研究 で は 複雑 な組織 や密度な どの 構成要因が視

覚的 テ ク ス チ ャ に 及 ぼ す効果 に つ い て 十分検討 され て

い ない の で ，こ の 実験結果だけか ら は 織物，編物，組

物の
．・
般約 な外観特性を明確に特徴づ け る こ とは で き

ない が，こ の よ う な 同 時 生 起行列に よ る テ ク ス チ ャ 解

析は布 の 視覚的特徴や 品質を評価する うえで大変有用

な手段 とな る こ とが 結論で きる．

本研究 を行 うに さ い し，画像処理装 置 （PIAS 　LA 一

525）の 使用 の 便宜 を図 っ て くだ さ っ た岐阜県繊維試

験場遠藤善道氏 に感 謝 の 意 を表 す る．
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