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連載　色を測る 一
色彩研究における科学的手法 一

（4） 測色機器を使い こなそう

（4）　Using　inStrumentS　fOr　preCiSe　COIOr 　evaluatiOn

鳴瀬　一 彦　Kazuhiko　Naruse コ ニ カミ ノル タ株式会社

KONICA 　MINOLTA 」NC ，

は じめ に

　「色を測る」の 連載の バ トン を受け て，今回は明る さ，

色を測定する ため の 計測機器 の お 話 を さ せ て い た だ き

ます，そ の 中で 測定する際に気を付 けて い ただ きたい

点を記載さ せ て い た だ きます の で ，読者の 方々 が 計測

機器 をうま く使 っ て，必要な色彩情報 を正確に手に 入

れ て い ただ くこ との お役に立 て ればと思 い ます．

色に対する人間の感度

　人 間は目に 入 っ て くる光に よ っ て，明るさお よび色

の 感覚 を生 じて 明 る さ や 色 の 違 い を 認 識す る こ と が で

きます．心理量 で ある感覚を引き起 こす刺激量 を測定

する こ とで 明るさや色 の 違 い を物理量 と して捉え て，

数値化しようとい う目的 で 測光機器，測色機器が作 ら

れ て い ます．

　色 に関 して，人 聞に は網膜に赤，緑お よ び青 の 光に

反応 す る3種類 の 錐状体の 視神経が あ り，こ の 錐状体

に よ っ て 発生す る刺激量 によっ て 色 を判別する よ うに

な っ て い ます．

　図 1は 人間 の 目の 感度を表す た め ，国際照明委員会

が 定め た 等色関数 双λ），y（2＞，7（A）を示 して い ます．

こ の 感度 の 中 の ア（A）は明 る さの 感度を表す標準分 光

視感効率 V （A）と同じに なる よ うに定義され て い ます．
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図 1　人 間 の 目に対応す る分光感度（等色関数）

測色機器のセ ン サによる分類

　色を計測する 測色機器 は，光 を色 として検出する受

光器 の 方式に よ っ て 以 下 の 2つ に 分類 され ます，

1）刺激値直読方式（光学フ ィルタ方式）

　 セ ン サ の前に複数枚の フ ィ ル タ を 配置 して ，人間の

目の等色 関数双λ），尹（A），7（？．）に 近似 させ た感度 を

持つ 3つ の セ ンサ 出力か ら，人間 の感 じる刺激 量 で あ

る 三 刺激値X ，y，　 Z を直接測 る方式 で す， こ の方式は，

構 成が比較的に簡単で あ り，一般的に 小型化 が 可 能 で，

低 コ ス トを 実現す る こ と が可能 と な ります，また ．測

定 ス ピー ドが速 い とい う特徴 もあ ります．

　 しか しなが ら，フ ィ ル タ の分光透過率を精度よ くコ

ン トロ ール する こ とに は 限界が あるため，等色 関数か

らの 誤差が生 じて しまう こ とか ら t 測 定精度 と し て は

分光方式に 比 べ る と劣る こ と に な ります，

　図 2は セ ン サ の 分光応 答度特性 を示したもの で あ り，

図3，図4，図5 は等色 関数 f （A），P（A），7（λ）用 に そ

れぞれ使用され る複数の フ ィ ル タの 分光透過率を示 し

た もの で す．

2）分光方式

　測 色機器に入射する光を回折格子 な どの 分光手段 を

用 い て分光 し，波長別 に リ ニ ァ セ ンサ 上 に集光させ ま

す，こ の 出力か ら，測定す る光 の 分光放射エ ネル ギ
ー

分布を得た後 に，等色 関数 を掛 け 合 わ せ る こ と で ，三
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図 2　シリコ ン フ ォ トセ ン サ の分光応答度特性
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図 6　分光型 輝度 計の 光学系の 構成の
一

例
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　 図4　y（λ）用 フ ィ ル タ 分光 透 過 率
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　 図 5　又（λ）用 フ ィ ル タ分光透過率
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刺激値X ，y，　 Z を数値処理 に よ っ て 導 き出 し ます．測

色機器 の 分光応答度 を等色関数に一致させ る こ とが容

易であ り，高い 測定精度を実現する こ とが可 能 とな り

ます．反面光学系の 構成が複雑 とな り，
一

般的 に 大型

で 高価格な測定機器とな ります．図 6に分光型輝度計

の 光学系 の
一

例を示 します．

測色機器の 測定対象による分類

　測色機器は測定す る対象物に よ っ て，光源色用測色

機器 と物体色用測色機器に分類する こ とが で きます．

1）光源色用測色機器

　測定対象と して は自らが発光す る光源で ありt 自然

昼 光，白熱電球．蛍光灯 LED ，有機 EL，レー
ザ

ー

か ら，液晶デ ィ ス プ レ イ，有 機 EL デ ィ ス プ レ イ，

PDP デ ィ ス プ レ イ等まで が測 定対象 となります．

　光源色用測 色機器 は 国家標準機関 の 基準 に 準拠 （ト

レ
ーサ ビ リ テ ィ の 確保）させ る ため に，国家認定機 関

が供給す る光度及 び 分光分布基準値が値付けされた標

準電球 を用い て ，1台ず つ 測定値が 基準値 と一致する

よ うに 校 正 され て い ます．

　また，分光方式 の セ ン サを採用 して い ます分光放射

輝 度計及 び 分光放射照度計に お い て は，波長方向 に 対

し て も ト レーサ ビ リテ ィ を確保 させ る た め に，国際度

量 衡委員 会で 定義 さ れ た 輝線波 長を有す る 光源を測定

して，測定され た輝線の 波長 と，輝線 と して 値付 け さ

れ て い る 波長が 一致する ように校正 がされ て い ます．

2）物体色用測色機器

　物体色 用測色機器 は，あ る分光放射エ ネ ル ギー分布

をもっ た光で物体を照射 した とき，その 物体の 分光反

射特性に 応 じた 反射光 に よ っ て 発生する 色刺激量を測

定する こ とで ，物体 の 色 を数値化 し ます．

　光源色 用測色機器 と異な る の は ，光源色 は 標準光源

に よ っ て 校正 さ れ ますが，物体色 は基準 と な る 自色 と

の 対比 として数値化され る とい うこ とです，三刺激値

X ，y，　 Z の 計算過程で は，同
一

の 照明，受光条件に お

け る仮想的な完全拡散而の 反射光 との 比 と して 定義さ

れ る分光反射率 R （／）を含ん で い ます．

　ま た，照明光 の 相対分光放射 エ ネル ギ
ー分布に も影

響され る た め ，同じ物体で あ っ て も，照 明光が異 なれ

ば，違 っ た色 と して認識され て しまい ます，そ の 意 味

で，測 定 に 際 して は，光源色用測色機器とは違 っ た注

意点が 発生 し ます．

　以下，光源色用測色機器 お よび物体色 用測色機器で

擦準の光 De5

標準の 光 A
竣光ラ ン プ F6

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Oo ．
〔麺 X 　讎料の分光反射孝 XI 人闘の目に対応す 番分光蟹度

 
図 7　物体の 色の数値化
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測定する場合 の 注意点を記載い た します．

光源色用測色機器の測定での注意すべ ぎ点

1）光学フ ィ ルタ方式 で の 等色 関数か ら の感度ズ レ

　前述し た よ うに，刺激値直読方式 の 測色機 器 で は セ

ン サ感度を等色 関数に完全に合わ せ 込む こ と は難 しい

と 言え ます．こ れ らの 機器は，白熱電球と同 じタ イプ

の 標準光源 で校正 を行い ますの で，測定対象 と な る光

源の 分光放射エ ネル ギ
ー

分布が人 間 の 知覚で きる波長

領域内で な だ らか で あ る 場合 に は，問題な い 精度 レベ

ル で測定が で きます．しか し，3波長型蛍光灯や水銀灯，

最近で は LED 電球 の ような分光放射 エ ネ ル ギ
ー

分布

の 中 に鋭 い ピー
ク 波長 を持 つ よ うな光源で は，セ ン サ

感度の ズ レ に よ っ て ，測定 した値が 大 きな誤差 （異色

測光誤差）を持つ こ とがあります．図8は，感度ズ レ に

よ り発生する誤差に つ い て 説 明 した図 で す．こ こ で は ，

等色 関数の y（λ）（標準分光視感効率 V （λ））を例 に して ，

説明 して い ます，

　こ こ で 発生する誤差は，測定され る 光源 が 同 じ場合

には，い つ も同じ比率で発生する こ とにな ります の で．
一度分光放射輝度計等で 光源 の 測定 を 行 い ，補正係数

を事前に求め て お き，次回か らの 測定値 に補正係数を

掛け合わせ る事で，精度 の よい 測定値を算出する こ と

が で き る よ うに な ります，今回はP（A）で 説明 しまし

た が，同様 に双λ），訳λ）で も同 じよ うに補正係数を

求 め て お く事で，精度よ く三刺激値を求め る こ とが で

き，精度 の よい 色彩の 測定が 可能とな ります．

　こ こ で注意 しなけれ ばならな い こ とと して，最近照

明 と して使用され る こ とが多くな っ て きて い ますLED

照明で は，照 射す る 光 の 波長が LED 素子 の 接合 部（ジ

ャ ン ク シ ョ ン ）温 度 によ っ て 変動する こ とがある とい

う事 で す．LED 素子 を測定す る た び に，ジ ャ ン ク シ ョ

ン 温 度が変化する ような場合で は，照 射す る光 の 波長
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　図8 　分光視感効率 V（A）か らの感度ずれ

が変化 して しまい ますの で，前述 した補正係数で は完

全 に 補正 し きれ な い 状 況 が 起 き る こ と に な ります．こ

の よ うな LED 照明を精度よ く測定す るには，分光方式

の 光源色用測色機器 を使用 され る こ とをお薦め し ます．

2）斜め入射光特性か らの ズ レ（照度計のみ）

　次に説明 します斜 め入射特性 は，照度を測定する場

合 に 注意すべ き特 性です．照度と は，測定 した い 平面

に照射され る光の 明るさを表す数値 で あ り，定義 と し

て は，測定 した い 面 の 単位面積当た りに 入射する光束

とな ります，

　あ ら ゆ る方向か ら同 じ強 さ（光 束）の光が入射 して い

る場合，受光面 と なす角 θか ら入 射す る 光 の 照度 とt

垂直に 入射する光の 照度 に は t コ サ イ ン の 関係が あ り

ます．こ れ を斜め 入射特性 と言い ます．

　受光面 に対 して角度θで 入射した光は cos θの 重み を

持 つ こ とにな ります．こ れ と同じ光学特性を照度計 で

も再現する必要があ りT 図 10に示す ような受光 ブ ロ ッ

ク の 構成 と な っ て い ます．ただ，斜め入射特性を完璧

に cos θの 重み と 同 じ に す る こ とは 難 し く，図 11に 示

すよ うな斜め 入射特性誤差が発生 して し まい ます．

　測定 し た い 平面 の 明 る さ（照度）ま た は 色彩照度を 測

定する場合 に は，受光セ ン サ が 向い て い る 180°

方向か

ら照射され る あ らゆ る光を測定する事に な りますの で，

測定する光源か らの 光 が 壁 や 測定する 人 に 反射 し て 受

光 セ ン サ に入射しない よ うに気を付 ける とともに，壁

繭
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’

　　　　図 9　斜め入射特性

図 10　受光ブ囗 ッ ク
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図 11　 斜め入射特性誤差

や測定者 の 服装 は，で きるだけ反射率 の 低い もの を採

用す るこ とが必要 です．

3）入射光に対する出力の直線性

　刺激値直読型 の 測色機器 の 受光セ ン サ と し て は シ リ

コ ン フ ォ トセ ル が 多 く使用 さ れ て お ります，こ の シ リ

コ ン フ t トセ ル の 感度は，図 2に 示 さ れ て い る よ うに，

人聞の 知覚領域である 380nm〜780nm（可視波長領域）

を
一
卜分 に カ バ

ー
で き る波長範囲 の 300nm〜 1200nm に

感度を有して お ります．また，明る さ に対する感度に

関 して も5 〜6デ ィ ケ
ード（5 〜 6桁）あ り．非常に使

用し易い セ ン サ で ある と言 えます ．しか しなが ら，測

定 しよ うとする 明る さの 範囲が こ の 感 度範 囲を超 える

場合が あ り，非常に 明 る い 場合 には 入射す る光束に対

する セ ン サ 出力が 直線性 を示さな い こ とが あ ります．

また，測定 しようとす る暗黒 の 明 る さが セ ン サ で 忠実

に 測定 で きな い よ うな領域 も存在 します．図 12は，こ

の 直線性誤差を示 した図です．

　基本 的に計測機器 の ス ペ ッ ク表に記載さ れ て い る 明

る さ の範囲内 で 測定す る こ と が必要ですが ，万
一
，仕

様書に記載され て い る 以上 の 高照度また は高輝度 の 測

定を行い た い 場合 に は．分光透過率が 可 視波長領域 で

フ ラ ッ トな ND フ ィ ル タを受光部 の 前に配 置する こ と

で ．セ ン サ の 直線性が成立する範囲で 測定す る こ とが

で き，計測機器 の 精度範 囲内 で の 測 定が 可能とな りま

瀏定 値

（出力 〉

／ 窒

’
　 醂 差

レ
／

ー

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 測 定光 （入力）

図 12　測定光に対する測定 値の 直線性誤 差

す， こ の 場 合，明 る さ に 関す る値は，測定 し た値を

ND フ ィ ル タ の 透過比率で割算する必要があ ります．

3）被測定光源の間欠発光依存

　一
般的 に商用電源を用 い た 白熱電球や 蛍光灯な どの

光源は，商用周波数 またはそ の 倍 の 周波数で 明 る さ が

変動 し て い ます．人間は，お よ そ 100Hz 以上 の 周波

数 で 変化す る光源 に は 目の 感度が 追随で きない こ とか

ら，均一
な明る さ と して 感じる こ と に な ります．

　また，液 晶 デ ィ X プ レ イや有機 EL デ ィ ス プ レ イな

ど は，2次元の 画像を順 次表示するために，各デ ィ ス

プ レ イ に お い て 適 した周波数で， フ レーム の書換 えを

行 っ て お ります，

　 こ の よ うに光源色用測色機器と して 測定す べ き対象

は，あ る 周 波数 で 間欠発光 して い る こ と を理 解 した上

で ，測定し なけれ ばな りませ ん，図 13は間欠発光と 測

定積分時間 の 関係 を説 明 した 図 です．

　図13の 上側 の 黒色矢印 が 示す測定積分時 間で 測定す

る と，測定をどの タイ ミ ン グで ス タ
ー

トして も，必ず

間欠発光 の 4周期分 を平均測 定する こ とが で きます．

下側 の 赤色矢印 の 測 定積分時間 で測定する と，測定の

タ イ ミ ン グ に よ っ て 間欠発光 の 3回分 を平均測定す る

場合 と，4回分 を平均測定する場合が発生す るため，

繰 り返 し精度 が 悪 くな っ て しまい ます，

　光源色用測色機器で は 通常，測定積分時 間を設定す

る こ とが で きる よ うに な っ て お りま す．こ の 測定積分

時間を光 源またはデ ィ ス プ レ イの 間欠発光の 周期の 整

数倍に 設定する こ とで，間欠発 光 して い る 光 の 強度変

動 を平均 化 し て ，繰 り返 し 精度 の 高 い 測定が可能に な

ります．

5）回折格子を用 い る分光方式で の偏光の影響

　分光方式の 分光素子 として，回折格子 を使用 して い

る光源色測色機器で は，分光性能が高 く，あ る 程度 コ

ン パ ク トな構成にする こ とが で きる反面 回折格子 が

偏光依存特性 を有 して い る た め に，測定した値に も偏

な積分時悶 の

正な積分時 間の

図 13　間欠発光 と測定積分時間と の 関 係

［ ＝＝二 ：＝ − 364 ［一 ］
N 工工

一Electronlc 　 Llbrary 　



Color Science Association of Japan

NII-Electronic Library Service

Color 　 Scler ユce 　 Assoclatlon 　 of 　 Japan

鳴瀬　測色機器を使い こ なそう

光に よ る影響が 発生 する こ とが あ ります，分光方式の

光源色用測色機器（分光輝度計）で は，光路上 に偏光解

消部材 を配置す る などして，偏光に よ る影響を低減す

る ように設計さ れ て お りま す が ，完全に 解消 され る ま

で に は 至 っ て い な い の が現状 で す．液晶 デ ィ ス プ レ イ

な どの ように．偏光材料を使用さ れ て い る デ ィ ス プ レ

イ を 測定す る場合 に は
， 測色機器 の 偏光誤差特性に留

意 して測定する必要が あります，

　偏光誤差 を補 正す る方法 と して は，液晶デ ィ ス プ レ

イ に分光輝度計を正対 させ て 測定し た後に，分光輝度

計を光軸に 対して 90°

回転 させて再度 同 じ測 定点を測

定 し，両方の 測定値の平均値をそ の測定点の 測定値 と

して 採 用 する こ と で，偏光誤 差 を補 正 す る こ と が 可能

となります．

6）経年変化

　光源色用測色機器は，工場出荷時に標準電球お よび

認証 されて い る輝線波長 を有する光源に よ っ て校正さ

れ て お ります が ，実際 の 現場で使用 さ れ て ゆ く中 で，

ほ こ り・汚れの付着．温湿度等 の 変化による光学 部材

の 影響，振 動等に よ る 光学部材 の 微小 なズ レ 等 の 発生

に よ り，指示値が 工場出荷時の 校正ポイ ン トか らずれ

て くる こ とがあ ります。精度よい 測定を継続的に維持

する に は ，定期的に年 1回程度 の 測色機器 の 校正 ・点

検を受ける こ とが，推奨 され て お ります，

照 明光 正 反射光

物体色用測色機器の測定で注意す べ き点

1）照 明および受光の幾何学的条件

　物体か らの 反射光に は，反射面 の 法線 に対 して 入射

光と同 じ角度で 反射方向に反射す る 正反射光成 分 と，

入射光が物体 の 内部 で 拡散 して，あ らゆ る方向に反射

され る拡散反射光成分 とが含 まれ て い ます，図 14は光

沢度の 高い 白色 塗装面で の ，反射光 の 配光特性 の
一

例

を示 してお ります．こ の ように，同 じ試料を同じ角度

で 照明 した と し て も，観察する方向に よ っ て ，異な っ

た色 として 見え る こ と に なります．

　物体の 反射率は，照明お よ び 受光 の 幾何学的条件に

よ っ て 異 な る た め，物体色用測色機器 を使用する際に

は，どの よ うな幾何学的条件で測定 した らよ い かを特

定する 必 要 が あ ります，反射物体色測 定の 幾何学的条

件 と そ の 表記 方法は CIEお よびJISに よ り図 15の よ う

に 規定され て い ます。

　正反射光が含 ま れ て い な い 測定 の 方 が，測定試料の

色そ の もの を測定 して い る こ とに な り，目視に 近 い 測

為
　

斜
蹟

図 14 　反射光の成分と受光条件 に よ る 影響

図 15 　照 明 お よ び受 光 の 幾 何 学 的 条 件

定値 が得 られ る
一

方で ，試料の 表面状態に よ る影響を

受けやす く，キズなど に よ り測定値が変動す る こ とが

あります．

　正反射光を含め た 測 定の 方が，安定性 の 面 で 有利 と

言 えますが ，正反射光が含まれ て い る 分，照 明光 の 影

響を受けやす い 測定 とな ります．

　その 他 に，観察す る 方向に よ っ て 異 な っ た 色 に 見 え

る メ タ リ ッ ク色な ど を測定す るために，多方向か ら照

明
・観察す る マ ル チ ア ン グル の幾何学的条件 もあ りま

す，

　測色の幾何学的条件につ い て は，業界に よ っ て は慣

習 で 決 まっ て い る こ とがあ ります．例 えば，繊 維，プ

ラ ス チ ッ ク，ペ イ ン ト等で は d ：8°が，印刷業界で は
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一 日本色彩学会誌　第 38 巻　第 5号　（2014 年） ，
一

4S
°

：O
°
が よく使 われて い ます．各業 界で 決 め ら れ た 規

格 に 合わせ た幾何学的 条件が推 奨 されますが t 測定さ

れる方の 視感測定で得 られ た 結果に対 して ．相関の あ

る測定値が得 られ る幾何学的条件も，
一

つ の 選択肢 と

言えます．

2）機器間誤差

　物体色用測色機器 を使 っ て 色管理 を行 い ．特 に色彩

値に もとつ い た色の コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン を行 う場合に

は，測定 した 値 の 互 換性 が 問題 に な ります．注意す べ

き誤差要因として，同 じ測定試料 を同 じ機種で 測定し

た ときに 生 じる個体差 すな わ ち機器 間誤差が ありま

す．機器間誤差は基準の 測定器 か ら の 差 で あり，BCRA

タ イ ル 12色 を 測 定 し た と き の ，色差 （AE  ab ）の 平均値

で表され ます，分光方式で は
一

般的 に 機器 問誤差 は小

さい で す が ，刺激値直読 方式 で は等色 関 数 か ら の 感度

ズ レ が機器 問誤差 に 影響す る た め t 機器 問誤差 （器 差）

が小 さい 機種 を選択 される こ と をお薦 め します，

　複数の刺激値直読方式の 測色機器 を使用 する場合に，

精度 よ く色管理 を行うに は，測定する試料に対 して 基

準色板を作成 し，複数の測色機器で 基準色板 を測定し，

そ の 基準色板 の 測定値 を基準 とした，各測 定試料 の 色

差 を測定する事で ，機器間誤差 を軽減 した 色判定を行

うこ とが可能とな ります．

　AE’
ab は，1976年 国際照 明委員会で 規 定さ れ た均等

知覚色空 間 Lホゴ ゲ 表色系で の 色差 を表 して い ます．

3）測定試料に対する測定注意点

　測定試料の 中には．材質 によ っ て．周囲温度で 色 が

変 わ る サ ーモ ク ロ ミ ズ ム と呼ばれ る 現象が あ り，測定

値 に 温度依存性 を生 じさせ る こ とに な ります，こ の よ

うな試料に 対 して 安 定 した 測定を行うた め に は，温度

が
一定の 範囲内に 管理 され て い る所で測定する こ とが

必要 と な ります．

　ム ラ の あ る試料の 場合 t 測定す る場所や方向に よ っ

て 測定値が 異な る ため，一
定 の 条件で 測定する よ うに

注意を払 う必要があ ります．こ の よ うに ム ラ の あ る 試

料 に は，大 口 径 の 積分球 を持ち，測定面積 の 大きい 測

色機器 を使 用す る こ とで ，測定値の 安定性 が得 られ ま

す．

　半透明性 の 試料を測定する と，照 明光 の エ ッ ジ部分

で 発生する光散乱 の 影響で ，エ ッ ジ ロ ス エ ラ
ー

とい う

測定値誤差が 生ずる場合があ ります．こ の よ うな試料

に つ い て も，測定面積 の 大 きい 測色機器 が有利 となり，

また，照 明径 が 測定径 に 比べ て 1分 に 大 き い 測色機器

の 使用が 有効 とな ります．

　厚みが薄 い とか，透過性の ある試料に お い て は，試

料 の 下 に置か れ る もの の 影響 を受け て しま い ますの で ，

試料を何枚 か重 ね る と か，植毛紙 の よ うな極力反射率

の 低い 均一
な もの を置 くこ とで，背景の 影響 を受けな

い よ うに して ，条件 を一
定 に す る 必 要 が あ り ます，

4）標準自色板の管理

　最初 に 物 体色 は基準 と な る白色 との 対比 として 数値

化され る，とい うこ とを説明 しましたが，物体色用測

色機器に は 1台ず つ ．標準 自色板が付属品として付 い

て きます，標準 自色板 は． r・め メーカーに よ っ て 値付

けされ て お り．測定 の た び に こ の 標準自色板を測定 し

て ．値付 け され た デ ータ に校正す る シ ス テ ム に な っ て

い ます．した が っ て ，こ の 標準白色板は物体色用色測

定機器 の 精度 を司 る 基準 で あ る た め ，ホ コ リや キ ズ が

付か な い ように 十分 に 注 意 を 払 うこ とが 必 要 で あ り，

ま た外光を避けて冷暗所で 保管す る と と もに，定期的

に値付け をし直すな どの管理が重要に なります．

終わ りに

　以上，明 る さ ・色 を測定す るため の 計測機器を使用

す る 際 の 注意点を列挙い た しました．こ れ らの 注意点

を留意 しt 正確で再現性の高い 色彩測定 を行 うこ とで ，

皆様の 研 究成果が 上 が ります こ と を願 っ て お ります，

　今回は，測色機器 を使用す る こ とを観点に説明 い た

しました が ，色 とは どの ような ア ル ゴ リズ ム で 測定さ

れ る か等，よ り技術 的 な 話 に つ き ま し て は，弊社 の ホ

ーム ペ ージ に「色色雑 学」が掲載 され て お りますの で ，

ご 興味 の あ る方 は，ぜ ひ 以 下 の URL か ら ご 確認 い た

だけれ ば と 思 い ます．

http：〃 www ．konicaminolta．jp／instruments／know レ

edge ／color／index．html

〈 参考文献〉

［1］ 日本光学測 定機 工 業会 ： 光 計測 ポ ケ ッ トブ ッ ク，

　　朝倉書店

［2］JIS　Z8722　解 説図 1反射試料 の 変角反射光 曲線 ．

　　解 説 図 2　反射物体測 定の 場合 の 照明及び受光の

　　幾何 学的条件

［3］ コ ニ カ ミ ノ ル タ  ：色 を読む 話，第 22版

［4］ コ ニ カ ミ ノ ル タ  ： KONICA 　MINOLTA

　　TECHNOLOGY 　REPORT 　Vol．9　Jan，2012

［＝二 ＝ ：＝＝ ＝ ＝ ＝ ＝＝ コ 366 ［一 ］
N 工工

一Electronlc 　 Llbrary 　


