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要 旨

本稿 で は, 学生 の 教育, 学習 - の 応用を中心に据え て, ワ ー

ク ス テ
ー

シ ョ ン 上に構築した 一

つ の

ハ イ パ ー メ ディ ア ･ シ ス テ ム に つ い て述べ る
o

シ ス テ ム の 持 つ べ き特性とし て, 1 ) マ ル チ メ デ ィ

ア の 取り込み , 2 ) イ ン タ
ー

フ ェ
ー

ス へ の 配慮, 3 ) ネ ッ ト ワ ー

ク に よる拡大, 4 ) 知識 の 増幅を

目指す,
5 ) 協調的な作業環境を提供するな どに つ い て特に 注意を払 っ た

｡
さらに - イ パ ー メ デ ィ ア ･

シ ス テ ム の 応用例として, 電子教科 最 案内嵐 テ レ ビ講座, 双方向遠隔授業 シ ス テ ム に つ い て考

察する
｡

キ ー ワ ー ド

ハ イ パ ー メ デ ィ ア,
ハ イ パ

｢ テキ ス ト,
マ ル チ メ デ ィ ア , グ ル

ー

プウ エ ア, 双方向遠隔教育

I
. (まじめ に

近年, 文字, 図形, 音声, イメ
ー

ジ , 映像

な ど の各種 の メ ディ ア形態が, 情報の デ ジタ

ル化 によ っ て,
コ ン ピ ュ

ー タにより表示, 伝

達され, 処理 できるように な っ て きた｡ さら

に , 高性能なウ -

クス テ -

シ ョ ン ( 以下W S

と略記する) や コ ン ピ ュ
ー タ ･ ネ ､; トワ ー ク

の 普及により - イ パ
｢ メ ディ ア ･ シ ス テム と

呼ば れる
一

つ の 応用分野, ある い は利用環境

が注目されるように な っ て きた｡
ハ イ パ ー メ

ディ ア の応用範囲は非常に広く, 電子テキ ス

ト, 電子辞書, 文書作成 ･ 支援, 各嘩ソ フ ト

ウ ェ ア へ の ユ ー

ザ
ー

･ イ ン タ ー フ ェ
ー

ス , テ レ

コ ン フ ァ レ ン シ ン グ,
マ ル チメ ディ ア ･

デ
ー

1)

タ ベ ー ス など多岐に わ たる ｡ こ の ハ イ パ ー メ

デ ィ ア と い う言葉は,
- イ パ ー

テキス トか ら
2)

派生した概念 で あると考えられ て い る｡

ハ イ パ ー

テ キ ス ト の 着 想は Ⅴ.ーB u sh の

産業情報学科

3)

M e m e x にある と言われて い る ｡ こ れは大量

の文書 へ の ア クセ ス と任意の情畢間の リ ン ク

が とれるように考えられた , 人間 の 知的活動

を支援する仮想の機械であ っ た｡ そ の後, こ

の B u sb の 考え方に触発 されて, D . E n g elb a r
-

t らは, 専門家集団 ( K n o w l ed g e w o r k e rs
,

K n o w l e d g e W o r k sh o p と呼ばれる) を対象に

した N L S (後に A u g u m e n t) と い う知識支

援 シろテム を, すでに196 0 年代と いう早 い 時
4)

期に開発して い た ｡ N L S は今日 の ハ イ パ ー

テキ ス トで いうノ
ー

ドとリ ン クを構成要素と

し, 編集, 移動, 保存, 呼び出しな どを指向

して い た (現在 e) ディ ス プ レ イ装置, ワ ー ド

プ ロ セ ッ サ の 先駆 け) ｡ さ らに コ ン ピ ュ
ー タ

を使 っ て専門家集団に よる会議や共 同編集作

業 の支援に も使用 され た｡ これは最近 よく話

題 に なる, グ ル
ー プ ウ エ アある い は C S C 噛

( C o m p u t e r - S u p p o r t e d C o o p e r a ti v e
5 ,6)

W o r k) の先駆的な研究 でもあ っ た
｡

T . N eュ_
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s o n の Ⅹa n a d u プ ロ ジ ェ クトの着想 も こ の 時

期 である
｡

- イ パ ー テキ ス トと い う名前は彼

による ｡
- イ パ ー テキ ス トとして

一 般 に関心

をもたれる ように な っ て来た の は198 0 年代に

入 っ てか らであり, 技術的な可能性か ら研究

と 開発 が 進 ん だ
｡ 代表 的 な も の と し て,

7) 8) 9)

N ot e C a r d s , N e p t u n e , g I B IS ,
I n t e r m e di a ,

10) 11)

K M S
,
G uid e ,

H y p e rC a rd な ど多( の もの
lコ､､

が米国を中心に 開発され, 利用され て い る
｡

1 980 年代に 入り,
- イ パ ー メ ディ ア と いう言

葉 も新た に使われる ように な っ た ｡

現在, 我が国では ,

一 般 に利用できる ハ イ

パ ー メディ ア
･ シ ス テ ム はまだほ と ん ど開発

され て い な い
o そこ で, 学生の 教育と学習を

支援する コ ン ピ ュ
ー タ シ ス テ ム の 一

つ と し

て, 今後大きな影響を与えると思われる ハ イ

パ ー メ ディ ア ･ シ ス テム の
一

つ をわれわ れの

手で設計し, その 有効性 と応用可能性に つ い

て検討を開始する こ とは重要な こ とである と
13)

考えた
｡

さ らに, 本来 - イ パ ー メ デ ィ ア は N

L S や Ⅹa n a d u の 目的か ら見て も, ネ ッ トワ

ー クによる知識 の伝達や交換, 協 同作業を支
14)

接する と い う性格 が強 い
｡

こ の 意味か らも,

ネ ッ トワ ー ク性を充分に考慮した
一

つ の ハ イ

パ ー メ ディ ア
･ シ ス テム を構築する こ と に し

た
｡

本稿 では , 次章で - イ パ ー メディ ア ･ シ ス

テム の 開発指針を明 らか に し, 第 3 章では シ

ス テム 構成に つ い て述 べ
, 第 4 章で は ハ イ パ

ー メディ ア
･ シ ス テム の 機能面 に つ い て の 説

明を行う . 第 5 章で は,
われわれ の ハ イ パ ー

メ デ ィ ア
･ シ ス テ ム を応用 した い く つ か の シ

ス テ ム例 を簡単 に述 べ る ｡

2
｡

ハ イパ ー

メディア
･ シ ステムの開発指針

われわれが開発 した - イ パ ー メ ディ ア ･ シ

ス テ ム は , まず第
一

に教育 - の 応用を中心 に

据えて い る｡ そ こ で シ ス テ ム の 持 つ べ き特性

として 以下 の ような 5 つ の 指針を採用す る こ

と に した
｡

1 ) マ ル チ メ デ ィ ア の取り込 み

人間対人間 の 対話, す なわ ち,
f a c e - t o -

f a c e な会話か ら, 印刷機, 書籍, 放送, テ レ

ビ な どの 発明によ っ て, 人間は 時間的, 空間

的壁 を乗り越えて メ デ ィ ア の 力を借りたより

広 い コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が 可能とな っ た
｡

我 々 は , メ ッ セ
ー

ジ の物理的表現 の 形態と し

て , 文字(t e x t) , 音声( v oic e および s o u n d) ,

図形 ( g r a p h) , 画像 (i m a g e) , 映像 (動画)

のすべ て を高速に, 1 台の コ ン ピ ュ
ー タ で 表

示, 処理し, できれば統
一

的に取り扱うと い

15)

う方針 を立 て た
o

これは
｢

コ ン ピ ュ
ー タ の メ

ディ ア化｣ へ の
一

つ の 試み である｡

2 ) イ ン タ ー フ ェ
ー ス - の 配慮

提示さ れる情報はで きる だけ多様なも の で

ある こ とが望まれるが , 同時に メ ディ ア は最

終的に は人間に届かなければ意味が なく , そ

れゆえ認知的な存在 でもある
｡

こ れ が コ ン ピ

ュ
ー タを介して である場合には , 特に 人間と

コ ン ピ ュ
ー タ と の 接点であるイ ン タ ー フ ェ

ー

ス は, 受取り側 の 人間 の 思考 の 洗れ にで きる

限り忠実 であるように, 十分な注意と配慮が

払われなけれ ば ならな い
｡

こ の ため に マ ル チ

ウ イ ン ドウ, アイ コ ン
, 選択 メ ニ ュ

ー

, ツ リ

ー

に よる全体図な どを取り入れた｡ 操作の ほ

とん どは マ ウ ス を使 っ て行えるように設計さ

れた
｡

3 ) ネ ッ トワ
ー クに よる拡大

通信技術 と コ ン ピ ュ
ー タ の 融合 で, より高

度なメ ッ セ
ー

ジ の伝達 (衛星通信,
コ ン ピ ュ

ー タ ･ ネ ッ トワ
ー

ク, 電子会議な ど) , 加 工 が可

能 とな っ た ｡
こ れ に より

,

い ろ い ろなメ デ ィ

アを用 い て の
, 遠隔地 と の ｢ 双方向な対話｣

の 可能性 が出て きて , 教育に も大きなイ ン パ

クトを与えようと して い る ｡
- イ パ ー メ デ ィ

ア ･ シ ス テ ム は他 の 多く の コ ン ピ ュ
ー タ と接

続する こ とに よ っ て, ネ ッ トワ
ー

ク を拡大 し

て い く こ とを目指す｡

4 ) 知識 の 増幅 を目指す

ハ イ パ ー メ デ ィ ア を利用 する 最大 の 目標



- イ パ ー

メ デ ィ ア ･ シ ス テ ム の 構築とそ の 教育に お ける利用

は, 人間が情報を利用 したり, 獲得する際に,

それを高い レ ベ ル で支援し, 人間が知識を増

幅して い ける こ とに貴献する こ とである ｡ こ

れ は教育の 目指すも の と同じである
｡ その た

め に, い ろ い ろ なメ ディ ア の 利用, 優れたイ

ン タ ー

フ ェ
ー ス が必要に なるのである . さら

に, ネ ッ トワ ー クを介して, 獲得された情報

ある い は知識を, グル ー プの 他の 多く の 人々

と交換, 伝達し合う ことに よ っ て , さらに知

識の 増幅 が期待できる こ とも見逃すこ と はで

きな い
｡

5 ) 協調的な作業環境を提供する

グ ル
ー プに お い て協同して何か の 仕事を遂

行して い く ため の支援環境 が コ ン ピ ュ
ー タに

より提供される ｡ これ
′

に より, 教育分野 へ の

コ ン ピ ュ
ー タ の 新 し い 応用 分野 が 開拓さ れ

る ｡ 例えば, 複数の 人 々 による文章の 添削,

コ メ ン ト付け, 共同執筆作業, 電子会議な ど

い ろ い ろなもの が考えられ る
｡

3
.

ハ イ パ ー

メ ディ ア ･ シス テ ム の構成

前章の開発指針をもとに , われわれは
一

つ

の ハ イ パ ー メ ディ ア ･ シ ス テム を構築した
｡

こ こ で は シ ス テム の - - ドゥ ェ アと ソ フ ト ウ

ェ ア の 各構成に つ い て述 べ る ｡

3 . 1 ハ ー ドウ ェ ア構成

わ れわれ の 要求す る -
- ドゥ ェ ア は,

い ろ

い ろな メ ディ ア が嘩合的に扱える こ と, 個別

に それ 一 台で い く つ もの メ ディ アを扱え, 処

理 でき, しかも他の コ ン ピ ュ
ー タ とも柔軟な

コ ミ ュ ニ ケ ー

シ ョ ン が行える機能を備えた も

? が望まし い
｡ こ のようなも の として , W S

を中心と した シ ス テ ム を構成した｡ W S と周

辺機器 は図 1 の ように 配置さ れ て い る｡

シ ス テ ム構成 は W S を中心 とし, ビ ッ ト マ

ッ プ ･

デ ィ ス プ レ イ,
マ ウ ス

, カ ラ
ー

イ メ ー

ジ . スキ ャ ナ, ビ デオ情報処理装置, T S S の

分散端末,
パ ー ソナ ル コ ン ピ ュ

ー

タ等の 周辺

装置か らな っ て い る ｡ さ らに , 学内 の C A T

4 9

Ⅴ網 の 施設 とホ ス ト コ ン ピ ュ
ー タも利用す

る｡

ビ デオ情報処理装置は , 映像 ( N T S C 信

号) を デ ジ タ ル化 して ビ ッ ト マ ッ プデ ィ ス プ

レ イ上に表示する ｡ 2 つ の 映像入力端子を持

ち, C A T V , ビデオ,
レ

ー ザ ー ディ ス ク等

か らの 映像を入力で きる｡ T S S の 分散端末
l

は , W S か らホ ス ト コ ン ピ ュ
ー タ へ の接続に

用 い られる (最終的に は L A N 接続を考えて

い るが , こ の 時は端末用 の エ ミ ュ レ
ー タ が使

え る) 0

パ ー

ソ ナ ル コ ン ピ ュ
ー タ は R S 2 32 C を介

して W S と接続され, 中継機とし
~
て の役割を

1 6)

果 たす.

パ ー ソナ ル コ ン ピ ュ
ー タに は , カラ

ー イメ ー ジ ･ スキ ャ ナ, 音声合成装置, C D -

R O M 装置, 光ディ ス ク装 嵐 ビデオ等の 周
辺装置が接続され, 次の 仕事を行う ｡

･ イ メ ー ジデ ー タ の保存と取り込み

現在 , まだ W S に は イ メ ー ジ 保 存用 の 光

デ ィ ス ク装 置 を接 続 して い な い た め , イ メ

ー ジデ ー タの 大量保存に は パ ー ソナ ル コ ン ピ

ュ
ー タに接続された光磁気ディ ス ク装置を用

い て い る｡ また パ ー

ソ ナル コ ン ピ ュ
ー タ側 の

カラ ー イ メ ー

ジ ･ ス キ ャ ナで読み取 られるイ

メ
ー

ジデ ー タ は, W S 側 の イ メ ー

ジデ ー タ ･

フ ォ
ー

マ ッ トと完全な互換性 を持 っ て い る｡

･ 音声出力

音声合成装置は , か な漢字に変換された テ

キ ス トを音声に変えて出力するもの で, シリ

ア ル ポ ー

トを つ か っ て声を出力するも の と,

専用の ボ
ー ドを使うもの とq) 2 種類 が用意さ

17)

れて い る
｡ 使 い 方と して は, W S 側か ら送ら

れた 日本語 の文章を音声に変換 して ス ピ ー

カ

より出力する
｡

･ C D - R O M 装置 か らの 辞書検索
18)

辞書が記憶 され た C D
一 女o M か らデ ー タ

を検索し, 結果 をW S - 転送する｡ た とえば ,

C D -

R O M をひ らがなや カ タカナ読みある

い は漢字の ままで検 索す ると, 語句の 意味内

容 ( 同音異義語 の ように 複数 ある時は, その
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- イ パ ー

メ デ ィ ア
･ シス テ ム の構築 とその 教育 に お ける利用

全て) が W S 側に返される｡

･ ビデオ系の コ ン ト ロ
ー ル

コ マ ン ドで コ ン ト ロ ー ル可能なビ デオや レ

ー ザ ー ディ ス ク等に対 して, 再生, 巻戻し等

の 命令を実行する｡ ビ デオ等の映像出力端子

は , W S の周辺装置である ビ デオ情報処理装
19)

置 の 入力端子 の
一

つ に接続さ れる ｡

3 . 2 ソ フ トウ ェ ア構成

- イ パ ー メディ ア ･

シ ス テム の ソ フ トウ ェ

ア は, ウ ィ ン ドウ管理系,

- イ パ ー メディ ア

処理系, 端末 シミ ュ レ
ー タか ら構成される ｡

( 図 2 参照)

ウィ ン ドウ管理系は, 他の 系か らの ウィ ン

ドウ表示 ･ 消去 の 要求を処理 し,
マ ル チウ イ

ン ドウを統括して管理する ｡ ウ ィ ン ドウ展開

時に は, 現在 の ディ ス プ レ イ上 の マ ル チウ イ

ン ドウ の 状態に対応して , 自動的に表示位置

の補正 を行う｡

- イ パ ⊥
メ ディ ア処理系 は - イ パ ー メディ

ア の中心部分 であり, 処理 の中枢 である
｡

こ

の 部分 に つ い て は機能面か らの 説明 を行う｡

詳 しく は第4 章で述 べ る｡ なお こ の 系は 映像

出力系とイ メ ー

ジ出力系を下位 に持つ
｡ 先に

ウ ィ ン ドウ管理 系

51

こ の 2 つ に つ い て 説明をしておく ｡

映像出力系 は ビデオ情報処理装置か らの 映

倭 (動画) をウ イ ン ドウ ( A V ウイ ン ドウ と

呼 ぶ) を介して映し出す ｡ 映像と音声の 入力

源は , C A T V と ビデ オ ( ある い は レ
ー ザ ー

ディ ス ク) か らの 2 系統 である ｡ こ の 系 は次

の機能を持つ ｡

a ) 入力切替え

b ) C A T V 制御

マ ウ ス を使 っ て チ ャ ン ネ ル の 切替え, お よ
20)

びチ ャ ン ネ ル の サ ー チを行う｡

c ) ビ デオ,
レ

ー ザ ー ディ ス ク制御

マ ウ ス を使 っ て再生 , 停 止, 巻戻し, 先送

り,

一

時停止, 録画な ど の指示が で きる｡

d ) 動画か ら静止画 へ の変換と保存

任意の 時点で の動画 の 1 か ソ トを, 静止画

( イ メ ー ジデ ー タに なる) に変換し, 保存す

る ｡ 保存されるイ メ ー ジデ ー タは 自動 的に フ

ァ イ ル名が つ けられ て (連番が ふ られる) デ

ィ ス ク装置に記憶される
`

｡

e ) ウ ィ ン ドウ の 拡大 ･ 縮小 ･ 移動

A V ウ ィ ン ドウは , L a r g e (110 0 ×700 ド ッ

ト) , N o r m al(4 00 ×40 0) ,
S m all(20 0 ×2 00)

の 3 つ の大 きさに拡大, 縮小する こ とが でき

もん じ ゅ 端末 シ ミ ュ レ ー タ

( 図 2 ソ フ ト ウ ェ ア構成)

匡重出カ系

T V 制御

ビ デ オ 制御

レ ー ザ 丁 デ ィ ス ク 制御

映像表示 . 管 理

動画
-

> 静止画



る (
一 時に表示で きる の は, そのうちの 1 つ

だけ) o N o r m al と S m all の モ ー ドでは, 任意

の位置 へ ウ イ ン ドウを自由に移動する こ とが

でき, 加えて N o r m al モ ー ドでは, 移動元 の

ウ イ ン ドウ の 映像は, Sti11 さ れ静止画 として

残る ｡
こ の機能は, 遠隔授業で の 講師による

講義の 1 場面 (黒板を使 っ て の 説明) や絵,

写真等, 動画 の 1 カ ッ トを じ っ くりと見た い

場合に利用さ れる｡
L a r g e モ ー ドに は移動 の

機能は持 たせ て い な い が, ほ ぼディ ス プ レ イ

全面を使 っ た迫力ある映像が映 し出される
o

図 3 は A V ウ イ ン ドウ の 選 択 メ ニ ュ
ー を示

す｡

イ メ ー ジ 出力系 は カラ
ー (約167 0 万色) の

イ メ ー ジ デ ー タをイ メ ー ジ ウ イ ン ドウ に 出力

> T V サ ブ メ ニ ュ
ー

L O O P : チ ャ ン ネ ル

サ ー チ

C H l - C H 8 :

チ ャ ン ネ ル 切 替 え

( 図 3 A V プ ル ダ ウ ン 選択 メ ニ ュ
ー )

する 系で ある ｡ イ メ
ー

ジ ウ イ ン ドウ は2 00 ×

2 00 ド ッ トの 3 つ の イ メ ー ジ 表示領域を持ち,

フ ァ イ ル か ら任意 のイ メ ー ジ デ
ー タを表示す

る ｡ さ らに , 左右上下 の ス ク ロ
ー

ル バ ー の 操

作によ っ て , イ メ
ー

ジ デ ー タ群 の中を自由に

探索 できる( 図 4 参照) ｡
こ の 系ではイ メ ー ジ

デ ー タ の取り込 み とイ メ ー ジ デ ー タ フ ァ イ ル

の 管理を行う . イ メ ー ジ デ
ー タの 取り込み で

は
,

カラ
ー

イ メ ー

ジ ･ ス キ ャ ナ か ら, 任意 の 大

きさ の イ メ ー ジ デ
ー

タをイ メ ー ジ フ ァ イ ル と

して取り込む ほ か , 動画 か らと られ た 静止 画

( d 参照) はイ メ ー ジ デ
ー

タと して 以後 こ の

系 で使用され る ｡ また イ メ
ー

ジ デ
ー

タ に 対す

る加 工 (色 の 変更, 文字 ･ 図の書き込 み 等)

も できる ｡
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( 図 4 イメ ー ジ ウ ィ ン ドウ の 説 明)

端末 シミ ュ レ
ー タは W S をホ ス ト コ ン ピ ュ

ー タに接続して , ホ ス ト側に用意されて い る

グル
ー プウ エ ア の機能を利用する

｡ (4 . 2 の 5

で述 べ る)

4
.

ハ イ パ ー メ ディ ア ･ シ ス テム の機能と

特徴

4 ･ 1 人イパ ー メデ ィ ア の 基本構造

ハ イ パ ー メ ディ ア では各最小テキ ス ト単位

の オ ブ ジ ェ クトを ｢ ノ ー ド｣ と考え, 各ノ
ー

■ ドは ｢ リ ン ク｣ により階層構造な い しグラ フ

構造に結合 される ｡ われわれの シ ス テム で は,

各オ ブ ジ ェ クトの 関係 には
｢
章｣ か ら ｢

節｣

へ
, そ して最終的に は

｢
文章｣ , さらに は ｢ 脚

注｣ や ｢ 図 ･ 表｣ - と い うような事前に体系

的に つ けられた
, 階層的な組織リ ン ク( o r g a n -

i z a ti o n al li n k) と,
ユ ー ザ ー

が自由に ノ
ー

ド

間 の 依 存 関 係 を 定 義 で き る 参 照 リ ン ク

( r ef e r e n ti al li n k) が取り入れられて い る
｡

階層リ ン クが用 い られる の は , 情報や知識

が体系 的 に整理 され た形 で 表現 される と き

(本や文書など) , それは階層的に構成さ れ る

場合 が多い か らである ｡ た だ し, ど の ような

階層構造にす る か は, 制作者 の 判断, 概念化

に依存 して い て,

｢
読者側｣ に は その 自由裁量

2 1)

は許さ れて い な い
｡

一

方, 読者 がテキス トを読ん で い く場合,

今読ん で い る部分に つ い て の理解を補充する

ため に 同じテ キ ス トの 別 の ペ ー ジ に 飛 ん だ

①

㊨
@

㊨

> 1 コ マ ず つ 左右 に移動

> 3 コ マ ず つ 左右 に 移動

霊>芸宗冨讐霊芸
対応 し た

5 3

デ ィ ス ク 上 の イ メ
ー ジ デ ー

タ フ ァ イ ル

り, わか らな い 言葉の 意味を辞書で調 べ た り,

後の 方 に あ る 脚 注を読 ん だ F) , さらには別

の 本に移 っ て関連 の ある部分を読 ん だりする

こ とが多い
｡ こ れは, 人間 の知識 の 多く が,

連想 ( a ss o ci a ti o n) や関連付けで有機的に組

み立て られて行く こ とを示唆して い る ｡ 参照

､リ ン クが必要 とされる の は,

′
テキス トを読む

人が, ノ
⊥

ドに ある オブ ジ ェ クト ( テキ ス ト

の ペ ー ジ
, 図 ･ 表,

`
別の本の ある ペ ー ジなど)

間に自由に関連を つ けて記憶して お ける ように

するためである
｡ われわれ の シ ステ ム で

, 参照

リ ン ク の対象になるもの にはテキ ス トの 他 イ

メ ー

ジ
, 音声, 酎象 メ モ帳, プ ロ グラ ム ( 例

えば グラ フ ィ ッ クス の 描画) , その 他( 注や参

考文献な ど) があ る｡

さて ノ ー ドの 内部的 なデ ー タ構造 は,
ハ イ

パ ー メ ディ ア
･

シ ス テム が起動 された時, 各

ノ ー ドに関して用意された情報, すなわち ノ

ー ドの 名称, 上位 ･ 下位 べ の リ ン クポイ ン タ,

メ デ ィ ア内容か ら作成され る｡ 各ノ ー ドの オ

ブ ジ ェ クトには , テキ ス トだけ でなく, イ メ

ー ジ
, 映像, 音声な ど多種類 の メ ディ ア が複

数指定できる
o

一

方, 利用者によりリ ン ク付

けされ た 参照 リ ン ク の 情報は
, 終 了時に フ ァ

イ ル に保 存され , 次 回 の利用時に参照 リ ン ク

情報として再現 される ｡



54 小郷 直言 ･ 米川 覚

4 .2 ハ イ パ ー メ デ ィ ア ｡ シ ス テ ム の 機能

こ こ では,
- イ パ ー

メディ ア
･

シ ス テム が

持つ 機能群 を項目 ご とに説明する｡

1 ) 道案内

先に述 べ た ノ ー ドの 階層に関するデ ー

タ構

造は, プ ロ グラ ム によ r)
,

ツ リ
ー 構造を持 つ

全体 図に 変換 され グラ フ ィ ッ ク ス 表示 さ れ

る ｡ 全体 の ツ リ
ー

図は ウ イ ン ドウ の - -

つ に展

開される ため ,

一

度に は全体 の
一

部分 しか 見

る こ とが で きな い が
, 上下左右 の ス ク ロ

ー

ル

バ ー の 操作により, 全体 を高速に隈なく見通

すこ とが できる ( 図 5 参照) . ツ リ
- 図で は,

現在選択 されて い る ノ ー ドがリ バ ー

ス 表示さ

れ ( 図 6 参照) , 現在 の 位 置を知る こ とが で

きる( 図 5 の下 の 図) ｡
こ れは道案内の 指針 と

して , ま た迷子 の 防止な どに利用さ れる ｡

2 ) ノ ー ドと メ デ ィ ア の選択

用意され た ノ
ー ドの 階層構造をト ッ プ ノ

ー

( 図 5 全体 の ツ リ ー構成 図)

ドか ら自由 に た ど っ て い く と ( 同時に い く つ

もの ル
ー トを平行 して進ん で い っ て もよ い) ,

22)

最終的に は終端の ノ
ー ドに達する ｡

下位 ノ
ー ド群 は, 上位 ノ ー ド中の該当アイ

テム の 選択 ( マ ウ ス による クリ ッ ク) によ っ

て ウ ィ ン ドウ として展開さ れる ｡ こ の 時, 上

位 の ウィ ン ドウ中の ノ
ー

ド名は, リ バ ー ス し

て選択 された こ とを示す｡
ノ ー ド名が表示さ

れて い る ウ イ ン ドウ は, 個別に 自由な位置に

移動可能であり, ノ
ー ド群 の 削除は ,

ウ ィ ン

ドウ内の
｢
☆ ｣ アイ コ ン の クリ ッ クによ っ て

行われる｡
こ の とき上位 ノ

ー ド名の リ バ ー ス

表示も取り消される ｡ ( 図 6 参照)

( 図 6 ノ
ー

ド の 階層群)

終端の ノ
ー ドはもちろん の こ と, それ以外

の 途中の 各ノ
ー

ドにも, その ノ
ー ドに用意さ

れて い る メ ディ ア の
一

覧が
｢ メ デ ィ ア選択 メ

ニ ュ
ー

｣ をオ
ー プ ン する こ とに より確認でき

る (そ の ノ ー ドに存在 して い る メ ディ アだ け

が メ ニ ュ
ー に表示 される) ( 図 7 参照) ｡

メ ニ

ュ
ー に あ る メ ディ ア を選択 する こ とに よ っ

て , そ の 内容 を参照 ( 見た り, 聞 い た り, 莱

行 した り) する ｡

主 たる メ デ ィ ア には テ キ ス ト
,

イ メ ー ジ
,

映像, 音声 の 4 種類 が ある ｡ ( 図 8
,

9 , l o 奉

照)

テキ ス トは教科書 の 本文 に 相当す る文章 の

- 固まり, ドキ ュ メ ン ト, 単元 ( レ ッ ス ン)

など編集者の 判断 で決め られ た 1 つ の 単位 で

ある ｡
テキ ス トは 1 つ の ウ イ ン ドウ上に 出力
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メ デ ィ ア ･ シ ス テム の 構築 とそ の 教育 に お ける利 用

文書､ テ キ ス ト ( 文字) など
イ メ

ー ジ
､ 画像

テ レ ビ
､

ビ デ オ な どか らの 映像 ( 動画)
日本語 の 文書 を 音声合成装置か ら出力
‥ ~ = -

- - - ‥ - - - - - - -
- - - - - - - - > 検索 サ ブ メ ニ ュ

ー

メ モ 用紙 ( エ デ ィ タ の 入 力 モ ー

ド)
リ ン ク 付けさ れ た もの を参照する

リ ン ク を作る

リ ン ク を削除
プ ロ グ ラ ム を実行

(図形 ､
シ ミ ュ レ

ー

シ ョ ン)

( 図 7 メ ディ ア 選択メ ニ ュ
ー

の 内容)

されて, ス ク ロ
ー

ル ア ッ プ
,

ス ク ロ
ー

ル ダウ

ン が可能である ｡ さらに こ の ウ ィ ン ドウでは

テキ ス トの 文章の任意の部分 (単語, セ ン テ

ン ス , 段落, 全体) を切 り取 っ て, 他の 場所

( 自分 の ノ ー ト,
メ モ帳, 検索用 の入力 ボ ッ

ク ス な ど) に貼り つ けて利用する こ ともでき

る ( c u t & p a s t e) 0

( 図 8 テキ ス ト)

本文に関連したイ メ ー

ジ はイメ
ー ジ ウィ ン

ドウに表示さ れる｡

映像が選 ばれた ときに は, ビデオや レ
ー ザ

ー デ ィ ス ク か ら の 動画像 が A V ウ ィ ン ドウに

映し出さ れ る
｡ 収録 され , 予め ア ドレ ス が書

き込まれた ビ デ オテ
ー プ は, 利用者の希望 に

より自動 的に 指定さ れ た特定 の 場所 へ 移 動

し, 再生 される と い う形 で使用 され る
｡ また

A V ウ ィ ン ドウ に 用意さ れた機能を使えば ,

5 5

利用者自身に よる ビデオ操作 (巻戻し, 停止

等) や, テ レ ビ講座や遠隔授業 などを視聴す

る時に は C A T V の チ ャ ン ネル 切替えも行え

る ｡

(図 9 イメ ー ジ ウィ ン ドウ)

( 図1 0 A V
･

r7 イ ン ドウ)

音声 の 利用 で は , 音 声 出力用 に 準備さ れ

たテ キ ス トの 内答 が ス ピ ー

カ より 出力され

るo た とえば テキス トの 内容を要約したも の
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を聞きながら本文, 映像, イ メ ー ジを見る と

い う風な使い 方がで きる ｡
コ ン ピ ュ

ー タが取

り扱える メ ディ ア として, 今まで長 い 間省み

られなか っ た聴覚 の利用 の有効 性に つ い て改

め て再認識する必要が ある｡ また
, C D - R

O M 装置を コ ン ト ロ ー

ル して音楽演奏を出力

する と い う使 い 方もある
｡

以上 の 他にも, さらに次の ( プ ロ グラ ム
,

道具 な ど い ろ い ろな) もの が用意され て い る
｡

プ ロ グラ ム の 選択 では プ ロ グラ ム の 実行に

より, 何か を見せ た い ( グラ フ や 表, ア ニ メ

ー

シ ョ ン
, シ ミ ュ レ

ー シ ョ ン) とか , 各種 メ

デ ィ ア を統合して (連動させ て) 表現した い

ときな ど に使うo また メ モ 帳は各ノ ー ドに 関

連した個別 の メ モ を書き込 み た い 時などに使

う｡ 個人用 の ノ
ー

トは シ ス テム に た だ
一

つ だ

けしか 用意されて い な い が, 各ノ
ー

ドには個

別の メ モ帳が用意して あり, 書き込みや 貼り

付けも行える
｡

こ の 他に も ｢ その他｣ と い う

選択枝 が用意され て おり, 上記 の どれに も該

当しな い も の で必要が起 こ っ たときに 利用す

る ｡
たとえば 注意書き, 参考文献の 参照な ど

い ろ い ろな用途が考えられる
｡

3 ) 参照リ ン クの作成, 削除, 参照

参照 リ ン クは ある ノ ー ドか ら別 の ノ
ー ドの

各メ ディ ア -
,

ユ
ー ザ ー が独自に 自由に関連

を付けてもよ い リ ン ク である ｡ リ ン ク先 ノ
ー

ドの リ ン ク対象になる メ ディ アに は上に あげ

た
,

テキ ス ト, イ メ ー ジ, 映像 音声, プ ロ

( 図1 1 ･ リ ン ク付けられ た メ デ ィ ア の 様子)

グラ ム , メ モ帳を種類 の 区別, 数 の制限なく

指定 できる｡

リ ン ク元の ノ ー ドでは , その ノ ー ドに付 け

られた リ ン ク先 の メ ディ ア 内容を参照 でき

る ｡
1 回の参照 では , 各メ デ ィ ア ご とに, リ

ン ク付けされ た第
一

レ ベ ル の ノ ー ドが全て表

示さ れる ( 図 で示すと,

｢ もん じ ゅ の テ キス

ト｣ ,

｢ 第 5 世代 コ ン ピ ュ
ー

タ の イ メ ー ジ ｣ ,

｢ も

ん じゅ の音声｣ で ある) ｡ 同 じ ノ ー ドで の 2 つ

目以降の メ デ ィ ア の 参照は , 第 2 回目の リ ン

ク参照 で表示さ れ る こ と になる ( 図 で は ｢ 高

度情報化社会 の テキ ス ト｣ である) ｡ なお, リ

ン ク付 け の 方向は片方向である ｡ 不要に な っ

た リ ン ク の 消去は利用者の 判断で行う｡

4 ) 各種 の検索

テキス トの 文章中に意味 の わか らな い 語句

な どが あ っ た場合 に は
,

メ デ ィ ア選択 メ ニ ュ

ー の 中の
｢
サ

ー チ｣ を マ ウ ス でプ ル ダウ ン し

て検索サ ブ メ ニ ュ
ー を出し( 図 7 を参照) , そ

こ か ら希望する辞書を選 ぶ ｡
こ こ で は , C D -

R O M 化 さ れ た辞 書を例 に検 索 の 手順 を示

す｡

まず, 検索サ ブ メ ニ ュ
ー か ら辞書を選び ,

検 索用 の 入力ボ ッ ク ス ･ ウ ィ ン ドウを出す｡

テキ ス トな ど の 文章 の 中で わ か らな い 語句

( 漢字仮名交り,
カタカナ, ア ル フ ァ ベ ッ ト)

を, その まま マ ウ ス で切り取る( c u t) 0 ( バ ッ

2 3)

フ ァ に
一 時保存さ れ る) ｡

マ ウ ス を検 索用 の 入

力ボ ッ ク ス に移動して, 切り取られた語句を

そ こ に貼り付ける (p a st e) 0

こ の 時点で検 索を開始する
o 実際 には, 檎

索語 が パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ
ー

タ に送 られ
,

パ

ー ソナ ル コ ン ピ ュ
ー

タ上 で 独 自に 作成 した 検

索プ ロ グラム に よ っ て C D - R O M が検 索さ

れ る｡
こ の とき, 通常 の 国語辞典 の よう な仮

名や カ タ カナに よる検索 だ け で はなく, 漢字

や ア ル フ ァ
ベ ッ トを そ の ま ま使 っ た 検索も

2 4)

行 える ｡ 検索さ れ た 語句 の 意味内容が新 たな

ウ イ ン ドウ に 表示 され る ｡
ひ らが なで 引く見

出し語検索 の 時は 同音異義語 が , 漢字 の まま
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① メ ディ ア選 択メ ニ ュ
ー の 検索項 目(サ

ー

チ) を選 び
, 検 索サ ブ メ ニ ュ

ー の 中か ら
｢広辞苑C D- R O M

｣ を選択する と
, 検 索用の 入力 ボ ッ ク ス ウィ ン ドウが 表われ る

｡

/
/ /

③｢
文壕 の 役｣ の 広辞 苑の 内容 が表 示さ れる

o

｢
朝鮮出兵｣ 参 照 とな っ て い る の で再 び

｢
朝鮮出兵｣ で検 索 を行 う｡

57

②テキ ス トの 文 章中の 調 べ た い 語 句(図 で は
｢
文録 の 役｣) を マ ウ

ス で 切 り取
1)

,
人力 ボ ッ ク ス に 貼 l) 付け ると検 索 が 開始さ れ

る
｡

( 図1 2 検索 の 様子)
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引( 表記型検索 の 時に は , 発音が異なり意味

も異なる全て の 語句と意味内容と が表示され

る｡ また , 接頭語的 な検索も行え る｡ 例えば,

｢ 国際> ｣ で引 ( と,

｢ 国際収支｣ ,

｢ 国際法｣ ,

｢
国際結婚｣ な ど の語句の意味が調 べ られる｡

c D
-

R O M 辞書以外の コ ン ピ ュ
ー タ用語

辞典な どで は, ディ ス ク装置に記憶されて い

る電子辞書か ら意味内容が検索される｡ 辞書

に は こ の他に も い ろ い ろ なも の があるが , 現

在, ヒ ン トやオ ン ライ ン マ ニ ュ ア ル
, 対訳辞

ノ

25)

典 ( 英和 ･ 和英) な ど が 用意さ れて い る｡

また, 参考文献の探索か らそ の抄藤 が表示さ

れたり, 脚注 の より詳 し い 説明を見る こ と も

できる｡

｢
L I N K r 覧｣ で は, 現在 の ノ ー ドに

利用者が付けた参照リ ン クの ⊥ 覧表が示さ れ

る｡ なお, 検索 の結果が出力されたウイ ン ド

ウも切 り貼りが行える の で ,
ノ ー トや メ モ 帳

に転記 (実際に は p as t e) が可能である
-

0

2 6 .
27)

5 ) グル
ー

7
o

ウ ェ ア の利用

我々 は ホ ス ト コ ン ピ ュ
ー タ上に

｢ もん じゅ｣

と い う汎用 の グル
ー プ思考支援 シ ス テム を開

28 ,29)

発 し, 利用して い る o こ れは,
グル

ー プに よ

る コ ン ピ ュ
ー タ利用, ある い は グル ー プに対

する支援を主と して考え た ソ フ ト ウ ェ ア であ
30)

る｡
こ れを使 っ て T S S 端末と同 じように ,

電子メ
ー ル の や り取り, 辞書の検索, 電子窯

板 - の書き込み , 音声合成に よる メ ッ セ ー ジ

の
一

斉放送,
ホ ス トで の プ ロ グラ ム の 実行 ,

電子掲示板 (討論会など) - の書き込み , .
隻

団ゲ
ー

ム 等が行える.

4 . 3 シ ス テ ム の 特徴

こ こ で は,
これまで説明 して きた ハ イ パ ー

メ ディ ア
･ シ ス テム の特徴を述 べ るo

まず第 一 に ,
こ の - イ パ ー メ ディ ア

. シ ス

テ ム で は , 各 ノ
,

- ドに い ろ い ろなメ デ ィ ア

を配置 できる ｡ 映像, 音声 など通常 の テキ ス

トには な い メ ディ ア を使 っ で情報や 知識を伝

達する こ と が で きる
｡

しか も, 1 つ の デ ィ ス

プ レ イ上に , 文字, 図形, イ メ
ー ジ

, 映像な

どの 各種 メ ディ アを混在させ て表示 できる こ

とか ら, 例えば, 映像, イ メ
ー

ジ を視野に入

れなが ら, ノ
ー トウ イ ン ドウに メ モ をとり,

ディ ス プ レ イ上 で辞書を開 い で意味を調 べ る

と い うように思考過程 の ス ム ー ズさを確保で
31)

きる ｡
い ろ い ろなメ ディ ア の 特性 を活かすこ

と ができる こ とか ら, 視聴覚を優 っ て の 学習

が でき, 直感的か つ 視覚的なダイナミ ッ ク ･

オ ペ レ
- シ 白 ン で知識 の海を探索する こ とが

できる ｡

つ ぎに , われわれ の - イ パ ー メ ディ ア ･ シ

ス テム では , 各ノ ー ドにある オ ブ ジ ェ クトに

対して , 利用者自らが自由に つ けた関連付 け

(参照リ ン ク) を, 後 で参照する ときの ため

に記憶 しておく こ とが できる ｡
こ の とき関連

付けられるオ ブ ジ ェ クト の 対象は テキ ス トだ

けでなく, イメ ー ジ , 映像, 図や グラ フ , 普

声,
メ モ 帳,

プ ロ グラ ム が許さ れる｡ また,

動画か ら静止画 - の変換機能により, 佳意の

動画を保存でき, それを後で参照する こ とも

で きる｡

また
, ディ スプ レ イ上 の テキ ス トや文書を

読ん で い る ときに , もしもわか らな い 語句が

あれば, 辞典 ･ 辞書( いずれ百科事典の C D -

R O M も登場するで あろう) , 対訳辞典,

L 参考

文献の 抄鈍 オ ン ライ ン マ ニ ュ ア ル
,

プ ロ グ

ラム な ど の ツ
ー ル がその 場で利用で きる｡ 辞

典な どの 検索では , テキ ス ト上にある調 べ た

い 語句を再度キ ー ボ ー ドか ら入力する必要は

なく, 切り貼りに よ っ て ( c u t & p a st e) 簡単

に行う ことが できる
｡

w s 上に シ ス テ ム が構築 さ れ て い る こ と か

ら, その マ ル チタ ス ク機能に より, ホ ス ト コ

ン ピ ュ
ー タか らの処理結果を待 っ て い る間に

別 の仕事をす る こ と が でき,
ホ ス ト コ ン ピ ュ

ー タ と の 通信系, 端末 の 個別処理系とを分離

する こ とが できる ｡
ホ ス ト コ ン ピ ュ

ー タか ら

の 返答や メ
ー

ル 到着は アイ コ ン の 出現に よ っ

て , それ となく知 らされ る o
こ れ に より端末

の 利便性が大 い に改善され た
｡
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ホ ス ト コ ン ピ ュ
ー タ の T S S 端末との ネ ッ

トワ
ー クでは, 利用者の範囲を広げて, グル

ー プの 中で の 利用 ( グル ー プウ エ ア) を進め

て行く こ と が できた｡ こ れにより - イ パ ー

メ

ディ ア の活用をより広く, 深くする土とが で

きる｡ 最後に C A T V を利用 した応用の 可能

性 が 開け た点も大 きな成果 で あ っ た (5 . 4参

顔) o

5
. 応 用

最後 に, 上 で説明してきた - イ パ ー メ ディ

ア ･ シ ス テム を使 っ て できる応用例 の い く つ

か をごく簡単に解説する ｡

5 . 1 教科書 ( 電子教科書)

こ こ では , 講義の
一

つ である ｢
情報処理概

論｣ を例に - イ パ ー

メ ディ ア ･ シ ス テム の利

用例を述 べ る｡ 各ノ ー ドの 各メディ ア の 内容

と分量, イ メ
ー

ジや映像の決定は , 事前に十

分検討さ れなければ ならな い ｡ テキ ス トの 一

部を音声で出したり, 脚注や補足説明は必要

に応 じて行う｡

5 9

まず最初に アイ コ ン の中か ら, 電子テキ ス

トである ｢
情報処理概論｣ の アイテ ム を選択

する と, 教科書作成者に よ っ てすでに階層的

に リ ン ク付けされた最初の ノ
ー ド ( 目次 の第

一 階層 : 章) が展開される｡ そこ で , 自分 が

参照 した い 項目をクリ ッ クして い き, ノ ー ド

をた ど っ て い く と (章か ら節 -
,

･ 節か ら -

･ ) , 次 々 と新たな ノ
ー ドが展開される ｡ ノ ー

ドの
一

つ を選択すると メ ディ ア選択メ ニ
ュ

ー

が表示される｡ テキ ス ト, イメ ー ジ
,

A V (動

画) の それぞれを選ぶ と, 各々 に対応 したメ

ディ アが表示 されるo ( 図1 3参照)

( 図1 4 語句 の 意味を表示)

( 図1 3 デ ィ ス プ レ イ上 の 各メ ディ ア)
イ メ ー ジ ウィ ン ドウ ( 左上) A V ウ ィ ン ドウ (右 上)
ノ

ー ドの 階層 ( 中央左) メ デ ィ ア選 択 メ ニ ュ
ー

( 中央)
検 索入 力 ウ ィ ン ドウ ( 中央右) テ キス ト (左下) 参照 リ ン ク (右 下)
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o Li n k S h o w の 実行 例o

○ リ ン ク 元 ノ- ド( 図 で は , ネ ･; ト ワーク) の メ ディ ア選 択 メ

ニ ュ
ー

で Li n k M a k e をクリ ッ クする
D

I
ア イ コ ン が

亘 ⇒ ←

タ
ー

ゲ ッ ト か ら 矢印 -

○ メ ディ アの どの 種撃と
'
) ン クするの か を選択 するo ( 図 で はテ

キス ト)

○ リ ン ク先の ノ- ド 個 で は , も んじ ゅ) - アイ コ ン を移動 し,

ク 1) ッ ク するo

ア イ コ ン が

室 -

-

i :I
握手 力三ら ク ー ゲ

'

L

ソ ト -

( 図1 5 参照 リ ン ク の 作り方 : 例
｢
ネ ッ トワ

ー

ク｣ か ら
｢
もん じ ゅ → の テ キ ス ト - の リ ン ク)
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メ ディ ア選択メ ニ ュ
ー

か らサ ー

チの 項目を

選 び, 検索ウ ィ ン ドウを出す｡ そ して, テキ

ス トか らわか らな い 語句 (漢字) を マ ウ ス で

切り取り, 検索ウ イ ン
.
ドゥに貼り付ける ｡ C

D T R ,O M 用検索プ ロ グラ ム (検索 プ ロ グラ

ム は パ ー

ソ ナ ル コ ン ピ ュ
ー タ上 で動く) が働

き, C D -

R O M か ら検索 した語句の 意味が

新たなウ ィ ン ドウに 表示される ( 図1 4参照) 0

つ ぎに , あるテキ ス トと別の メディ ア とを,

自分 でリ ン ク付け して記憶させ ておきた い と

きは ,
メ ディ ア選 択 メ ニ ュ

ー

か ら L I N K -

M A K E を選 ぶ
｡ そ して相 手型 の メ ディ ア選

択 メ ニ ュ
ー

か ら対象の メ ディ アを選 べ ばよ い

( 図15 参照) 0

5 ･ 2 案内 (絵の 出る図書館)
一

般の教科書の ように文字情報が中心 にな

るもの と対照 的に, イ メ ー ジや 映像を中心に

置 い た ハ イ パ ー メ ディ アも考え られる ｡ 美術

関係の 本が多い 図書館などで の 利用を考 えて

み る の も楽し い
｡ 階層的なリ ン ク の 部分 は,

見た い 絵を探す ため の 検索機能として使う｡

希望の もの に近 づ い たなら, イ メ ー

ジある い

は 映像 の 出力 を依頼 する ( クリ ッ クする だ

け) ｡ イメ ー

ジ の 方で は, 出てきたイ メ ー

ジ デ
ー タ の 前後, 少 し離れ た場所に , 自由に移動

する こ とに よ っ て
, 次か ら次 へ と絵 を見る こ

とが できる ｡ 媒体 として
,

レ
ー ザ ー デ ィ ス ク

装 置や 光 デ ィ ス ク装 置 が あれ ば非常に優れ

た 応 答性 と 大量 の デ ー

タ が 記録 できる
｡ ま

た, 映像が選ば れた ときに は, ビ デ オある い

は レ
ー ザ ー

ディ ス クの 指定の場所 に自動的に

移動 し, A V ウ ィ ン ドウに作品の制作過程 が

映し出され た り, 作品め歴史的文化的背景 の

説明 が映像を通 し て 流れ て く るような使 い 方

が可能 である ｡ 現在 こ の ような利用形態の
一

つ と して , 工芸 品を対象とした シ ス テ ム を計

画して い る｡

6 1

5 . 3 テ レ ビ講座

ビ デオに嶺画され た放送講座用 の ビデオを

セ ッ トし, テキ ス トは ディ ス クあ る い は C

D
-

R O M で配布され, それを - イ パ ー

メデ

ィ アで開く｡ 学生は それを見なが ら講義 ノ ー

トを ノ ー トウ ィ ン ドウを使 っ て作成 し, 後で

それを レ ポ ー トに し, その まま, 電子メ ー ル

で講師 の メ ー

ル ボ ッ クス - 送る ｡ 友達と の議

論 は電子掲示板の 電子会議の コ ー ナ ー

を用 い

て行う｡ こ の ように して テ レ ビ 講座 の有効利
3 2)

用をはか る ｡

ハ イ パ ー

メ ディ アか ら, ホ ス トコ ン ピ ュ
ー

タが持つ グル ー プウ エ ア の機能を利用する方

法を説明しよう｡ 図1 6 の ツ ー ル ボ ッ ク ス の 中

か ら ｢ もん じゅ ｣ を選ぶ と, 処理要求の ため

の 入力 ボ ッ クス が出てく る ｡

｢
何に｣ の と こ ろ

に
, 依頼 した い 処理対象(例えば電子掲示板)

を,

｢ どうするの ? ｣ に は, 処理内苓( 電子掲

示板に書く) を,

∵

最後に 内容 ( 掲示板に書く
33)

文面) を具体 的に書い て, もんじ ゅ に送 る｡

こ の 時点 でプ ロ セ ス は終了し, ホ ス トか らの

返答や メ
ー

ル の 到着は アイ コ ン の 出現に よ っ

てそれ となく知 らされる｡ あ とでその アイ コ

ン をクリ ッ クして内容を見る こ とが できる ｡

( 図16 もん じ ゅ の 入 力 ボ ッ ク ス)

5 . 4 双方向遠隔授業シ ス テ ム

テ レ ビ講座 の 講義をリ ア ル タイム に行 い
,

しか も, 講師と教室 と の コ ミ ュ ニ ケ ー

シ ョ ン

を双方向にする こ とに よ っ て, 双方向遠隔授

業 シ ス テ ム が 構築 で きる ｡ た だ し, こ の と き
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講師と学生と の 間で コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン が不

自由なく円滑 に行え るようにする ため には ,

コ ン ピ ュ
ー タによる支援が欠かせ な い もの に

なる ｡

形態に は 2 つ の もの が考えられる o

一

つ は

集中型と呼べ るも の で, 学習者側 が
-

ケ所に

集ま っ て受講する場合 で,

一 般的によく見か

けるタイプの もの である ｡ 本学 で行 っ て い る

実験的なシ ス テム で は グル
ー プウ エ ア機能を

も っ た コ ン ピ ュ
ー タシ ス テ ム を使 っ て双方向

遠隔授業 シ ス テム を構築して い る
｡ ( 図1 7 に

3 4

そ の 様子を示 して おく
｡

( 図1 7 双方向遠隔授業 シ ス テ ム とそ の 様子)

もう
一

つ の 方 は, 受講者側 もばらば らに い

ろ い ろな場所 で聴講するような分散型の タイ

プである ｡
こ の 場合に は前者と異なり, 互 い

の コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン を い か に 円滑 に行うか

が重要な課題となる ｡

一 般 の テ レ ビ で視聴 し

て, 電話や フ ァ クシ ミ リで質問する と いうよ

うなシ ス テム が最も簡易に とれる方法かもし

れな い
｡

わ れ われ は現在, こ の ケ
ー

ス に ハ イ

パ ー メ ディ ア ･ シ ス テ ム を導入して , 電子化

さ れた マ ル チ メディ ア教科書を使 い
, C A T

v の 映像を視聴 して勉学を進め る と い うシ ス

テム を構築 して い る( 図18 参照) ｡ 麓師側に も

W A N ( W id e A r e a N e t w o r k s) に接続さ れ

た W S が あれば,
コ ミ ュ ニ ケ

ー

シ ョ ン 能力は

電話以上に補強さ れ る｡
さ らに , 聴講者 の ハ

イ パ ー メ デ ィ ア端末か ら入力され た 意見 が講師

の 手元にある電子黒板に打ち出されるような

工夫 によ っ て , 遠隔授業 の 有効性を損 なうこ

3 5 )

となく授業が実施で きる｡

( 図1 8 双方向遠隔教育用 - イ パ ー メ デ ィ ア

ン ス テ ム)

6 . おわ りに

本稿 で述 べ た研究の 目的は ,
い ろ い ろなメ

ディ ア の利凧 こよ っ て , 人間は他の 人と協同し

て ,
い か に して 自分 の 知的能力を伸 ば し, 知

識を増幅して い ける かを具体的な シ ス テ ム を

通して検討する こ とであ っ た ｡ 本来知識 は他

人と の 関係 で育まれ, 孤 立した個 人と い うよ

りは グ ル
ー プ の 中で こ そ, より い っ そう高め

られる もの で ある
｡

こ の 点か らも, われわれ

は W S 上 に - イ パ ー メ デ ィ アを用意し, しか

ち, 水平的ネ ッ トワ
ー クによる グ ル

ー プ ウ エ

ア の機能さえも利用 できる環境を ユ ー ザ ー に

提供する こ とによ っ て, 上 の理想に
一 歩 でも

近づ き得るもの では か ､ か と考 えて い る
｡

今後 は, 第 5 章で述 べ た応用 シ ス テム を実

際 に 利用 した ユ ー ザ ー か らの体験をも と に ,

ハ イ パ ⊥ メ デ ィ ア ･ シ ス テ ム の 改 良 ･ 改善

に努め た い
｡

最 後 に 現時 点 で 明 ら か に な っ

た,
シ ス テ ム の今後 の改良点をあげて おくo

･ w s に 直接接続可能な周辺装置が今後開発

さ れ る と い う条件付 で はある が ,
パ ー ソ ナ ル

コ ン ピ ュ
ー タ側 で行 わせ て い る処 理を, W S

側 です べ て行える ように して ,
シ ス テ ム の パ

ッ ケ ー ジ化をはか る ｡
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･ 辞書検索 の 多様性 ( ワイ ル ドカ
ー

ド付き,

および条件付き検索など) を高め ると共 に,

検索に 自然言語処理 の 技術を導入 して , わか

らな い 語句の 自動検索や文章理解に対する支

援 の能力を高め る ｡

･ シ ス テム 全体をオブ ジ ェ クト指向プ ロ グラ

ミ ン グで再構築 して , 汎用性を持た せ たもの

にする ｡

･ 現在 の もん じゅ シミ ュ レ
ー タは い ずれ端末

エ ミ ュ レ
ー タによる方式に改め る が, そ の際,

エ ミ ュ レ
ー

タと - イ パ ー メ デ ィ ア ･ シ ス テ ム と

6 3

は切り離された別のもの として では なく, 統

合された型に する ｡

･ 利用者の レ ベ ル ( マ ウ ス だ けで見て 回る初

心者か ら, メ ディ ア の 設計まで許す高度な段

階まで) に合 っ た利用 が可能なシ ス テム にす

る｡
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1 4) 現在 , 我が国で も
一

般 に 利用 で き る - イ パ ー メ デ ィ ア と し て
,
H y p e rC a r d l l)

や G u id e が普及し て い る

が, こ れらは 1 台 の パ ソ コ ン で の 閉じ た利用形態が そ の 主流で ある .

1 5) 現在, メ ディ ア 間 の 変換, 統 一 的取り扱 い に つ い て の 研究が盛ん に行われ て い る
.

しか し
,

われわれ

の シ ス テ ム で は, 映像か らイ メ ー ジ
, 文字か ら音声 へ と い う簡単な メ デ ィ ア変換 の 利用以外は, 構造

化情報 ( テキ ス トや図) と非構造化情報 ( T V や ビ デ オ の 映像,
イ メ

ー

ジ
, 音声など) をそ の まま の

形 で提供する に留ま っ て い る.

1 6) 現在 ま だ W S と直結で きる装置 が 少 な い た め
_

,
こ の ような形態をと っ て い る が , 将来的に は W S か ら

直接制御 で きる装置も増える で あろう.

1 7) マ イク ロ エ ク ス 社製と
,

N T T 製 の 2 種類.

1 8) こ こ で い うC D - R O M に は, 岩波書店 の 広辞苑 C D - R O M 版を使用し た
.

1 9) ビ デ オや レ
ー

ザ
ー

デ ィ ス ク装置 の 場合 に は
,

パ ー ソナ ル コ ン ピ ュ
ー

タ か ら操作しなく て も
,

W S か ら

直接に コ ン ト ロ
ー

ル する方式も可能で ある .

2 0) チ ャ ン ネ ル の 内, 8 (講師室 の テ レ ビ カ メ ラ中継)
,

9 ( L L 教室 の テ レ ビ カ メ ラ中継
,

ある い は , 請

師室で の 資料提示用 な どに使う) ,
l l ( プ ロ グラ ミ ン グ演習室の テ レ ビ カ メ ラ中継) の 3 つ の チ ャ ン ネ

ル が , 放送用 に割り当て られ て い る .

21) た だ し, 読者側 で 階層構造 の ソ ー

ス デ
ー

タを変更する場合は そ の 限り で は な い
.

2 2) 終端ノ ー

ドま で い き つ く と ノ ー

ド名が赤色 で囲まれて い て
,

こ れ以上先に は ノ ー ドが な い こ と を示し

て い る.

2 3) もちろ ん キー ボ ー ドか ら入力し てもさし つ か え な い
.

2 4) 検索 の 方法に は, 普通 の 国語辞典を引くように
,

ひ ら が なある い は カ タ カ ナ で見出し語検索す る方法

と漢和辞典を引く時 の ように漢字仮名混り ( ある い は ア ル フ ァ
ベ ッ ト) で表記型検索をする方法 の ど

ちらも可能で ある.

2 5) 将来的に は
,

テキ ス トか ら切 り取 っ た 1 セ ン テ ン ス を読ん で, それを単語に 分解し, それ に 基 づ い て

辞書 の 検索 を自動的に行えるように し た い
. そ の 時,

シ ス テ ム で は た ど っ て釆た ノ ー ドが記憶 さ れ て

い る の で , 現在ど の ノ
ー

ドで検索が行われ て い る か と い う コ ン テキ ス ト情報も参考 に で きる であろ

ヽ

l
●
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ー

タ, 高岡短期大学放送公 開講座『身近な コ ン ピ ュ
ー

タ』,
1 3 1- 1 6 8

,

1 9 8 9 .

2 9) 小郷直言 ,
米川覚 :

"

授業 に お け る グ ル
ー プ ウ エ ア利用 の 可能性

' '
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ピ ュ
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3 0) もん じ ゅ は
,

共通 の 目的を持 っ て集ま っ た 人間 の 集団 ( た と えば授業や会議) の 中で,
コ ン ピ ュ

ー タ

が単に 個 人的な道具 と し て 使 わ れ る と い うだ け で なく
,

通信機器 , 他人 と の 情報 ･ 知識 の 交換 ,
意見

の 発表, 集団 に よ る学習
･ 意思決定な ど の 手段を提供 し, 問題意識を持 つ も の 同士 が 継続的 に

,
か つ
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ー

ス の 観 点か らする と , 例え ば
･

ユ
ー

ザ
ー が 下を向 い て 机上 に 置か れ た ノ ー

ト

に メ モ を採 っ た り
,
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32) 現在ま で に
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