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色
と
は
？

　

私
た
ち
は
物
体
そ
の
も
の
に
色

が
つ
い
て
い
る
と
思
い
が
ち
で
す

が
、
光
の
反
射
と
、
そ
れ
を
受
け

取
る
視
覚
と
脳
の
働
き
が
あ
っ
て
、

初
め
て
認
識
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　

光
が
物
体
に
当
た
る
と
、
そ
れ

ぞ
れ
の
物
体
ご
と
に
異
な
る
波
長

の
光
を
吸
収
し
、
そ
れ
以
外
を
反

射
し
ま
す
。
そ
の
反
射
光
を
網
膜

上
の
視
細
胞
が
感
じ
、
視
神
経
を

通
じ
て
脳
に
伝
達
し
ま
す
。
そ
の

信
号
を
受
け
取
っ
た
脳
が
、
物
体

の
色
を
認
識
す
る
の
で
す
。

光
の
三
原
色
と

色
料
の
三
原
色

　

色
料
の
三
原
色
で
あ
る
青︵
Ｃ

＝
シ
ア
ン
︶、
赤
色︵
Ｍ
＝
マ
ゼ
ン

タ
︶、
黄
色︵
Ｙ
＝
イ
エ
ロ
ー
︶の

３
色
を
混
ぜ
る
と
ど
ん
ど
ん
色
は

濁
り
、
最
後
に
は
黒
に
な
り
ま
す
。

印
刷
物
で
は
、
こ
れ
ら
３
色
の
混

ぜ
合
わ
せ
の
割
合
を
調
整
す
る
こ

と
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
色
を
表
現
し

て
い
ま
す
。

　

一
方
、
光
の
三
原
色︵
Ｒ
Ｇ
Ｂ
︶

は
赤︵
Ｒ
＝
レ
ッ
ド
︶、
緑︵
Ｇ
＝

グ
リ
ー
ン
︶、青
色︵
Ｂ
＝
ブ
ル
ー
︶

で
、
こ
れ
ら
を
混
ぜ
合
わ
せ
る
と

ど
ん
ど
ん
明
る
く
な
り
ま
す︵
光

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
加
算
さ
れ
る
こ

と
を
意
味
す
る
︶。
こ
の
混
ぜ
方

を
加
法
混
色
と
い
い
、
最
終
的
に

は
白
に
な
り
ま
す
。

　

光
の
三
原
色
を
使
う
と
、
数

億
種
類
に
及
ぶ
色
を
作
る
こ
と
が
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色
の
力（
上
）

酸化還元電位で見る

大友慶孝

アンチエイジング

可
能
と
な
り
ま
す
。
カ
ラ
ー
テ
レ

ビ
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
カ
ラ
ー

デ
ィ
ス
プ
レ
イ
の
液
晶
な
ど
光
を

発
す
る
も
の
は
、
こ
の
色
光
の
三

原
色
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
色
を

表
現
し
て
い
ま
す
。

視
覚
の
重
要
性

　

視
覚
、
聴
覚
、
触
覚
、
嗅
覚
、

味
覚
の
５
つ
の
感
覚
は
、
一
般
的

に
、
視
覚
が
87
％
、
聴
覚
が
７
％
、

触
覚
が
３
％
、
嗅
覚
が
２
％
、
味

覚
が
１
％
の
割
合
で
作
用
す
る
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

視
覚
か
ら
の
刺
激
は
、
瞬
時

に
聴
覚
、
触
覚
、
嗅
覚
、
味
覚
ま

で
も
連
想
さ
せ
る
影
響
力
を
持
つ

と
さ
れ
、
視
覚
で
瞬
時
に
判
断
を

行
っ
て
か
ら
、聴
覚
、触
覚
、嗅
覚
、
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10分経過

照射終了後
30分経過

赤
（60代男性）

オレンジ
（40代男性）

黄
（20代男性）

緑
（30代女性）

青
（50代男性）

ピンク
（50代女性）

紫
（40代男性）

白
（60代男性）

黒
（60代男性）

（単位：mV）

※RGB階調数値設定
で液晶画面に映し出
された色を、一定時
間照射した際の唾液
ORPを測定。

目を閉じた状態で
液晶画面をを通して色光を照射した際の

唾液ORPの変化

味
覚
で
確
か
め
る
と
い
う
プ
ロ
セ

ス
を
踏
む
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

例
え
ば
、
目
隠
し
を
し
て
、
あ

る
い
は
真
っ
暗
な
中
で
物
を
識
別

す
る
に
は
、
よ
ほ
ど
の
勇
気
と
決

心
が
必
要
で
す
。
真
っ
暗
闇
の
中

で
の
実
験
に
参
加
し
た
モ
ニ
タ
ー

が
、
恐
怖
に
お
び
え
な
が
ら
体
感

し
て
い
る
映
像
を
、
テ
レ
ビ
番
組

等
で
見
た
こ
と
が
あ
る
人
も
多
い

と
思
い
ま
す
。

色
を
識
別
す
る
皮
膚
感
覚

　

人
間
の
体
を
覆
っ
て
い
る
皮
膚

は
、
光
に
敏
感
に
反
応
し
、
影
響

を
受
け
る
こ
と
が
色
彩
心
理
学
で

発
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

皮
膚
が
色
を
識
別
す
る
と
い
う

事
実
は
、
東
洋
医
学
の
間
中
喜
雄

氏
の「
五
行
と
色
に
関
す
る
実
験
」

お
よ
び
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が

人
体
に
さ
ま
ざ
ま
な
波
長
の
光

を
当
て
る
と
筋
肉
が
緊
張
し
た
り

弛
緩
し
た
り
す
る
こ
と
を
実
証
し

た
、「
ト
ー
ナ
ス
値
」が
知
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

幼
少
期
に
は
視
力
に
問
題
が
な

く
、
成
長
過
程
で
視
力
を
失
っ
た

人
は
、
脳
が
色
の
波
動
を
記
憶
し

て
い
て
、
皮
膚
に
触
れ
た
色
を
完

璧
に
識
別
す
る
そ
う
で
す
。　

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
色
彩
研
究
の

第
一
人
者
・
尾
形
正
直
さ
ん
と
の

共
同
研
究
で
、
皮
膚
が
色
光
と
色

料
に
敏
感
に
反
応
す
る
現
象
を
、

酸
化
還
元
反
応
と
の
相
関
に
よ
っ

て
立
証
で
き
な
い
も
の
か
試
み
ま

し
た（
上
図
）。

　

そ
の
結
果
、
色
に
よ
っ
て
唾
液

Ｏ
Ｒ
Ｐ
値
が
変
化
し
、
酸
化
還
元

反
応
を
示
す
こ
と
が
分
か
り
ま
し

た
。
で
す
か
ら
微
細
な
神
経
が
集

中
す
る
粘
膜
質
の
部
分
の
皮
膚
に

直
接
触
れ
る
下
着
の
色
が
、
健
康

に
つ
な
が
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

次
回
は
、「
身
体
が
喜
ぶ
色
」に

つ
い
て
解
説
し
ま
す
。


