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1．肌色 とフ ァ ン デーシ ョ ン
n

　フ ァ ンデーシ ョ ンは しみ
・
そばか す、赤み とい っ

た肌の色む らを隠蔽 〔カバ
ー

） し、肌 の 色調を整 え

る化粧品で あ る、その ため カバーカと色が車要な機

能である。かつ ては本来の肌 色に関 わ らず ピ ン ク系

の フ ァ ン デ
ー

シ ョ ン を塗布 し、ピ ン ク系 の 化粧肌と

する事が流行 したが、現在 では 自らの肌 の色 に合 っ

た色 を使うとい う手法が主流とな っ て い る。

　 こ の フ ァ ン デ ーシ ョ ン の 色は 主に 日色顔料、黒酸

化鉄、赤酸化鉄 、黄酸化鉄 で作 られ ている c 赤酸化

鉄と黄酸化鉄 で オ レ ン ジを作 り、自色顔 料と 黒酸化

鉄で作 っ た灰色と混 ぜ合わせ 「灰みの棆 」 であ る肌

色を作る とい うよ うに考えればよ い tt図 1と2に赤み

よ り で 明る め の フ ァ ン デ ーシ ョ ン 、黄み よ りで やや

暗めの フ ァ ン デ
ー

シ ョ ン を製 造する 際の 各顔 料の配

合量を示す 。 フ ァ ン テ
ーシ ョ ン の色相 によ り赤酸化

鉄と黄酸化鉄の配合比 が決 ま り、明度 によ D 白色顔

料と三 種の 有色酸化鉄との 配合比が決ま る 。

　ただ し第 1回の 「2．肌色の メカニ ズム」に書いたよ

うに 肌色 は 酸化鉄 で で き て い る わ け で は な し、。よ っ

て肌と同 じ色の フ ァ ン デ
ー

シ ョ ンを作ることができ

て も、分光反射率ま で
一

致さ せ る こ と は で きな い u

その主な原因 はヘ モ ク
．
ロ ビ ン の もつ 550nm あた Dの

鋭 く 「W 」型の吸収 を無機顔料 で再現できる物質が少

な い こと に ある 。 つ ま り こ の とぎ肌 と フ ァ ン デーシ

ョ ン は条件等 色対 で あ り、あ る光 源下 で 同 じ色 に見

え る肌と フ ァ ン デ
ー

シ ョ ン は光源が変わ ると等色し

な い 。 女性な ら 「部屋 で化 粧 した と ぎ は バ ッ チ リだ

っ た の に外 に 出た ら フ ァ ン デ
ー

シ ョ ン が 不 自 然

で
…　　 」と い う経験がある と思 うが、この現 象も

条件等色が関与 して い る。図 3に標準補助イル ミナ ン

トC （以下 「C光源」と呼ぶ）下で等色する素肌と フ
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ア ン デーシ ョ ン の 外観色の分光反射率を示す 。

図 1　 赤み よ りで 明る め の フ ァ ンデーシ ョ ン を製造す

　　 る際 の 各顔料 の 配合量

図 2 　黄 み よ りで や や 暗 め の フ ァ ン デーシ ョ ン を 製造

　　 する際の各顔料の 配合量
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図3　C光源下 で等色す る素肌と フ ァ ン デーシ ョ ンの

　　 外観色の分光反射率
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　肌の 代理 として 画像機器の 較正や実験朿1」激 として

良 く使 わ れ る肌色 色票も フ ァ ン デ ーシ ョ ン と 同様に

肌色とは条件等色の物体である。筆者 らは白色 LED を

照 明 と した ビデオ マ イク ロ ス コ ープ （ビデオ カ メ ラ

タイプの顕微鏡）に肌色計としての機能を持たせる

た め に、肌色色票を教 師デ
ータ と して HGB →XYZ （C

光 源 で の XYZ）変換式を作成 した。しか しその変換式

を検定データ で あ る実際の 肌色に適用する と 非常に

大ぎな誤差とな り、実用に耐えな か っ た。結果と し

て 肌色を教師デ
ー

タとする手法 をと り精度 の よ い 肌

色 計を 完 成さ ぜ る こ と が で き た
”t

（図 4参 照 ）。

　 こ の 誤差には 2つ の原因があ る。まず
一

つ 目は前述

したよ うに同 じ三刺激値をもつ 肌色と肌色色票 は条

件等色対で ある （分光反射 率は異な る）とい うこと。

も う
一

つ は撮影系の照明光と して 目的の照明光 （こ

こで い うC光源）とは大き く異なる白色 LED を用 い て

い るとい う こ とで ある。つ まり白色 LED 照明下 で の 条

件等色対で ある肌と肌色色票は、大きく分光分布が

異 な る C光源 の 下 で は等色 しな い 。肌色 を 教師 デ ータ

と して使 う こ とは非常 に手 間がかか り、照明 に関 し

て もサイズ 、コ ス ト等の 問題 で 必ず しも 演色性が良

い照明を使え るとは限らな い。か つ て は分光分布ま

で
一

致 させた肌色色 票があ っ たが
31

現在 は 三 刺激値

を
一

致 させたもの が主流 であるため 、RGB →XYZ 変

換をす る際は 注意が必要で ある。

2．肌色 とくすみ

　肌色に 関する悩み の
一

つ に 「くす み 」が あ る 。金

田 らの 調 査
4 〕

に よる と 、くすみの 自覚調 査をする と

8　　　　　　　　　　　　　
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ほとんどの女性 に自覚があ り、特に 40 歳以降の女性

で は 80 〜90 ％ が くす み に悩ん で い る と い う結果と

な る （図 5 参照）。くすみに悩む人は20 代後半から急

激に 増え、そ の 後も徐々 に 増加する こ とか ら加齢と

関係がある
4 ．

と考えられる。

　肌 の く す み に は 皮膚表 面 の 凹 凸 や つ や の 低 下 な ど

形 態的な要因 もある が、金子 らは色に着 目し、その

メ 力 ニ ズムを調べ た
b ）

。目の 下の HVO と くすみ の 官能

評価量の関係を主成分分析の手法を用い て調べ 、く

すみ がない肌は 「赤み で 、彩度 が低 く、明度が 高い

肌」 で あ る こ と が わ か っ た （図6 参 照 ）。逆 に 言 え ば 、

くす みがある肌 とは 「黄み で 、明度 が低く、彩度 が

高い 肌」であ る 。 通常 「くすんだ色」と い うと彩度

の低い色を表 すが、肌色に関 しては逆 となる興 味深

い 結果で ある。また第2回で肌色の 加齢変化に つ い て

「加齢 ととも に肌色が黒 くなる」と述 べ たが、こ のと

き黒 くなると 同時に 彩度も上 が っ て い く傾 向があ る。

つ まり加齢と共に くすんだ肌となる ことが色彩計に

よ る データ か ら も わ か る 。
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図5　くすみ の 実感
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図4 　肌 お よ び肌色色票 を教師データ と し た場合の 測定
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図 6 　得 うれ た 第一主成分 ・第二 主成分 に対 す る 6 名の

　　 評価者の評価値と色相、明度、彩度の因子負荷量

　　 （主成分負荷量）　 文献
5 ｝

より引用
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　 ま た 金 子 ら は 肌 の 分 光 反射率rL対 して も 1 成分分

析を行い、得 られた 3つ のキ成分 M1 、M2 、　 M3 とく

す み の 官能評価軍の 関係を調 べ た 、深 い 位置 にある

メ ラ ニ ン を 反 映 し た M1 と 表 在 性 の 面 流 ・巾 行 の 良 し

慈 しを反：映した M3 を説明変数 とし、官能評価 による

くすみ評価値を 目的変数と し て 車 回帰分析を行うと、

非 常に高い 相関 （R ＝084 ）が得 られた。こ れ に よ り

くす み の 特徴で あ る 1黄 み で 、明度 が低く、彩度 が

高い」 とい う色彩的特徴 は主 に メ ラ ニ ン の増 加と 血

行 の 低下 によ り引 き起 こ され て い る こ とがわ か っ た。

メ ラニ ン色索が多い こ とはそれだ け紫外線を 浴び肌

がダメ
ージ を受け て い ると解釈でぎ 、血 行が 悪 い こ

とも代謝が低 下 して い ると考える と、くすん だ肌 は

生 理 学的 にも 悪 い 状 態で あ る 。 そ し て そ れ を嫌い 、

改善しよ うとする の は目然な行為 で ある とい える．

3．肌色 と照明
6 〕刀

　 肌色 は 物体色 で あ る た め 、照 明 光 が あ っ て 初め て

そ の色が見 え、よたその照 明光が変化 すれば肌か ら

の 反射光も変化する tt 我々の 視覚系 は照 明光の変化

を 打ち消 しな る べ く 物体表面 の 色を見 よ う と す る が、

そ の機 能は完全 ぐはないため 同 じ物体 でも照 明光 に

よ っ て 知覚さ れ る 角 が 変化 弓る ．人 は肌邑 の 変 化に

は非常に 敏感で あ るため 、こ の 見 え の 変化は し ば し

ば問題となる，、

　佐藤 らは様 々 なタイプの照 明光の 下 で の 素肌 と 化

粗肌 の 見え方を調査 した∴、その結果、3波長形昼光

色蛍光ラ ン プや 3 波長形昼白色蛍光 ラ ン プ、D65 蛍

光 ラ ン プ の よ うな 5000K 以 1の 相関色 温度 を 持 ち 、

か つ 演 色性が高い 蛍 光ラ ン ブの下 で の肌角 は、Eヨく

日然 で評仙 が高いことがわ か ：） た 。

一
方演角性の悪

い 広帯域発光形 Eヨ色 蛍光 ラ ン プ （トイ レ等 で よ く使

わ れ て い る 安価な蛍光ラ ン プ ）の 下 で は肌が著 しく

黄 み に見 え、非常 に評価が悪 い。こ の 結果か ら肌色

を 芙 し く 見 ぜ る た め に は 演色性 と 高 い 相関色 温 度が

車要である こ とがわかる ，

　 しか し、色温度の低い 3 波長形電球色蛍光 ラ ン プに

は素肌状態で の 同の 下 の くま や し み ・
そ ば か す を 圉

立たな くする と い う特長があ っ た 。しみ
・
そば かす

や くまがな くヨ分の肌 に白信があ る方は、そ の 肌色

をよ りよ く見 せる高色温度 の蛍光 ラ ン プを、そ う で

な い 方は なる べ く肌悩み が目立た な い 低色温度の蛍

光 ラ ン プを使 うと良い とい える 。 いず れにせよ演色

性が高い 照 明 で あ る こ と が車 要 で あ る 。

　 化粧をす るとぎ の 照 明も気 をつ けなけれ ばな らな

い ．ハ ロゲン ラ ン プ の 下 で 化粧をする場合、そ の 場

で は普通の メイクを している つ も D でも、実際 には

化 粧感が強 く、い わ ゆ る 「濃 い 化粧」 に な っ て い る

ことが多 い 。 外出 した り、照 明が違 う部屋に移勤す

る と フ ァ ン デ
ー

シ ョ ン が臼浮ぎ して お面のよ う に な

っ て しま う 図 7参照）。

　最 近 で は素肌 や フ ァ ン デ
ー

シ ョ ン 塗 布肌、照 明光

の そ れぞ れ の 特 1生の 相互 作用 を調 べ る こ と で 、くす

ん で 見えな い フ ァ ン デ
ーシ ョ ゾ や肌 色を好ま し く

見せる蛍光灯
U

な ども開発され て いる。

（a ）八 ロ ゲ ン ラン プ

（b）太陽光

si
’

図7　八 囗 ゲン ラ ン プ の 下 で ち ょ うど良い と思 う化粧（a ）

　　 で も太陽光 の 下 で は濃 くな っ て しまう （b）（変 化

　　 がわかりやすい ように強調 し た イメ ージ写真）
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4 ．おわ りに

　原稿を書いて いると肌色研究における課題がい ろ

い ろ と見え て ぎま した。新たな 仕事の タネが見 つ か

っ た と同時に これ まで手を つ け て な か っ た 目分に 反

省 しています 。 化粧品メーカーには膨大な肌色デ
ー

タがあるのですが、その応用先はフ ァ ン デ
ー

シ ョ ン

や美 白化粧 品の商品 開発に とどま り、研究的な視点

で の 解析 がお ろそか にな りつ つ あ ります．宝の 持ち

腐れにな っ て しまわ ぬよ う注意 しなけれ ばな らない

と感 じま した 、

　本 原 稿 の 執筆機会 を 与 え て く だ さ い ま し た 学会誌

編集委員 の 皆様 と八木 橋事務局 長に深 く感謝 い た し

ます。
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