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は じ め に

　物理 的に 同一 な色 光 で も、表 面 色は 光源 色

に 比 べ て 明 る さ効率 B ／ L が 増 大 す る と い う

報告 が あ る
1 ）

。 こ の こ と か ら、周辺輝度が 上

が る と明 る さ に 寄与 す る色 成分 が 増 加す る と

い う こ と が 示唆 さ れ る 。

　そ こ で 本 研究 で は 、物理 的に 同 じ光が 光源

色 か ら表面 色に 変化 した際に マ ッ チ ン グす る

色度 の 違 い を測 定 し た 。 周辺刺激が な い 色は

光源色に 見 え 、 周辺 刺激が あ る 色は 表 面色 に

見 え る こ と か ら、周辺 刺激 が あ る テ ス ト刺激

を 周辺 な し の 色 参照 光 と カ ラ ー
マ ッ チ ン グす

る こ とに よ っ て 、 見 え に よ る色 の 彩度の 変化

を 調 べ る こ とが で き る 。

型激

　光学系 に よ る色参照 光 （視角 1．oe × 1、0
°
の

正 方形 ） と して 、470n 皿，510nm ，560nm，580nm，

GOOnm ，640nm の 単色 光 、 及 び 単 色光 470nm，490

nm 、510nm，560nm，580n皿，640nm と 白色 と を混 色

し た 色光 、 460n皿 と 640nm を 混色 し た 色光 の 計

13色 を採用 し た 。 予 備実験 で 使 用 し た CRT

上 の 参照 光は 、視角 サ イ ズ は 色参照 光 と同 じ

で 輝度9．1（cd ／m2 ）、　 xy 色度 （0．3369，0．3386）

の 白色光 で あ る 。 色参照光 と カ ラ ー
マ ッ チ ン

グす る CRT 上 の テ ス ト刺 激は ．白色 周辺 刺

激 に 囲まれ て い る 。 こ の 白色周辺光 は 、視 角

で 1．7
°
× 1，7

°
の 正方形 で 、輝度 63．5（cd ／m2 ）、

xy 色度 （0．3400，0．3526） で あ る 。

鑿

　実験装置は 、 2 光路 の 自然視 光学系 と カ ラ

ー CRT シ ス テ ム で 構 成 され て い る 。 図 1 が

装 置全体 の 概略図で あ る 。 キ セ ノ ン ラ ン プ

（Xe ） か ら 出た 2 つ の 光は 、そ れ ぞれ 電 磁

シ ャ ッ タ ー
、 中性濃度ウ ェ ッ ジ （Wl 、W2 ）

を通 り、 リ ニ ア モ ー タ ーの レ ー ル 上 に あ る 干

渉 フ 1 ル Pt　一 （lFs ） を 通 過 す る 。 そ の 後、

ビ ー
ム ス プ リ ッ タ ー （BS ） で 混 合 され た光

は ミ ラ ーで 反射 され 、被験者 （Sub ）の 右

正 面 に あ る グ レ ー ス ケ ール N9 ．5の ス ク リー

ン （SC ） 上 に 投影 され る 。

一方 、被験 者 の

左正 面 に は CRT デ t ス プ レ イ が 置か れ て お

り、 RGB 各 8 ビ ッ ト の 色分 解能 を持 つ カ ラ

ーボ ー ド を 経由 し て コ ン ビ a 一 タ ーに 接 続 さ

れ て い る 。被験者は 手 元の 3 つ の ポ リ n 一 ム

で 、 CRT の RGB 各発光体 の デ ジ タ ル 量 を

0 か ら 255 の 範囲で 変え る こ とが で き る
。
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　　　　図 1　 実験 装置 の 概略 図

手順

　 ま ず予 備実験 で
、 す べ て の 色 参照 光 の 明 る

さ を CRT 上 の 白色参照 光の明 る さ に 合せ 、

以後 の 本 実験で そ の 平均値を採用 した 。

　本実 験 で は 、等 明 る さ に し た 色参照 光 に 、

白色周辺光 と と もに 呈示 され て い る CRT の

テ ス ト剰激 の RGB を被験 者は 調整 し 、カ ラ

ー
マ ッ チ ン グ した 。

こ の 時、明 る き と色相 と

彩度だ け を合 せ
、 見 え や 黒 みは 無視 す る よ う

に 被験者に 指 示 し た 。 色参 照光 は 光源 色 、テ
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ス ト刺激 は 表面 色の 見 え を呈 して い る 。 被 験

者 は 2 人 で あ るが 、以 下 で は 被験者 HU の み

の 結果 を示 す 。

鎹

　 図 2 は 、カ ラ ーマ ッ チ ン グ の 結果を xy 色度

座 標上 に 示 し た もの で あ る。 シ ン ボ ル ○は 色

参 照光 、 シ ン ボ ル ム は そ れ と カ ラー V ッ チ ン

グした テ ス ト刺激の xy 色度座標を 示す 。 対応

す る シ ン ボ ル ど う し は 実線 で 結 ば れ て い る 。

こ れ を見 る と 、周辺 刺激が あ る テ ス ト刺激

（△ ）は 、周辺 が な い 色参照光 （○） に 比 べ

て 色度図内部の 色で カ ラー V ッ チ ン グ し て お

り、表面 色は 測 光値が 同 じ光源 色 よ り も彩度

が 高 く知覚 され る こ と を示 し て い る 。 図 2 に

お け る 点線 の 三 角形 は 、 CRT の RGB 発光

体の xy 色 度 図 を結 ん だ もの で あ る。　 CRT に

よ る テ ス ト刺激 の 知覚 され た 色 は 、
こ の 三 角

形 を越 え た 領域 の 光 源 色 と 同 じ 色に な る こ と

が わか る 。

　図 3 は 、カ ラ ・一　v ッ チ ン グ し た 時 の 色参照

光 と テ ス ト刺激 の 輝度 を示 し た もの で 、横軸

の 番号は 図 2 中の 刺 激番 号 に 相当 して お り 、

白抜 きの 棒は テ ス ト刺激 の 輝度、斜線 の 棒は

色参 照光 の 輝度 で あ る 。 こ の 結果 は 、表面 色

が そ れ よ り低 い 輝度の 光源 色 と カ ラ ー マ ッ チ

ン グす る と い う こ と を示 して い る 。
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　　図 3　 色 参照光 とテ ス ト刺激 の 輝度

考察

　 図 4 は 、色 参照 刺激 の xy 色度 と 各点 で の 色

参照 光 と CRT テ ス F 光の 輝度差 △ L （白抜

きの 棒） と u ＞ 色度差 △ C （斜線の 棒） を 、

そ れ ぞれ 最大 値が 1 に な る よ う に 正 規化 し た

△ LN と △ CN を ヅ ロ ッ ト した も の で あ る 。
　 xy

色度図内 の 数 字 は 、棒 グ ラ フ に お け る 横軸 の

各色 参照光番 号 と対応 して い る 。 こ れ を 見 る

と 、 △ LN が 大ま い 色 の 場 合は △ CN は 小 さ く、

△ LN が 大 き い 色の 場合は △ CN が 小 さ い 傾 向

が 見 られ る 。 す なわ ち 、定 性的 に は △ LN と

△ CN が 反 比 例的な関係 を 持 っ て い る こ とが

示 唆 され る 。

　今回の 結果か ら、光源 色 か ら表面色の 見 え

に な ると 、色 度図 に お い て 彩度が増加す る 方

向 ヘ シ フ トした 。
こ れ ら の こ とか ら、表 面 色

は 光 源色 よ り も色度図内部 し か 存 在 し な い が 、

知覚 され る色 に つ い て は 、む し ろ 表面 色の 方

が 広 い 領 域 を有 し て い る可 能性 もあ る 。 我 々

が 鮮 や か な物体色 を 見 る こ とが で き る の は 、

こ の よ うな性質に よ る もの と考え られ る 。
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図 2　 色参照光 と テ ス ト刺激 の xy 色 度
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