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The 　number 　of 　traffic　accidents 　associated 　with 　dllmken −dエiving　is　reducing 　because　the　puniskment　for　drunken−

driving　becomes　heavier　than　before．　However，　the　mortality 　rate　due　to　drunken−driving　is　higher　than　any 　other

cause 　of 　traffic　accident ．　In　th孟s　study ，　a　series　of 　driving　simulator 　experiments 　werc 　conducted 　to　reveal 　the　driving

characteristics　 under 　the　influence　of 　alcohol ．　The 　reaction 　delay　to　s孟gnals，　mistake 　rate　of 　the　reactiens ，　driving

performance 　under 　varieus 　circurnstances 　and 　s。　forth　were 　compared 　with 　respect 　to　the　alcoholic 　density　in　breath

and 　the　elapsed 　time　after 　drinking．
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1 ．は じめ に

　近年，飲酒 に よ る交通事故 は平成 12年以 降大きく減少

し て お り，平成 17年 に は平 成 12 年の 数値 よ り約 半 分 の

件数 に なっ て い る
1，．こ の 背景 に は平成 14 年 6 月施行の

改正 道路交通 法が ある．酒酔い 運 転，酒気帯び 運 転，死

亡 事故 な ど悪 質 ・危 険な 違反 の 罰 則 が 強化 され た の が 影

響 して い る と され て い る
21．さらに 平成 19 年に 再 び 道路

交 通 法 が 改 正 され ，酒 気帯 び 運 転 の 罰 則 が
一
3 年 以 下 の

懲 役 又 は 50 万 円以 ドの 罰 金 」 ，酒 酔い 運 転 が 「5 年 以 下

の 懲役 又 は 100 万 円 以 下 の 罰 金」 となっ て い る
1）．違反

点数 に 関 して は 酒気帯 び 運 転 は 呼気 中ア ル コ
ー

ル 濃度

0」5mg 〆1以 上 で 6 点，0．25mgl1以上 で 13点 とな っ た ．酒

酔い 運転の 違反点数 は 25点 で あ り即座 に免許取 り消 し と

な る．　 方 で ，飲酒 運 転 に よ る 事故の 死 亡率 は ，飲酒 な

し の 場合 の 9．4 倍 で あ り，と く に 酒 酔 い 運 転に 関 して は

34．4 倍 と高 く，飲酒 運 転に よ る交通 事 故が 死 亡 事 故 にっ

な が る危険性 の 高 い こ と を示 し て い る
1）．こ れ は 飲酒運

転中の ドラ イバ ー
は ブ レ ーキ を踏む タイ ミ ン グ が 遅 れ る ，

視力 が低 下す る，ハ ン ドル 操 作 ミス を起 こ しや す く な る

な ど，危機 回避能 力が 極 度 に 低 下 した 状態 で あ る こ と が

原 因 で あ る と言 わ れ て い る
4＞．

　 科 学 警 察研 究 所 の 交 通 安 全 研 究 室
5）は，ア ル コ ール が

運 転 操 作 等 に 与 え る影 響 を ドラ イ ビ ン グ シ ミ ュ レ ータ を

用 い て 評 価 して い る．被験者は，画 面 h に現 れ る 3 種類

の 合図 に対 して それ ぞれ に 対応 した 3 つ の 操作 を行 う．

実 験 結 果 か ら，呼 気 中 の ア ル コ
ー

ル 濃度 と反 応 時間 の 関

係 が検討 され て い る．Sαayer ε ’認
6）

は ドライ ビ ン グ シ ュ

ミ レ
ー

タ を用 い た 実験 を行 い ，前方車 の ブ レ ー
キ に 対 す

る反 応 に 関 し て ，ブ レ
ー

キ を 踏 み 始 め る タ イ ミ ン グ と 車

間距離 に着 R し て ，飲酒 に よ る影響を検討 し て い る．そ

の 他，トヨ タ 自動車 （株）
7｝
で は 「飲酒 ゴ ーグル 」 を使

っ て 飲 酒 運 転 を 疑似体験 す る 取 り組 み も 行 わ れ て い る ．

　 こ の よ うに，飲酒運転 時 の 運転特性 の 検討 に は，ドラ

イ ビ ン グ シ ミ ュ レ ータが しば しば 用 い られ て い る．ドラ

イ ビ ン グ シ ミ ュ レ
ータ は，実車 を用 い る と危険が 伴 う実

験を行 うの に 有用 で あ り，複数 の 被験者 に 同
一の 走 行条

件 を 与 え る こ とが で き る た め，被験者間の 反 応 特 性 を比

較す るの に 適 し て い る．ま た，近年 で は 自動車教習所 に

も ドラ イ ビ ン グ シ ミュレ ー
タ が 導人 され る よ うに な りっ

つ あ る，飲酒運 転の 危険性 を 広 く知 ら し め る に は，自動

車教習所 の カ リキ ュ ラ ム の 中で 教育 プ ロ グ ラム を導入 す

る こ とが 効果 を示 す
S）
もの と 思 われ る．教習生 に は 未成

年者 も多 く，実際 に 飲酒 を し て 飲酒 運 転の 危険性 を 体験

す る の は 困難 で あ る．そ こ で ，運 転操作に 飲酒 が与 え る

影響 を適切 に モ デル 化 し， ドライ ビ ン グ シ ミ ュ レ ー
タ lt

で 再 現 で き る よ うに す る こ と な どが
・
っ の 方 法 と思 わ れ

る，例 え ば，飲酒 に よ っ て 生 じる反応 の 時 間遅 れ を適 切

に モ デ ル 化 し ドライ ビ ン グ シ ミ ュ レ ータ に そ の 時 間 差 を

反 映 させ る こ とが 考 え られ る ．意 図 的 に 運 転 行 動 と車 両

の 走 行 状 況 に 時 問 差 を 生 じさせ る こ とに よ り，飲酒 に よ

る反応 遅 れ が もた らす 危 険 性 を体 験 させ る こ と が で き よ

う．

　そ こ で，本 研 究 で は飲 酒 後 の 運 転特 性 を把 握 す る H 的

で，ドライ ビ ン グ シ ミ ュ レ ータ を 用 い た 走行 実験 を 行 っ

た．科 学警 察研 究 所
5）は，飲 酒 な し，低 濃 度 （目標 呼 気

中ア ル コ
ー

ル 濃度 0．10mgtl），中濃度 （e、20mgA ），高濃

度 （0．25mg 〆1） の 4 条 件 の も と ドラ イ ビ ン グ シ ミ ュ レ ー

タ を用 い た 走 行 実 験 を行 っ て い る．シ ミ ュ レ
ー

タ 上 に は

3種類 の 刺激 が 出現 し，それ らに対応 した 反応 （表 1） を

被験者 は と る こ と と し て お り，そ の 反 応 時 間 を測 定 し て

い る．こ の 結果 を踏 ま え て，本 研 究 で は 2 種 類 の 実 験 を

行っ た，実験 A で は，被験者 は合図 に対 応す る行 動 を取

る も の と い う条件下 で ，反 応 の 時 間 遅 れ や 動 作 の 問 違 え

率 と 呼気 中 ア ル コ
ー

ル 濃度 の 関係 を 評 価 した ．こ れ は，
科学警察研究所 に よ る先行研 究

S）
の 追実験 とい う位置づ

け と，飲酒後の 時間 経過 に よ っ て 被 験者 が 合 図 に対す る

反 応 に 要 する 時 間 が ど の よ うに 推 移 す るか を明 らか に す

る こ とを 目的 と し て い る．実験 B で は，運 転中の 状 況判

断 に 与 え る 飲酒 の 影響 を評価 した ．科学技術研 究 所 の 実

験
S）
で 行 わ れ て い る 横 方 向 か ら の 歩行 者 の 飛 び 出 に 加 え
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表 1　科学警察研 究所 が 行 っ た飲 酒 運 転実 験 に お け る

　　　刺激 と対応 する反 応

刺激 服 の 色 対 応する反 応

歩 行 者の 飛び出 し 黄 ブ レーキを踏む

車道 に 接近す る歩行者 赤 アクセ ル を離す

対 向二 輪車 赤 何もしない
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図 1 本研 究 で 用 い た ドラ イ ビ ン グシ ミ ュ レ
ー

タ と走

行 コ
ー

ス
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図 2　被 験 者 の 呼 気 中ア ル コ ール 濃度の 時間 変化

　　　　　　　　 （実験 A）

て，自車 周 辺 の 他 車 両 の 動 きに 対 す る状 況 判 断 の 様 子 と

飲 酒 との 関係 を検 討 す る こ とを 目的 と して い る．

　 O

　 　 O　　　　　　　O2 　　　　　　 0．4　　　　　　 06　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0．8
　 　 　 　 　 　 　 　 　ア ル コ

ー
ル濃度（mg ！1）

図 4　ア ル コ
ー

ル 濃度 と動体視 力の 関係 （実験 A）

1

2 ．実験A ： 合図 に対する運転行動 に 与 える飲酒 の

　　影響

　実験 に は，図 1 に 示 す ドライ ビ ン グ シ ミ ュ レ ータ
9）を

用 い た．6 軸 の サ
ーボ シ リ ン ダ

ー
に よ り，加 速 時 や コ ー

ナ リ ン グ時，ブ レ
ー

キ ン グ時 の ク ル マ の 動 き が シ ミ ュ レ

ートされ ，こ れ に よ り，実車に 近 い 運 転感覚 を 作 り 出す

こ とが 可 能 とな っ て い る．

　走 行 コ ース （図 1（c）） は 首都高速道路な どに 代表 され

る都 市 内 高 速道 路 を 用 い た．被験者 は ll名 （男性 9 名，
女 性 2 名〉 と し，飲酒前，ア ル コ

ー
ル 度数 25 ％ の 焼 酎

艮00ml を飲 酒直後，飲酒 20分後，40分後 ，60分 後， 120
分後 の 計 5 回 走行 実 験 を行 っ た．な お ，飲酒 に 要 した 時

間 は，個 人 差 は 多 少 あ る が，30 分 程度の 被験 者が 多か っ

た，実 験 で は，前 方 画 面 に赤，青，黄の 3 種類の 丸印を

10〜15 秒 間 隔 で ラ ン ダ ム に 0．5 秒 間 表 示 させ ，そ れ ぞ れ

の 合 図 に対 応 す る 行 動 を と る も の と し た．す な わ ち，赤

が 表 示 され た場 合 に は ウ ィ ン カーを 下 げ る （右折 時 の ウ

ィ ン カ
ー

動 作 〉 ，青 が 表 示 され た場 合 （図 2（b）） に は ワ

イ パ ー
を動 か す，黄 の 場合 は 何 も し な い こ と と し た．ま

た，画 面 内の 合 図 の 出 現位 置 は 右，中央，左 の 3 箇所で

ラ ン ダ ム に 表 示 させ て い る．な お，実 験 時 の 指 示 車 速 は

80kmfh と し て お り，左 側の 車線 を 走行 す る もの と した．

　図 2 に，被験者 の 呼気中ア ル コ
ー

ル 濃度の 時間 変化を

示 す．ア ル コ
ー

ル 検 知 器 は ，0，00 〜LOO 　mg ’1 の 範 囲 を

0．Ol　mg 〆1単位 で 測定 可 能な もの
10 ｝

を使 用 し た．ま た，図

中に は ，酒気帯 び 運 転 で 違反 点数 が 6 点 とな る 基準 値

0、15mg！lと 13点 とな る O．25mg ’1の ラ イ ン を 併せ て 示 し て

い る ．飲酒後 120 分 を経過 し て も，全 て の 被験者 が酒気

帯び 運 転 とな る O．15mg ！l以 上 の 呼気中ア ル コ
ー

ル 濃度を

示 し て い た．飲酒 後 の 経 過 時 間 が 大 き くな る に つ れ て 呼

気 中 ア ル コ ー
ル 濃 度 が減 少 して い る が，そ の 減 少 程度 に
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ア ル コ ー
ル 濃 度 と動作間違え 回数の 関係

は 個人 差 が 大 き く見 られ て い る ．

　 本 実 験 で は，走 行 実 験開始前に 動体視力を測定 し た．
図 3 に，飲酒前 に 測定 した 静止視力と動体視力の 比 を示

す．個 人差 が や や 見 られ る が，飲酒 の 影響 で 視力 が 低 下

す る と指 摘 され て い る
5
ぽ うに，飲酒直後 よ り もア ル コ

ール が 血 中に 吸収 され る と され て い る飲酒 20 分後 の 方が

動 休 視力 が低 下 し て い る 被験者 が 多い ．そ の 後，時 間経

過 と と も に勤 体視力 が 回復す る傾向が あ る よ うに見 られ

る．図 4 に，ア ル コ
ー

ル 濃度 と動体視力の 関係 を示 す．
呼 気 中 ア ル コ

ー
ル 濃度 と動体視力の 低 下 率 に 関 して は，

それ ほ ど明確な関係 は ない よ うに思 われ る，

　 実験 A にお い て ，各被験者が合図に 対 す る動作 を 間違

え た 数 を集計 した （図 5） ．こ こ で ，動作問違 え は ，合

図 に 対 して 予 め 指 示 され た 動 作 と異 な る行動 を と っ た と

き と，合図 が 出 現 して い な い に もか か わ らず何 らか の 動

作をとっ て しま っ た と き の 両 方を 合わ せ た もの で あ る ．
飲酒直後に 動作間違 え を しな か っ た 被 験 者 は 2 名 だ け で

あ る．そ の 後 ，時間 経過 と と もに 動 作 間違 え を し な か っ

た 被験者 の 数 が 増加 して い る．こ れ に は，被 験者 の 実験

慣 れ の 影響 も含 ま れ て い る こ と も考 え られ るが，体 内 の

ア ル コ
ー

ル 増度 が 低 下 して い る こ と も理 由 の
一

つ で あ る

と思 われ る．図 6 に，呼気中ア ル コ
ー

ル 濃 度 と動 作間違

え 回 数 の 関係を示 す．呼気中ア ル コ
ー

ル 濃 度 が O．5mg ！l

以 上 の とき は ，少 な く と も 1 回合 図 に対 応 す る行 動 を 間

違 え て い る こ とが 分か る．

　合 図 が 画 面上 に 出現 し て か らそれ に 対 応す る行 動 を と

る ま で の 時 間差 を各 被 験 者 ご とに 測定 し，平 均反 応時 間

と して整 理 した （図 7） ．図 7（a）は，飲酒 の 影響 で 平均

反応 時 間 が 長 くな っ て い る と考え られ る被験者 8 名 の 結

果 で あ る，一
部 の 被 験 者 を除 け ば，飲酒直後 また は 血 中

に ア ル コ
ー

ル が 吸収 され る 20分後の 反応 時間が長 くな り，
そ の 後 時間 が 経過 す る に 従 っ て 反応 時 間が 短 くな っ て い

る．図 7（b）の よ うに飲 酒 の 影 響 が少 な い と思 われ る 被験

者 も 3 名見 られ て い るが，図 7（a）の 結 果 と併せ て 考 え る

と，全 体 と し て は 飲酒 の 影 響 で 合 図 に対 す る反応 時 問は
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図 8　ア ル コ
ー

ル 濃度 と平 均反 応 時間 の 関係

　　　　　　　　（実験 A）

長 く な る もの と考 え られ る．図 8 に ，呼 気 中ア ル コ ール

濃度 と平均反 応時 間 の 関 係 を示 す ．図 中に は，実 験 結 果

か ら得 られ る回 帰直線 も併せ て 示 して い る．相 関係 数 は

0、31 と低 い が，大 ま か に は ア ル コ
ー

ル 濃度が 大 き くな る

に つ れ て 平均 反 応時間が 長 くな る傾 向 を示 して い る，こ

れ は，科学警察研究所 に よ る 実験結果
5）
と同 様 の 傾 向 で

あ る．

　実験 A の 結 果 を ま とめ る と，平均反 応時間 の 時間変 化

か ら は ア ル コ ー
ル を摂取する こ とで 反 応時間 が 長 く な る

こ とが，ll人 中 8名 確認 で きた．ま た ，呼気中ア ル コ ー

ル 濃度 が 高 い と平 均 反応 時間も長 くな る とい う傾 向 も確

認 で き た．個 人 差 は 見 られ る もの の 大半 の 被験者 か ら反

応 時 間 の 遅 れ を確 認 で き た た め，ア ル コ
ー

ル を摂 取 す る

と運 転者 の 判 断 力 を 鈍 らせ る 傾向に あ る と い え る結 果 が

示 され た．
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図 ll 実験 B に お け る被験者の 呼 気 中ア ル コ
ー

ル 濃度

　　　 の 時間 変化

、 開 始，終 了地 点 ◎ 追い 越し

戀 急停止 ・
瀞 子 供の 飛 び出し

図 9 実 験 B に お け る走 行 コ ース

3　 実験B ： 運転中の 状況判断に 与える飲 酒 の 影響

　実 験 A で は ，被験者 の 合図 に 対す る 反応 特 性 に つ い て

検討 を行 っ たが，走行 コ
ー

ス が 高速道路の 1 通 りで あ る

こ と，飲酒 後 の 時問経過 ご との 反応特性 を調 べ るた め に

各 被験 者 に 5 回 の 走 行実験 を行 っ て い る こ と，被験 者 の

動 作 は画 面 に表示 され る 3 種類 だ け の 合 図 に対 応 す る行

動 を 取 る の み で あ る こ とな ど，実験慣れ の 影響が 含 まれ

て い る こ と が 懸 念 され る 　そ こ で ，実 験 B で は 実験内容

を や や複雑 に し て ，周囲 の 交通 状況 に 対応 す る運 転行 動

に 与える飲酒 の 影響を検討す る こ と に した．

　走行 コ
ー

ス に は 実 験 A と異 な り，市衝 地 コ
ー

ス を用 い

た、実験 B で は ，飲酒 前 ，飲酒 直 後 ，飲 酒 3  分 後，60
分後の 4 回，各被験者 が 走行 実験 を行 うの で

， 走行 コ
ー

ス を 3 通 り作成 した （図 9＞，シ ミ ュ レ
ー

タの 走行 コ
ー

ス の 切 り替 え な どに 峙問 を要 す る た め ， 実験 A と実験 B

で 実 験 開 始 の 飲 酒 後 経 過 時閙 が 異 な っ て い る．飲酒 前に

は コ
ー

ス 2，飲酒直後 は コ
ー

ス 1，3   分後に は コ
ー

ス 3，
60 分 後 に は コ

ー
ス 2 を使用 し，同

一
コ
ー

ス を続けて 使用

す る こ と に よ る 実験慣れ を 避 け る よ うに 工 大 し た、走 行

コ
ー

ス は 予め ドライ ビン グ シ ミ ュ レ ータに設 定 して お り，
被験者 は カ

ーナ ビ ゲー
シ ョ ン で 行 われ る よ うな音声に よ

る 指示 に 従っ て 走 行 を す る ．

　 走 行 コ ース 中に 6 ヶ 所の 被験 者 に よ る状況 判断 ポ イ ン

トを設定 し た．追 い 越 し地 点 で は，自車 の 前 方 を 走 っ て

い る 車 が 減 速 を始 め る の で ，被 験 者 は そ れ に対 して 追い

越 し を行 い 前 方 車 を 抜い て い く必 要 が あ る．急 停 止 地 点

で は ，前方 を走 っ て い る車 が 突 然 停 止 す る の で，後 方 に

い る 被 験 者 は そ れ に ぶ つ か らな い よ う対 処 す る とい うも

の で あ る、子 供 の 飛 び 出 し地 点 で は，走行 中 に道路の 脇

か ら子 供が 飛 び 出 して くるの で 被験 者 は それ を ひ か な い

よ うに 対 応す る．そ の 他の 地点 で も，前方を走 る車や対

向 車，子供 を走行 コ
ー

ス 上 に適宜配 置 し，被験者 が 6 ヶ

所 の 状 況 判 断 ホ イ ン トを予 め 認 識 し に く い よ うに し て い
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表 2　実 験 B で 発 生 した 事故 の 回 数
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急停 止 0 0 0 1
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図 14　子 供 の 飛 び 出 しに 対 す る ブ レーキ 踏 み 込 み 量

　　　　の 比 較 （実験 B）

る．なお ， 被験者 の 走行車速 は各道路に 標 識な どで 設 定

され て い る 制 限速度 と し た ．走行中の 様子 を 図 10に 示 す．

　実験 B の 被験者 は 全 部で 11 ‘Z （男性 7 名，女性 4 名）

で あ り，ア ル コ
ー

ル 摂取量 は体重 60kg 程度 の 被験者 （5

名）が ア ル コ
ー

ル 度数 25％ の 焼酎 を 150ml 摂取す るの を

基準 と し て ，120mt が 1名，200ml が 5 名 と した．図 11

に 呼気中ア ル コ
ー

ル 濃度 の 時間変化を示 す，実験 A よ り

もア ル コ
ー

ル 量 を 多くし た が，呼気申ア ル コ
ー

ル 濃度 は

全 体 的 に 低 く な っ て い る ．被 験 者 D と E は ，飲 酒 直後 か

ら酒気帯び 運転の 基 準値 で あ る O．15mg ！l を 下 回 っ て い る．

藤 田 に よ る 実験結果
11）

で は ，呼気 中ア ル コ ール 濃 度 が

0，12〜O．21mgl1 で ，視覚刺 激 に 対 す る反 応 時 間 が 延 び ，

運転能力 が低下す る と され て い る．ま た，科 学警察研 究

所
5）の 実験 で も，酒 気帯 び 運 転 の 基 準値 以 ドで あ る

0．10mg 〆1 を低 濃度 ，　 O．20mgt1 を 中 濃 度 と して 結 果 を整 理

し て い る こ とを踏 まえ る と，図 11程 度の 呼気 中アル コ ー

ル 濃度 で も飲酒が 運転動作に 与 え る影響が あ る と考 え ら

れ る し，酒気帯び 運 転 の 基 準値 を下 回 っ て い る 被 験 者 の

結果 に 関 し て も，こ れ を 分析す る価値 は あ る も の と判 断

し た．本研究の 実験 B で ア ル コ
ー

ル 濃度が 実験 A よ りも

低 め の ｛1自：を示 し た の は ，ア ル コ
ー

ル を 摂取 して い る 時 間

が 実験 A より も平均的に 長 か っ た こ とが理 由 と考 え られ

る が ，こ れ を結論 づ け る に は ア ル コ
ー

ル の 摂取 量，摂取

時 間 と 呼 気中ア ル コ
ー

ル 濃度 の 関係 を 精査 す る な ど詳細

な検討 が必 要で あ る．

　 ま ず，6 ヶ 所設定 され て い る 状況判断ポ イ ン ト以外 で

の 走行 の 様子 を 分析 し た ．図 12 に ，信 号の あ る 交差 点 を

曲が る際 の 進入速度 と飲酒後 の 経過時間の 関係 を示 す，

飲酒直後また は 30 分後の 進入 車速が飲酒前 と比 べ て 大 き

くなっ て い る被験者 が 多 く，飲酒 60 分後に 飲酒 前 に 近 い

値を示 し て い る．とくに 被験者 E は飲酒前 よ りも 10km！h

も速度 が 上昇 し て い る．図 13に 呼気中ア ル コ
ー

ル 濃度 と

信 弓
一
の あ る 交 差点 を 曲が る 際の 進 入 速度の 関係 を示 す．

実験 B の 被験者の 1乎気中ア ル コ
ー

ル 濃度は 全 体的に 低 い

値 を 示 して お り，図 13か ら関係性を見 つ けるの は 難 し い

が ，ア ル コ
ー

ル 濃度 が 0．0〜0．4mg ／1 の 範 囲 に 関 し て は ，
ア ル コ

ー
ル 濃度が 大きくな るに つ れ て 進 入 速度 が 大 き く

な っ て い る傾向が 若干 見 られ る．信号の ない 交差点を曲

が る際の 進人 速度 に 関 し て も 図 12，図 13 と同 様の 傾向

を 示 した．こ の よ うに 交差点 へ の 進人 速度 が上 昇 し て い

る被験者 が 多い こ とか ら，飲酒 の 影響 で 加減速 の 程度が

通 常 走行 時 よ り も大 き くな る こ とが 推測され る，

　 本 実験で 発 生 した事 故 の 回数 を表 2 に示 す．飲酒前 に

は 事 故 は発 生 しな か っ た が ，飲酒 直後に 7 回，60 分後 に

1 回発 生 して い る ．状況 判断ポ イ ン ト別 に 事 故 の 様 子 を

述べ る，急停止 の 際に 起きた 事故は 飲酒 60分後 に 1件起

きた 、こ れ は 被験者 G が 起こ し た もの で ，急 停 止 した車

を無 理 や り追 い 越 そ う と し て 激 突 し た．追 い 越 し地 点 で

起 き た 事故は飲酒直後 に被験 者 C，D が 起 こ して い る．

被験者 C は 追い 越 し後，元の 車線 に 戻 っ た後 に 車 間距 離

が ま だ 充 分 開 い て い ない の に もか か わ らず 車 速 を薯 し く

低下 させ て しま い ，追 い 越 した 車 両 に 追 突 され た ．被験

者 D は，車両を 追い 越 す とき に 対向車線 か ら走行 して き

た 車 両 と正 面衝 突 を し た．カーブ の 手 前 だ っ た た め対 向

車 を 確認 した の が 遅 れ た こ と，対 向 車 との 車 両 間 隔 を 正

確 に 判断 で き な か っ た こ とな どが 事 故 の 原 因 と考 え られ

る ．子供 の 飛 び 出 しに 対 す る事 故 は，飲 酒 直 後 に 5 件 発

生 して い る （被験 者 B が 1回，被 験者 F が 2 回，被験 者

H が 2 回 ）．い ず れ も子 供 の 飛 び 出 しに気 付 くの に 遅れ

た の が原 因 と思 われ る．

　 実験で は被験者 の 車両 走行 の 様 子 や そ の 周 辺 の 他 車や

子 供 な ど の 動 き を シ ミ ュ レ
ー

タ の 付 加 PC で 記 録 し て い

る．図 14 に，被 験者 F と被験 者 K の 子 供 の 飛 び 出 しに

対 す る ブ レ
ー

キ踏 み 込 み 量を 比 較す る．図 中の 時刻 0 は

子 供 が 左 側 か ら飛 び 出 し始 め た と き の 時間 で あ る．事故

を起 こ し た 被験 者 F は，事故 を起 こ さ なか っ た被 験 者 K

と比 べ て 約 0．6 秒反 応が 遅れ て い る．被験者 F は急ブ レ

ー
キ を 踏ん で い る が ，子 供 に 激突 し て し ま っ た こ とが 分
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だ り，車両 を 追い 越 し 始 め る こ と） の 時 間遅れ を図 15の

よ うに 整理 し た．図 15（a）は，急 停止 した 前 方 車 両 に 対す

る 平均反 応時間 で あ る．飲酒 前 の 平 均反応 時 間は 0．5 秒
〜1．0 秒 を示 した 被験 者 が 多 い 、平均 反応時問が飲酒前の

値 よ り飲酒後に減 少 して い る被験 者 は 5 名 で あ る ．そ の

他 の 6名 は飲酒 前 と同 じ コ ース を走 っ た 60 分後も含 め て ，
飲酒 前よ りも平 均 反応 時 間が 上 昇 して い る．

　図 15（b）は，車両 を 追い 越 す 際の 平均反 応 時 間で ある．
飲酒 前 の 反 応 時 間 よ りも飲酒直後，飲酒 30分後 に 大きな

反 応 時 間 を示 す被験者が 多い ．図 15（a）や（c）と比 べ て，大

き な反 応時 間 とな っ て い る が ，追 い 越 そ うと す る車両 と

の 車 間 距 離が 開 い て い る場合 に，前方車 の 車両速度の 視

認 が や や 難 しか っ た こ と も原因 と考 え られる．図 15（c）は，
子 供 の 飛 び 出 しに対 す る平 均 反応 時 聞で あ る ．前方車が

急停止 した 場 合の 反 応 時 間 と同様 の 傾向を示 して い る．

　Strayer　et 　al ．6） は，血 中ア ル コ
ー

ル 濃度 0．08％の 状態で

飲酒運 転 を 行 うと，ブ レ ーキ ペ ダル を踏 み 込 む カ が 増加

した り ， 車 間距離が 通 常よ りも狭 くな るなど攻撃的な運

転 を す る よ うに な る と して い る．科学警察研究所 に よ る

実験結果
5｝
で は ，呼 気 中の ア ル コ

ー
ル 濃度が 大 き くな る

と反 応 時 間が長 くな る傾向が 示され て い る．ま た，飲酒

に よ り反応 時間が 長くなる程度 は 複雑な状況 判断 を伴 う

とき ほ ど，顕 著 とな る とされ て い る．本実験 の 呼 気 中 ア

ル コ ー
ル 濃 度 と平均 反応 時 間の 関係 （図 16） で もそ の よ

うな傾 向 は見 られ，さ らに図 8 と図 16を比べ て も複雑な

状 況 判 断 を伴 う方 が そ の 程度 は 大 きい よ うに 思 わ れ る な

ど 同様 の 結果 が 得 られ た．

　尸　
1
　
　
　
　　　　　
　
　
　一
　
　　　　　一　．

L

　
4
　

　

　

　

3
　

　

　　
2
　

　

　　
τ
　

　
　
　

0

（
憩）
冥
価
距
苗
ゆ

極
扠

旦
函

如

4 ，結論

飲 酒前 　 　 　 飲酒 直後 　 　 　 30 分後

　 　 　 　 　 　 　 経過 時間

　 　 　 （c）　 子 供 の 飛 び 出 し

60分 後

図 15　実験 Bに おける平均反応 時間

◇ A 　 黷 B 　 蠱 C 　 ／ttD　 刃（E 　 ● F 　
・G 　 驛H 　 …1　 ・i・J 　 韃 K

　 3　．

　

　

　

　

　

　
　

齢

　

　

　

　

●

　
　

　凹

灘

　

　

驫

　

　

飜

　
藪

蠱

　

　

　

　

　

　
　

　剛
試

×

I
ー
ト
ー
1
「．
」

×

　
報

器

　
2

　
 

　
−

　
師

　

〔
憩V
距

燈

曽
曝
罫

降

　 0　　　　　　　　
．1
　　　　　　　

．
　　　　

．
　
一．一．

　　
．

　 　 0　　　　　　　　　0．2　　　　　　　　0．4　　　　　　　　06 　　　　　　　　0．8　　　　　　　　　1

　 　 　 　 　 　 　 　 　 ア ル コ
ー

ル 濃度 （mg 〆1｝

図 16　呼気中ア ル コ
ー

ル 濃度 と 急停止 に 対する平 均

　　　反 応時間の 関係

か る．

　 こ の よ うに，あ る 状 況 変 化 に 対 す る 動 作 の 反応 時 間 の

大 小 は致 命 的 な交 通 事 故 との 因 果 関係 が あ る も の と思 わ

れ る．そ こ で，状 況 変化 に 対 す る反 応 （ブ レ ーキ を踏 ん

　 本 研 究 で は 飲 酒 後 の 運 転 特 性 を把握す る 目的で ， ド ラ

イ ビ ン グシ ミ ュ レ ータ を用 い た走 行 実験 を 2 種類行 っ た ．
反 応 の 時間 遅 れ や動 作 の 間違 え率 と 呼気中ア ル コ

ー
ル 濃

度 の 関係，運 転 中の 状 況 判 断 に 与 え る飲 酒 の 影響 を評価

す る こ とを 目的 とした．

　実験 A の結果 に よ る と ， 飲酒 に よ っ て 合図に対す る 誤

認 識 が 複数 発 生 し，呼 気 中 ア ル コ ール 濃 度 の 上 昇 と とも

に 反応 に 要す る 時間が 長 くな る こ とが わ か っ た．車の 運

転 に お い て は，周 囲 の 情報 を 素 早 く正 し く判断す る こ と

が 重 要に な っ て くる た め，ア ル コ ール は車 の 運 転 に 悪 影

響を 与 え る とい う結果に な っ た．

　市街地 コ
ー

ス を用 い た 実験 B の 結 果 か らは，事 故の 発

生 件 数 は 少 数 で は あ っ た が ，ア ル コ
ー

ル の 影 響 で 周 囲 の

状況 判 断 を怠 り，事故 を起 こ し た例 が 確認 で き た．と く

に 周囲の 交 通 状況 と 自分 との 位置関係 を 正 し く理 解 で き

な い 傾 向 が あ っ た．ま た，ア ル コ
ー

ル 濃度 と 平 均反 応 速

度 ， 交 差 点 を 曲 が る 際 の 進 入 車 速 との 関係 よ りア ル コ
ー

ル の 影 響 とみ られ る判 断能力 の 低下が確認で きた ，

　本研究で 示 され た こ とは 現 状 で は や や 定 性 的 な部分 も

残 るの で，被 験 者 を増 や して 走 行 実 験 を 行 うな ど更 な る

検 討 を 要 す る．ま た，実験 B の 呼 気 中ア ル コ
ー

ル 濃度が

期待 して い る よ りも低 い 値 を示 した の は ，飲酒 に 要 し た

時間 が 関係す る も の と考え られ る の で ア ル コ ー
ル 摂取量

と 呼 気 中 ア ル コ ール 濃度 の 関 係 を精 査 す る 必 要が あ る ．
体内の ア ル コ

ー
ル 残量を正 確 に 知 る に は，呼 気 中 ア ル コ

ー
ル 濃度 よ り も血 中ア ル コ

ー
ル 濃度 の 方が適 して い る の

で ，こ れ を 測定 す る こ と が 望 ま しい と 思 わ れ る．
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