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1．は じめ に　　　　　　　　　　　　　　の
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’

が ，逆に強烈な明暗差 を用 い て い る作品と

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 して カ ラバ ッ ジオの
“

若きバ ッカ ス
”

が 浮か び上が る ．

　絵画の もつ 色彩がわれわれに与える美的心象の 本質　　色彩成分の標準偏差は 10 か ら 50 まで の問に幅広

に遡 た い とい う願い か ら激 学と コ ン ピュ
ー

タを用 い
く分布して い る 色彩差の少な い 胤 と して ユ トリ ・
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本稿で は・齬 デ
ーS の明暗成分と色繊 分力1 ら識

距 の 中の 樹木，・が漁 続 嫩 しい櫨 として カ ン

画分析の た め の特徴量を抽出する試みにつ い て述べ る・
デ ィン スキ

ーの
“
コ ンポジシ ョ ン IX ”

，マ ル クの
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　本稿で は表色系として L＊

u＞ 表色系を用 い た・適　鹿
・
，マ チス の
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が浮かび上が る ．

切 な表鯀 の 選択は色彩分析の 顛 腰 因 で ある カs・

図 1 の グラ フ中の醐 は，それ よ 吐 但可は
・

縦長の

そ の 議論は こ こ で は行なわ な い ・　　　　　　　　　 色分布
・
，下側は 横 長の 色分布

・

をもつ 作品 で ある こ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 とを表わす．縦長な ら色彩よ り明暗の広が りを もつ 作

2．色彩像の観察　　　　　　　　　　　　 品であ り，横長な らそ の逆 となる ほ とんどの 作品 が

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 横長の色分布にな っ て い る こ とがわか る．明暗と色彩

　与えられた画像 の 明暗成分 （V 成分）を保存して色　に 関する人間の 感度の 差 を考慮する と，少し傾 きの緩

彩成分 （u
’
v

＊成分）を ・ にした 憮 彩色 にした）醵
やかな直髄 用い て 鵬 主導の緬

・

ど 色粧 導の

を
［c
・HH暗像

”

と呼び漁 彩成分を保存して 明暗成分を
絵画

・

を分けることができる の で はな い か ．また艶

もとの 醵 の 平均明度にした画像を
“

色微 と呼 ぶ

系の と 肪 に繝 題があろ う．
こ と にする．

　いろい ろな画家の作品に つ い て 明暗像と 色彩像を求

めて観察 したと こ ろ，多 くの作品で は明暗像に比 べ て

色彩像は単調で つ ま らな い 印象だが ，なか にはそ れな

りに観賞に耐える色彩像が得 られる作品もあ っ た ［4］．

画家の 素朴な分類として 「明暗の画家か色彩の 画家か」

とい う こ とが よ くい われるが ，明暗像 ，色彩像 の 作成

と観察は こ の こ とを明確にとらえ る手段として有効で

あると思 わ れ る ．

3 ．色分布の 標準偏差 による分類

　客観的分析 の ご く素朴な試み と し て，表 1 に示すさ

まざまな画家の作品 20 点に つ い て，画像の色分布の

明暗成分 と色彩成分それぞれ の 標準偏差を求めた．二

者の 関係 を表わすグラフを図 1 に示す．先の論文［i］で

は，絵画群に共通する特徴の抽出に利用したが，今回

は個々 の絵画の 特徴を明らかにする こ とが 目的で ある．

　明暗成分の標準偏差は ，ほ とん どの 絵が 15 前後 に

集中して い る．極端に明暗差の 少ない 作品と して モ ネ

　　　　 表 1： 分析対象と し た作品
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図 1 ： 明暗および色彩の標準偏差の 関係

　グラフ の各点が横軸につ いてなす角度を図 2 に示す，

3 っ の大きな固ま りが見 られ る の は興味深 い，もし絵

画作品の
一般的な傾向として，明暗よ りの分布，色彩

よ りの分布，その 中間 ， と い うふ うに分け て よ い こ と

がわかれ ば，絵画分析の尺度と して有効で あ ろ う．
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図 2 ： 明暗よ りか色彩よ りか

4。返似画像の 生成と観察

　画像を有限個の 色 で 近似 して表わす とき，そ の 評価

尺度と し て誤差 （た と え ば画素ごと の色の差の平均値

で 定める）を用 い ることが多い ．クラス タ化 に基づ く

離散色近似処理アルゴ リズム で ある逐次ク ラス タ化法

［6］を用 い て近似画像を生成したときの ，近似色数およ

び誤差と近似画像の 質の 関係を 調べ た と ころ，色数と

近似画像の 質の 関係 は 画像 に よ り変わるの に対 し，1色

で 近似したときの 誤差か らの 相対誤差と近似画像の質

の 関係は 画像によ らない ，と い う結果が得 られた ［5］．

誤差が近似画像の 質を表わす尺度として 使える こ とを

示 して い る と い え る．

　と こ ろ が ，画像の 明暗成分 を 保存 し
， 色彩成分に対

して 離散色近似処理を施 して作 っ た
“

明暗保存画像
”

は，誤差は大き い が原画像に非常に似た印象をもつ こ

とがわか っ た ［41．この こ とは，入間の色彩差認識の 鈍

さを示 して い る とも，Land や McCann の指摘する複

雑背景の色知覚の 問wa　17］を具体的に示 し て い るとも

解釈で きそ うだが，誤差を唯
一

の 尺度として 鵜の み に

する態度を忌ま しめ る事実で あ り，近似画像の 評価尺

度 を考える上 で 大 きな示唆を与えるもの で あ る．

　明暗保存画像に 加 え て ，画像の色彩 成分を保存し，

明暗成分に対 して離散色近似処理を施して作る
“色彩

保存画像
’

， そ して 原画像か ら逐次クラス タ化法に よ

り直接求めた近似画像を，なるべ く誤差の等しい もの

をそ ろ え て，原画像と 比較し た と こ ろ ，お お む ね明暗

保存画像がよ い 成績を収める傾向 に はあるが，絵画 に

よ っ て さまざま傾向が見られ，絵画の特徴づけに利用

で きそ うである 圄．こ れ を客観的な分析 に結び付け

る ための定量的な尺度を発見する こ とが今後の 課題で

あ る．

5．おわ りに

　画像の明暗成分と色彩成分か ら抽出で きる有力な特

徴量候補につ い て述べ ，実際の絵画作品 の分析例 を紹

介し た．

　本稿の 内容 の
一

部 は 卒業論文 ［4，5］による．なお，

本研究は文部省科学研究費補助金 （重点領域研究 「人

文科学とコ ン ピ ュ
ータ」）の交付を受けて い る．
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