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要 旨

本稿で は ､ 都市型 C A T V の双方向機能を利用し た マ ル チ メ デ ィ ア L A N の基本的な構成と
, 逮

隔学習 に おけ る応用の可能性 に つ い て述 べ る ｡ こ の L A N は低 コ ス ト で運用 で き る ｡ ま た
,

こ の L

A N を利用 して
, 遠隔学習を支援す る多様な サ ー ビ ス を提供す る こ とが で き る ｡ こ れ ら の サ ー

ビ ス

の例として は, 遠隔授業 の支援, 映像の加工 に よ る添削 シ ス テ ム 等がある｡

キ ー ワ
ー ド

C A T V 網,
マ ル チ メ デ ィ ア

,
L A N , 遠隔学習

1 はじめに

社会人を対象とした生涯学習の形態 は
, 学

校教育に比 べ て ,

一

斉授業よりも個別学習に

重点が置かれて い る場合が多い
｡

こ れ は, 社

会人に 見られる自主性 の 発達 , 興味 ･ 関心の

多様化, およ び空間的 ･ 時間的な制約に よ っ

て裏付けられ る ｡ 在宅 で の 個別学習者に 対し

学習情報を提供する手段とし て , 現在, さま

ざま な メ デ ィ ア ( テ レ ビ ･ ラ ジオ ･ 郵便等)

が利用されて い る｡ い く つ か の新し い メ デ ィ

ア ( 衛星通信 ･ パ ソ コ ン 通信等) は, そ の 双

方向性を生か して
, 個別学習者の コ ミ ュ

ニ ケ -

1)

シ ョ ン の手段と して利用され つ つ ある ｡

こ の ような新し い メ デ ィ ア と ともに ,
マ ル

チ メ デ ィ ア の教育面で の応用が注目され て い

る｡ 映像 ･ 画像 ･ 音声 ･ テ キ ス ト等を統合し

て伝達する手段も利用で きるように な っ た ｡

メ デ ィ ア の多重化は, 情報を多様な形態 で伝

達す る こ と に よ っ て , 情報受信者の理解をよ

り深める効果を持 っ て い る ｡ さ ら に
,

そ れぞ

れの メ デ ィ ア が コ ン ピ ュ
ー

タ に よ っ て 有機的

に 関連づけられ
,

デ
ー

タと し て加工 ･ 蓄積が

容易に行 える ように な っ た ｡ これらの こ とか

ら マ ル チメ デ ィ ア に よる遠隔 コ ミ ュ
ニ ケ ー

シ ョ

ン は, 在宅学習者の 学習環境を大 きく改善す

る こ とが予想さ れる ｡

近年,

パ ー

ソ ナ ル コ ン ピ ュ
ー

タ の技術的進

歩や そ の 普及 ととともに ,
ビ デオ映像を パ ー

ソ ナ ル コ ン ピ ュ
ー タ上に取り込む技術が広く

利用で きる ように なり,
マ ル チ メ デ ィ ア の 有

用性が身近な もの に な ろうと し て い る｡ しか

し
,

デ ジタ ル化され た映像デ ー タ をリ ア ル タ

イ ム で通信する マ ル チ メ デ ィ ア シ ス テ ム を実

現する ため に は , 高速通信網や高速な -
- ド

ゥ ェ ア が必要で あり,
そ の実現 は通信網の整

備の面か らも コ ス ト の面か らも依然とし て 難

し い の が実情で あり, 今世紀中の実現 の可能

性は薄い ｡

高速 デ ジタ ル 網 の普及が こ れか らで ある こ
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と に 対し, ア ナ ロ グ映像デ ー

タ の通信は, 都

市型有線テ レi ･

'

( 以下, C A T V ) 綱に より
3)

広く利用されて い る ｡ 日本におい て も, 19 8

9 年の民間通信衛星J C S A T およ び S C S

打ち上 げに と もな っ て , 各地 で都市型 C A T
4)

Ⅴ事業が立ち上がりを見せ て い る｡ 都市型 C

A T V 網はt
セ ン タ ∴ 視聴者間の双方向機

能を持 っ て い る の で
, 受信者か らの デ

ー

タ の

送出が可能で ある ｡ 現在こ の機能はキ ャ ブ テ
5)

ン シ ス テ ム や, ホ ー ム セ キ ュ リ テ ィ
i
'

( 水道

の自動検針 ･ 漏水感知) 等に利用されて い る｡

また ,
こ の 機能は双方向の学戴こも利用 され

て い る ｡
これは,

セ ン タ
ー

か ら視聴者に 実習

の映像を送り, 視聴者は セ ン タ
ー

に理解度,

進度に 対する感想等の 反応を数値化し て送 る

シ ス テ ム で ある ｡

しか し
, 現在の都市型 C A T V の双方向機

能は
, 前述の 通り セ ン タ

ー に特定の文字情報

を送信する こ と に 限られ て い る ｡ 映像 ･ 音声

は セ ン タ
ー

か らの片方向の 供給に 限定さ れて

い る｡

われわれは, 都市型 C A T V の持 っ て い る

双方向通信機能に よ っ て , C A T V 網上 で コ

ン ピ ュ
ー

タ信号重畳 に よ る L A N ( L o c a l

A r e a N e t w o r k s ) 機能が使用 で きる こ と に

着目 した ｡ そ して
, 等価な回路に よ る実験的

シ ス テ ム を構成す る こ と に よ っ て , C A T V

網を マ ル チ メ デ ィ ア L A N と し て活用す る場

合の
,

いく つ か の試験的な利用形態 の 検討 を

行 っ た ｡

本稿で は
,

こ の マ ル チ メ デ ィ ア L A N の概

要を示 し, 個別学習者をリ ア ル タイ ム に支援

する こ と を主眼と した シ ス テ ム の 活用 の 可能

性に つ い て考察する ｡ 第 2 章で は
,

シ ス テ ム

の 目的と利用技術を示す ｡ 第3 章で は
,

シ ス

テ ム の遠隔教育に おける応用を中心に した利

用形態に つ い て述 べ る｡ 第 4 章で は
,

シ ス テ

ム の持 っ て い る問題点 を明 らか に する ｡ そ し

て
, 第 5 章で は,

シ ス テ ム の 可能性 に つ い て

論じ る｡

2 マ ルチメ デ ィ ア L A N の 目的とその

基本的構成要素

2 . 1 マ ルチメデ ィ アL A N の 目的と利用技術

われわれの シ ス テ ム は,
マ ル チ メ デ ィ ア を

利用 した コ ミ ュ
ニ ケ

ー シ ョ ン を低 コ ス ト で運

用 し, しかも, リア ル タイ ム な遠隔学習 へ の

応用と
, 個別学習者 へ の支援を目指して い る｡

こ の目的の達成の ため に下記 の指針を想定 し

た ｡

･ リ ア ル タイ ム な映像 ･ 音声の送受信を可

能に するため に , C A T V 網を利用する

･ L A N と して の機能を持たせ る

･ コ ン ピ ュ
ー タ に よる映像 ･ 音声の 制御を

可能に する

･ 単に出力するだ けで なく ,

ユ ー ザ ー イ ン

タ
ー

フ ェ イ ス を考慮する

･ 低 コ ス ト で構築する

これらの指針に沿 っ て
, 都市型 C A T V 網

に 以下 の 機能を付加 し,
マ ル チ メ デ ィ ア L A

N を構成した ｡

∽ C A T V 綱に接続さ れた各端末か ら, 吹
8)

像 ･ 音声信号 ( N T S C 信号) の送 ･

受信を可能に する こと｡

(イ) C A T V に コ ン ピ ュ
ー

タ信号を重畳 して
,

L A N 機能の 利用を可能にする こ と｡

(ウ) コ ン ピ ュ
ー タ で制御可能な映像 ･ 音声の

入出力装置を利用して, 遠隔からの映像 ･

音声の参照 を可能に する こと｡

(4 動画表示装置 ｡ 描画装置を利用 して コ ン

ピ ュ
ー タ の デ ー タ と映像デ

ー

タを統合す

る こと｡

次節 に
,

こ れ ら の機能を実現す るため に利

用 した技術に つ い て述 べ る ｡

2 . 2 シ ス テ ム の 基本的構成要素

(1) C A T V 網

C A T V 網の 各端末か ら N T S C 信号の 送

出を可能に するた め に は, 出力する N T S C

信号を変調 し,
ヘ ッ ド エ ン ドにお い て復調 し
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て入力する必要がある ｡ こ の ため, 端末から

ヘ
ッ ド エ ン ドまで に設置されて い る分岐器お

よ び増幅器 は
,

こ の 変調さ れた信号を通過さ

せ るもの で なければならな い ｡

本学の C A T V 網に おい て は,

一

部の端末

か ら変調信号の送出が可能で あり, これらは
9)

遠隔双方向教育シ ス テ ム に利用されて い る｡

(2) L A N 機能

C A T V 網 に コ ン ピ ュ
ー

タ信号を重畳す る

こ と に よ っ て
,

L A N 機能 を実現す る シ ス テ
9)

ム と して
,

V i e w N e t が ある｡ V i e w N et は
,

R
ll)

S 2 3 2 C イ ン タ
ー フ ェ イ ス に

, 半二 重 モ デ

ム を同軸ケ
ー ブ ル で バ ス 型 に接続した L A N

である ｡

L A N とし て以下の機能を持 っ て い る ｡

ネ ッ ト ワ ー

ク上の 端末の

(7) フ ァ イ ル の コ ピ ー
･ 削除 ･ タイ プ ･ 名

前変更

(イ) デ ィ レ ク ト リ ー の 一 覧 ･ 作成 ･ 削除

(ウ) ネ ッ ト ワ ー ク に登録 されて い るプリ ン

タ の共有

(3) 制御可能な映像 ･ 音声入出力装置

コ ン ピ ュ
ー

タ に よ る制御が可能な映像 ･ 音

声入出力装置に は, L D プ レ
ー ヤ及び V T R

がある ｡ こ れ らの機器は いずれ もR S 2 3 2

C イ ン タ
ー フ ェ イ ス を持 っ て おり,

パ ー

ソ ナ

ル コ ン ピ ュ
ー タか ら コ マ ン ドを送出する こ と

に よ っ て
, 特定部分の 録画 ･ 再生等が可能で

ある｡ 特に
,

L D プ レ
ー

ヤ
ー

は
,

ラ ン ダ ム ア

ク セ ス に よる良好な応答性を提供で きる ｡

(4) 動画表示装置 ･ 描画装置

パ ー

ソ ナ ル コ ン ピ ュ
ー タ に ビ デ オ映像を表

12)

示させ る装置と し て
,

s u p e r C V I があ る ｡

s u p e r C V I は, フ ル カ ラ
ー ビ デ オ画像の 取

り込 み
, 表示, 加工を目的と した フ レ

ー ム メ

モ リ ボ ー ド で ある ｡

入力は N T S C ビ デオ信号及 びS ( 輝度/
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カ ラ ー 分離) 信号で , こ の信号をR G B 各8

ビ ッ ト で A / D ( ア ナ ロ グ/ デ ジタ ル) 変換

しメ モ リ に記憶 し, D / A ( デ ジタ ル / ア ナ

ロ グ) 変換して N T S C , S , ア ナ ロ グR G

B 信号として 出力す る｡ フ レ
ー ム メ モ リに 取

り込んだ画像デ ー タは コ ン ピ ュ
ー タ本体か ら

自由に ア ク セ ス で きる の で , 画像デ
ー

タ の 加

工や保存, 呼出が可能で ある｡

また, 取込動作と表示動作は非同期の並列

動作を可能に し て い る ため
,

C R T 画面の 任

意 の位置 ･ 大 きさ で ビ デオ の 映像を ス
ー パ ー

イ ン ポ ー ズ表示させ る ことが できる ｡

こ の とき,
マ ウ ス や手書き用タ ブ レ ッ ト を

使用す る ことに よ っ て C R T 画面の特定の 位

置 を指示 したり, 着色 ･ 描画する ことが で き

る ｡

3 マ ル チメ デ ィ ア L A N の 利用

近年, 新し い メ デ ィ ア を活用 し て遠隔学習

を支援する動きが活発化して い る ｡

テ レ ビ放送 ( 片方向) , 放送衛星 ･ C A T

V ( 双方向) を利用 した遠隔授業が実用化さ

れ, 高等教育, 企業内研修等 に利用さ れて い
1 3)

る ｡ ま た,
パ ソ コ ン 通信等を利用 した オ ン ラ

イ ン の 文献検索 ｡ 利用予約サ ー ビ ス や , 各種

生涯学習関係機関の情報サ ー ビ ス の提供が進
14)

ん で い る ｡

C A T V 網上 の マ ル チ メ デ ィ ア L A N は,

情報の共有形態 に応 じた多様な シ ス テ ム 構成

を持っ ｡ また ,
こ れ らの シ ス テ ム は遠隔学習

を支援するさまざまな機能を提供す る ( 表1

参照) ｡

マ ル チ メ デ ィ ア L A N に おける情報の共有

形態は以下 の とおり で ある ｡

( a) フ ァ イ ル の共有

シ ス テ ム をL A N と して 活用 し, フ ァ イ

ル 転送等の機能を利用する｡

(b) フ ァ イ ル ･ 映像 ･ 音声の 共有 ( 片方向)

( a) に加え て
, 複数の端末が C A T V の 同
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じチ ャ ン ネ ル を受信する こ とに よ っ て 映

像情報を共有する ｡

( c) フ ァ イ ル ･ 映像 ･ 音声の共有 ( 双方向)

( a) に加え て , 複数の 端末が C A T V の 複

数の チ ャ ン ネ ル を使用し て映像デ
ー

タ を

送受信する ｡

表1 C A T V 網上の マ ル チ メ デ ィ ア L A N シ ス テ ム の 情報共有形態に よ る分類

基本的な機能 遠隔教育 へ の応用

フ ァ イ ル の 共有 L A N 機能の利用 (3 . 1)

フ ァ イ ル . 映像デ ー タ の共有 映像 . 音声の 共有 遠隔授業の 支援

( 映像送出は片方向) (3 .
2

.
1) (3 .

2
.
2)

フ ァ イ ル . 映像デ
ー

タ の共有 二 者に よる電子会議 映像の加工 に よる添削

( 映像送出は双方向) (3 .
3

.
1) (3 . 3 . 2)

( ) 内の 数字は
, 本文中で の説明箇所を示す

本章で は
, 表1 に 従い

,
それぞれの情報の

共有形態 に おける シ ス テ ム 構成と, そ の 応用

に つ い て述 べ る｡

3 . 1 フ ァ イル の共有

C A T V 網 の各端子 に 分岐器 を接続し,
1

つ の端子に は テ レ ビ モ ニ タ を接続し
,

もう 1

つ の端子に は半二重 モ デ ム 経由で パ ー

ソ ナ ル

コ ン ピ ュ
ー

タ を接続す る ( 図 1 参照) ｡ 各 コ

ン ピ ュ
ー タ の O S ( オ ペ レ

ー

テ ィ ン グシ ス テ

ム) 上に L A N 機能を持 っ ド ラ イ バ を常駐さ

せ る ことに より, C A T V 網上 に 2 . 2 ( 2 )

で述 べ た L A N と し て の 機能を低 コ ス ト で ,

しか も容易に 実現する こ と が できる ｡

C A T V 網 に よ っ て は
,

C A T V 網上 に 直

流電流を重畳する場合がある ｡ こ の とき コ ン

ピ ュ
ー

タ の信号は C A T V 網上 に送出す る こ

とが できな い
｡

こ の場合は コ ン ピ ュ
ー

タ信号

を変調 し
,

C A T V 網の チ ャ ン ネ ル の 1 つ を

コ ン ピ ュ
ー

タ の デ ー タ通信用チ ャ ン ネ ル に す

図 1 L A N 機能の利用
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る必要が ある｡

3 . 2 フ ァ イ ル ･ 映像 ･ 音声の共有( 片方向)

3
.
2

.
1 映像 ･ 音声の共有

3 . 1 の シ ス テ ム の 送出側に 制御可能な映

像 ･ 音声入出力装置を接続し, 映像 ･ 音声出
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力は変調器を通じて C A T V 網上に送出する

( 図2 参照) 0

受取側は L A N 機能を使用 し て , まず再生

可能な映像 ･ 音声に つ い て の デ
ー

タ パ ッ ケ
ー

ジを送出側か ら受取る ｡ 次に検索機能を用い

て必要な場面を選択して送出側にそ の情報を

転送する ｡ 送出側は指示デ ー タに基づ い て ,

映像 ･ 音声入出力機器 を制御する ｡ 映像 ･ 音

声出力を共同受信する ことに よ っ て , 映像デ
ー

タを共有しながら, テ キ ス ト に よ る通信を行

うこ とが可能に なる ｡

こ の シ ス テ ム に お い て
,

それぞ れの端末の

出力をテ レ ビ チ ュ
ー

ナ
ー で N T S C ビ デオ信

号,
ま たは S 信号に 変換し, 動画表示装置を

通 じて端末の C R T 内に ス ー パ ー

イ ン ポ
ー ズ

表示させ る場合は, 以下 の利点が考え られる｡

(7) 映像を拡張メ モ リ上に取込むため
, 簡

単な操作で静止画を得る こ とが で きる ｡

(イ) (7)の 静止画 は画像フ ァ イ ル とし て保存

可能で ある の で
, 学習者 は簡単な操作で

ビ デ オ映像か ら学習教材を得る ことが で

きる｡

(ウ) C R T 上 の テ キ ス ト に映像を ス
- パ ー

R S 2 3 2 C - ♯1

( 制御用)

図 2 映像情報の 共有



1 68 藤田 徹也 ･ 小郷 直言 ･ 坂川 幸雄

イ ン ポ ー ズする こ とに よ っ て , テ キ ス ト

に よ る テ レ ビ画面の説明が行え る ｡

3 .
2

. 2 遠隔授業の支援

3 . 1 の シ ス テ ム の 送出側 に 講師, 受取側

に 学習者を想定し, 既製の V T R 教材を利用

して遠隔授業を行う ことを考える｡

講義等の V T R 教材の 映像を動画表示装置

を通 じ て, 送出側の C R T 画面上 に ス ー パ ー

イ ン ポ ー ズす る｡
こ の とき, 送出側で は描画

ソ フ トやグ ラ フ作成ソ フ ト等を実行する ｡ 講

師は, タ ッ チ ペ ン 等を用 い た描画や
,

グ ラ フ

表示等に よ っ て ,
ス

ー パ ー イ ン ポ ー ズされた

画像に リ ア ル タイ ム に さまざま な添削 ･ 加工

を加え る ｡ そ の結果の R G B 出力を R G B /

N T S C コ ン バ ー

タ に よ っ て N T S C 信号に

変換し, 変調器を通 じ て C A T V 綱に送出す

る ( 図3 参照) ｡

既製の教材に対して リ ア ル タイ ム に重点項

目やグラ フ等の提示, 内容の 修正等を行うこ

とが できる ｡ 描画ソ フ ト で の フ リ ー - ン ドだ

けで なく, テ キ ス ト画面の文字や グラ フ作成

ソ フ ト か ら作り出される グラ フ等も使用可能

である ( 図4 参照) ｡ 図4 は , V T R に よ る

講義に, フ リ
ー ハ ン ドや図表を ス

ー パ ー

イ ン

ポ ー ズして提示した例で ある｡ これによ っ て,

V T R 教材の持 っ て い る欠点を下記の とおり

改善する ことが で きる ｡

(7) 収録された時点以降に生じた新しい事

項 を補う ことが で きる ｡

(-I) Ⅴ･T R 教材に , 使用される場面や対象

とな る学習者の 層に対応 し て , 補助教材

を弾力的に 付加する ことが で きる ｡

(ウ) 画像で は見に くい補助教材 (小さ い文

字, グラ フ
, 義) をわかりやすく提示す

る こ とが できる ｡

図 3 遠隔授業の 支援
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講義等 の V T R 教材を

コ ン ピ ュ
ー タ画面とス ー

パ ー イ ン ポ ー ズ し て 送

出す る ｡

フ リ
ー ハ ン ドに よ る文字を

ス
ー パ - イ ン ポ ー ズ した 例

V T R 教材

図 4 遠隔授業の 支援
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(⇒ 講義途中に C R T 画面上 で発問が可能

で あり, 学習者は L A N を通 じて返答す

る｡ 発問の内容は講義毎に変え る ことが

で きる ｡

現在,
V T R 教材は広く使用され て い るが

,

こ の シ ス テ ム で は V T R 教材に加え て , テキ

ス ト の 双方向の 通信をも用 い て遠隔教育を支

援する こ とが できる ｡

3 . 3 フ ァ イル ･ 映像 ･ 音声の共有( 双方向)

3
.
3

.
1 二 者に よ る電子会議シ ス テ ム

3 . 1 の シ ス テ ム に おい て , 二 者 ( 学習者

同士 ,
ある い は学習者と講師等) それぞれの

場所に ビ デオカ メ ラ を設置し, 出力を変調し

て C A T V 網に送出で きるように する ｡ そし

て , それぞれが相手側の送出した映像を受信

する ｡ これによ っ て , テ キ ス トと映像情報の

交換が可能になり, 双方向の テ レ ビ会議シ ス

テ ム が実現され る ( 図5 参照) ｡ こ の シ ス テ

ム を使用す ると, 従来の テ レ ビ会議に 加え て

文書資料の参照 ･ 交換が容易に なり, しか も
15)

そ れを低 コ ス ト で実現する ことが で きる｡

3
.
3

.
2 映像の 加工 による添削

3 . 2 . 2 の シ ス テ ム の中で
, 送 出側が行 っ

て い た映像入力を受取側から行い
, そ の デ

ー

タが送出側に よ っ て加工された結果を, あ る

い は加工 の 過程を, 受取側が見る こ とが で き

る ｡ 送出側と して講師, 受取側として受講者

を想定す ると
, 映像資料の添削シ ス テ ム が構

築できた こ と に な る ( 図 6 参照) ｡ 具体的な

添削の 内容の例とし て は, 受講者が提出した

資料に対す る コ メ ン ト, 訂正, 話題 の強調が

ある ( 図7 参照) ｡ 通常の 添削と違 い , 修正

するプ ロ セ ス が リ ア ル タイ ム に示される ｡ 最

終的な テ キ ス ト は L A N を通 じて受け取る こ

とが で きる ｡ 図 7 は, 受講者の 提示 した テ キ
16)

ス ト に
, 講師が赤色で添削を加えた例 である｡

図5 二者に よ る電子会議シ ス テ ム
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受講者は映像を送出する ｡

講師は映像を取り込む｡

1 7 1

講師は デ
ー

タ を加工す る｡ 受講者は加工 の過程

を見る こ とがで きる ｡

図 7 映像の加 工 に よる添削
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4 問題点

前章で は, マ ル チ メ デ ィ ア L A N の , 主 と

して遠隔教育 へ の 応用 に つ い て , いく つ かの

実験例を示 しながら, 考察を加えて きた ｡ 本

章で は,
シ ス テ ム の 持 っ 問題点に つ い て述 べ

る ｡

(1) L A N として の 機能

C A T V 網上 の L A N は
,

パ ー ソ ナ ル コ ン

ピ ュ
ー

タ上 の小規模L A N とし て設計され て

い るため, 以下の ような制約を持 っ て い る｡

･ 電子 メ ー ル機能を持 っ て い な い
｡

･ R S 2 3 2 C ポ ー

トを使用 し て い るため
,

通信速度は最高19 .2 k b p s で あり, 映像デ ー

タ等の リ ア ル タイ ム な送受信は困難で ある｡

(2) ホ ス ト か らの映像出力の共有

C A T V 網上 に接続された端末は, 原則と

し て全て の チ ャ ン ネ ル を受信できる｡ しか し
,

シ ス テ ム の 利用形態 に よ っ て は
,

1 対1 で の

映像デ
ー

タ の通信が必要 に な る｡

< 1 対 1 だけの通信を必要 とする シ ス テ ム >
･ 二者に よる テ レ ビ会議 ( 3 . 3 . 1 )
･ 映像の 加工 に よる添削 ( 3 . 3 . 2 )

こ の 問題を解決するため に , 映像出力を必

要に応 じ て暗号化し て
, 特定の ユ ー ザだけが

解読 で きるようにする必要が出て くる ｡

(3) 音声デ ー

タ の 保存

C A T V 網からの映像出力に つ い て は, フ

レ
ー ム バ

ッ フ ァ に取り込む ことに より, 画像

フ ァ イ ル として保存可能で あるが , 音声出力

を フ ァ イ ル化して保存し再生するため には
,

専用の -
- ドゥ ェ ア が必要で あり, 現在 の と

こ ろ コ ス ト的に難し い ｡

5 シ ス テ ム の 可能性

本章で は
, 多チ ャ ン ネ ル の 利用 ,

パ ソ コ ン

通信と の併用,
お よびデ ジタ ル 化と の関連か

ら
,

シ ス テ ム の可能性に つ い て述
'

J < る ｡

(1) 多チ ャ ン ネ ル の 利用

本稿で は C A T V 網の独自放送の チ ャ ン ネ

ル の うち, 2 つ まで の チ ャ ン ネ ル を利用 した

シ ス テ ム に つ い て 述 べ て きた ｡ 多チ ャ ン ネ ル

の 独自放送を使用する場合は, 以下の ような

利用 が考え られる ｡

･ 三者以上 に よ る テ レ ビ会議 シ ス テ ム

･ 複数の講師と助手に よるチ ー ム ･ テ ィ
ー チ

ン グ

･ 複数の学習者に対す る映像の 加工 に よ る添

削

･ 制御可能な V T R に よ る映像情報の ネ ッ ト

ワ ー ク

(2) パ ソ コ ン 通信との 併用

マ ル チ メ デ ィ ア L A N の利用は原則的に リ

ア ル タイ ム で あるが, 二者間の ス ケ ジ ュ
ー ル

を調整する ため に
,

パ ソ コ ン 通信の 電子掲示

板機能を併用す る こ とが考え られる ｡ また,

チ ャ ッ ト機能を利用す ると, 独自放送 の チ ャ

ン ネ ル数を増やす こ とな しに
, 多対多で映像

を共有しなが らの テ キ ス ト に よ る対話が可能

に な る ｡

(3) C A T V 網とデ ジタ ル 通信網

C A T V 網 は ア ナ ロ グ映像デ ー

タ をリ ア ル

タイ ム で送 ･ 受信して い る｡ われわれは, 本

稿 で
,

こ の C A T V 網上 に L A N を重畳 し,

映像デ ー

タを必要に 応 じて デ ジタ ル化し て取

り込 めば, マ ル チ メ デ ィ ア シ ス テ ム を低 コ ス

ト で容易に実現 で きる こ とを示 した｡ ただ し,

4 (2) に おい て も指摘 した通り, C A T V 網に

おけるチ ャ ン ネ ル は原則として網内の全視聴

者に対 し て 開放され て い る ｡ こ の ため
,

こ の

シ ス テ ム を マ ル チ メ デ ィ ア L A N とし て 個人

的に使おうとすると, プ ラ イ バ シ
ー の 保護や

シ ス テ ム の安全性の 面で 大きな問題が発生す

る こ と に なる ｡

近年, デ ジタ ル 化さ れた映像 ･ 音声 の通信

が注目されて い る ｡ 数年後に は
,

デ ジタ ル 電

話回線網 サ ー ビ ス ( 狭帯域 IS D N
"

I n t e g r a t e d
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S e r v i c e s D ig it a l N e t w o r k
' '

) が 広く普及す

ると予想され るが,

一

般家庭用 の デ ジタ ル 回

線の 最高通信速度は 6 4 k b p s で ある の で
,

映像 ･ 音声 ･ デ
ー

タ の同時通信は現状で は難

しい ｡ しか し, 3 0 0 M b p s 程度の通信を可

能に する広帯域 I S D N が実用化されたとき,

リ ア ル タイ ム な マ ル チ メ デ ィ ア通信に よる情

報ネ ッ ト ワ ー ク は個人 レ ベ ル にまで 広が りを

みせ る ことは確実で ある｡ こ の とき,
マ ル チ

メ デ ィ ア は コ ミ ュ
ニ ケ ー シ ョ ン形態 の変化を

もたら し,
そ の変化は教育の 分野だ けで なく

広く社会全体に及 ぶ こ と で あろう｡

6 おわ りに

われわれ は, C A T V 網上 の マ ル チ メ デ ィ

1 73

ア L A N を利用 した多様な シ ス テ ム が, 遠隔

教育に応用 で きる例を示 した ｡ 各学習者の 興

咲, 関心や そ の 特性に 応 じた自発的な学習は,

これらの シ ス テ ム が提供する遠隔授業, 映像

の 加工 に よる添削等の学習支援サ ー ビス に よ っ

て より容易に なる ことが予想される ｡ 今後も,

通信環境の変化を踏まえ つ つ ,
マ ル チ メ デ ィ

ア L A N が遠隔学習 に利用される際の有効性

を検証 し
,

メ デ ィ ア に よる生涯学習 の支援の

ありかた に つ い て 考え て い きた い ｡

末尾 なが ら,
こ の研究 の機会を与えられ

,

研究の 推進 に 理解を示さ れた横山学長に 心か

ら感謝申し上げます ｡

引用文献 ･ 脚注

1 ) 本学に お い て も生涯学習を支援す る い く つ か の教育 シ ス テ ム ( 遠隔双方向教育 シ ス テ ム ･ 電子講

座 シ ス テ ム) が提案され
, 実践的な研究が行われ

.
T い る ｡ [ 大場範明 , 坂川幸臥 林暢夫 , 小郷直言 ,

米川覚 :
"

ネ ッ ト ワ
ー

ク時代 の 遠隔教育 へ の
一 考察 ( 第 一 報) , 高岡短期大学紀要 1

,
67- 7 7 ( 1 99 0) .]

2 ) C A T V サ ー ビ ス はJ難視聴解消を目的とし て始 っ たが
, 多数 の 視聴者を対象とし

,
多チ ャ ン ネ ル の

自主放送を行 な い
, 中継増幅器が双方向機能を持 っ て い る C A T V 網を都市型 C A T V 綱と い う ｡

3 ) ア メ リ カ で は1 97 0 年代に
, 衛星放送 に よ る ヘ

ッ ド エ ン ド方式 ( 衛星放送を C A T V セ ン タ ー が受

信し
,
セ ン タ ー から各家庭 に番組を配信する方式) を採用 した こ と に よ っ て都市型 C A T V が急速

に普及し
,現在 で は55 0 0万世帯が C A T V に加入し て おり ,

こ れ は全受信世帯の約6 0 % に あ た る勢力

に成長し て い る ｡

4 ) 平成 2 年度末現在 で
,
9 5事業者 ,

1 0 2施設が許可を受け
,
そ の うち65事業者 ,

7 0 施設が開局 し て い る ｡

[ 郵政省 :
"

情報通信サ ー ビ ス の動向
"

,平成 3 年度版通信白書 ,大蔵省印刷局 ,
1 9 91

, p p . 38- 3 9 .]

5 ) キ ャ プ テ ン シ ス テ ム の 例に は
, 口本テ レ メ デ ィ ア サ ー ビ ス

, 鐘紡,
N T T が共同で行 っ て い る ｢ ベ ル

キ ャ ッ プ｣ があ る｡

6 ) ホ ー ム セ キ ュ リ テ ィ
ー ･ サ ー ビ ス は

,
三井不動産と レ イ ク シ テ ィ

･ ケ ー ブ ル ビ ジ ョ ン と が 共同 で

行 っ て い る例があ る ｡

7 ) こ の 教肯番組 に は∴東急 ケ - ブル テ レ ビ ジ ョ ン が行 っ て い る例があ る ｡

8 ) N T S C ( N a ti o n a l T el e v i si o n S t a n d a r d C o m m it t e e) 方式 は 口本及び米国で標準 の テ レ ビ

方式で あ る｡

9 ) 引用文献 り p p .6 9-7 2

1 0) v i e w N e t の ソ フ ト ウ ェ ア 開発 は米国 エ ク セ ル テ ッ ク社
,

- - ド ゥ ェ ア 開発は共同受信 サ ー ビ ス 株

式会社, 販売元 は株式会社 エ イ シ ス で あ る ｡

l l) R S 2 3 2 C は
, 国際電信電話諮問委員会の勧告 に よ っ て

,
ア メ リ カ 電子工業会 が

,
シ リ ア ル デ

ー

タ

の 通信に 使う イ ン タ
ー

フ ェ イ ス の標準規格と して定め た も の で あ る ｡
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1 2) S u p e r C V I は
, ㈱ カ ノ ー プ ス 電子 の製品である ｡

1 3) 若松茂 :
"

双方向技術 に よる学習指導 に関する研究
"

, 放送教育開発 セ ン タ
ー 研究紀要 ,

1
, p p .14 7 -

1 7 2 (198 8) .

K a m a t a
,
t ･ :

"

S a t ellit e- r el a y e d e d u c a ti o n a l s y s t e m f o r t h e e m p l o y e e s o f T h e N E C

g r o u p : N E S P A C
,
T E C H N O L O G IC A L I N N O V A T I O N a n d L I F E- L O N G E D U C A T I O N

''

,

T h e U n i v e r s it y o f th e A i r N a ti o n a l I n s ti t u t e of M zLlti m e d i a E d u c a ti o n
,
1 9 8 9 .

1 4) 富山県で は
,富山県民生涯学習カ レ ッ ジが富山県生涯学習情報提供 ネ ッ ト ワ ー

ク シ ス テ ム を運営

し
, 文献 ･ 視聴覚教材等に関する検索 サ ー ビ ス を提供して い る｡

1 5) こ の シ ス テ ム を遠隔 サ ー ビ ス の面からとらえると
,
こ の シ ス テ ム は

,講師が学習者側 の 用意 した資

料 ( レ ポ ー トや作品など) を見なが ら適切な ア ド バ イ ス を伝え る コ ン サ ル テ ー シ ョ ン に活用する

こ とが できる ｡

16) 視覚に訴える有効な応用と して

･ 美術作品 に対す る ア ド バ イ ス

絵画等 の美術作品 に対して
, 構図 ･ 配色等 の ア ド バ イ ス を行う ｡

･ 運動 に対する ア ド バ イ ス

学習者の運動 の様子を撮影した映像 に対 して
,
運動の姿勢等 に関する ア ド バ イ ス を行う ｡

等がある ｡



感IH 徹也 ･ 小郷 融言 ･ 坂 川 二幸雄

M ulti - m e d i a L A N o n C a bl e T el e v i si o n N e t w o r k s

T e t s u y a F U J I T A
,

N a o k o t o K O G O U
,

a n d Y u ki o S A K A G A W A

( R e c ei v ed O c t o b e r 3 1
,
199 1)

1 75

A B S T R A C T

W e d e s c rib e t h e b a si c c o m p o s it i o n o f m u lt i - m e di a L A N o n b i- di r e c t o n al C A T V a n d t h e

p o s si bilit y o f a p p li c a t i o n i n d is t a n c e l e a r n l n g ･

It i s p o s si bl e t o o p e r a t e t h e L A N a t l o w c o s t ･ A l s o
,

t h is L A N c a n o ff e r m a n y

s e r v i c e s w h i c h s u p p o r t di s t a n c e e d u c a ti o n ; di s t a n c e t e a c h i n g a n d r e m o t e c o r r e c ti o Ⅲ b y

p r o c e s s l n g V I S u a l d a t a
,
f o r e x a m p l e .

K E Y W O R D S

C A T V
,

M u ユti- m e di a
,

L A N
,

D i s t a n c e l e a r n l n g


