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53．ス ポ
ーツ フ ァ ミコ ンゲーム 時に 出現 す る前頭

　シ
ー

タ突発波の特徴

　　丹羽健 市 （山形大 学教 育 学部 ）

　は じめ に ：単純 な精神活動 を連続 し て行うと，前

頭 Tl
−1中線部 の 脳波 に 周波 数 6 − 7Hz の シ

ー
タ 突 発

波 （以 ドFII濯 と 記す ）が 出現する 。

　本研 究 は Fm θの 出現す る 学 生 を対 象に，種 々 の

ス ポ
ー一

ッ に 関連 した コ ン ピ ュ
ー

タ ゲ
ー

ム を負荷 し，

ゲ
ー

ム の 種類 に よ る FmO 出現 鑾の 差異，ゲ ーム の

習熟誅 程 と FmO 出現 量：との 関係，　 Fm θ出現時，非

出現時 の 内省報告，眼 瞼 の 動 き，心拍数及び反応時

間 の 差異 か ら ゲ ーム 時 に 出現す る Fm θの 精神生 理

学 的特徴に つ い て 検討 した 。

　実験 方法 ：被験者 は FmO の 出現す る 20− 22歳 の

男子大学生 4 名で あ る 。 各被験者 は 5 つ の 異な る コ

ン ピ ュ
ータ ス ポ ー

ッ ゲーム （テ ニ ス ，サ ッ カ ー，バ

レ
ー

ボ
ー

ル ，バ ス ケ ッ トボ
ー

ル 及び野球 ）を行 っ た 。

Fm θと して は前頭 1E中線
一

頂点 の 脳 波 に 基線脳波

か ら明瞭に 区別 しうる 20− 50
μ
V ， 6 〜 7HZ の 波

が ］秒以 上 続 くもの を採用 し，他 の 部位か ら記 録し

た 脳 波 は 参考 に と ど め，以 下 の 実験 を行 っ た。

　  ゲ
ー

ム の 種 類 と Fm θ出現量，  ゲ
ーム の 習熟

度 と Fm θ出現量，  Fm θ出現時，非出現時 の 内省

報 告，  Fm θ出現 時，5Flll現 時 の 反応 時間，限嶮

の 動 き及 び心拍数か ら検討 した。

　実験成績 ：  ゲ ーム の 種 類に よ っ て Fm θ 出現量

は著名に 変化 した。  Fm θは ゲ
ーム の 習熟に伴 っ

て 増加する傾 向を示 した 。  Fm θ出現 時の 内省報

告は，ゲ
ー

ム が とぎれる こ と な く一定の 緊張感 を維

持 しなが ら進 行 して い る状態で あ っ た。  Fm θ出

現 時，非出現 時 の 瞬 き回数 は Fm θ非 出現時 に 多い

が．心拍数 は 両時期 に差異は認め られなか っ た 。  

Fm θ出現 時 の 反応時間は非 出現 時 に比 べ て 平均

60msec 延長 し
，

両 時 期 の 間 に 有意差 〔p＜ O．05−

0．001）が 認 め ら れ た。

　 要約 ：FmO の 出現量 は負荷する ゲ
ーム の 種類 に

よ っ て 異 な り，ゲ
ー

ム 場 面が 中断する こ とな く持続

す る ゲ
ー

ム ほ ど，そ の 出 現 量 は 多 い 。また ，Fn1 θ

出現時 の 内省報告，外来刺激に対す る反応時間 の 変

化か ら，ゲ ーム 中 に 出現す る Fm θは，ゲ ーム に 対

す る
一
定 の 注 意集巾 の 維持また は

一一．一
定 の 緊張感 の 維

持機能 に 関係 して い る こ とが 示唆 され た、，

54．手関節伸展反応動作 に 伴 う屈筋群の 長潜時反 射

　と動作時間 との 関係

　　木 塚 朝抽 ・浅 見高 明 〔筑 波 大 学），谷井克則 （生 命工

　　学工 業技 術研 究 所 ）

　こ れ まで，筋伸 張刺激 に 対す る 長潜時反射の 変化

と筋電位 か ら見積 もられ た反射張力 （トル ク）とは

対応関係に ある こ とが確か め られ て い る 。 さ らに，

長潜時反射 で ある M2 成分 の 合目的的 な変 化の 程

度 が ，動作 開始 の 素早 さ （premotOr 　timcの 長短）

や 巧 み な動作 の 成績 働 作完 ∫の 素早さ と正確性 ）

に結 び付 い て い る こ と が 明らか に な っ て い る 。 こ れ

ら の こ とか ら，長潜時反射 の 合目的的な変化の 程度

が．筋張力の 調節に おい て 機 能的な差異 を生 じ させ ，

結果 と して 随意的な筋活動 に よ る パ フ ォ
ーマ ン ス を

左右 して い る と推察 され る。しか し な が ら，長潜時

を含 む伸張反射活動 の
， 動作遂行時 に お け る 機能的

な役割 に つ い て は まだ
一
卜分 に明 らか に され て い な

い n

　そ こ で 本研究 で は，成 人 男性 10名 を用 い て ，前腕

屈筋群 に対す る筋伸張刺激 を反応合 図 と した手関節

の 伸展反応動作を用 い ，反応動作 の 筋活動開始直前

に お け る 長潜時 反 射 （M2 成 分）の 変化が ，そ の 反

応動作 に対 し て ど の 様 に 合 目的的 な の か を検討 し

た。

　そ の 結果，伸展反応動作 に伴う屈筋 で の 伸張反射

活動 は
， 随意的 な 動 作 を 行 わ な い 場合 と して 比較 し

て ，全被験者に お い て低下 した。さらに，長潜時反

射 で あ る M2 成分 の 振 幅が抑制 され る ほ ど，手関

節 の 伸展方向へ の 動作 ス ピー
ドが減速 し ない とい う

関係に有意な相関が見 られた 。 また ，M2 成分の 振

幅が抑制 されるほど，目的 の 反応動作を完了する ま

で の 時 間 で あ る 動作 時 間 も有意に 短 い 関係 に あ っ

た 。

　 伸展反応動作 の 場合，屈筋 で の 反射活動 を抑 え る

こ と は ，手関節に お い て 屈 曲方向へ 戻 ろ うとする張

力 （トル ク〉を軽減 し，伸展方向ヘ ス ム ーズ に 反 応

動作を遂行する こ と に役立 つ と推測 され る 。 本研究

の 結果は，反射活動 の 抑制が 素早 く目的 の 伸展動作

を遂行す る た め の 背景 を作 り出す と い う意味で ，随

意的筋活動 に よ る張力 の 発揮 に と っ て 効果 的 で あ る

こ とを裏付 けて い る、，

　 こ れ ら の こ とか ら，伸展反射動作に伴 う屈筋 で の

長潜時反射 の 低 下 は
， 動作 開 始 直前の 筋活動 を調整

す る た め に機能的 な役割を果た し，伸展動作 の 遂行

に 合 目的的 に寄与．して い る こ と が明 らか と な っ た 。
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