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要 　約

　色差は，微視的な立場 と巨視的 な立場 の ，2つ の 方向か ら研究する こ とが 重 要で あ る ．

　こ れ まで ，微視的な立場で は，マ ン セ ル 表色系 の 彩度 と明度 の 影響を検討 して 報告 し
［・，色差に よ る問題 は，巨視

的な 立場 と して 論 じて きた
コ
’
1

．こ の 実験 方法 と して ，色差の 検討試料 の 明度6，彩度8の 20色相を選 出 し，20色相 す べ

て の 2色の 組合せ で 並置 し，こ の 色差判定後 の デ
ー

タに基づ い た色差空閲構成は ，cヶ型数量化法 を用 い て 試 した．

　色差 の 色 構成 は ，赤，黄，緑 ，青，紫 の 順 で ，色相環 を配列 し て い る．微視的評価 に よる色差 の 空 間構成 も，

巨視的評価と ほ ぼ 同様 の 結果 とな り，相 関性 が認 め られ た ．また
，

CIE 　lgg8 〔L ＊
a

＊b＊） とCIElgg8 （L   ＊轡）の 2

つ の 色差式に お い て は，巨視的な立場に 立 っ た 心理 的評価 が 認 め ら れ た ．
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緒　言

　日常，わ れ わ れ が 色の差を比較する さい ，きわめ て

わ ず か な色 の 差 を評価する場合と，大 きな色 の 羌 を評

価する場合 とが ある，そ こ で ，色 差の表示を確立する

た め に は
， 微視的な 立場 と巨視的 な立場 との 両 面か ら

検討する必要が ある．

　微視的な面に つ い て は ，前報まで に，マ ン セ ル 表色

系 の 明度を
一

定 に保 ち，彩度を変化 させ た場 合
1：
，お

よ び彩度を
一

定に保ち，明度 を変化させ た場合
！

’
1

の 色

相弁別閾を極小変化法に よ り求め，色差 に及 ぼ す明

度 ・彩度の影響 を検討 し，報告 して きた．

　 他 に ，2002年 AIC ト ロ イ 大 会 に お け る Fred　W ．

Billmeyer，Jr．
”’

の講演で は，マ ン セ ル 表色 系の 中か ら特

定の 色相 を選び，H ，　V ．C をお の お の 段階変化 させ ，測

色値 と視覚尺度との 関連 を検討 した結果，大 きな色差

か ら識別可能な小 さな色差 まで ，視覚的 に 均
・
で あ る

とい う報告 もあ る，

　さら に，池田 ら
4・，

は，各種光源の 下 で 測色 上 の 色差

と知覚 され る 色差 との 比較 にお い て ，物体色の 知覚さ

れ る色差に関す る視覚心理実験 を行 うと と もに ， C肥

1998 （L 　
一
’
a　
’・”b　

8’） とCIE　I998 （L ＊
正1＊γ

＊） の 式 を用 い ，

どちらが知覚 され る色 差 とよりよ く対応するか を比較

検討 し て い る．また，Kuehniらs も小 さな色差 に よ る

視感尺度 の 実験 を行 っ た報 告な どが ある ．

　そ こ で ，本研究 で は，巨視的 な面 よ り色差の 評価を

行 い ，SD 法 に よ る 5段階評価 で 視感判 定 し
， の 型数

甲．化法を用い て 色差 の 空 間構成 を試み，色差 の 表示を

確立する ため の
一
資料 を得た．また ，微視 的 な 面 に つ

い て も色差 の 空間構成 を行 い ，巨視的 な評価 との 関連

を検討 した．

　さ ら に，色差 の 空 間構成 よ り求め た相対距離 とCIE

1998均等空間に代表される色差式 と の 相関係数 を算出

し，心理的評価 と物理 的測定との
一

致性 を追究 した．

実験方法

　試料は，色差 の 検討 にお い て JIS標準色票の 明度6，

彩度8を照 合 し，各色租 環2．5R か ら 10RP まで の 40色相

と，明度 6，彩度 4の 25R か ら 10B ま で の 28色相，さら

に明度 6，彩度 2の 2．5Rか ら2．5G まで の 17色相を作製 し

た．そ の 中 よ り，今回 は ，表 1に示 し た明度6，彩度 8

の 5Rか ら10RP まで の 20色相 を選出 し た．こ れ らの 試

料 の 色相，明度，彩度 （H 吻 とその 色度座標 （x，y），

主波 長は表1の と お りで ，明度の平均値5．96，標準偏

差0，26，彩度 の 平均値 7，72
， 標準偏差0，85で あ る ．

　視感判定に提示する試料は
，
20色相に よ るすべ て の

2色 の 組 合 わ せ の 合計 190通 りを
，
N7 ．5の 台紙 Lに 直

径 10cmの 半円 を等面積の 2色で 並 置 し，図1に示す よ
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表 1　 試 　料

目標値 作 製試料 に よ る 測 定値

HV ／c 丹 璽 ．．． x y　　 主波長 〔nm ）

5．OR 　 6〆8

10、OR 　 618

5．OYR 　6〆8

10．OYR 　6t8

5．OY 　 6！8

10．OY 　 6〆8

5．OGY 　618

10．OGY 　618
5．OG 　 618

10．  G 　 618

5．OBG 　618
10．OBG 　618

5．OB 　 618

10．OB 　 618

5．OPB 　618

10．OPB 　618

5．OP　 618

】0．OP　　618
5．ORP　618

【 ．ORP 　 618

5．OR　 5、919．0
10． R　　6．018，8
5．OYR　6，418，6

10．OYR 　6．018．0
5，0Y　6．2〃．4
10．OY　 6．417，0
5．OGY 　6．218．O

lO．OGY 　5．718．8
5．OG　 5．9〃．8

10．OG 　　6．216．5
5．OBG　6．116．2

10．OBG　5．6／7． 
5．DB　 5．717．7

10．OB　 5．918．4
5．OPB　5．6／7．O
lO．OPB 　5．8〆7． 
5．〔｝P　　5．617．O

lO．〔レP　　5．7〆7．2
5，  RP 　6．1！8．5

10．ORP 　 6．1〆8．0

0．437e
．469

 ．4680
．4590
、4370
．4060
，3590
．3040
．2590
．2560
．2440
．2270
．2120
．2080
．2360
．2690
．2930
．3280
．3690
．393

0，319 　　　613．3
0．365 　　　 593．6
0．386 　　　 587．6
0．424 　　　　582．D
O・糾 9　　　　577，1
0．465　　　 571．6
  ．482 　　　 563．0
0．461　　　 547．6
0．388 　　　 509．7
  ．360 　　　 500．8
0，332 　　　 493．8
0．299　　　　488，2
0．270　　　　485．l
O．235　　　 480、6
0．239 　　　 476．6
0、245　　　　460．5
0．250　　．．−562．0
0263 　　− 529．2
0．281　　

− 497，9
0．311　　　 63LO

／

＼

　 ＼
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図 1　 試 料 の 構 成 と視 感 判 定 方 法

うに構成 した ．

　視感 判定 は，北 窓 自然昼 光，照度1，000〜1，100ル ク

ス の もとで ，試料 と の 視角が 1げ 視野 に なるよう，判

定距離 を約 60cm と した．

　被験者は 本学学生 54名 で ，2名ず つ 1組 と し，判定方

法は 試料 を ラ ン ダ ム に 提示 して ゆ き，1試料 に つ い て

「色の 差が ある 一色の 差が ない 」 「親近性があ る 一親近

性がな い 」「対比性があ る
一

対比性が ない 」「強弱感が

あ る一
強弱感 が ない 」 の 4尺度を用い て ，5段階評価に

よ る SD 法で 行 っ た ．

　こ れ らの 視感判定 よ り，「非常に 差が あ る」 に5点，

「やや差がある」に4点，「中間」に 3点，「や や 差 がな

い 」に2点 ， 「非常 に 差 が な い 」 に 1点の得点 を与え，

各段階 に おけ る 判定者数 を掛け，評価 の 平均値 を算出

した ．そ の 結果 の 中 の 「色 の 差 が ある
一

色 の差が な

い 」に つ い て ，表2 に 示 した．

　 こ の 評価 の 平均値 か ら，4尺度 に つ い て ， ij1い の相

関係数 を求め た ．ま た，微視的評価 との 関連性に つ い

て 検討する た め ，前実験 にお い て 調 べ た，ち ょ うど可

知差異 q’．n．d．）の 数 を基 に して ，4尺度 とJ．n ．d．の 数に

よ る相関係数を求め た，
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　次 に，  型数量化法 6’，
を用 い て ，色差 の 空間構成

を試 み た．こ の 方法に よ れ ば ，2色 の 組み 合わせ で あ

る 190通 りの 結 果がす べ て 包含 され，色 の 差 の ない 色

相 は 近 くに，色 の 差 の あ る 色相は 遠 くに な る よう，20

色相を同
一

の 空間内 に位置付 ける こ とが で きる．そ こ

で
， 先 の 5段階評価 に よる 「中間」の 項 目をはさん で，

「差が ある」「差がな い 」の 3段階 に 分 け，こ の 段階 に

お ける各判定者数 を数え，全判定者数 に対する比率を

計算 した．そ の 「色 の 差が ない 」 と判 定 した比率マ ト

リ ッ ク ス を，表3に示 した．そ して，全判定者数に対

し て 「色 の 差が ない 」 と判定 した表3の 数値を用 い て，

色差の 空間分布 を求 め た．こ の 数量化 法に よる各尺度

間の 色差の 空 間構成 の 分布か ら，色相間に おける 色 の

差異 の 特徴 を検討す る と と もに，こ の 空 間 に おける

190通 りの 相対距 離 を算出 し，4尺度 の 互 い の 関係なら

び に4尺度 とj．n．d．の 数に よ る 相 関係数 を求 めた．

　また
， 視感 判定 による結果 とCIE　l998均等空 間に

代表され る色差式 7’との 相閖 を求め る ため，先 に算出

した相対距離 と こ れに対応す る試料間の 色差値を計算

し
， 心理的評 価 と 物理 的測定 と の

一
致性を追究 した．

実験結果 お よ び考察

　色差をSD 法 に よ り視感判定 し，次 の ような結果 を

得た．「色 の 差 が ある
一

色 の 差 が ない 」の 尺度の平均

値 は
， 表2に 示 した よ うに 5R と5BG ，10Rと10B，5YR

と5B ， 5YR と10B ， 5G と5RP の 間は色 の 差が非常に大

きい と判断 し，10GY と5G，5G と10G，10Gと5BG ，5B

と10B の 間 は 色 の 差が非常 に小 さい と判断 して い る．

ま た
，

10R と10Y ，5G と5PB，5B と5Pの 問に おい て は，

色 の 差を 前「 者 の 中間 の 段 階 に 判 断 して い る．しか

し
， 非常 に色の 差 が 小 さい もの の 中 に も，色相に よ っ

て差が認め られ た．こ の 詳細 につ い て は，色差 の 空間

構成 の 結果 よ り述 べ る こ と に す る．なお，他の 3尺度

に つ い て も，ほ ぼ 同様 の 結果が得 られた．

　こ の 評価 の 平均値 を用 い て ，4尺 度 に つ い て 互 い の

相関係数を算出 し，表4に 示 した，そ の 結果，「色 の 差

がある」「親近性 が ない 」 「対比性 がある」「強弱感が

あ る 」 と い う，
い ず れ の 評価尺度 との 組合せ に対して

も，095 以 上 の 高 い 相 関が認 め られ，4尺度が色 の 差

を評価 す る さい ，色 の 差 に つ い て は，すべ て 同様 の 意

味解釈を して 判定 して い る もの と考え られる．

　以上 の 結果 と微視 的評価 との 関連性を追 究す る た

め
， j．n．d．の 数をもと に，4尺度 との 相関係数を求め た．

こ の j，n．d．の 数 にお い て も危険率 1％有意 とな り，相関

が 得られ ，巨視的な色の 見方 と微視的な色 の 見方 との
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表2　SD法 に よ る 視感判定結果 （色 の 差 が あ る
一色 の差 が な い ）

5R10R5YR10 　 　 5YR

　 　 Y10

　　 5
　 　 　 GY

　 　　Y

　10
　G

　y．
4．324
，484
．ll3
．472
，351
．821
．ll

　 5

　G4

，t64
．274
．153
．442
．732
．351
．421
．04

to　 　 5
　 　 　 BG
　 　 G

RR

孤

皿

YY

 

 

GG

跖

鵬

BB

田

冊

PP

齟

即

5105105105105m5105105105m5101．25　 2．00
　 　 　 1．422

．161
．85L33

3．582
．762
、51L36

to　　 5BG

　 　 B10B5PB10

　 　 5PB

　 　　P10P

3．69　　3，83
3．03　　3．80
2．00　 3．66
1．89　 2．55
1．30　 2．18
　 　 　 1．06

4．24　 4．51　 4．34　 4．26　 4．49
4，｛7　 4．29　 4．40　 4．50　 4．67
4．04　 4，02　 4．40　 4．58　 4、72
3．45　 3、91　 4．2〔，　 4．｛〕2　 4．49
227 　 3．22　 4．  7　 4．11　 4．26
2．18　 3．34　 3．46　 4．20　 4．07
1．62　　2．07　　2．40　　327　　329
1．73　　1．96　 2．11　　2．82　 2．73
1．04　　1，ll　　1．38　 2．44　 2．36
　　　 LOO 　　L62 　　1．44　　2．67
　　　 　　　 L22 　　1．53　　L64
　 　 　 　 　 　 　 　 　 1．06　　1．23
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1．00

4．29　 3．44　 2． 9　　1．62
4．20　 4．16　 3．13　 2．44
4．22　 4．13　 3．72　 3．26
3．82　 4．22　 3，95　 3．33
3．51　　3．85　 3．56　 3．36
3．49　 3．87　 3．93　 3．86
3．09　 4．05　 429 　 3．53
2，91　　3，96　 4．38　 3．91
3、03　 3．95　 3．95　 4．02
247　 3．42　 3．75　 3．82
L93 　3」6　3．84　3．93
2．〔｝0　 2，64　　324 　 3．84
1．36　 2．47　 3．0〔，　 3．62
1，16 　 2．22　 2．89　 4．02
　 　 　 L38 　 2．31　 2．91
　 　 　 　 　 　 1．16　 1．46
　 　 　 　 　 　 　 　 　 1．（］6

　5　 　 10
　R　 　 R9

．．　 PL36

　　1．  5
2．20　　L62

2．67　 2．00
3．64　　2．38
3．69　 3．91
3．90　　3．5望

4．02　 4、36
4．42　 4．42
4．51　 4．41
4．09　 4．O〔，
4．35　 4，16
4．62　 4．46
3．91　 4，33
4、46　 4．28
3．73　　4．07
2．57　 2」5

1．46　　1．67
1．36　　1．42
　 　 　 1．06

表 3　 「色の 差 が な い 」 に よ る比率 マ トリ ッ ク ス
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表4　視 感判 定結果に よ る 各尺 度間 な らびに 各尺 度 とj，n．　d．の数 と の相 関係 数

杣 　 関 　 係 　 数

　評 価尺度

色 の 差 が あ る

親近性 が な い

対比性 が ある

強 弱感 が あ る

j＿【1＿d．　a）数

色の 差が ある 親近 性が ない 対比性 が あ る 強弱感が あ る j．n ．d．の 数

O、989 ＊ ＊ 0．967＊ ＊

0．966糧

o．955＊ ネ

O，958＊ ＊

0．961＊＊

O．897＊ ＊

O．906 ＊＊

0．874＊＊

0．853 ＊ ＊

」
慧有1＊
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間に は
一

致性が認 め られ た．

　次に ，各色相が空間上 に お い て どの ように位置す る

か を検討する ため，視感判定の 結果か ら算出 した 表3

に示す比率 を用 い て ，e ヴ型数量化 法に よ り色 差 の 空

間構成を行 い ，そ の 結果を図2，3，4 に示 した ．

　ei［ノが 「色 の 差 が ない 」 に お い て は ，図2に示 す よ

うに5R か ら10RPまで の 全色相が， 1軸 と H軸 の 2次元

平面空間上 に
一

巡 し て 分布 して い る．こ の 色差 の 空間

に お い て ， 1軸上 で は5R と5BG が対 の 関係 にあ り，
　 H

軸上 で は5Y と10PBで あ り，と くに5Y と 10PB の 色相の

間は，色 の差が最大で あ る と判定 して い る．こ れ は，

修止 マ ン セ ル 表色系 の 知覚等歩度分割 の ほ ぼ 反対色 に

該当す る色 の 組合せ に あた り，こ の 色差 の 空間分布に

お い て も，相向か い 合う色相は等歩度分割に よ る色相

環 と大略
一

致 した．そ して，相 向か い 合 う色相 につ い

て も，R系 とG系の 色 の 差 よ りも，　 Y系 とB系 の 色 の 差

の ほ うが ，や や 大 きく判定す る 傾向がみ られ た ．

　 また，隣接す る色相に も色 の 差 の 大小 があ り， 5PB
〜5R〜5GY に かけ て は相対距離が 大きく，色の 差がや

や 大 きい こ とを示 して い る．なか で も，5R と 10R，

10R と5YR ，10YR と5Y，10Y と5GY ，5PB と 10PB の 問

は，色 の差を大 きく判定 して い る．反対 に，5GY 〜5B
〜5PB に か けて は，先に 比 較 して 相対距離が 小 さ く，

色 の 差 は小 さ く判定 して い る．と りわ け，5G と 10G，

5B と10Bの 問は色 の 差が小 さ く，G 系，　 B系はR系，　 Y

5R310BP5R

・．− H．一一
　 〇．3

10RO

5YR 。

HlOPB

●
5P o．3●

5P ド● ・10B
10P　● 5゚B

・10BG
・5BG

10G 　　　0、3
●

5゚G
・10GY5GY

o o．3●
● 10Y

1DYk ●
5Y

図2　色差の 空間構成
θ〃
＝色の 差が な い

工

1（2P

系 よ りも， 色の 差 をい っ そう小さ く判定する こ とが 明

らか と な っ た ．

　の が 「親近性 が あ る」 に お い て は
， 図 3に示す よ

うに20色相が 1軸 と H 軸上 に位置し，「色の差がな い 」

と ほ と ん ど合致 した色差の 空 間構成 を し て い る，さ ら

に ，eヴ が 「対比性が ない 」 「強弱感が ない 」 に つ い

て は
， 図 は省略 した が ， 「色の差が ない 」「親近性があ

る」 と類似 し た色差の 空間構成 を示 した．

　 これ ら の 色差 の 空閙分布 よ り得られ た各軸 の 寄与率

をみ る と，表5 に示すように 「色 の 差が ない 」に お い

て は， 1軸 の 寄与率が 0．95857 と高い 数値 を示 し，H

軸 で は 0，03545
，

皿軸で は O．00551
，

N 軸で は 0．00045 の

数値が 認 め ら れ た ．こ の 1 ， H 軸 の 累積寄与率 は

0．99402 と な り， 構成 し た 色差 空 間は， 1 軸と H 軸 で

空間分布の 大部分を現 し て お り，20色相の位置が ほぼ

代 表され る もの と考えられ る．し か し，本実験は明度

と彩度を
一

定に し，色相 の み を変化 させ て評価 を行 っ

た の で
， 色差空間 は楕円に な る はずで あ る が，図2に

お い て ，10Y ，10G ，5PB ，5RP は構成 した空間分 布の

円 よ り多少ずれ た 点を示 し た．こ れ は，試料作製の さ

い
， 明度 と彩度に や や 高低が 生 じ

， 先の 10Y ，10G ，

5PB は 周囲 の 色 に比べ て 彩度が や や 低 く，5RPは や や

高 くな り， 隣接す る色 に対 し て彩度差が認め られ た と

思 わ れ る．

　 同様に ，
1

，
皿軸 の 色差空間 に お い て は 5YR ，5RP

　 　 エ　

1。PB ．1
　 　 　 　

響
’
　 Te・3

　　 い β・
　 　 　 1

鷲
5RP．

欝 　　十　 蹴
。II

−
← ＋ ヨ ー 一

一 ÷ − 1

10R●

SYR ・

1

串
．
1
一

10G。
　 ・5G

　 ・10GY
・5GY

　 　 　
・
　 0．3じ

10YR　　　　　　 ゜
　　　 ilOY
　　 　 3Y
図3　色差の 空間構成

　eij＝親近性 が あ る

表 5　各軸の 寄与率
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図4　色差の 空 間構成

　 助
＝j．n．d．の 数

色 の 差 がない 　 親近性 がある

霜 率 癖
対比性が ない 強弱感が ない

・ i・・ 霧
」．n．d，の 数

積

率

　
　

与

累

寄
率与寄

　 　 　 累　 積
寄与 率
　 　 　 寄与 率

　　 　 累　積
寄与率
　　 　 寄与率

1　　　0．95857　D．95857

H　　　O．03545　0．99402

珂　　0．00551　0．99953

1V　　　G．00045　0．99998

O．96203 　0．96203

0．03187 　  ．99390

0．  0562　0．99952

0．00046　0．99998

0．96473　D．96473

0．02903　0．99376

0．00577　0．99953

0、00045　0．99998

（，．96841　0．96841　　　　　0．96656　0．96656

0．02750　0．99591　　　　 0．02733　0．99389

0．00382 　0，99973　　　　 0．00576 　｛｝．99965

0，00026　｛〕．99999　　　　　0．00032 　〔｝．99997

・SGY1

δY
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表6　相 対距 離に よ る各尺度間 な らび に各尺度とj．n．d．の 数 との 相関係数

杣　関　係　 数
評 価 尺 度

色 の 差 が ない 　 親近性 が ある 　　対比 性が ない 　　強弱感 が な い 　　 j．n ，d．の 数

色の 差 が ない

．親近 性が あ る

対 比 性 が な い

強 弱 感が ない

j．n．　d．グ）数

0．992＊ ＊ （］．979＊ ＊　　　　　　　　0．933 ＊ ＊　　　　　　　　0．915 ＊ ＊

O．978＊ ＊　　　　　　　 0．933 ＊ ＊　　　　　　　   ，9 置8＊ ＊

　 　 　 　 　 　 0．976 ＊ ＊　　　　　　　 0．881＊ ＊

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 O．827＊ ＊

＊ ＊ 1％有意

表7　色差公 式 と色差 の 空間構成 との相 関 係数

柑　関　係　数
色　差　式

色 の 羌が な い 　 親近 性が あ る　　対比 性が な い 　　強弱感が ない 　　 j．n．　d，の 数

CIE　l976 〔L ＊
a

＊b＊
〕　　　 0．889＊ ＊

　　　　　　 0．896＊＊

CIE 　l976 〔L ＊u ＊ v41　　　 0．488＊ ＊　　　　　　 0．493＊ ＊

0．903＊＊　　　　　　　　〔｝．891＊＊　　　　　　　　〔〕．906＊＊

0．500＊ ＊
　　　　　　　　0，494＊ ＊

　　　　　　　　0515 ＊ ＊

牀 1％有意

が円か らご くわずか にずれ た点に位置 し，こ れ は，明

度や彩度が や や 高い た め で あ り，
1，N 軸で は 10R と

5RP が楕円か ら若干ずれ，こ れ は，彩度が や や 高い こ

とに起因 し て きた もの と考え ら れ る ．

　 また，「親近性が あ る」「対比性が な い 」「強弱感が

ない 」の尺度に対 して も，各軸の寄与率は 「色の差が

な い 」 とほ ぼ 同様の数値が 認め ら れ ，色差 の 空 間分布

と大略
．一
致 した傾向を示 し た．

　次に，微視的評価に よ るj．n．d．の数 をもとに し て求め

た色差の 空 間分布は，図4に示すよ うに ，全色相が 2次

元平面空 間 ヒに循環 して ，整然 と並 ん で い る．こ の 空

間で ， 1軸 と H 軸上 に お い て 対の 関係 とな る 色 相は，

5R と10G，5Y と1〔｝PB で あ る．隣接する色相 の 相対距

離は，5RP 〜5YR 〜10GY に か け て 色 の 差が や や 大き

く，5GY 〜5B〜5RPの 間は色の差が小 さ くな っ て お り，

前4尺度 とほ ぼ 同様 の 色差 空間を構成 し た．こ の j．n ．d．

の 空 間分布の 寄与率 も前記4尺度 と似た数値 を示 し，

巨視的評価 の 結果 とよく
一

致 し た．

　 こ の 色差 の 空間分布 を基 に して 各色 相の 間の 相対距

離を算出 し，4尺度 に つ い て ，互 い の 関係な らび に各

尺度 とj．n．d．の 数 との 相 関係数 を求めた，こ の 結果は表

6に示す と お りで ，巨視的評価，微視的評価 とも に高

い 相 関係 数 を示 し，而者 の 関連性 が認 め られ た．ま

た，ei
’
型数量化法 を用い て 色 差 の 空 間構成 を行 うこ

と は，色相 の 分布状態が
一
見 に して 明 らか とな り，色

の 差 を調 べ るうえで 適 当 で ある と考え られる，

　次に，色差式か ら算 出 した色差値 と，それ に対す る

色差 の 空 間構成か ら計算 した相対距離との 相関係数を

求め，
一

致性を追究 し，こ れ を表7に示 した．そ の 結

果，CIE　l998 （L ’＊ a　
S’b　

＄
’
） とCIE　l998 （L ＊

u
＊
v

＊）の 公

式はすべ て の 評価に対 し， 危険率1％有意で 相関が認

め られ た．こ の よ うに，い ずれ の 評価に も相関性が 得

ら れ た が
，

CIE 　I998 （L ＊
ロ

＊
v

＊ ） の 公式 は CIE 　l998

（L
−SaSb ＊）の 公式に比べ ，数値が 低 くな っ て い る．と

こ ろ で
，

こ れ らの色差式
呂1

に つ い て検討が なされ た も

の を み る と
，

CIE　l998 （L   ＊v り は 開 口色 の 色弁別

デ ータ を良好にする こ とか ら派生 し，光の 色評価が 重

視 さ れ る 分 野 に 適合す る と さ れ て お り，

一方 ，
CIE

1998 （L ＊
a
’eb ＊）は マ ン セ ル色を均等に表示する こ とか

ら派生 し，物体の 色評価が 重視さ れ る分野 に適合する

とい われ て い る ．そ こ で ，本実験に使用 した試料が ，

修正 マ ン セ ル 表色系を代表する色で あ っ た た め ，CIE

l998 （L ＊
a

＊b ＊） の 公式が CIE 　l998 （F ゲ v
＊） の 公 式

よ りも高い 数値を示 し た もの と考 えられ る．

結 　論

　色差 の 巨視的評価 に お い て ，SD 法に よ り視感判定

した結果，5R と5BG ，5YR と10B，5G と5RP は色 の 差

が大 きく，10Rと10Y ，5G と5PBは中位とな り，5G と

lOG ，5B と10B ，5BG と1〔〕BG ，10R と5YR ，10YR と5Y

は色 の 差が小 さく判断された．しか し，色 の 差が小 さ

い と判断された隣接する色相 の 中 に も，色 の 差 の 大小

が認め られ，例 えば，5G と10G，5B と10Bは最 も色 の

差が小 さ く，10Rと5YR ，10YR と5Y はや や 色 の 差 が

大 きい と判断 された．

　色差 の 空 間構成 に お い て は，巨視的評価 に よる各尺

度 とも類似 した空間分 布を示 し，全 色相が 2次元平面

空間上 に
一
巡 して位置 した．微視的評価に よ るj．n ．d．の
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数を基に して 求め た色差の 空間構成 も，巨視的評価 と

ほ ぼ 同様の 結呆 とな り，各尺度 との相対距離の相関係

数 も有意 とな り，両評価の 間に は高い 相関性が認め ら

れ た ．

　ま た
， 視感判 定 と色差公式 との 関連性を求め た結

果，CIE 　1998 （L ＊
a 物 蓼） とCIE　l　998 （L 殆 ＊

v
＊）の 色

差式に お い て
，

い ずれ も有意性が 得 られ た が ，と く

に ，CIE 　1998 （L ＊
a

＊b＊）の ほ うが ，本実験の 評価に

高い 相関 が あ り，心理 的評価 と物理的測定 との
一

致性

が認め られた．
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Color　Difference　Space　Construction　by　Macroscopic　Evaluation

Takako　Nakagawa

Abstract

　 Microscopic　and 　macroscopic 　approaches 　to　the　investigation　of　color　differenじe　are 　imporIanI．　ln　microscopic 　evaluation ，

the　 effects 　of　Munse11　chroma 　and 　Munsell　value 　on 　hue　discrin）ination　thresholds　had　been　investigated　systelnatically ．　This

paper　deals　with 　the　macroscopic 　evaluation 　of　color 　d’ifference．　Color　samples 　having　Munsell　chroma 　values 　of 　6／8　were

selected 　and 　2 ¢ dor　oombinations 　taken 丘om 　20　colors　were 　prepared．　Utilizing匸he　81／melhod ，　the　color　difference　spacc

c｛〕nstruction 　based　on 　the　results　of　the　color　difference　evaluation 　was 　attempted ，

　 The　color 　difference　was 　arr跚 ged　ln　a　hue　circle　according 　to　the　order 　of 　red ，　yellow，　green，　and 　blue．　Both　microscc 〕pic

and 　macroscopic 　evaluation 　showed 　similar 　results．　Two 　cd 〔，r　difference　equations 　CIE 　l998 （L ＊a ＊b ＊） and 　CIE 　l998

（L ＊u ＊
り

＊）agree 　mog ．　t　with 　the　psychological　scale 　obtained 仕om 　macroscopic 　evaluation ．

Keywerds；　Color　differcnce，　Microscopic　evaluation ，　Macroscopic　evaluation ，　Construction　of　space 　in　the　color 　difference，

　 　 　 　 Hue 　circle
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