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色
の
錯
視
を
勉
強
し
よ
う
と
す
る
と
、芸
術
か
心

理
学
の
教
科
書
を
ひ
も
解
く
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す

る
と
、色
の
錯
視
と
し
て
は
、色
の
対
比（
図
1
）と
色

の
同
化（
図
2
）く
ら
い
し
か
記
述
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
に
気
づ
く
。
そ
れ
ら
に
彩
度
対
比（
図
3
）な
ど
を

加
え
て
も
、色
の
錯
視
は
数
種
類
で
あ
る
か
の
よ
う

に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

も
ち
ろ
ん
、ベ
ン
ハ
ム
の
コ
マ
や
進
出
色
・
後
退
色

と
い
っ
た
他
の
色
彩
現
象
も
錯
視
の
仲
間
に
入
れ
て

し
ま
え
ば
も
っ
と
に
ぎ
や
か
に
な
る
の
だ
が
、そ
も
そ

も
対
比
・
同
化
と
い
う
名
称
ひ
と
つ
を
取
っ
て
み
て

も
、色
に
お
け
る
錯
視
的
な
現
象
を
錯
視
と
呼
ぶ
こ

と
は
好
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の

理
由
を
推
察
す
る
と
、色
の
知
覚
そ
の
も
の
が（
本
来

物
質
に
備
わ
っ
た
も
の
で
な
い
性
質
の
知
覚
と
い
う

点
で
）錯
覚
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
か
ら
、と

い
う
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、最
近
の
錯
視
研
究
全
体
の
活

発
化
の
影
響
で
、今
や
色
の
錯
視
は
上
記
の
3
種
類

で
は
す
ま
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
新
し
い
錯
視
の

例
を
3
つ
挙
げ
よ
う
。

1
つ
目
は
、「
酒
井
の
色
対
比
」で
あ
る
。
図
4
で

は
、左
図
の
上
の
列
の
5
つ
の
正
方
形
は
灰
色
に
見

え
る
が
、実
際
に
は
右
図
の
下
の
列
の
赤
味
を
帯
び

た
正
方
形
と
同
じ
色
で
あ
る
。
ま
た
、右
図
の
上
の

列
の
5
つ
の
正
方
形
も
灰
色
に
見
え
る
が
、左
図
の

下
の
列
の
緑
味
を
帯
び
た
正
方
形
と
同
じ
色
で
あ

る
。
こ
の
錯
視
で
は
、色
の
つ
い
た
図
形
が
無
彩
色

に
見
え
る
の
だ
か
ら
彩
度
対
比
で
あ
る
と
も
言
え

る
し
、打
ち
消
し
の
誘
導
色
は
補
色
で
あ
ろ
う
か
ら

色
相
の
対
比
と
も
言
え
る
。

一
方
、こ
の
錯
視
は
色
の
恒
常
性
に
よ
る
も
の
と

い
う
可
能
性
も
あ
る
。色
の
恒
常
性
と
は
照
明
の
色

味
に
か
か
わ
ら
ず
、対
象
の
色
は
あ
る
程
度
一
定
に

見
え
る
傾
向
の
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、灰
色
の

紙
片
に
や
や
赤
味
を
帯
び
た
光
を
当
て
て
、実
際
に

は
反
射
光
が
赤
味
が
か
っ
て
い
て
も
、そ
の
紙
片
は

正
し
く
灰
色
に
見
え
る
と
い
う
こ
と
が
、色
の
恒
常

性
で
あ
る
。色
の
恒
常
性
と
錯
視
の
関
係
は
こ
れ
ま

で
あ
ま
り
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
、今
後
新

た
な
発
見
が
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

2
つ
目
は
、ム
ン
カ
ー
錯
視
で
あ
る（
図
5
）。ご
覧

の
通
り
、非
常
に
錯
視
量
の
多
い
錯
視
で
あ
る
。
実

は
、こ
の
錯
視
は
1
9
7
0
年
に
発
表
さ
れ
た
も
の

で
あ
ま
り
新
し
く
な
い
の
で
あ
る
が
、な
ぜ
か
研
究

者
の
間
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、今
で
も
新
し

い
錯
視
と
し
て
報
告
さ
れ
て
い
る
の
を
見
か
け
る
。

3
つ
目
は
、遠
隔
色
対
比
で
あ
る（
図
6
）。
色
の

対
比
は
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
の
効
果
が
大
き

い
、あ
る
い
は
誘
導
領
域
と
被
誘
導
領
域
が
接
触
し

て
い
る
必
要
は
な
い
、と
い
う
こ
と
を
示
す
錯
視
で

あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、お
そ
ら
く
定
量
的
デ
ー

タ
は
な
く
、後
者
に
つ
い
て
は
、側
抑
制
説
と
い
う
広

く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
色
の
対
比
の
学
説
と
矛

盾
す
る
。
遠
隔
色
対
比
は
み
か
け
は
新
し
い
が
、実

は
古
い
文
献
に
そ
れ
ら
し
い
記
述
が
認
め
ら
れ
る
。

な
お
、色
の
線
同
士
が
さ
ら
に
接
近
し
て
い
る
と
、

色
の
同
化
が
観
察
で
き
る（
遠
隔
色
同
化
）（
図
7
）。

こ
の
錯
視
を
並
置
混
色
の
一
種
と
考
え
る
人
も
い
そ

う
で
あ
る
が
、本
来
の
並
置
混
色
は
、色
の
構
成
要

素
の
画
角
が
小
さ
く
て
、そ
れ
ぞ
れ
は
弁
別
で
き
な

い
状
態
に
お
け
る
混
色
の
こ
と
で
あ
る
。た
と
え
ば
、

テ
レ
ビ
の
フ
ル
カ
ラ
ー
の
原
理
は
、3
種
類（
R
G

B
）の
小
さ
な
発
光
体
の
並
置
混
色
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、色
の
錯
視
の
研
究
は
ま
だ
ま
だ
発

展
途
上
な
の
で
学
問
的
に
体
系
付
け
ら
れ
る
に
は
ま

だ
ま
だ
時
間
が
か
か
る
と
思
わ
れ
る
。
き
っ
と
あ
な

た
に
も
新
し
い
錯
視
を
発
見
す
る
チ
ャ
ン
ス
は
あ
る
。
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色
の
錯
視

図1：色の対比あるいは色相の対比

ある領域が他の色領域に囲まれ
ると、後者の反対色が前者に誘
導される現象。この図では、左の
赤い正方形には黄色が誘導され
てオレンジがかって見え、右の赤
い正方形には青色が誘導されて
マゼンタがかって見える。

図2：色の同化あるいは色相の同化

ある領域上に色の付いた細い
線を乗せると、後者の色が前者
に誘導される現象。この図では、
左半分の赤い背景には青色が
誘導されてマゼンタがかって見
え、右半分の赤い背景には黄色
が誘導されてオレンジがかって
見える。

図3：彩度対比

ある領域が同じ色相で彩度の
より高い領域に囲まれると彩度
が低く見え、逆にある領域が同
じ色相で彩度のより低い領域に
囲まれると彩度が高く見える現
象。この図では、左右の小さい
正方形は同じ色であるが、右の
正方形は左の正方形よりも彩度
が高く見える。

図5：ムンカー錯視

上の列では、同じ赤の
縞模様がオレンジ色
（左）とマゼンタ色（右）
に見える。下の列では、
同じ緑の縞模様が黄緑
色（左）とシアン色（右）
に見える。

図4：酒井の色対比

見えの説明は本文参照。立命
館大学の心理学専攻生の卒業
研究（2002年度）における成果
の一部を筆者が改変して構成し
た錯視図形である。

図6：遠隔色対比

色の対比は少し離れた
ところからの効果が大
きい、というデモンストレ
ーションである。左右の
図で赤線は同じ色であ
るが、左の図ではオレン
ジがかって見え、右の
図ではマゼンタに近い
色に見える。

図7：遠隔色同化

色の同化は誘導刺激同
士が接していなくても起
こる、というデモンストレ
ーションである。左右の
図で赤線は同じ色であ
るが、左の図でマゼンタ
に近い色に見え、右の
図ではオレンジがかって
見える。


