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激 図 形 が 崩壊期 t；ら融合期 に 移行す る場合，融合反応が

出現す る数秒前 に 特徴的な眼球運動ボ認め られ る 。 こ の

場合 の 眼球運動ば ．網膜か ら よ り高次 な 視覚系ならびに

運動系を含め た シ ス テ ム の 中 に は た ら くフ ィ
ードパ

ヅ ク

の 1 つ と して 考え られ ，こ れ に 関す る 討議が な され た 。

　参考　昭和 57年度科学研究費補助金 （
一

般研究C ）研

　　　究報古書　昭和58年 3 月

盲児の 点字触読自動診断 シ ス テ ム の 開発研究

　　　　　　　　　　 研究代表者 ： 佐 藤 泰 正

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （筑波 大学）

　 本研究 は ，観覚障害児 に 対す る点字触読指導法の科学

的改善を計 る た め ，点字触読能力の 自動診 断 シ ス テ ム の

開発 を 行 お うとす る もの で あ る。開発に あた っ て は ，点

字触読時 の 被験者 の 反応を高精度に記録し，直接解析す

る 高度に 自動化 さ れ た シ ス テ ム の 開発，お よび 本
・； 一 テ

ム に よ る点宇触読能力の 定量的な評価法に 関す る組織的

研究が要求 さ れ る 。 こ の た め新開発され，現在使用 され

て い る，デ ータ 収集 ・解析 シ ス テ ム の 概要に つ い て 報告

す る。

　
一

般 に ，点字触読過程 の 研究は ，文字情報 が 受容 され

る 指頭 の 能動的触読運 動 と，視覚的読書過程 に お け る 眼

球運動との 比 較分析に よ っ て な され る 。 近年 ．限球運動

に 関する研究は ．そ の 記録法 の 改良 とともに ，電子計算

機 で 記録装置 を 直 接制御 し，連続的 に 大量 の デ ータ を 自

動的 に 記録 し．直接解析す る デ ータ 収集 ・解析シ ス テ ム

の 開発 に よ っ て ，新た な発展段階を 迎えて い る。一
方 ，

触読運動の 研究に 関して は ，従来 の 機械的 お よ び 光学的

記録法に は ，精度 的に 限界 が 存在す る。ま た，最近，モ

ーシ
コ

ン カ メ ラ で 撮映 し，モ ーシ ョ γ プ ロ ジ
ェ ク タ

ー
で

解析する比較的高精度 な 方法が 提案 され て い るが，撮映

さ れた 膨大な フ
ィ ル ム の 1 コ マ 1 コ マ か らデ

ー
タ を 読み

取 る ，気 の 遠 くな る よ うな 手間暇 は ，研究を遅滞 させ て

い る もの と推 測 され る。

　 こ の た め ，本 研 究 は．新 た に ，高精度 な 記録法 と して

計算機画豫入 力装置を応用 した ．触読運動の 電磁気学的

記録法を考察 し，また ， 制御装置 と して 汎用 の マ イ ク 卩

コ ン ピ
ュ

ー
タ シ ス テ ム を 導 入 す る こ と に よ り，被験考 の

反応 と し て 触読運動 と同時に 音声応答を も高 速 に 記 録

し，種 々 の 手法 に よ り直接解析す る高度 に 自動化 され た

点字触読過程研究 用 データ 収 集 ・解析 シ ス テ ム の 開発を

行 っ た 。

　
一

般 に 図 面 等 の 計算機 入 力 に 使用 され る 磁歪線方式の

デ ジ タ イ ザ ー （Bit　Pad　One ，　Summagraphic 　corp ．）

を応用 し，指 に 装着す る だ け で，触読時 の 指 の 位置 の 計

測を 可能 に する 触知用 カ
ーソ ル を自作す る こ と に よ り，

点字触読運動を 電磁気学的 に 記録す る装置が 考 案 さ れ

た。そ の 性能は ，計測の 絶対誤差範 囲 お よび 計測間 の 指

の 最大移動距離 とも，点字一文字の 横の 概形 の 約 10分の

1 ．O．6 皿 以下 の 高精度で ある 。 ま た． 1 ペ ージ分 の 点

字読書材料 の 触読運動 が 連続的 に 記録 され る。

　 本 シ ス テ ム は ，こ の 記録装置を は じめ ，す べ て市販 の

装置に よ っ て ・・一ドウ ェ ア シ ス テ ム が構成 さ れ ，若 干

の 手 直 しだ け で 容易に 設備 され る e ま た ，ソ フ ト ウ ェ ア

シ ス テ ム は ，ソ フ トウ ェ ア 生産性 に優れ た プ P グ ラ ミ ソ

グ 言語 で あ る構造化 フ ォ
ートラ ン ，ラ ッ トフ ォ

ー約 1万
ス テ ッ

プ 記述 され て い る 。ま た，高速処理 が 要求 され る

モ ジ ュ
ー

ル は ，ア セ ン ブ ラ で 記述さ れ た e 本 シ ス テ ム に

は ，次 の 機能 が 実現 され て い る 。

　 1 ．シ ス テ ム の 対話型操作 に よ り， 1 入の 操作者で実

験管理 か らデ ー
タ の 収集，お よ び デ

ー
タ の 解折 か ら結果

の 作図作表 まで ，一
貫 し て 行 え る よ う高度 に 自動化する

と と もに ，操作者を支援す る。

　 2 ．被験者 の 反応 デ ー
タ を馭集す る た め ，触読運動と

音声応答 と を 監視 し なが ら計測 し．シ X テ ム 主記憶上 に

デ
ー

タ フ ァ イ ル を作成す る。

　 3 ．読書材料 の 割付け や 計 測 機 の 補正値等，デ ー
タ解

析に 必要 な情報をデータ フ ァ イ ル に追加する た め 自動計

測す る。

　 4 ．デ ータ フ ァ イ ル を保存 し．デ
ー

タ 解析 に使用する

た め ，フ ロ
ッ

ピーデ ィ ス ク に 格納す る。

　 5 ．データ を解析す る た め ，運動速度曲線等，種 々 の

手法 に よ リデ
ー

タ フ ァ イ ル を解析する 。

　 6 ．デ
ー

タ フ ァ イ ル お よ び解析結果を表示す る た め ，

CRT や プ V ソ タ
ー

で 作表 し，プ P
ッ タ ーで 作図する 。

　現在，本 シ ス テ ム を使用 して 点字触読能力の 定量的な

評価法 に 関す る 実験 が 進 め られ て い る。今後，デー
タ 解

析用 ソ フ トウ ェ
ア を充実させ る と と もに ，一

般 の 利 用に

供す る た め 公開す る予定で ある 。
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　従来，バ イオ フ ィ
ー ドバ ッ ク 法 に 関す る多 くの 基礎研

究の 被験体が動物 で あ っ た こ とか ら，研究 に 用い られ た

実験技法が 自律反応ある い は 不随意反応の オ ペ ラ ソ ト条

件 づ け で あ っ た の か ．純粋 に バ イ オ フ ィ
冖ドバ

ッ ク 技法

で あ っ た の か 不 明 の ま ま に され て きた 。 そ の結果，主 に

人間 を 被験体 とす る パ ィ オ フ
ィ
ー ドバ

ッ ク研 究，な か ん

ずくこ の 技法を心理療法 に適用 し よ うとす る研究 1こお い

て は 、上記 の 不 明 の 問題を その ま ま に して お くこ とが で

きな くな っ た 。 すなわち ， （1） フ
ィ
ードバ

ッ
ク され る生

体反応の 認知　  　特定反応 に 与 え られ る強化（報酬）

（3） 人聞が 用 い る 心的ス ト ラ テ ィ ジ　（4） フ a
一ドバ

ッ

ク 情報と し て の 生休反応 の 種類，な ど に つ い て の 問題で

あ る。

　本研究 は 上記 の   ， 〔4）に つ い て ．基礎的実験を 行 い ，

その 未解明 の 点を明らか に し よ う と した 。 第 工に 人間 の

心理治療 iご 用 い られ る パ イ オ フ ィ
ードバ

ッ
ク 技 法 の 生 体

反応指標 と し て SCL （皮膚電気電導度水準）が ，臨床

的技法上 か ら，きわ め て 安定 し，か つ 鋭敏 な 指標 とな り

得 る こ とを実証 し よ うとす る 。 第 2 に 心 的 ス ト ラ テ a

ジ ，特に 弛緩訓練に よ っ て 引き起 こ され る不安 ・恐怖 の

軽減 が ，バ イ オ フ ィ
ードバ

ッ ク 技法 の 生鉢反応指標 で あ

る SCL に 敏感 に 反映す る こ と を実証し よ うとする 。

　下 位実験は つ ぎの 4 部か ら成 っ て い る。

　（1） 生体に か か る負荷電圧 と SCL

　〈2） 安静時 に お け る SCL の 変化

　（3） 刺激 に 対す る SCL の 変化

　（4） 弛緩訓練が バ イ オ フ
ィ
ードパ

ッ ク 情報 と して の S

　　 CL に 及 ぼ す効果

　方法　被験者 は 各下位実験 とも心身共 に 健康な成人男

女 （平均年齢24歳〜29．6蔑） で あ っ た 。 測定 装置は生体

の イ ソ ピーダ ソ ス を 測定す るた め の 固定 ・可変抵抗．電

流計，SCL の 検出 ・増幅器．　 SCL 測定器 で あ っ た。

被験者は 遮音室の ひ じ掛け 椅子 に 座 り，安静状態を保 つ

よ う指示 さ れ た 。 また ，実験条件 に よ っ て音刺激 、暗算

刺激 が 与え られ た 。 さらに 第 4 実験 に お い て は ，弛緩訓

練 が 実験過程 で 課 せ られ た 。

　結果　各下位実験の 結果 は つ ぎ の 通 りで あ っ た 。

　〈1） 生 体 に か か る 負荷電 圧 と SCL

　生体｝こ か か る負荷電 圧 を変化 さ せ て も、SCL に は 顕

著 な 変化 は 認 め ら れ な か っ t 。 SCL に は 個体差 が 認 め

られ る と 同時に ．実験過程中 に 自発性 の変化 が み ら れ

た。SCL の 個体差 と 自発性変化 は ．　 SCL が パ イ オ フ

ィ
ー ドバ

ッ
ク 技法の 生体反応指標 と し て 有効 で あ る こ と

を示 して い る。

　（2） 安静時 に お け る SCL の 変化

　 こ の 下位実験に よ っ て 2 つ の結果が明らか に され た 。

1つ は ．SCL とそれ を背景変化とする SCR に は 相関

関係があ っ た こ とで ある。第 2の結果は ，個人 ご とに 安

定した SCL を示す
一方，分単位の きわ め て 緩徐な SC

L の 減少．す な わ ち 自発性 の 安静状態へ の 移行 が み られ

た こ とで あ る。

　（3） 刺激 に 対する SCL の 変化

　音刺 激 に 対 し，SCL の 緩徐な増大 と
一

過性 の SCR

の 増大が み られ た 。 暗算刺激に対 して は t 音刺激に対す

る よ り さ らに大きts　SCL と SCR の増大がみ られ た 。

1分以内 で は ，SCL と SCR の 弁別 は 不可 能 で あ っ

た 。 し か し，SCL の 変化 は きわ め て 緩徐 な 変化を示す

こ とが 分 っ た 。

　  　弛緩訓練が バ イ オ フ ィ
ー ドバ

ッ
ク 情報と して の S

　　 CL に 及 ぼ す効果

　弛緩訓練とバ イ オ フ ィ
ー ドバ

ッ ク の 二 要因が同時 に 働

い た の で ， 個 々 の 要因 の 効果 は 不 明だ が ．バ イ オ フ a
一

ドバ
ッ

ク 中 の 弛緩訓練に よ っ て SCL の 下降 が 全 被 験

者 に 明 確 に み られ た 。訓 練 当初は 1度 SCL の 上 昇 （興

奮） が あ る が ，約 10分後 か ら．徐 々 に 下降 （安静化） が

み られ た 。

自己評価 （自己 強化手続）の 行 動調整機能に

関する研究

福　島　脩　美

（東京学芸大学）

　入 は ， そ の 行動 に 対す る環境の 反応 に 基 づ い て，行動

を修正 す る こ とが で き る が ， 同時 に 自己 の 行動 に対す る

自己反 応 に よ っ て もそ の 行動を修正，変容，調整す る こ

とが で き る と考 えられ る 。 本研究 は人 の 自己 評価行動 を

そ の 機 能面 か ら検討す る もの で ， 自己評価に よ っ て 評価

を受 け た 行動 が 次 の 機会 に どの よ うに修正 ，調整され る

か ，そ れ は 他者か ら の 評価 の 場合 と ど の よ う な 差異 を示

すか吟味す る 。

　本研究は 3 っ の 実験 か ら成 る が ， 全実験 が 指押圧調整

記録装置 FPA −1 を用 い て い る 。 こ
「
の 装置 は ス トレ ン ゲ

ージに よ る 荷重検出器と，
ロ
ー

ドア ン プ と ペ ン レ コ
ーダ

ーの 3 部分か ら構成され，比較的微弱 な 押圧荷重 を記録

で き る よ うに特に つ く られ た もの で あ る e これ に よ っ て

親指 で の ボ タ ン 押 し の 押圧 を記録 し ， 人 が 押圧 を調整す

る 過程を自己評価や他者評価，あ る い は 両者の 組合 わ せ

の 条件 の 下 で 比較検討し よ うとする もの で あ る 。 なお ，

3実験 を通 し て ， 実験者 か ら与え られ る他者評価試行数

回 と そ れ に続 く自己評価試行数回 をセ ッ トに して ， こ れ

を繰 り返 え し，自己評価試行で の 正 反 応率や 自己評価 を

挟む押圧 変化 をみ る とい う実験 パ ラ ダイ ム が 採 用 さ れ

た 。
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