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Abstract: Traffic accidents often caused by human error. It is said that major contributing factors are fatigue from 
continuing monotony task. In our study, we investigated the hemodynamics in the frontal and somatosensory 
association areas under vibratory stimulation. We prepared two types of tasks which were a monotonous task and 
the Stroop test. We compared the hemodynamics under vibratory stimulation (200Hz) with the hemodynamics 
under no vibratory stimulation during these two tasks. We unraveled feature extraction of brain hemodynamics 
under the vibratory stimulation. We examined the utility of the vibratory stimulation during the monotonous and 
Stroop test. The performance of monotonous task was improved by vibratory stimulation. On the other hand, the 
performance of the Stroop test was not affected by vibratory stimulation. In contrast, physiological indexes were 
influenced by vibratory stimulation for both the monotonous task and Stroop test. The HF (high frequency 
component) for the monotonous task and Stroop test were statistical different between the vibratory and no 
stimulation. In addition, monotonous of δ-oxyHb in somatosensory area also showed a statistical difference 
between vibratory stimulation and no stimulation. This result suggests that presenting vibratory stimulation 
improves monotonous tasks. Therefore, to use vibratory stimulation during driving may decrease traffic accidents 
which are caused by human errors. 
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1. はじめに  

近年先進国では 24 時間化社会が進み,深夜労働,長時間

労働からくる疲労,ストレス,眠気により事故がたびたび起きてい

る.そのため,事故防止のための技術開発が必要とされており,

様々な技術が開発されている.最近では車にセンサが取り付

けられ,車間距離を保ち追突を防止するシステムや,アクセルの

踏み間違いを検知し衝突を防止するといったシステムが開発

されている.漫然運転などのドライバのヒューマンエラーを防止

するための技術としては画像処理を用いた居眠りを検知する

システムが開発されている[1]. 眠気を伴っているドライバの注

意喚起として居眠りを検知した後にどのような外部刺激を呈示

するのかが今後重要な課題となってくる.また,ヒューマンエラー

の研究では精神作業負荷(メンタルワークロード)と関連した研

究[2]が多くされており,外部刺激とヒューマンエラーに関する

研究も必要性が増している.そのため,ヒューマンエラーを減ら

すために,どのような外部刺激が有用であるかを調べることは

居眠り運転などのヒューマンエラーに繋がる漫然運転の事故

防止のために非常に有益であると考えられる.本研究では文

化的背景に依存し難い振動刺激を用いた.それに加え,振動

刺激ならば運転中のドライバにも呈示可能であり,スマートフォ

ン等のモバイル機器には振動素子が搭載されていることが多

くスマートフォンのアプリとしての開発も可能ということで,汎用

性の高い振動刺激を呈示刺激とした.本実験では操作性を問

う単調なタスクと認知,判断を問うタスク2種類のタスクを用意し,

振動刺激がパフォーマンスの向上に有用であるか,生理指標

にどのような影響を与えるかを調べた.生理指標を解析するこ

とにより,振動刺激がどのような影響を与えるかを,定量的かつ

客観的に評価するために用いた. 

2. 実験方法 

2.1 概要 
本実験では運転中に必要とされる追従型のパフォーマンス

テストと,認知・判断能力を必要とするパフォーマンステストをそ
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