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研究成果の概要（和文）：本研究では，蛍光物体の２分光特性，２方向特性，見え特性及び相互反射特性といった種々
の特性を解析する技法を開発することを目指した．
　まず，蛍光物体の２分光特性の精密な計測のための２分光器システムと，カメラとLCTフィルタからなる分光イメー
ジングシステムを構築した．第二に，連続分光分布を有する２つの光源を用いて，蛍光物体の２分光ドナルドソン行列
を推定する方法を開発した．第三に，蛍光物体の２方向特性を計測してモデル化するための方法を提案した．第四に，
視感評価実験に基づいて蛍光色の見えを評価し，物体色との見えの違いを分析した．最後に，密接して存在する複数蛍
光物体から観測される相互反射現象を検討した．

研究成果の概要（英文）：This project aimed at developing the technology to analyze a variety of 
characteristics of fluorescent objects, such as the bispectral characteristic, the bidirectional 
characteristic, the appearance characteristic, and the interreflection characteristic.
 First, we constructed a bispectrometer system for precise measurement of the bispectral characteristics 
of fluorescent objects, and a spectral imaging system using a camera and a LCT filter. Second, we 
developed a method to estimate the bispectral Donaldson matrices of fluorescent objects using two 
illuminant projections with continuous spectral-power distributions. Third, a method was proposed for 
measurement and modeling of bidirectional characteristics of fluorescent objects. Fourth, we evaluated 
appearance of fluorescent color based on visual experiment and analyzed the appearance difference from 
object color. Finally, we studied the interreflection phenomenon observed from closely apposed 
fluorescent objects.

研究分野： 視覚情報学
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１．研究開始当初の背景
 カラー画像解析やコンピュ
の分野で取り扱われてきた物体は，おもに反
射物体であった
に加えて，蛍光物体が身近になりつつある．
蛍光物体には，自発光の要素があるので，通
常の反射物体と比べて，より明るくて鮮やか
な質感を与える．実際，我々の日常生活にお
いて，文房具，衣類，塗料を含む多くの物体
は蛍光成分を含んでいる．このように蛍光物
体が身近な存在となったため情報科学的な
学術研究が着手されている．今後蛍光発光の
新しい材料開発とともに蛍光情報の利用が
促進されるので，蛍光発光物体の特性解析と
それのビジョン応用に関する研究は
なった．
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