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論　文 形 依 存 性 を示 す 色 残 像

山 下 由 己 男

Chromatic　Afterimage　Dependenoe　on

Simi】arities 　between　Adaptati　on 　and

　　　　　　　　　Test　Patterns

Yukio　Yamashita

Industrial　Products　Research 　Institute

A わs捷 ac 重

　Strength　 of 　chromatic 　afterimages 　produced 　by　the 　visual 　d圭sp ！ay 　tetminals （VDT ）was

measured 　 with 　the 　hue　 cancellatioii 　 metho でL 　 Tllree　different　grating 　 Patterns （negatlve ，

posltive，　and 　homogeneous　r：．ocles ）were 　 e皿 ployed 　for　thc　adaptation 　as 　well 　as 　the　test

丘elds 　and 　fQur　colDrs 　（green ，　red ，　blue，　and 　yellQw ）　fQr　 the　adaptatlon 丘eld ．　 Results

showed 　 that　the　 chromatic 　 afterimages 　persiste（l　for　 over 　l　 hour　 when 　subjects 　 adapted

for　l　hour，　and 　the 　strength 　of 　 the　 a 〔terimages 　 depended 　on 　 the　 combinations 　 of 　 the

adaptation 　and 　the　test　pat亡erns ，　The　chromatic 　 afteril τ1ages 　 were 　！arge 　fer　 the　sa 皿 e

pattern　 of 　the　test　and 　the　adap にation 丘e王ds．　 The　results 　inlply　that　the　afterimage 　had

some 　propert圭es 　 similar 　 to　 the　 aftereffectS ，　 The　 fact　 that　 the　 chromatic 　 afterimages

depend　on 　the 　 similarities 　 hetween　 the 　 adaptatiol ユ and 　 the　 test　 patterns　 shQw 　 a　 link

between　usual 　chrQmatic 　afterimages 　and 　the 　McCo ！leugh　 effects ．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 要　旨

　VDT を用い た 視作業に お い て 生 じる 色残像の 強さを，キ ャ ン セ レ ーシ ョ ン 法 に よ っ
て 測定

し， そ れ ら の 色残像 の 性質 を調 べ た。順応 とテ ス トの パ タ ーン に ，格子 状パ ター
ン の 3 種の モ ー

ド （陰画，陽画 と一様モ ー
ド）を用 い，順応色 と し て 1 色 （緑 ， 赤， 青，黄）を用い た。結果 は

以下の 通 りで あ る。 1時間順応 後，そ の 色残像 は 1 時間 以上 残 存 し，そ の 強 さは順応 と テ ス トの

パ タ ーン の 組み 合 わせ に依 存す る。す な わ ち，テ ス トパ ターン が順応 パ ターン に一致す る とき，

色残 像 が 強 く生 じ る。こ うし て，そ れ らは，残効に 似 た 性質 を も っ て い る。順応 とテ ス トの パ タ

ーン の 類似性 に依存 す る色残像 は，通常の 色残像 とマ ッ カ m 一効果 を結 び つ け る もの と考えられ

る。

1．　 ま え が き

　最近 ， 事務作業 の オ ー
トメ

ー
シ ョ ン化 に伴 い ，VDT

（Visual　Display　Ter エninal ） を用 い た 作業が 急速 に 増

大 し て い る。そ の よ うな なか で，画 面 の ，緑色の 文字や

記 号 を見 なが ら VDT 作業を長時間続ける と ， 無彩色の

壁面や紙面が ピ ン ク色 あ る い は オ レ ン ジ色を帯び て 見 え

る よ うに な り，し か も，そ れ が長時間残存す る とい っ た

訴 えが 多 く聞 かれ る
1）。そ の 原因 と し て，補色残像や マ

ッ カ ロ
ー
効果 が挙げ ら れ て い る。補色残像は，ひ とつ の

色 を長時間 見続 け る こ と に よ っ て，視覚系，主 に受容器

系 の 感度 が，波長に 対 して 不均
一に 低下す る た め に生 じ

る もの で，色残像現象 の ひ とつ で あ る 。一方，マ
ッ カ ロ

ー効果 は格子 縞 の 方位や空 間周波数な ど，パ ターン の 特

微要素に随伴 し て 色が 見 え る，色残効 と呼 ばれ る境象 で

あ る
E・S）。例え ば，緑 と黒 の 縦 縞 と，赤 と黒 の 横縞 と を交

互 に数秒ずつ
， 数分間眺 め る と，そ の 後 に 見る 白 と黒 の

縞の 白色縞部分が，縦縞の 場合 は ピ ン ク色 横縞 の 場合

は緑色 とい うよ うに ， 縞 の 各方位に お い て ，は じ め に 提

示 され た 色 の 補色 が 見 え る。両現象 と も，順応 した色 の

ほ ぼ補色が 見 え る
4・5） こ とや ，マ ッ カ U 一

効果 が 長時 間残

存する
6）

こ と か ら，こ れ らが VDT 作業 に 伴 う補色の 見

え の 原因 と考え られ て き た。

　と こ ろ で ，VDT 作 業 に お い て 補色 の 見 え が 生 じ る と

き， 画面 に提示 され て い る 刺激 は ，緑色な ど の 単
一

色 の

文字や 記 号で あ り，こ れ らは，い ろ い ろ な 方位 や 空間周

波数を含ん でい る。こ の よ うな刺激 に 対 し て は ，通 常，
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マ
ッ カ ロ

ー
効果 は 生 じ に くい 。そ れ に もか か わ らず，補

色 の 見えが 生 じ ， 長時間残存す る こ とや ，

一
様 な 無 彩色

面 よ り も，エ ッ ジ部分 で 補色 が 強 く見 え る こ とな ど，色

残効に似た 性質があ り，
こ れ ら は ， 補色残像 の み で は 説

明 で きない 。

　そ こ で ， 本研究で は，格 子 縞 パ タ
ーン か ら搆成 され た

単
一

色 の VDT 画面 を用い て ，　 VDT 作業に伴 っ て 生 じ

る色残像 の 性質につ い て 調 べ た 。 そ し て ， 通常の 補色残

像と比 較す る た め，順応 と テ ス トの パ ターン の い ろ い ろ

な 組み合わ せ に つ い て ，色残像 の 強 さ を測定し ， こ の 色

残像の 形 へ の 依存性 につ い て考察した。

2．　 実験方 法

2．1． 色残 像 の 強 さ の 測定方法

　色残像 の 強 さ は色 キ ャ ン セ レ ーシ ョ ン 法 に よ っ て 測定

した。あ る 色 の 順応 に よ っ て 生 じ る 残徴 の 色 は ，順応色

の ほ ぼ補色 で あ る こ とか ら，こ の 残像色 に は じ め の 順応

色 を徐 々 に 加 え て い くこ とに よ り ， 残橡色をキ ャ ン セ ル

す る こ とが で き る。こ の と き，残像色 を キ ャ ン セ ル す る

の に要した 順応色光 の 量 は，色残像の 強さ に 対応 し て い

る で あ ろ う。 本研究で は，順応 の 前 と後 で ，被験者が テ

ス トパ ターン の 色を，見か け 上 ， 白色 に 最も近 くな る よ

うに調整し，そ の と きに実際 に提示 され て い た色光 の 間

の 色 の 差 を色残像 の 強 さ と した 。

2．2．　実験装置

　実験装置 をFig．1 に示 す 。 順応お よび テ ス トパ ター
ン

は，カ ラ
ーグラ フ ィ ッ クデ ィ ス プ レ イ に よ っ て発 生 し，

ヵ ラ
ーデ ィ ス プ レ イモ ニ ターに よ っ て，視距離約 80cm

で 被験者に 提示 され た。グラ フ ィ ッ クデ ィ ス プ レ イ とモ

ニ ターを結 ぶ 色信号 線 （C1 か ら C3 ） の 途中に信号減

衰器 （A1 か ら A4 ）を挿入 し，色信号振幅を 0．1 （IB 単

位 で 酊変 に す る こ とに よ っ
て ，モ ニ ター

画面上 の 色を微

妙に 調 整 で き る よ うに し た。順応 を行 う色の 信号線 （例

え ば ，
Fig．1 で は c1 ） に は ，

2 個 の 信号減衰器を直列

に 挿入 し ， それぞれを実験者 と被験者 の 手元 に置 い た 。

テ ス トの 際，毎回，実験者 が 減衰器 A1 を用 い て減衰量

を ラ ン ダム に設定し，そ の 後，被験者が減衰器 A2 を用

い て 画面色 の 調整 を行 っ た。

2．3．　 提示刺激

　Fig．2 （a） に，順応 お よび テ ス トに 用い た 格子状 パ タ

ーン を示 す。こ れ は，約2cpd （cycles 　per　degree）の ，
30行 × 50 列 の 枡形 か ら 成 る パ タ ーン で， そ の 寸法は ，

Fig ・2 （c）の とお りで あ る 。 テ ス トで は，　 Fig．2 （b）の よ

うに ， 直径 10度 の 円形視野 の み を提示 し，周囲 は黒板 で

覆 っ た。この 格子状パ ター
ン を基 に した，表示 モ ードの

異 な る 3 種の 刺激パ ターン を用 い た 。 すなわ ち，格子 部

分が明る く，背景が暗い ，陰画表示 パ ター
ン （N パ ター

ン ），格子部分が暗 く，背景が明 るい ，陽画表示 パ ター

ン （P パ ター
ン ），お よび，格子部分と背景が 同 じ 明 る

さ と色の
一

様 な画面 （H パ タ
ー

ン ） で あ る。

゜
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F孟g ．2 順応 とテ ス トの パ ター
ン

順応色 は ， 緑 ， 赤 ， 青 ， 黄 の 4色 と した。テ ス ト白色

と と もに，こ れ ら の ， デ ィ ス プ レ イ モ ニ タ ーの 発光 ス ペ

ク トル を Fig．3 に ， 輝度を Table　1 に 示す 。

Fig ．4 は，　 CIE 　uiv 色度図上 に，順応色 の 位置 と，

　　　　　 テ ス トに お い て 被験者 が 変 え る こ とが で き

　　　　　　る 色 の 範囲を示 し て い る。Fig．4 （b） は，

　　 Fig．4 （a） の 長方形 に 囲 まれ た 部分 を 拡大

　　　し た もの で，緑，赤お よ び 青色信号 を 変化

させ る と，実線，点 線 お よ び破線 で 示 され

た，そ れ ぞ れ の 軌跡 上 で の 色 が 変 わ る 。こ

れ ら の 軌跡 は 色度図上 の 1 点 Cp で 交差す

る。こ の 点の 色光を標準 の テ ス ト白色光と

し た 。 なお ， 提示色光の 発光 ス ペ ク トル や

Fig．1 実験装置
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用 い た 色 の 相対発光 ス ペ ク トル

Ta 轤 e　1　用い た 色 の 漂準の 輝度

輝度 （cd ／m2 ）

標 と して 記 録 した。次 に，順応パ ターン に よ り順 応 を行

い ，5 分暗順応 の の ち，再 び 色 の 見え を テ ス トし た。順

応中， 被験者 は 画面 上 で ゲー
ム を行 っ た＊

。 ゲーム を用

い た理 由 は，被験 者 が，注 視点 を 常に 移 動 させ な が ら，

長時間 ， 画面を楽に眺 め る こ とが で きる よ うにす る た め

と，画面 を眺 め て い る 被験者の 状態 を実験者 が モ ニ ター

で き る よ うに す る た め で あ る。テ ス ト結果か ら ， 見か け

の 白色に 対す る，順応前 の 色度座標 （Uot，　 VOつ と順応後

の 色度座標 （u1
’

，
　 Vl

’

） の 距離 dC ＝｛（uiLuot ）
Z
＋ （v 、

’−

Vo
！

）
2
｝

Lμ を求 め，こ れ を色残像 の 強 さ と した
7）。被験者

が色調整 に要 した 時間 は ，
1 回 の 色調整 に 約20秒 で あ っ

た 。

　被験者は，男性 7 名 で，各被験者に は 実験条件 の
一

部

ず つ が課 せ られた。

色

、

　　 緑

　　 赤

　　 青

　　 黄

テ 　ス 　 ト　臼

76．727

．515

．4117

．9

　 7．6

色度座標は，Spectra　Scan （Photo 　Research 社） に よ

っ て計測 した。
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Fig．4 提 示 色 の u
／
v 色度座 標 位 置

2．4．　 実験手川頁

　実験 は暗室中で 行 っ た。5 分間 の 暗順応 の の ち， ま ず ，

順応前 の 色の 見 え をテ ス トした 。 テ ス トパ ター
ン に 対 し

て 3 回 の 色調整を行い ，そ の 平均値を CIEu ／
v

！

色度座

3．　 実 験 結果 お よび 考 察

3．1． 見 か け の 白色へ の 色調 整の ば ら つ き

　緑，赤，青色 の 色調整 ， お よ び 3 種 の テ ス トパ タ ーン に

つ い て ， 被験者あ る い は測定 日 の 異 な る ， 順応前の テ ス

ト結果を集 め ， そ れ らの 平均値 と標準偏差を u
’v 色度

図上 に示 し た の が Fig・5 で あ る。白丸が平均値，太 い 実

線 が 標準偏差 を表 わ して い る 。 細い 実線 と黒丸 （Cp）は，
Fig．4（b）に示 し た，被験者が調整 で き る色 の 範囲 と，

色調整 の 軌跡 の 交差点 で あ る 。
N

，
P

， お よ び H の 3種

の テ ス トパ ター
ン の 結果を別 々 に 示 し て い る 。 ただ し，

P と H パ ターン の 結果 は，u
’

軸正 方向に，0．02 と 0．　04

だ け，そ れぞれず ら し て ある 。
n は サ ン プ ル 数 で あ る。

Fig．5 に示 され る よ うに，見 か け の 白色 へ の 色調整 は標

準偏差約 0．020 以下 で な され て お り，ま た，平均値の 色

度位置 は，青色調整 で わ ず か に 違 い が見 られ る の を除 い

て ，テ ス トパ タ
ー

ン に よ る 違 い は ほ と ん ど な い 。

3．2． 色 残 ［象の 生起 と減衰 の 過 程

　順応時間 と色残像の 強さ との 関係，お よ び，色残像 の

減衰過程 を， 陰画表 示 パ ターン （N パ ターン ） を用 い て

＊ 格 子 状 パ タ
ー

ン の 杉1形背景 （30 行 × 50 列） に，白色

指標 1 個，他 の 色の 的10個と障害30個 の 枡形が ラ ン ダム

に配 置 され た パ タ ーン が 提 示 され る 。被験者 は，ジ ョ イ

ス テ ィ ッ ク （Fig．1 の J） を 用い て 指標を動 か す 。 指標

が 的に 重 な る と的 は 消 え，障害 に 重 な る と，そ の 障害 は

消 え るが 他 の 位置 に 的が ひ とつ 増 え る。指標の 動き方

は，ジ ョ イ ス テ ィ ッ ク に よ っ て上 下 左 右 4方向 の うち 1

方 向 が 指 定 され る と，指標 は そ の 方向 に 1 籾形分 と，さ

らに，ラ ン ダム に 選 ばれ る 上 下 左右の うち の 1方向か つ

1枡形分 あ る い は 2 枡 形 分 だ け動 く。指標，的 や 障害 は

パ タ
ーン の 格子状部分 と は 重な ら ない 。 被験者 は指標 を

動 か し て，で き る だ け短時間 で 的 を全部消 す よ うに指示

され る 。 的が 全部消 え る と，次 の パ タ ーン が 提示 され

る 。
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Fig．5 順応前の テ ス トの 結果

調 べ た 。 1嗄応時間は，15
，
30 と60分 と し，ま た，減衰過

程 は，60分順応 の の ち， 順応後か ら 5 分ご とに，60分 ま

で計測 し た。

　色残像の 強さ を 順応時間 に対 し て 示 し た の が ，
Fig．6

で あ る。60分順応 の 結果 は ， 横に数字で 示 した 数 の 被験

者 の 平均値 で ， 棒が標準偏差 を表 わ して い る 。
15分 と30

分 の 値は， 各色ご と に，60分順応 で 平均値 に 近 い 値 を示

し た 被験者 1 名の 結果で あ る 。 緑や赤色 で は ， 30分間の

順応 で ほ ぼ
一

定値 に 達 し ， 順応時間が そ れ 以 上 に な っ て

i　 o95

　 10O

ぐ

30

10

　

5

（

も
r

．）

o
く

O

60 　　　 0

　　　　 0　　　 30　　　 60

　　　　　　　　Time （min ）

Fig．6 順応時間と色残像 の 強 さの 関係

30 60

0　　　　　　30　　　　　　60　　　 0　　　　　　30

　　 Time 　 after　Adaptatien　（mln ）

　　　　 Fig．7 色残像 の 減衰過程

60

もほ とん ど色残像 の 強 さ は 変 わ ら な い 。一方 ， 青や黄色

で は，順応時間と ともに ， さ らに 色残像が強 くな っ て い

る。

　Fig．7 は ， 色残像 の 減衰過程を， 各色に つ い て 3 例ず

つ 示 し て い る 。 緑や赤色 で は，色残像の 単調な減衰が見

られ るが，青や黄色 で は減衰遇程 に ば らっ きが大きい 。
ま た ，

Fig．7 に 見 られ る よ うに ， 生 じ た色残像は順応後

60分経過 した の ちで も残 っ て お り，長時間 の 残像が確か

め られ た。

3．3． 色残像 の 強さへ の 順応輝度 の 影響

　順塔刺激 の 輝度 が 色残像 の 強 さに 及ぼす影響を 調 べ

た。陰画表示 パ ター
ン の 輝度 を変 え ，60分問順応 した 。

輝度は，Table　1 に示 し た各順応色の 標準輝度 か ら，そ

の 約 1〆10ま で変 え た。Fig．8 に結果 を示 す 。 各色 に お い

て 最 も高 い 輝度 は 標準輝度 で ，Fig．6 の 60分順応 の 結果

を再 プ ロ ッ ト し て い る 。 標準輝度以 下 の 輝度に対 す る結

果 は，各色の 標準輝度 で の 測定 を 行 っ た被験者 の うち の

1 名 の もの で あ る。緑 や赤色 で は，輝度が 約1／10ま で 低

下 し て も色残像の 強 さは ほ とん ど 変わ らな い が，青や黄

色 で は ， 輝度 の 低下 に 伴 っ て 色残像も弱 くな っ て い る 。
こ れ らの 結果は，Fig．6 の 結果 と関連 して い る 。 緑や赤

色 で は，標準輝度 の 30分間順応 で，既 に ほ ぼ
一

定値 に達

し て お り， 順応時間 が 60分 の 場合に は ，
1／10の 輝度 で も

色残像 の 強 さは こ の
一

定値ま で 達 し て い る の で あ ろ う。

青 や 黄色 で は，60分順応 で も，輝度 の 低下が影響 し，色
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Fig．8．順応輝度 と色残像 の 強 さの 関係

残 像 が 弱 くな る と考え られ る 。こ の よ うに，色残像 の 生

起 や 減衰 の 過程，
．
順応輝度 の 影響 な どに ，緑や 赤色 と，

青 や黄色 と で は異 な る 傾向が見られ る 。

3．4． 色残像 の 強さの 形へ の 依存性

　順応 と テ ス トの パ ター
ン の い ろ い ろ な組み 合わ せ に対

して，生 じた色残像 の 強さを比較 し，色残像 の 形ぺ の 依

存性に つ い て 調 べ た。順応時間60分 で，パ タ
ー

ン の 各組

み 合 わせ につ い て 被験者 2 名ずつ 測定し た 。 結果 の 平均

値 を示 し た の が Fig．9で あ る。順応 と テ ス トを示 す軸 の

N ；P お よ び H が パ タ ーン の 種 類 を表 わ し，そ れ らの 交

点に ，対応す る 組 み 合わ せ の 色残像 の 強 さを示 し て い る。
Fig．9 に 見 られ る よ うに，色残像 の 強 さは，順応 と テ ス

トの パ タ ・・＝ン の 組 み 合 わ せ に よ っ て 異 な っ て お り，そ れ

ら の パ タ 」 ン が一
致す る と きに 強 くな る傾向が あ る 。 各

組み合わ せ ，
2 名ずつ の 測定結果 に対 し ， 順応色 （A ），

順応パ ター
ン （B ），テ ス トパ ター

ン （C）を 因子 と して 分

散分析 を行 っ た結果が，Table　2 で あ る。3 因 子交互作

用 を除 い て，すべ て 有意 （P＜ 0．01）で あ り，主効果 で は順

応色 ， 交互作用 で は 順応 とテ ス トの パ ターン の 組 み合わ

せ が，特 に大きな影響を与 え て い る こ とを示 して い る。

　Fig．9 を細か く見 る と，各色に お け る 形 へ の 依存性 は

わ ずか に異 な っ て い る。す な わ ち，緑色 で は P パ タ
ー

ン

を 用い た順応，テ ス トで は，パ タ
ー

ン が
一

致 しな い 場合

と同 じ程度 の 強 さ で ある 。 赤色で は ，パ タ ーン が一致す

る とき に 色残像が 強 く生 じ，形 へ の 依存性 が 明瞭 で あ

る 。青色 の 場合 に は，P パ ターン の 順 応 や，　 N パ ターン
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Fig．9 順応 とテ ス トの パ ターン の い ろ い ろ な 組み 合 わ せ に対 す る色残像 の 強 さ
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Tab査e　2　分散分析表

　A ：順 応 色 B ： 1頃応 パ タ ーン ，C ： テ ス トパ ター
ン

　 F
（ ．01）

71

蛾 繭 つ
d・f・

（鑑あ 　F ・

　 A
　 B
　 CA

× BA
× CBXC

88．　672Q
．3711
．2241
．0723
．　5562
．06

A × BXC7 ．22
E
…
三

卩

17．97272
，09

322664261　

　

　

　

　

　

137

29．5610
．195
．616
．853
．9315
．510
．600
．50

59．12＊ ＊

20．38＊＊

11．　22＊4’
、；

13，70＊＊

7．86＊ ＊

31．02＊＊

1．20

4．385
，255
．253
．353
．353
．892
．72

＊＊

　pく0，01

の 順応，テ ス トで 色残 像 が 強 く，黄色 で は，N や P パ タ
ー

ン の 順 応，N パ タ ーン の テ ス トと い う組 み 合 わせ で 色

残像が 強 い 。

　以 上 の よ う｝も　各色に つ い て，わ ずか な 相違は あ る

が，色残像 の 強 さが順応 とテ ス トの パ タ ーン の 組み 合 わ

せ に 依存 し て い る こ とがわ か っ た。順応中， 眼 は 固視せ

ず，常 に 動 い て い る た め ， こ の よ うな，形 へ の 依存牲

が，順応網膜位 置 に依存す る通常 の 補色残像に よ っ て生

じる とは 思 われ な い 。 従 っ て，こ の 色残像 は ， 色残効 の

一
種 とも考 え ら れ る 。

3．5．　形依存性 を 示す色残像とマ ッ 力 ロ ー効果

　色残像 に は 2 種類あ り，急速 に減衰し，順応色の 補色

が見 え る ， 通常の 補色残像 に 相 当す る成分 と，長時間残

存 し，マ ッ カ ロ ー効果の よ うに ， 補色 よ り ピ ン ク 色 あ る

い は緑色 に わず か に 片寄 っ た 色が見え る
5）

成分 とが ある

こ とは ， こ れ ま で に も指摘 され て い る
E）。今 回 の 測定 で

は， 順応後 5 分間は 暗順応 し た た め，第 2 の 成分 の み が

測定され た と考 え られ る が，こ の 第 2 の 成分が形依存性

を示す こ と は，こ れ ま で 報告 され てい な い
。

　こ の 色残像が，緑 や赤色 と，青や 黄色 と で は わ ずか に

異なる性質を示 す理 宙 につ い て は 明 ら か で は な い 。マ
ッ

カ n 一
効果 に お い て も，緑や赤色 と， 青 や 黄色 とで は，

強 く残効 を生 じ るパ ター
ン が異 な る と され て お り

O）
， 今

回用 い た の が，約 2cpd の 格子状 パ タ
ー

ン を基 に した 3

種 の パ ターン で あ る た め か も しれ な い
。 視覚系 に お け る

生起 の メ カ ＝ ズ ム の 面か ら見 る と， こ の 色残像は ， 単一

色 に よ っ て 生 じ，形 へ の 依存性を示す こ とか ら，補 色残

像 と マ ッ カ ロ ー効果 の 問を結び つ け る現象で はない か と

思 わ れ る 。

4．　 あ とが き

　格子状 パ ターン を用い て，VDT 作業に伴 っ て 生 じ る

補色の 見 え の 性質 に つ い て 調べ た。そ の 結果，こ の よ う

な色残像が形 へ の依存性を示す こ とが 明 らか とな っ た e

線刺激 で ある文字 や 記号を眺 め た こ とに よ っ て 生 じ た 補

色 の 見 え が ，
エ ッ ジ部分 で 強 く見 え るの は， こ の ような

色残像 の 形へ の 依存性 の ため と考 え ら れ る 。 今回実験 に

用い た の は，約 2cpd の 格子状 パ ターン を基 に した 3 種
の パ ター

ン の み で あ る。空間周波数や方位 を含 め て ，い

ろ い ろ な，形 の 特徴要素 へ の 色残像の 依存性や， さ ら

に，こ の よ うな 色残像が 複数個生起す る と き の 相 互 作 用

な ど を系統的 に調べ る こ とに よ っ て ，こ の 色残像 の 性質

の み で な く，補色残像や マ ッ カ ロ
ー
効果 との 関連 も明 ら

か に なる で あ ろ う 。
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