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1， まえがき

　国際照 明委員会 （以 下 CIE と略）TC − 1．3測色委員会

（委員長 Dr．　G．　Wyszechi，カ ナ ダ国立 研究 所）の 最近

の 研究活動の 概況 を報告したい 。同博士 は 1963年の CIE
Wien 総会の 后，前委員長の 故Dr．　D ．　B ．　Juddの后を受

け，過去12年開委員会の 活動を 活溌 かつ 多面的に 指導 し

て こ られ た。

　本委員会の 活動 は192fi年代に さか の ｝ぎ り，1931年 に お

ける現在 の 測色 シ ス テ ム の 基礎を確立 した諸勧告以 来 ，

測色 の 基 本的閙題 に 関す る 研究を実施 し数多 くの 国 際勧

告を行な っ た 。
そ れ らの 結果 は CIE の 刊行物〔11と して 19

71年 に 出版 され て い る。そ れ らに は，標準の 光，標準の

光を実現す る 人 工 光源，反射率 の 標準，照 明 ・観 測条件，
CIE1931 標準観測者，　CIE ／964補助標準測色観 測者，　CIE

1960UCS色度図，CIE1964均等色 空 開 ，CIE1964　9 差公

式 の 他，種 々 の 測色 上 の 実用 計算公 式 お よ び 必 要諸表 が

含まれて い る。こ れ らは科学 お よび技術分野，標準分野

で 実用 され て い る他，各国の 工 業規格の 基礎を与え て い

る。

　本報 で は ， 主 と して 1970年以降の TC −1．3の 研究活動 に

つ い て 報告 した い
。

2． TC −1．3の 組織と研究の 進 め方

　 TC −1．3は ， 各国か ら1名つ つ ，計23名の 委員か ら構成

され る。そ れ らの 中に は，Prof，　Dr．　 M ．　Richter （西 ド

ィ ッ ），Dr，　D，　 L ．　MacAdam （ア メ リカ ），DrR ．W ．G．

Hunt （英国）， （オ ラ ン ダ） ，
Dr．　E ．　Ganz （ス イ ス ）

等 の 高名な 色彩研究者 の 名が 認 め られ る。各委員は 研究

活動 に参加す る他，各国 の 照 明委員会を 通 じて ，
TC −1．3

の 活動を 周知 させ る と共 に ，各国 の 研究情況 を 調査 蒐集

して TC −L3 に報告 して い る。

　 測 色 の 問題 は産業 の 各分野 に 関連 し，また 問題 解決 に

は CIE の 各技術委員会とも椙互 に 連契 して 進 め る必要 が

あ る。こ の た め，各国ご と に 測色専門家若干名をさ らに

コ ン サ ル タ ン トと して 委嘱して い る。 現 在 コ ン サル タ ン

トは総 数49名で あ る 。 多方面 の 知識 を結集 して ，学問的

崇 電 予挾術総合研究 所 大 阪交 所

x 日本 照 明 委員会 TC − 1．3特別 委員

に も実用 的 に も価値の 高 い 結論 を導 こ うとす る所 に 委員

長 の 工 夫が あ る
。 吾 国 か らは，委員 と して 筆者 が ，コ ン

サ ル タ ン トと して 岡 田 喜義，森礼於の 両博士 が参加 し ，

情報 の 提供を受け 研究 活動 に寄与 して い る。

　 国 内で は ， 上記 の 吾国よ りの 委員 ・コ ン サ ル タ ン トは

日 本照明委員会 ・第 1特 別 委員 会 （委員長 ・東堯博士）

に 属 し，TC −1．3に 関連す る重要 問題 に つ い て 吾 国 の 意 見

の 集約，決定 を行 な っ て い る 。

　 さ らに 現 実的 な問題に つ い て は ，そ の 下 部組織 と して

国内 コ ン サ ル タ ン ト・グル ープ が編成 され ， 国内に おけ

るTC −1，3関連 研究の 推進，情報連絡が行 な われ て い る。

現 在，国内コ ン サ ル タ ン ト ・グル
ープの メ ン バ ーは 約30

名で あ る。

　TC −1．3の 研究 活動 は，主 と して 文書連絡 に よ る他，4
年 ご と の CIE 大会前の Presessional 　meeting お よ びそ

の 間 の 2年 目に 行 な わ れ る AIC （国際色 彩学会）の 大会

を 機 に 開催 され る TC −1．3の 会合で 討議 され る。 そ の 他 ，

委員長 は毎年 各国 を歴 訪 して 小 単位 の 会合 あ る い は 唐報

交換 を行 っ て ， 研 究推進 を 図 っ て い る
。 1973年に Dr．

Wysz 的 ki を 迎 え て 行 な わ れ た 日本 照 明委員 会主催 に よ

る色 彩科学 シ ン ポ ジウ ム   お よび ，こ れ に 附随す る諸行

事 もこ の 線 に 沿 う活 動 の 1つ と見て よ い 。 しか しな が ら，
TC −1．3 の 会合 は数十名を超 え る メ ン バ ーに よ っ て 行 な

わ れ るた め ，必 ず し も精 絅 な技 術 的 検 討を行 な うに は適

しな い 。 こ の た め研 究課 題 ご とに 小委員会を編成 ， 少数

の メ ン バ ーに よ る 研究活動 が併 せ て 行 な わ れ，小 委員 会

で あ る程 度成 案 の 得 られ た もの を ， 委員お よ び コ ン サ ル

タ ン トの 全員で 討議す る とい う形 で進 め られて い る 。

　現 在 次 の 6 つ の 小 委員会が ある e

　1）色差 公式，2）測色用 標準光源 ，3） メ タ メ リズ ム

指数 ，4）色 順 応 ，5）白色 度，6）術語。

3． TC −1．3の 活動の状況

　以下 ，各小委員会ご とに 最 近 迄 の 活動 状況 ，今后 の 見

とお しな どを述べ る。

　3．1 色差 公 式

　色差公式 に つ い て は，CIE19B4色差式｛3｝が 暫定的 に 国

際勧告 さ れて い る 。
こ の 公 式 が採択 され た の は主 と して

光源 の 演色評価   方式確立 の 要請 に よ る もの と推測さ れ
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る 。 そ の 后，産業界，特に 染色分野に おけ る色差予測に

対して ， 同公式を用い よ うとす る気運 は必ず し も高 まら

ず ， む しろ そ の 改良もし くは よ り良 い色差式を求 め る声

が高まっ た
。

　 こ の た め ，TC −1．3で は ，1967年 のCIE 　Washington 総会

に お い て ，次 の 4つ の 色差式 の 比較検討 が勧告 され た［鴨

　　a）CIE1964 色差式

　　b）Cube・Root　Formula

　　c）Munsell　Renotatien　Formula

　　d）MacAdam −Modified　Friele　Formula

こ の 方向に 沿 う研究 は，各方面で 活溌 に行 な われ，そ れ

らの 調査結果を，Dr，　 Wyszeckiが ”

色差評価 に 1廻す る最

近 の 発 展 6〕” と して 報告した。1964年〜
ユ971年に わ た る

発表論文200篇 に もとつ くもの で ，こ の 方面 の 研究 の 活溌

さ が想像 され よ う。しか し必ず し も，最終的な同意を得

る に は 至 っ て い な い 。 そ の 報告 に よ れ ば ， 検討を要請 さ

れ て い る 4種 の 色差式の 予測 と比較す る た め行 な われ た

色 差評価が ，純粋 に 知覚さ れ た 色差 よ り は許容差の 観点

か ら行 なわ れ た研 究 が 多い
。 さ らに そ の 少 な い 純 粋 な 知

覚色差の 研究 に 関 して も，諸研究者 の デ ータ 間の
一

致が

不 十 分で あ っ た 。 そ の 理 由 と して 次 の 2つ が考 え られ た。

　 a ） 知覚色差 の 評価が 行 なわれ る観測条件 に 違 い が あ

　　 る。

　 b） 対 象 と して い る色 差 の 大 き さが 異 な る 。
マ ン セ ル

　　色空 間 を扱う場合 は 大色差で あり，色合 わ せ 長円の

　　場合 は 閾値 以 下 の 小 色 差 を扱 う こ と に な る 。

た とえ ば ，
CIE19饑 色差式が ， 色差 の 視感評 価 と一致しな

い と して も，そ れは 色差 の 許容差 の データ と比較 さ れ て

い る場合が 多 く， あまり意 味 の 無 い こ と とな る 。

　 こ の た め ，TC 一
ユ．3で は ，　 CIE　 Barcelona ユ97ユの 会合

に お い て ， 今后次の よ うな方向で 進 め る こ とが 勧告され

た 。

　 a） 知覚色差の 問題をまず 検討を進め る。そ の 后，許

　　容色差の 閊題を 論ずべ きで ある 。

　 b） 知覚色差 の 大 きさ に関 して，閾皚また は閾値 以下

　　 の 色差に つ い て は ， 現存す る正 常観測者の 等色 に お

　　ける変動デ ータ に もとつ い て ， と りま とめ る方向で

　　進め る。閾値以．．ヒか らマ ン セ ル 表色系の 3属性 の 各

　　 ス テ ッ プ よ りも小 さい頷域 で の知覚色 差 につ い て は

　　 ユ967年 の 4種 の 色差式 の 検討を 目的として ，次 の 観

　　測条件が 行 な われ る こ とが 望まれ る。

　］） 色差の 大きさ は ，1〜10CIE1964色差単位の大き さ

　　 の 範囲で あ る こ とQ

　2） 視野の 大 き さ は ， 4度ま た は そ れ 以 上 で あ る こ と 。

　 3） 周辺視野 ：均
一

視野 で 100〜1，000cd／  。 色度は

　　CIE 昼 光の D5s とD75 の 聞 に あ る こ と 。

　の　試料 の 輝度 ：周辺輝度 の 5〜500％ の 範囲 に あり ，

　　表面 色 的 な 知覚を 有す る こ と 。

　 5） 分割線 ： 巾をゼ ロ に近 づ ける こ と。

　  　観測者 ： 色差評価に 関 し て ， 許容差的 な色差評価

　　 を行なわない ，純粋 に 知覚色差を評価 しうる 観測者

　　で あ る こ と。

　其 の 后 ， 1973年 の TC一
ユ．3の Londonの 会合で ，色差研

究 の 上記 の 方向は一転した 。 こ の変更 は ， 197／年以 降の

研究 に もとつ くもの で はな く，ISOの 技術委員会 TC −38

（繊維）が ， のAdams −Njckerson色差式 〔7〕で 項△ （Vx −

Vy ）の 係数を40とす る次式 （AN （4G）色差式と略）を

色差評価 に用 い る こ とを勧告 した こ とに よる。

　　　　L 謳9，2Vy　　　　　　　　　　　　　
、

　　　　。
− 4。（V 。

．Vy ），b 。 。 16 （V 。
．Vy ）1− 〔1）

さらに ，そ の 色差式を，ISOの 他の 関連委員会で も採用 し

よ うとす る気運 に ある こ とが紹介され ，
TC −1．3で も ，

こ

れを採用す る こ とに つ い て 強 い 要望が出され た 。
こ の よ

うな技術的 な慣用 に もとつ く要言青か ら，そ の 採択 ，勧告

が検討 され る こ ととな っ た 。 しか し；上記の AN （40）色

差式 は，計算 が繁雑 で ある た め，こ れと類 似 な既 に 1967
年 に 検討を す x め られ て い るCube −root 　Formula の 形式

を採用す る こ と と し，そ の 係数の 調整が 行 な わ れ る こ と

とな っ た。そ の 調 整の 狙 い は，Cube・root 型式 の 色差式

に よ る色 差 計 算 値 が AN （40）色 差 式 に よ る計算 値 と極

め て 近 い こ と，完全拡散白色面 に 対 して 明 度指数を loeと
した い こ と，使 用 に 簡便 な公 式 とす る た め の 係 数 の 丸 め

の 問題 な ど に あ る 。
こ の 他 同会合で は CIE1964 色 差 式 は

若干 の 修正 に よ っ て ，色再現工 業 （CTV や 写真工 業）に

お い て 扱 は れ るよ うな 比 較 的大 きい 色 差 問 題 に適 用 し う

る とい う意見 もあ っ た 。

　 こ れ らの 討 論 を も と と して ，
TC −1．2で は色 差小委員会

の 検討を経て 原案を作成洛 国へ 検討を依頼 した 。
圖 検討

を 要請 さ れて い るの は，次 の 2公式で あり，来 た る1975

年の CIE 総会中の 討論 の 后 ， 必要あれ ば若干 の 修正 を加

え て 勧告 さ れ る見込で ある 。

　　⊆堕18四≦L ＊a ＊b＊
）暫定色差式

　本色差式は ， た とえ ば 繊維工 業で 取 り扱は れるよ うな

小色差 の 問題 に 応用 され る もの で ，AN （40）色差式に

刻応す る 。 まず色差を 求 め た い 2色 の そ れぞ れ に つ い て ，

そ の 3刺激値X ，Y ，Zよ り，次式で L ＊a ＊b＊を求 め る D

　　　
L ’ ＝25 （10eYIY・） − 16；1くY ≦ユ001

　　　 a ＊譜500 〔　（XIXe ）
lf3− 　（Y ／Ye）

1〆S〕　　．： 

　　　 b ・− 20。〔 （Z／Z 。）1・L （YIY 。）
1／3〕 」

こ tSで ，
　 X

  ，
　Yo

，
　Zoは ， 観測 に用 い た標準光源下 に おけ

る，完全拡散 白色面 の 3刺激値 で ある 。 そ れ ぞ れ L ＊ a＊b＊

で も っ て 与え られ る ，2色問の 色差は次式で 求 められ る。

　 △ ECIE （L ＊a ＊b＊
）＝〔（△L ＊

）
2
十 〔△ a ＊）2十 （△ b＊

）
2
〕1
’
x2 〔3）

　⊆理麹魍 些触触つ 暫疋色葦式

　本色差式 は ，
CIE ／964色 差式 の 修正 で あり， 既述 の よ

うに大色差の 推定 に 用い る こ とを 嵐的とす る。まず色差

を求 め た い 2色 の そ れ ぞ れ に つ い て ， そ の 3刺激値 X
，Y ，

Z

よ りL ＊ ，u ＊，v ＊を次式で 求 め る 。

　　L ＊ ；：：25 （100YIYo）− 16；1く Yく 1001

　　u
＊ ＝13L＊

　（u
・t − Uo ’）　　　　　　　　　　）

・（4）

　　v … 13L・ （v
’− v 。

’

）　 　 　 　 1
　 た s

”
し
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　 L 　　　4X
u

　
−

X 十 15Y十 3Z

　　　　　 4Xo
　 t ＿
UeXQ

十 15Yo十 3Ze・

　　ノ ー一．＿2呈．．一
，　 V
　 　

　
X 十 15Y十 3Z

　 　 　 　 　 　 　 　gYo
　 　 VO ’＝

Xo十 ユ5Yo十 3Zo

こ s で ， X 。，　Yo，　Zoは ， 観測 に用 い た標準光源下 に おけ

る ， 完全 拡散白色面 の 3刺激値で ある。そ れ ぞ れ L ＊
，
u ＊

，

v ＊
で もっ て 与え られ る，2色間の 色差は次式で 求 め られ

る。

　　△ EcIE （L　
＊・　u ＊v ＊）　＝ 〔（△L ＊）

2
十

　　　　　　　　　　　 （△ u
＊
）

2 −i−・（△ v
＊
）

2
〕v2 − （5）

　以上の 記述で 明 らか な よ うに ，ユ973年 の CIE 総会か ら

考え て も12年に 及ぶ 色差式の C王E 勧告が本年結論 に 到達

す る見 込 で あ る。しか し，決 して 色差の 問題 が 学問的 に

解明さ れ た 訳で は な い。Dr．　Wyszecki の 来 日時の 御 意見

で は，”

ど の 色 差 式 が ど の よ う な観 測 条件で 有 効 で あ る か

と い う閙題 は ，解 明 に まだ 可成 り長期 を 要す る。産業界

の 強 い 要 望 に 答え る た め ， 上 記 の 勧告へ 進 む こ と は妥 当

な方 向で あ ら う。
こ れ に よ って ，TC −1．3の 197ユ年の 勧告

に 沿う研究が ，充分 の 研究期問を もっ て 行 え よ う
”

と い

うこ と で あ っ た。

3．2 測 色 用 標準光源

　物体色 の 測色 に 関 して 測色値 の 客観 的 な 比 較を 行 な う

た めに は ， 使用 す る標準観測者を指定す るの み で な く，

そ の 物体を照明す る光を統
一

す る こ と が必要で ある 。
こ

の 標準 の 光 およ びそ れ を実現 す る標準光源 に つ い て は ，

1931年 以来 ，CIE に よ っ て 勧告 され た A ，B ，C の 3種類

が 多年 に わ t り実用されて きだ 1｝ しか し ，
こ の よ うな標

準 の 光に は い くつ か の 間題 点 の 内在 して い る こ とが 明ら

か と な り，こ れを解決す る た め，CIE は　1986年標準 の

光D6s および 補助的 に Ds5 お よ びD75 等 の 勵告を 行 な っ

た。〔1〕

　 しか しこ れ らの 標準 の 光 に つ い て は，そ の 分光分布が

規定されて い るの み で あ っ て ， そ の 分光分布を実現す る

標準光源 の 仕様 は定 め られて い ない。こ の た め ，TC −1．3
で は 1967年 の CIE　Washington総会 の 会合 に お け る標準

光源 の仕様確立 の 要求に もとづ き，小委員会を編成 し た

。そ の 第 1 ス テ ッ プ と して ，各国の 照明委員会 の 協力を

得て ，標準光源 として 実用 の 目的に適合す る と思 わ れ る

人 工 光源 の 分光分布を 集積 した 。
こ の 場合当然 の こ とな

が ら，現実 の どの 光源 もた とえば Des の 分光分布 に 完全

に
一

致す る もの は無い 。こ の ため 委員会 と して ，今標準

光源 と して の 可能性を考慮 して い る光源が ，標準光源 と

して 実用 し得 る に 足 りる程分 布 の 外れが 小 さ い か どうか

を 評 価す る問題の 検討を進めて 来 た。Dr．　WysZeckiは，

そ の 当時示唆 さ れ て い た 4種 の 評価 尺 度 を暫定的 に 選 定

して ， 集積した各種光源 の 分光分布を評価 しだ 9〕。

　其 の 后，こ の 評価方式 の 問 題 に 関す る筆者等の 研究  

お よ び Berger −Strocka の 研究 （1／）で は，上記 の 暫定的

評 価 メ ジ ヤ が 不適当で あ る こ とが 判明 した。標準光源の

分光分布 の 評 価に 関 して ，可視部分 に つ い て は 筆者 らお

よび Berger−Strockaが そ れ ぞ れ 類似な方法を提案 して

い る 。
Berger −Strocka はさ らに紫外部分 の分光分布の

評価方式も併 せ提案 して い る 。

　分光分布の 可視部分 の 評価の 方式の 概要は次 の よ うで

あ る 。 標準光源 の比 色へ の実用性 を 考慮 し，た とえ ば標

準の 光 D6s の 下で ， 標準観測者に 関 して 条件等色をなす

数組 の 条件等色対を選定す る。こ れ らの各条件等色対を

，
’
今そ の 分光分布が標準光源 と して 実用可能か を検討 し

た い 人工 光源下で 照明す る と，当然の こ となが ら若干 の

色 差 を 生ず る。各条件等色対に 対す る平均色差 を求 め ，

こ の 色差が 小 さい 程 そ の 光源 の 標準の 光 へ の 適合性 が 良

い とす る 方法で あ る。筆者等と Berger ・Strocka の 方式

は，本質 的 に は差が な く使用す る条件等色刻 の 性質 が若

干異 な る 。 しか し何 れ も，ほ ゴ類似な 結果を 与え る。

　次 に Berger −Strocka の 紫外部の 評 価 方式を 略述 す る

彼等 は，Ganz −Eitle（12）らが既 に 与え て い る，1 つ の け い

光白色サ ン プル の 分光反射性を 用 い た。こ れ に つ い て ，

標準光源 と して の 実 用 性を 検 討 した い 種 々 の 人 工 光 源 に

対 して そ の サ ン プ ル の けい 光増白前后 の 色差，あ る い は

け い 光増白后の 色 度の ，光源 色 の 色 度 か らの 色 度 差 を 求

め ，
こ れが 標準 の 光 D6s で 照 明 した場合 の 同 様 な 差 に く

らべ
， ほ S

”
等 しい か ，あ る い は大 か，あ る い は小で あ る

か で 評価す る 方法 を 与え た 。

　こ の た め彼等 は 次の よ うな諸量を示して い る
。

けい 光 サ ン プル の 実効分光反 射率分布RG （入 ）は次 の 2部

分よ りな る 。

　　　　RG（λ ）＝R （λ ）十 RE（λ ）　　
一
 

こ N で ，
R（入 ）は真 の 分 光 反 射率分布 ，　RF （λ ）は ，け い

光 F（λ ）に よ り次式 で 定め られ る量で ある。

睡 黔 ・… ；s・
・ り・・・ …

罵 ：
　 （7）式 に お い て ，

G （入 ）は そ の サ ン プル の け い 光 の

規準化 され た分光分布，Q（入 ’）は 励起波長 ぺ に おける

量子効率，S（λ
ノ

）ム パ は励起波長 ぺ に お け る波長巾

ム ズ の 相対分光放射エ ネ ル ギで ある 。 上 記 の計算 に 必

要な 諸表が 与え られ て い るq1）。

　以 上 が ，1973年の London に おける TC −1．3会合迄の

各委員に よ る 研究 の 代表的な もの で あ る 。 討論 で は ， 可

視部 の 評価 に つ い て は，ほ ゴ 確 定 した もの と考 え られ た

。 他方紫外部の 評価 に つ い て は ， 使用す る けい 光サ ン プ

ル が 1種 類 で 良い か に 関す る 意見が 多 く，さ らに研究 を

進 め る こ と とな っ た。しか し原 理 的に は ほ S
”
こ の 聞題 は

解決 さ れた もの と考え られ る e

　 こ x で ，附記 した い こ とは TC −L3 で は ， 標準光源 の

分光分布 の 評価方式あ る い は許容度に つ い て は，研究 し

勧告す る予定で あ る。しか し，標準光源として 特定 の 仕

様を決定 し よ うと は して い な い
。 こ れ は

一
見や X 問題 の

よ う に思 われ る が，標準光源として 指定された Bお よび

C を実現す るデ ビ ス ・ギ ブ ソ ン ・
フ ィ ル タが ，そ の 作成
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の 困難 さ ， 不安定性 の ため，現実 に は ほ とん ど用 い られ

な い こ と，お よ び標 準 光 源 実用 に 関 し，将来 よ り新 し く

実用的な 光源 の 開発の 可能性な ど を考 え る と き 上 記 の ，

態度は現 段 階 と して 適 切 で あ る と考え られ よ う。 本研究

に 関す る 詳細 に つ い て は，筆者等 に よ る総 合報 告 （13）を 参

照 さ れた い
。

　 3．3　メ タ メ リズ ム 指 数

　 TC 　
−1．3 で は ， メ タ メ リズ ム 小委員会 （委員長 Dr．

G．VVyszecki）の 研究 に もとづ き ， 照明が 変化した 場合

の 特殊 メ タ メ リズ ム 指数 に 関す る勧告ve1972年 に 行な っ

た （14）
。 メ タ メ リズ ム と い う言葉 は一

般に 良 く知 られて い

る が，そ れの 実 用 面 との 関連 は余 り熟知され て い ない よ

うに 思 わ れ る
。

　今 ， 調色を行なう場合 ， 取引先か らの 基準見本 の分光

反射率分布 ，PJ （x ），
こ れ に対し 自社 で 調色 した 2種

類 の サ ン プ ル P21 （入 ），　 P22 （λ ）が あ る とす る 。 条件

等色 で あ るか ら ， 当然 ， P1 （入 ）≠ P2r （λ ），
　 pt （入 ）±

P22 （入 ）， ρ 21 （λ ）‡ ρ 22 （A） か つ 標準の 光の 下 で は

， それ ぞ れの 3刺激値を対応する足字を用い て 示すと次

式が成立す る 。

　　　　 Xl　　　　 X21 　　　　 ×22

　　　（
i；）一（ジ；；
ZI　 　　 　 Z21

）《Σll）
使用 した着色材料 の 経済性 ， あ る い は耐候 陸等の 諸縛性

が 同
一

と考え た場合 ，
ρ 21 （え）。P22 （1 ）の 何れ を選定

す る の が 望ましい か ？ こ の 質問 に答え るの が勧告され た

メ タ メ リズ ム 指数 で あ る 。

　すなわ ち ， 塗料あ る い は染色工 業で の ， 条件等色 に 関

す る 1つ の実用問題 は ， 照明光が条件等色 の 成立す る標

準光 か ら変 わ っ た 場合 の色違い に よ る ク レーム で あ らう

。 こ の た め ， 代表的な数種 の 人 工 光源下 で ，
ρ 、（x ） と

P21 （1．） の 間 に お こ る等色の くずれを平均色差 △ El で

現 し ，

一
方 ρ 1 （？．）と　P22 （7．）に対す る 同様 な 平均色

差 △ E2 を求 め る。もし △ EI
’．
ζ
一一
△ E2

一
なち，

ρ 21 （A ）の 方が P22 （λ）に く らべ
，
　 P　1（入 ）と 条件等

色 をす るば か りで な く，照明光 の 変化 に よ る色違い の ク

レ ーム を受ける チ ャ ン ス が少な い とい う意味で よ い とす

る。

　CIE 勧告（14）で は ， 上 の 周題 に 適用 す る特殊 メ タ メ リズ

ム 指数 の 定義，およ び 標準光 と し て D6s 試験 光 と して

標準の 光 A と 3種の 代表的けい 光灯を 定 め ， そ の 分光分

布を与えて い る 。 そ の 他実用上 の 注意も与 え て い る 。

メ タ メ リズ ム の 問題 に 関 して は，上 記 の Illuminant

metamerism の他 ，　Observer 　metamerism 　（観測者メ

タ メ リズ ム ），Field　 metamerism ．　 Geometric 　 metam

eerism 等が あり（1冒X15），本小委員会 で は 観 測者メ タ メ リ

ズ ム 指数 の 問題を次 に 取 りあ げ る こ と として い る 。

　 これ は 実用 上，次 の 間題 に 関連す る 。標準 光 お よ び

CIE 標準観測者 の 下で ，条件等 色 をな す 2種 の サ ン プ

ル P1 （2 ）およ び ρ2 （R ）を考 え る。前 と同 様 ρ 1 （λ）
を 基準サ ン プ ル ，ρ 置（A ）を 試 験 サ ン プ ル と考 え て よ い

。 さ て ，
こ の よ うな条件等色 サ ン プ ル 対を ， 標準 の 光を

代表す る 1つ の 光源下で 多数 の 観測者 に見せ た場合 ， 或

る人 は 等色と判断 し別 の 人 は色が ずれて い る と判断す る

こ とは 日 常 よ く経験す る所で あらう。
こ の 原因 の主要な

ユつ と して 考え られ る の は ， 各観測者 ご とに ， そ の 等色

関数が異なるためで あ る と考え られる 。 さて ， Pl（A ）

と P2 （2 ）は 全観測者の 何％位が ほ ゴ等色と判断す る程

度 の 条件等色で あらうか ？怒 らく， 90％の 観測者が等色

と判断すれば，ユ ーザ へ 納入 して もおそ らく含格す る で

あ らう。 しか し10％ の観測者が等色 と判断し，ge％ の観

測者がずれ て い る と判断すれば ， ク レ
ーム の 心 配もあ る 。

こ の よ うな観測者 の 差遠 に よ る条件等色 の くずれ を問題

にす る の が観測者メ タ メ リズ ム お よ び そ の 評価指数とい

うこ とに な る 。

　現在迄 の所 ， こ の 問題 に 対する接近 は 2 つ あ る 。 1つ

は ，CIE　1964標準観測者の 基礎を与 え た Stilesらの 測

定結果を要約 した ， 20人 の 観測者の 等色関数   を用 い て

評価す る方法で あ る 。 そ の 方式 は，まず CIE　 196鰾 準

観測者 および標準 の 光 Des の 下で 条件等色をなす 2種 の

サ ン プ ル ρ 1 （2）と ρ2 （2 ）を考え る 。 さ て ， 20人 の 観

測者 の各 ス ペ ク トル 3刺激値を Xi（え），　yi（A ），
Zz （λ）；i ＝ L2 ，… 20， とす る と ，当然なが らど の 観

測者もCIE 　1964標準観測者 と完全 に 同一
で な い か ら，

D65 の 下で 両サ ン プル 間に 色差 △ E・i を生ず る 。 さ らに

これ を全観測者 に つ い て 平 均 して ，

　　　　　　　　　　 1　 20

　　　　　　逓
二『

π 諱1
△ Ei

を観測者 メ タ メ リズ ム 指数 と定 め る とい う案で あ る。当

然 の こ とな が ら，△ E の 大 き い 程 ，観測者の 判断の 違い

に よ る ク レ ーム の 確 率 は大 とな る こ とが 考え られ る
。

　今 ユっ の 提案 は，AIIen（1『）に よ る　標準偏差観測者　（

standard 　devjate　 observer ） を用い る 方式で ある 。 上

述の 方式で は ，20人 の 観測者の ス ベ ク トル 3刺激値を 用

い て 計算 を行 な うた め ，労力が 極 め て大きい
。 20人 の 各

観測者は それ ぞれ標準観測者か ら様 々 に ずれ た ス ペ ク ト

ル 3刺激値を有 して い る 。 標準偏差観測者は こ の よ うな

偏 りの 測色的な 意味 で の 平均を統計的に求め た もの で あ

る
。 計算 は CIE196鰾 準観測者お よ び D65 に 関 して ， 条

件等色をなす2サ ン プル P1 （λ），
ρ2 （λ）に つ い て ， 同

一の 照明 の 下 で 観測者を標準偏差観測者 に 変え て観測 し

た場含の 両 サ ン プル 間の 色差を ， 観測者 メ タ メ リズ ム 指

数 とす る方式 で ある、

　しか し，上記 の 20人 の観測者が 果 して ，正 常観測者母

集団の 代表 とみなせ る か，視 野 の大きさの 変化の 影響は

， 年令の 影響は ， また厳密な観測条件およ び良好 な精度
で 求め られ た ス ペ ク トル 3刺激値間 の変動が ， 日 常 の 比

色 に おけ るや 河氏い 精度の 観測者間変勤 の 代表とな りう

るか ， 等 々 の 数多 くの 問題 が あ る 。 観測者メ タ メ リズ ム

指数に つ い て は そ の実用性を問題視す る メ ン バ もな お存

在 す るが ，

一
応現在研究課題 を こ の聞題 に 指 向 し て い

る。
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　 3．4 色順 応

　調色の 塲合 の 今 1つ 重要な特性として ， 色恒常性の 問

題 が あ る。
こ の 問題 は ，

TC −3，2演色 委員会に お いて 色再

現 の 1つ の 重要問題として 取 りあげられ て い た。1969年
の Stockholm で の 会合で ，

こ れの 解決 に は色順応 の 問題

が 関与する こ とか ら，TC −1．3が取扱うこ ととな っ た。こ

の 結果 ，
BAM の H ．　Terstiegeが ， 委員長の 委嘱を うけ ，色

順応 に 関す る現在迄の 諸研究を調査するこ ととな っ た 。

そ の 調 査 報告 は ，1971の Barcelonaの会合に提 出 され ，其

の后 1出版され た （18）
。
そ れ は，Vonkries公式の 歴史 ， 順応

実験か らの 基本原刺激の 決定 ， 色順応 と係数測 ， 色順応

に 関 す る非線形 仮 説，色1便磨公 式の 最近 の 応用を含み ，

文献数10Dを超え る詳細 な もの で あ る。

　 こ の 細果 に もとつ い て ，TC −1．3に 色順応小委員会が 構

成され た。現在委員 は9名 ，委員 長 はDr，　R．　W ．　G．　Httnt，

幹事 はMr ．　C．　J．　Bartlesonで あ る。委員として は，　 E．　M ．

Allen，
　 L．　M ，　Huruich，　W ，　Mtinch ，

　M ．　R 　Pointer，　H ．　Te −

rstige ，　G．　Wyszecki お よ び 筆者で ある 。
こ の 小委員会の

ユ971年設立時の 日的は
”

実罵的条件 で 遭遇 す る色 順応の

変化 を予測す る適 当な 数値的方法の 開発
”

に あ る と され

て い る
。 続 い て ，1972年3月小委員長 よ り， 最も重 要な 実

用的必 要性の あ る分野 を 決定す る た め に質問状が 各国へ

出 され た。こ れ を もとと して ， 1973年 の TC −1．3の London

の 会合で ，色 順応小委員 会の 今后の 研究 プ ロ グラ ム が 報

告され た。

　 こ の 報告 の主 要な 要 点は ，次の 4点 か らな る 。

　 a ） 特 に 重要な こ とは，1組 （2種）の 順応光源 の
一
方

で 見 た とき と，他方の 順 臨光源 下 で見 t 時 に，同 じ見え

を 与え るよ うな 3刺激値の 対を定め る公式を求める こ と

で あ る。

　b） 基準光源 下で 同
一

の 3刺激値を有 し ， 1つ の 試験順

応光源の 下で
一

方 は完全 な 色恒常性を有し，他 は現 実の

サ ン プル で ある2物体色 に つ い て ，試験光源下の 3刺激値

が 与え られた場合 に ， 試 験光 源 順応下 で 知覚 さ れる両物

体色間の 見 え の 色 の 差を計算す る方式を与える こ とで あ

る。

　c ）　その 暫定 公 式は ，次の 観測条件 に 刻 して 成立す る

もの で あ る こ と。

　　 1） 両順応 光源 に よ る 輝度 レ ベ ル は 同
一

で ある。

　　2） サ ン プ ル はZ°

ま た は10°

の視角を 有す る こ と 。

　　 3） 均
一

周辺視野を有す る こ と。

　　 4） 順応照明は所 謂
”

白色
”

の 領域 に あ る こ と。

　d） 実験方法 と して は ， 記憶等色法また は主観評仙 法

がの ぞ ま しい。

　色順応の 研究 に は従来主として 次の 各方法が 用い られ

て きた 。 両 眼 隔壁 等色法 （Haploscopic　matching ），記

憶等色法 （Memery −
matching ） ， 主観評 価 法 （Direct

scaljng 　or 　Subjective　scaling ），局所順応法　（Local−

adaptation 　method ）， 増分闘値感度測定法 （lncrement

threshold 　 sensitiviey 　 measurements ） 。 また ， こ の 問

題 に つ い て は ，
W ．　D 、　Wvight 、　D ．　 B．　Judd，　 R．　W ．　 G．

Hunt ，　 D ，　 L．　 MacAdam 他多くの 世界的学者が研 究 を行

な っ て 来 た。そ れに も拘 らずなお匡際 的同意 に 達 しうる

結論 を得 て い な い 困 難な問題 で ある 。

　筆者 らの主観評価法 に よ る色順応の 研究（19）（20）は ，
こ の

線 に 沿 う もの で あ り ， 主観評価 データに もとつ いて 始め

て 色順応予測式を導 い た もの として 評価 され て い る。

　小委員会は本年9月　CIE 　London 総会 にお v て ， 開催 さ

れ 討議 され よ う。

　3．5 白色度 小委 員会

　 白色度の 問題は ，産業の 各分野で 重要で ある 。 TC −1．3
で は，ユ967年頃 A ，Berger に現用 して い る各種白色 度公

式の 調査を依頼 した。そ の 盾 こ の 調査およ び これ に対す

る各国の 検討に もとつ い て ， ユ969年の Stockholm の TC −

1．3 の 会合で 討論 され た （21）。そ の 結果小委員会が 構成 さ

れた 。 委員長 はDr，　 stenius
， 吾国か らは福 田保 「専士 が小

委員会委員 とな っ k 。

　そ の 后 ， 1971年 の CIE 　 Barcelo鼠 a 総会で の TC −L3 の 会

合 およ び小委員会会合で ，小委貴会 と して ，けい 光 増白

紙を用い る評仙実験が 計画 され た。そ の 結果 は1973年の

TC −1．3の LondQn の 会合で 討議 され た （22）
。

　吾国で も，こ の 問題 に 関す る関心 は高 く， 1968年9月よ

り色彩学会 におい て，自色度表示方法 ，工 業標準原案作

成委員会 が 福 田 博士を委員長 と して 構成 され ， 研究が 進

め られ た （2呂〕
。

こ の 過 程で ， 森礼於博士 に よ る Preferred

Whiteに もとつ く白色度公式 が提案され た （24）
。 しか し ，

こ の 問題 は複雑で ，さ らに残 された 問鐔の 解明の た め，

色彩学会と日本照明委員会 との 共同に よ る ， 自色度調査

委員会が構成され 現在迄研究 を進 め て い る。当初，委員

長は福田 1専士 ， 其 の 后森礼於「専士 に 引きつ が れて い る 。

当 委員会で は，けい 光増白布を 用 い る評価実験 を行 な い
，

そ の 中聞報告をまとめ ， 1973年 の TC −1．3の 会合 に おい て

馬場護郎氏が 報告し ， 各国よ り高 い 評 価を うけた。こ の

最終報告は 何れ別途報告 され よ う。

　19了3年の 討論の 結果，TC 一ユ．3お よ び小委員 会で は こ れ

迄の 実験結果お よ び 討論 に もとつ い て ， 白色度 に 関す る

ガ イ ド ・ライ ン を取 りま とめ て ，1975年の CIE　 London

総会の TC 一ユ．3 の 会合 に 報告す る こ と とな っ た 。 現在の

所 ，単一
の 白色 度公 式 を 勧 告す る方向には 動い て い な い。

　4． 結　　言

　以上，TC −13 の 最近 の 活動状況 に つ い て ， 概略を報告

した。術語 小委員会 につ いて は特記 事項は無 い。

　TC −1．3 の 全 般的な活動を通 じて くみ とれ る こ とは ，

色差 ，色 順応 ，メ タメ リズ ム ，白色度，標準光源 な どの

実用的 お よび学問的に も重要 な課題 を 極め て 精力的 に研

究を 進め て い る こ とで ある。そ の 範囲も，物理 学者 ， 心

理 学者，あ るい は 国 立研 究 所 ，大 学，産 業界 を包 括 す る，

学際的およ び 全体的活動が うまく進められ て い る こ とで

ある 。

　言語 の 問題 はあ る と して も， 今后 ， 吾国の 各研究者が

同様 な協力 体制で 研究を進め，こ の 分野 へ 国際的寄与を
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国 際照 明委 員 会 TC − 1．3濔色委員会の 般近の 動向

行な うこ とが期待され る。そ の た めの 方策 に つ い て も ，

色彩学会な どで も っ と真剣 に 討議され て 良い の で はなか

らうか 。

　最后 に本報を ま と め るに 際し ，TC −1．3の 1973年会合に

おける情報を御よ せ 頂 い た ， 日立製作所馬場護郎氏 に厚

く謝意を 表す る次第で ある。また ，本報 に つ い て ， さ ら

に 詳細な資料 を 必要と され る方は ， 筆者迄御申出願 い た

い 。 出来るだ け ， 御協力を申 し上 げた い と思 っ て い る。
〔附記〕委員会の No ．お よ び 学協会名 で ，過去何年か の

　間 に変更されたもの があ る 。 そ れ らは，す べ て 現行の

　もの に統一した 。
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