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た圧縮画像を原画像 と比較 しなが ら観 察 し，5段階 で

の 評価 を行 っ た。なお ，圧縮画像は ラ ン ダムに提示

し．観察距離は約50cm で あ っ た ，各圧 縮画像 に対す

る30名の評価値の平均 値をそれぞれ の圧 縮画像に対

する主観評価値と した．

4 ．結果および考察

　求めた主観評価値と客観評価値の 相関係数を表1に

示す ．視覚系の MTF を考慮 した PSNR は ，　 PSNR とほ

ぼ同 じよ うに評価値が分布 して い る が 、相関係数は

大分低くな っ て い る ．新たな評価値の うち 3種の色差

に つ い てみる と，主観評価値の 高い領域で は異なる

画像の ドッ トが比較的集ま っ て い るが 低い 領域では

画像ことに分布 してお り，まだ画像 依存性があ る こ

とを示 して い る，単純な色差よ り，画 像観察時の 「ま

けを考慮した平均色差のほ うが相関係数が向上 して

いる ，視覚 系の MTF を考慮した色差はさ らに相関係

数が高くなるか と思 っ たが，残念な が らそ うはな ら

なか っ た，

表 1 主観評 価値 と 客観評価値の 相 関関係

客観評価値
相関係数

（絶対値）

PSNR 0．761

色差 0．666

平均色差 0．881

視覚系 MTF を考慮した PSNR 0．841

視覚系 の MTF を考慮した色差 0．588

5，結論

　デ ィ スプレイに表示 した圧縮画像を評価するための

客観的評価値を作成 した。SCIDの 4枚の 画像か ら原画

と圧縮画像を作成 し「それ らをデ ィ スプレイ上で観察

し，主観 評価値を求 めた。さ らに 、それ らと客観評

価値と の 関係を求め た と こ ろ ，従来の PSNR よ り は よ

い 対応を示 す評価値があ っ た ．画 像観察時の ぼけを

考慮 した平均色差 が最もよい相関を示した ．こ の 高

い相関を示す評価値で も主観評価値が低い 領域では

画像に依存 した結果が現 れている．
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1．は じめに

　 同 じ絵画 で あ っ て も 、画集や絵葉書な ど出版物の

違いによ り色が異なるこ とは よくある ．こ の ような

問題に対 し，同
一

絵画の画 集間の違 いに関する調査

と して先行研究 ［1］がなされて い るが，作品実物との

比較検討がなされた例 はないものと思われる．

本研究 で は ，実物の 撮影画像およ び複数の 出版物を

対象と して，再現色の相違点を調査 し，考察を力口える

ことを目的とする ．

2．調査対象

　絵画作品 7点 ，および着物資料 17領分に つ い て 、デ

ジタル カメ ラ で 撮影する機会を得た ．絵画 の 撮影画

像は 3冊の画集 ［213，4］との比較 を．着物資料の撮影画

像 ［6］は展覧会 図録 の 画像 ［7］，および CD の 画像 ［8］

との 比較を行なう．着物の 図録と CD には ，227 領が

記録 され て いるの で ，こ れ らす べ て にお い て も比較

する ．こ れ らの 画像 は 、同
一

部分 を切 り抜い て 部分

画像を作成 し，最頻色による モザイ ク化 ［8］を行 っ た ．

そ の 後 ，調 査 に は D65 下の L’a ’b±値に変換 して使用 し

た ，

3，画像および色分布の観察

　画像お よび色分布 を観察 した と こ ろ ，次の特徴が

見 えた ，

・色 み ，明る さ 「コ ン トラ ス トが異なる ．

・色分布の形が異なる

・着物 の 画 イ象で は ，地 が 鮮 や か な 紫 や 青の 場 合 ，

　CD と図録は 1 紫の彩度が高く青みよ りである．
・着物の 写 真画 像か らの 19部分画 像 に つ い て ，す

　べ て の 使用色の分布を比較 した と こ ろ ，写真画像

　で は 鮮や か な 緑が あ る が ，CD や 図録 に は ほ とん

　ど存在 しな い ．また ，CD は他 に比 べ て 紫の 彩度

　が とくに高い こ とがわか っ た ．

4 ，定量的な比較と分析

　 これ らの傾向 を定 量的 に調 べ るため 、画像 間の色

差，色分 布の 平均値や色相乙 と の 彩度．隣接区画間

の 色差など に着目した分析を行な っ たところ ，次が

わか っ た ．

　絵画 で は ，画集の 画像は写頁画 像に比べ ，明彩度

の コ ン トラ ス トが強い も の が多い ，

　着物の GD で は ，写真画像よ りも明る く コ ン トラ ス

トが小さ い ，ただ し，地 の 色が 暗い （と くに 紫）と き

は ，CD は紫の彩度が高く，明度も低い ，

　着物の 図録は ，写真画像と比 べ て コ ン トラ ス トが僅
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か に大きく，CD と比べ て彩度が高い ．

5，おわ りに

　出版物の 違い に よ D ，再現色 に傾向がある こ とが

わか っ た ．画集 や図録 では ，人が主観的な色補正 を

行 っ て い ると考え られる．そ の傾向を反映 しで いるの

で はな い だろ うか ．
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1，背景と目的

　デジタル データから直接力ラ
ープルーフ を出力で

きる DDCP （Direct　Digitai　Color　Proofer ）は ，　 CTP

（Computer　to　Plate）の 普及と とも にさ らにその必要

性が高まり，印刷現場で の 導入が進ん で い る．しか し

DDCP は高価であるため低 コ ス トで出力で ぎる手段が

必要 で あ る ，近年 ，高 品 質 力 ラ ープ リ ン タが幾 つ か

登場し ，低 コ ス トで の DDCP 実現が可能と な っ て きた ，

そ こで ，さまざまな装置で出力さ れたデジタル カラ

一
プル

ー
フ の 品質適正 を評 価検討するため ，印刷物

との近似度を主観評価実験によ り測定 し，客観的な

評 価基準の 1つ である色差と の 関係を調べ た ［1］．そ

の 結果，主観評価値と色差の 間に相関係数一〇．90と非

常 に高 い相 関が得 られた ，回帰直線からはずれ ，色

差が小 さ い に も か かわ らず 主観評 価が低か っ た り，

あ るいは この逆の プル
ーフ もあ っ た ，こ れ は ．単 な

る誤差だけで な く，他の因子が影響を及ぼして い る と

考えられる ，色差の ほかに新たな因子と して s 用紙の

光 沢度 ，イ ン キの光 沢度 、白地の色差、イ ン キの 分

光 反射率を用 い た，そ の ほかに ，前報の実験を行 う

ときに測定 した解像力とモ ア レに関する評価値も区

子として 用いた．こ れ らの因子が主観評価値 に及ぼす

影響 を調べ 検討する．

2．実験

　 主観評価値は参考文献 匚1］の 恒を そのま ま用いた ，

印刷物 とプル
ー

フ の色差 は CIE2000色差△ EOOで 計算

し直 した，そ の結果，参考文献 ［「］の相 関係数一〇 90

は，△ EOOの場合は一〇 92 とさ らに高い 相関とな っ た ．

以後，色差は △ EOOを用 い て いる．そのほかに、用紙

の光沢度 ，イ ンキ （C 、M 、　 Y）の 光沢度，イン キの分

光 反 射 率 を 測 定 し た ．測 色 に は 分 光 測 色 機

GretagMacbeth　Speotrolinoを用 い ，光沢度の 測定に

は コ ニ カ ミ ノ ルタMulti　Glossを用いた ．こ れ らの沮1」定

値 の印刷物の値 か ら の 差を求め た ．イ ン キ の 分光分

布は CMY 各 イ ン キの分光濃度分布の相関係数を求め

た ，DDCP シ ス テム の 開発で イ ン クの分光分布を E隔 1」

物と合 わせ るよ うに して い るた め ，こ の 因子も検討

した ．

　 これ らの因子 に対 して重回帰分析を行い 重相関係

数を求め ，F検定を行 い なが ら最良の 回帰直線を求め

た，

3．結果と考察

　 各因子相互の相関係数は ，イ ン クの分光分布以外

はどの因子も主観評価値との相関係数が かな り高い

こ とが分かる ．F検定を行い なが ら最良 の 回帰直 線を

求めた結果 ，主観評価値 に有意 な影響 を及 ぼす因子

と して ，色差と用紙の 光沢度差の み が抽出 され た ，

電子写真プ リン タ
ー

で出力 されたプル
ー

フ は 普通紙

を用い て い たため ，光沢度 が印刷物と異 な り低い 評

価値 とな っ た ．最良の 回 帰直線は ．次式 で 示さ れ ，

こ の ときの相関係数は 0．97で あ っ た，

主観評価値　＝− 0．463× 色差

　　　　　　　 一〇．0289 × 用紙光沢度差＋ 530
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