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1， は じめ に

　近年の 立 体視に 関 す る技術革新 に は 目覚 しい もの が あ る

一方 で 、我 々 が 立 体映 像を 見 る 仕組 み は十 分 解 明 され た と

は 言 え ない 。人間の 両眼視機能は、左 右 それ ぞれ の 目で異

な る映 像 を捉え、そ れを融像する こ とで、対 象 物 が 立体で

あ りどの 位置 に あ る か 認識 す るた め の 働 き で ある。特 に、

両 目 を内側に 寄せ て 対象物 を 認 知す る輻 輳 と、水晶体 の ピ

ン ト合わせ に 相当す る調節は、人 が 立 体 的に もの を 見 る 際

に 特に 重要で あ る。こ の 輻 輳 と調節 に 関 し、立 体映 像 の 視

聴時 には 「調節は ス ク リ
ー

ン 上 に 固 定 され る が、輻輳 は立

体映像 に合わ せ られ るた め 、通 常 の 物 を 見 る とき と異 な り、

矛 盾 を起 こ し て お り、こ れ が 視覚疲労の 原 因 の
一

つ で あ

る」 と言 われ て い る［11。
　こ れ に 対 し て 、我 々 は 、各 年 齢 層 に わ た っ て 被験者 を集

め て、輻輳 と調節 の 同 時計 測 を行 っ た ［2】。そ の 結果、特 に

若年齢層 に お け る立 体 映 像 の 視聴時に は 、調節 と輻輳 が共

に 映像 に 同調 して 変 化 す る こ と が 分か っ た。し か しな が ら、
「ピ ン トが立 体像の 仮想位置 に 調簾 され、デ ィ ス プ レ イ 面

に調 節 され て い な い の な らば、被 験 者 が 見 る立 体像は ぼや

け て い る は ずだ 1 とい う指 摘 が あ っ た、

　そ こ で 、本 研 究 で は、輻輳 と調 節の 同時計測に 加 え て 、

被 験者 が 3D 映 像 を視聴 し た 際に お け る そ の 映 像 の ぼや け

の 程 度 を、出来る だ け定量的に 調 べ る こ と を 目的 とした。

2 ，実験方法

　輻 輳 と調 節 の 同時 計 測 に使 用 した 機 器 は 、グラ ン ド精 工

社製の オート レ フ 1ケ ラ トメ
ー

タ
ーWAM −5500 に ナ ッ ク イ

メ
ージテ ク ノ ロ ジー

祉製 の ア イ マ
ー

ク レ コ
ーダーEMR −9 を

独 自に 組 み 合 わせ た もの で あ る ［2】。又 、本 実 験 で 使用 した

立 体 映 像 は、オ リン パ ス ビ ジ ュ ア ル コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン ズ

  独 自の 立 体画 像作成技術 で あ る OLYMPUS 　POWER3D （商

標 ）を 用 い て 作製 され た高 品 質の CG 立 体映像で あ り、従来

の 立 体映像に 比 べ て 、極 め て 自然視 に近 い 映像 と言 え る 。

更に 、こ の 立 体 映像 を 用 い て 、そ の ぼや け の 程 度 を測 るた

め に 、立 体視が 可 能な 101 入の 被験者 （19〜79歳） を対象

に、171．9cm 離れ た位置 に 置か れ た 大画 面 （46イ ン チ 〉液

晶 デ ィ ス プ レ イ に 大 ・小 の 3D 映 像 （球体）を提示 した。

そ して 、それ ぞれ視差 0
°
，O．5D ，1

°

，2
°

の 場合 に 、対応

す る飛 び 出 し 位置に 置か れ た 別 の 液晶ディ ス プ レ イ に 提 示

した 複 数 の 比 較用 2D 画像の 中か ら、同等の ぼ や け方 を し

た もの を選 ん で も ら っ た 1図 1）。
　全被験者 に は 事前に十 分にイ ン フ ォ

ーム ドコ ン セ ン トを

行い 、名古屋 大 学大 学院情報科学研 究科の 倫理 審査 委 員会

の 承認 を得 て い る。

3．結果と考察

　各年齢 層 の 被験 者 で 輻輳 は 3D 飛び 出 し物 体 に 同調 し て

変 化 す る。調 節 は 、若年 被験者 で は 輻 輳 の 変化 とよ く
一

致

す るが 、中高年被験者で は、調 節 力 の 著 しい 衰え が み られ

るが 、決 し て デ ィ ス プ レ イ 位 置 に は 固 定され ない 。

　更 に、映 像 の ぼや け の 程 度を 測る 実験で は、提示 され た

3D 映 像や 視差 の 大 ・小 に 関 わ らず、凡そ半数 の 被験者 が、
ぼ や けが 全 くな い 2D 映像 を選 ん だ。残 りの 被 験者 の 多 く

も、ぼや けの 程度 は最小限の もの で あ り、主観 的な違 い が

見 られ な か っ た。
　こ の 実験結果か ら、輻輳 と調 節 は共 に 3D 飛 び 出 し 映像

に 同調 し て 変化す るが 、デ ィ ス プ レ イ 面 に 調節が 合わ な い

こ とに 起因す る 3D 映像 の ぼや け は 、我 々 に は 認 識 出 来 な

い 程 度 の 僅 か な もの で ある こ とが 示 唆 され る。
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