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概 要

キー ボ ー ドか ら の 入力は コン ピ ュ ー タ利用の 基 本行為 で あ る の で ， そ の 入力方法を 適切に 選

ぶ こ と は 重要で あ る ． 現在の 日本語入力の 主流は ， 読み仮名か ら 漢 字に 変換 す る か な漢 字変換 で

あ る が ， こ れ に 対して キー の 入力に よ っ て 漢 字を 直接入力す る 漢 字直接入力と い う 方法が あ る ．

漢 字直接入力は ， 入力中の 作業の 思考が 中断さ れ る 漢 字選択行為 が ない 利点が あ る が ， 普及 して

い ない の が 現状で あ る ． そ の 大き な要因 は ， 漢 字直接入力の 練習環 境が ない こ と で あ る ．

本提案 は ， 漢 字直接入力の 一 つ で あ る TUT-Code を 普及 さ せ る た め に そ の 練習環 境の 構築

方法に 関 す る も の で あ る ． 筆者が TUT-Code を 練習した 経験を 通じ て 感 じ た ， 有効な練習方法，

練習の 際に 苦 労した 点を 挙げ る ． こ れ ら の 反省を 踏ま え て ， 練習の 手助け に なる ソフ トウ ェア を

展望と して 述べ る ．
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1 は じ め に

筆者は こ の 文書を TUT-Code に よ っ て 書い て い る ． TUT-Code は 漢 字直接入力の なか で も 初心

者が 容易 に 覚 え ら れ る よ う に なっ て い る ． こ の 文書を 読ん で い る 多く の 方は ， か な漢 字変換 に よ っ

て 漢 字を 入力して い る だ ろ う ． か な漢 字変換 と は ， 漢 字の 読みを ひ ら が なで 入力した 後に 漢 字に

変換 す る 入力方法で あ る ． 例え ば 「 情報社会」 を 入力す る 場合，「 じ ょ う ほ う しゃ か い 」 を 入力し

て ， スペ ー スキー を 押して 変換 さ せ ， エン ター キー を 押して 選択す る ． こ の 際に 入力す る キー ス

トロ ー ク数は (ロ ー マ 字入力の 場合)， ”jouhousyakai+SPACE+ENTER”の 計 14回で あ る ．「 じ ょ 」

を ”zyo”と 打っ た り ， 一 度で 変換 で き ない 場合は そ れ 以 上打つ こ と に なる ．

一 方， 漢 字直接入力は 「 情報社会」 を 入力す る の に ”xyrrgldy”と キー を 打て ば 入力で き る ． た っ

た の 8文字で あ る ． そ れ 以 下で も そ れ 以 上で も ない ． こ こ で そ の 仕組みは 説明しない が ， 単純に 漢

字直接入力で あ れ ば 少ない キー ストロ ー ク数で 漢 字を 入力で き る ． か な漢 字変換 よ り も 漢 字直接入

力の 方が 入力が 速い だ ろ う と 想像で き る ．

TUT-Code は 漢 字直接入力の 一 つ で あ り ， 初心者に も 入り や す い 特徴が あ る ． 筆者は こ の 文書

を 書く 5 か 月前か ら TUT-Code の 練習を 始め た ． 以 前は か な漢 字変換 に よ っ て 漢 字を 入力して い

た の だ か ら ， TUT-Code に 関 して は 初心者と も 言え る ． TUT-Code を 使え る よ う に なっ て の 利点

は 沢山あ る ． む しろ ， TUT-Code に よ っ て か な漢 字変換 が で き る の だ か ら 不便に なる こ と は ない

の で あ る ．

2節で は ， 筆者が 今ま で TUT-Code を ど の よ う に 練習して き た の か ， そ の 反省を 含 め て 述べ る ．

こ れ に よ っ て ， 読者が TUT-Code を 実用で 使え る か ど う か を 判断で き る こ と を 期 待す る ． 3節で

は ， 筆者が TUT-Code を 練習す る に あ た っ て 作成した ソフ トウ ェア を 紹介して い る ． 4節で は ， 今

後 TUT-Code を 練習す る 人に と っ て 便利で あ ろ う 練習環 境を 提案 して い る ． こ れ ら の 練習環 境は

今後実装さ れ る の で ， TUT-Code を 利用した い と 思っ た 人は 活用して 欲しい ．

ぜ ひ ， 多く の 人が 漢 字直接入力に よ っ て よ り 快適に コン ピ ュ ー タを 利用して も ら い た い と 心か ら

願 っ て い る ．

2 今ま で の 練習方法

こ こ で は ， 筆者が 今ま で に TUT-Code を 練習して き た 過程を 述べ る ． TUT-Code を 本格 的に 練

習す る よ う に なっ た の は 2003年の 6月中半か ら で あ る ． そ れ ま で は ， 多少さ わ っ て みた 程度で か

なも 覚 え て い ない と 考え て 良い ．

ま ず は ， TUT-Code Home Page1の 練習テキストを 使用して 練習を 始め た ． そ れ か ら 4 か 月後

の 10月中半に 増田式テキストを 用い て さ ら に 漢 字コー ドを 覚 え る 練習を した ． 実際に TUT-Code

を 入力の 主体に で き る よ う に なっ た の は 最近に なっ て か ら で あ る ． そ れ ま で は TUT-Code よ り も ，

ロ ー マ 字入力で の か な漢 字変換 を 使う こ と の 方が 多か っ た ．

2.1 TUT-Code Home Page の 練習テキスト

TUT-Code Home Page の 練習テキストで は ， ひ ら が なと ， 2ストロ ー ク漢 字の う ち の 320字を

修得した ．

1http://www.crew.sfc.keio.ac.jp/˜chk/
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2.1.1 ひ ら が な練習

ひ ら が なに 関 して は ，「 TUT-code か な入門（ １）」 ，「 TUT-code か な入門（ ２ ）」 ，「 ひ ら が なス

ピ ー ドア ップ （ １）（ ２ ）」 の テキストを 練習した ． タイ ピ ン グの ホ ー ム ポ ジショ ン や 運 指法に 関

す る 説明は ， 既 に 熟知して い た の で 読み飛ば す こ と に し， か なキー コー ドだ け に 集中して 覚 え た ．

「 TUT-code か な入門（ １）」 で は ，「 あ 行」 か 一 「 な行」 ま で の ひ ら が なを 覚 え る が ， こ こ で は 一

通り 全て の か なキー コー ドの 位 置を 覚 え た い の で ，「 TUT-code か な入門（ ２ ） を 練習して か なを 網

羅す る こ と に した ．

次に 「 ひ ら が なスピ ー ドア ップ （ １）（ ２ ）」 の 練習文を 練習した ． こ こ で は ， スピ ー ドア ップ 練

習と 言っ て 徐々 に タイ プ スピ ー ドを 速く して い く 練習方法を 取る が ， か な漢 字変換 に よ る 入力など

他の 入力方法で 既 に タイ ピ ン グを して い る 人で ， タイ ピ ン グの 姿勢を 以 前に 習得して い る 人で あ れ

ば ， こ の スピ ー ドア ップ 練習を 忠実に こ なさ ず に 漢 字の 練習へ と 進ん で か ま わ ない で あ ろ う ．

スピ ー ドア ップ 練習を しっ か り と 行わ ない 理由と して は ， 以 前に 他の 入力方法で タイ プ して い た

人に と っ て 新しい 入力方法に よ る タイ プ 速度向上の 練習は も ど か しい も の で あ る か ら だ ． スピ ー ド

ア ップ 練習を して ゆ く う ち に 気 が 付く こ と で も あ る が ， や は り 以 前の 入力方法で 入力した く なる ．

実践で TUT-Code を 使用す る こ と に よ っ て あ る 程度ま で は タイ プ スピ ー ドは 上が っ て ゆ く ．

2.1.2 漢 字練習

ひ ら が なの キー コー ドを 覚 え た ら 速度の 向上を 考え ず に ， 漢 字直接入力の 醍醐味で あ る と こ ろ の

漢 字コー ドを 練習す る 方が 楽 しく 練習で き る ． そ こ で 「 漢 字練習テキストＡ１」 を 練習した ． 筆者

の 漢 字練習記 録は 次の よ う に なる ．

漢 字テキストを 練習す る た め に 全体的に 気 を 付け る こ と は 以 下の 2点で あ る ．

• あ ま り 漢 字コー ドを 覚 え よ る と 身が ま え ず に ， 何度も 打つ こ と で 体に 覚 え さ せ る 気 持ち で 練

習す る

• 覚 え ら れ ない と 思っ た 漢 字も あ と で 復習す る の で 気 に しない

テキストの す す め 方と して 1-20課ま で は ， 1課に 対して 12-20分程度時間 を か け ， 1課 1課しっ

か り と 練習す る ． 21課か ら は ， 1課に 対して 8-18分程度時間 を か け ， 1度の 練習に 5課程度練習

す る こ と ． こ れ を 基 本に 練習して ゆ け ば よ い ．

ま た ， 1課に 対して は 次の よ う な手順で 練習す れ ば よ い ．

1. そ の 課で 覚 え る 漢 字を 1 つ 1 つ ， そ れ ぞ れ 5回ほ ど 入力す る

2. 漢 字コー ドを 見ない よ う に しなが ら ， 5回ず つ 入力す る ． 忘れ た ら 確 認して す ぐ に ま た 見な

い よ う に す る ．

3. 全て の 漢 字を 1通り 見ない で 入力す る ． 忘れ た ら 確 認して す ぐ に ま た 見ない よ う に し， 1 つ

で も 忘れ た 場合は 再度覚 え る 漢 字の 始め か ら 入力す る ．

4. 漢 字が 入っ た テキスト練習に 入り ， ま ず は 全て の テキストを 打つ ． こ の と き に 漢 字コー ドを

忘れ た ら 見て よ い ．

5. も う 一 度テキストを 打つ が ， そ の 課の 漢 字コー ドを 一 度も 見ず に 全て の テキストを 入力で き

る ま で 練習す る ．
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表 1: 漢 字練習記 録
練習日 練習課 練習時間 覚 え た 総漢 字数

2003/06/28 1-3 40 +18

2003/06/29 4-10 90 18+30

2003/08/05 2-7 30 48+0

2003/08/06 8-12 30 48+12

2003/08/08 12-17 60 60+30

2003/08/08 13-20 60 90+6

2003/08/14 21-22 30 96+14

2003/08/14 21-25 50 110+14

2003/08/14 25-31 60 124+35

2003/08/14 31-32 20 159+14

2003/08/16 26-30 30 159+0

2003/08/17 31-35 40 173+7

2003/08/17 36-40 50 180+28

2003/08/18 31-40 50 208+0

2003/08/18 41-42 15 208+14

2003/08/18 41-48 60 222+35

2003/08/19 41-48 40 257+0

2003/08/19 49-50 10 257+7

2003/08/19 1-50 45 264+0

2003/08/19 51-55 40 264+28

2003/08/20 51-55 20 292+0

2003/08/21 56-60 50 292+28

2003/08/31 全て 65 320+0

2003/09/02 31-40 30 320+0

2003/09/05 31-50 45 320+0

2003/10/08 1-50 40 320+0

3



6. 再度， そ の 課の 漢 字だ け を 全て 漢 字コー ドを 見ず に 入力して ， 忘れ て い なか っ た ら 次の 課に

移 る ．

早く 練習した い と 思っ て ， 自分が 覚 え て い る と 思わ れ る 漢 字や ひ ら が な等を 飛ば して テキストを

練習しない こ と ． こ の テキストで は ， 漢 字を 覚 え る こ と 以 外に ， よ く あ る 文章を 打つ 「 パ ター ン 」

を 覚 え る こ と も で き ， 漢 字だ け を 練習して は そ の 「 パ ター ン 」 を 体に 覚 え さ せ る こ と が で き ない

か ら で あ る ．「 パ ター ン 」 の 例は ，「 で す ．」「 あ っ た ．」 と い っ た 読点を 含 ん だ 一 連の 入力パ ター ン や ，

「 情報」 ，「 議 論」 と い っ た ， 良く 使う 熟語に 対す る 入力パ ター ン など で あ る ．

筆者の 経験か ら ， 各課に 対して か け る 時間 は 徐々 に 少なく なる ． 漢 字を 覚 え る スピ ー ドは 速く

なっ て ゆ く よ う に 感 じ ら れ る ． 初め は ， 練習が も ど か しい と 思わ れ る か も しれ ない が ， 20課あ た

り ま で 取り あ え ず 努力して 欲しい ．

表 1 か ら も 分か る よ う に 集中して 漢 字 320字を 練習した の は 1 か 月で あ る ． 練習方法を さ ら に

洗練さ せ る こ と に よ っ て さ ら に 短い 期 間 で 主要漢 字を 覚 え ら れ る よ う な， 練習カリ キュ ラ ム を 作成

す る 予定で あ る ．

2.1.3 テキストの 改善

こ の 練習テキストの 問題点は 次の 4点で あ る ．

• 初め の 課で 練習す る 数字は 実用で 使用す る 頻度は 低い

• 既 に 覚 え た 漢 字が ひ ら が なに なっ て 後の 課に 出て い る

• テキトベ ー スで の 練習環 境しか ない

• 練習す る 漢 字 320字よ り も 一 般的に 日常で 使用す る 漢 字が 他に あ る

• 320字以 外の テキストが (オン ラ イ ン 上に )ない

こ の 問題点に 対して は 後に 説明す る ソフ トウ ェア ， SFCxTYPE2に よ っ て 解決した い ．

2.2 実用的に 使用

TUT-Code Home Page の 練習テキストを ひ と と お り 練習した あ と は ， 実用的に TUT-Code に

よ っ て 入力す る よ う に なっ た ． こ こ で ， 新た に 漢 字を 覚 え た い と き に は TUT-Code 漢 字検索 [図 2]

す る こ と に よ っ て ， 1 つ ず つ 覚 え る こ と と なっ た ．

実用的に 使用す る こ と で 問題に なる こ と は ， 以 前の 入力方法に た よ っ て しま う こ と で あ る ． レ

ポ ー トや メ ー ル など ， 急 遽文章を 書く 必要が あ る 場合に は ， や は り 覚 え た て の 入力方法で 入力す

る の は 遅い と 感 じ る ． しか し， TUT-Code を 使う 頻度を 上げ て ゆ く こ と に よ っ て 徐々 に スピ ー ド

は 速く なる ． 一 方， 入力す る 頻度が 下が る 以 前の 入力方法の タイ ピ ン グスピ ー ドは 下が っ て い っ

た ． こ れ に よ っ て ， TUT-Code と 以 前の 入力スピ ー ドの 差が ち ぢ ま る こ と に よ っ て ， 数か 月後に

は TUT-Code に よ る 入力が 主流に なっ た ．

現在は ， TUT-Code の 入力を さ ら に 上げ る た め の 漢 字練習が で き る ソフ トウ ェア を 完 成さ せ た

い と 考え て い る ．

2sfctype.tex

4



図 1: SFCxTYPE の 概観

3 作成した TUT-Code練習環 境

こ こ で は ， 筆者が 今ま で に 作成した TUT-Code を 練習す る た め の ソフ トウ ェア に つ い て 説明す る ．

3.1 SFCxTYPE

3.1.1 概要

SFCxTYPE は ， あ ら ゆ る タイ ピ ン グ方式に も 対応した タイ ピ ン グソフ トウ ェア を 目標と して い

る ． 現在は ， か な入力と TUT-Code に 対応して い る が ， 練習テキストに 漢 字が 含 ま れ て い る の で ，

か な入力で の 練習は 実質で き ない こ と に なる ．

SFCxTYPE の 開発背景は ， 学部 3年後期 の 研究 会テー マ を 選ぶ 際に タイ ピ ン グソフ トウ ェア を

作成した か っ た こ と か ら 始ま る ． 当時は TUT-Code を 練習した い と い う 希 望よ り も ， 研究 会テー

マ を 決め る こ と に 重き が 置か れ て SFC-TYPE が 開発さ れ た こ と に なる ． 期 間 は 約 5 か 月， 人数は

3人と い っ た 環 境で の 開発で あ り ， 実現さ れ た 機 能は そ れ ほ ど 多く ない ．

研究 会後に 共同開発が 終わ っ て か ら は ， 共同開発を して い た 1 人と 開発を 続け る こ と を 決め ，

SourceForge.jp3に 登録して 続行す る 形と なっ た ． 現在， 筆者が 利用して い る SFCxTYPE は ， テキ

ストだ け を TUT-Code Home Page4の 練習テキストに 移 植して い る ． こ れ に よ っ て ， Web を 閲 覧

す る 事なく TUT-Code の 練習が で き る よ う に なっ て い る ．

3.1.2 機 能

SFCxTYPE の 主な機 能は 以 下の 4 つ で あ る ．

• 入力方式が 変え ら れ る

• 練習テキストを 変え ら れ る

3http://sourceforge.jp
4http://www.crew.sfc.keio.ac.jp/˜chk/
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• 練習成果を サー バ に 送信す る 仕様に なっ て い る

• 入力コー ドを 補助で き る

1 つ め の 機 能で あ る 入力方式を 変え る た め に は ， そ の 入力方式の コー ドを 定義 した フ ァ イ ル を 用

意 す る 必要が あ る ． そ の フ ァ イ ル を SFCxTYPE を イ ン ストー ル した ディ レ クトリ の dataディ レ

クトリ の 下に 置き ， strokeCodeList.txt に 追加した い フ ァ イ ル 名と 入力方式の 名前を 書き 込む だ け

で ， 新しい 入力方式に よ っ て ， タイ プ 練習が で き る よ う に なる ．

練習テキストを 変え る た め に は ， 入力方式を 変え る 方法と 同様に ， 練習テキストを 用意 して data

ディ レ クトリ の 下に 置き ， stageList.txt に 追加した り フ ァ イ ル 名と 練習テキストの 名前を 書き 込む

だ け で ， 新しい テキストを 練習で き る よ う に なる ．

SFCxTYPE に よ っ て 練習さ れ た 結果は ， サー バ へ 送信さ れ る 仕組みに なっ て い る の で ， 分析す

る ツー ル を 作成す る だ け で ， 自分の 練習状況を 管 理す る こ と が で き る ． 現在の 仕様と して は ， タイ

プ した キー と ， 次の タイ プ へ の 遷移 時間 を 保持して い る ． こ れ を 分析す る こ と に よ っ て ， 練習者の

タイ ピ ン グの 特徴など を 推定で き る と 考え る ．

例え ば TUT-Code を 練習して い る 場合に は ， 漢 字コー ドを 忘れ て しま う こ と は しば しば 起 こ る

が ， 練習テキストに 相当す る 入力コー ドを 表示す る 補助機 能が 付い て い る ． こ れ に よ っ て ， 初心者

で も 容易 に 新しに 入力コー ドを 練習す る こ と が で き る ．

3.1.3 練習方法の 特徴

SFCxTYPE の 練習方法は ， SFC の タイ ピ ン グ教材と して 利用さ れ て い る 「 TUTタッチタイ ピ

ン グ」 の 練習方法を 参考に した ． そ れ を 踏ま え た 主な特徴は 以 下の 3 つ で あ る ．

• 入力さ れ た キー を 出力しない

• テキストと 違っ た 文字を 入力して も 続け て 入力で き る

• 練習に 関 す る ア ドバ イ スを 表示で き る

1 つ 目の 特徴は 「 TUTタッチタイ ピ ン グ」 の 特徴で も あ り ， 入力さ れ た キー を 出力しない こ と

に よ っ て ， 間 違え に 臆病に なら ない ， 間 違え に 対して の 処理を 習慣 化す る こ と を 防ぐ ， 出力を 気 に

せ ず に 練習で き る と い っ た 効果が 期 待で き る ． 初心者が タイ ピ ン グを 練習す る 際に 気 を 付け る こ と

の 一 つ と して ， タイ ピ ン グミ スの 悪 い 習慣 を 付け ない こ と が 大切で あ る ． あ る 特定の 文字を 入力す

る と き ， よ く 間 違え る パ ター ン が で き て しま う と ， 間 違え る こ と も 体が 覚 え て しま い ， 間 違え て か

ら 再入力す る ま で の 動き が 一 連の 動作と して 身に 付い て しま う ． 初心者の 練習の 際に こ れ を 防ぐ た

め に も ， 入力さ れ た キー を 出力さ せ ない こ と は 効果的で あ る ．

2 つ 目の 特徴も 一 つ 目と 同様で あ り ， 間 違い に 対して あ ま り 気 に しない よ う に 配慮して い る ． タイ

ピ ン グ練習の 際に は 一 連の 練習を 終え て か ら ， 振り 返っ て 間 違え を 確 認さ せ て い る ． こ れ も ，「 TUT

タッチタイ ピ ン グ」 の 練習方法を 参考に して 部分で あ る ．

3 つ 目の 特徴に 関 して は ， 例え ば TUT-Code Home Page の 練習テキストの よ う に ， そ れ ぞ れ の

練習の 際に 色々 と 気 を 付け る こ と が あ る と 想定して ， ア ドバ イ スが 表示で き る よ う に した ．

3.1.4 評価と 展望

SFCxTYPE の 今後の 改善点は 主に 7 つ 挙げ ら れ る ．
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• 入力方式と 練習テキストの 追加を 容易 に す る

• テキストの 階層化が で き る よ う に した い

• TUT-Code に 特化した テキストを 用意 した い

• 書け る 漢 字は 入力で き る

• 誤字判定ア ル ゴリ ズム を 洗練す る

• サー バ の 仕組を 作る

• ソフ トウ ェア 事体の 動作を 速く す る

「 入力方式と 練習テキストの 追加を 容易 に す る 」 に 関 して だ が ， 現在新しい 入力方式や 練習テキ

ストを 追加す る 場合に は ， 練習者が イ ン ストー ル ディ レ クトリ 以 下の フ ァ イ ル を 編集す る 必要が あ

る ． コン ピ ュ ー タの 利用に 慣 れ て い る 人なら ば 容易 に で き る が ， タイ ピ ン グ練習者が そ う で あ る と

は 考え に く い ． そ こ で ， あ る 程度の 入力方式や 練習テキストを 事前に サポ ー トして い る こ と は も ち

ろ ん だ が ， SFCxTYPE の イ ン ター フ ェー スで 追加の 操作が で き る こ と が 望ま しい ． さ ら に ， 入力

方式や 練習テキストは Web で 共有で き る よ う に して ， テキスト作成者と 練習者を 分離さ せ る モ デ

ル が 将来的に 実現で き る と 良い ． こ の モ デル が 実現さ れ る と ， 練習者は い つ で も 最新の 練習テキス

トを 楽 しめ る ．

練習テキストの 追加を 行う と ， 練習の 順番を 階層構造に した い と 思う こ と が しば しば あ る ． TUT-

Code Home Page の 練習テキストも ま ず ，「 か な」 と 「 漢 字」 の 大項目に 分か れ ， か な練習に は

「 TUT-code か な入門（ １）」 ，「 TUT-code か な入門（ ２ ）」 ，「 ひ ら が なスピ ー ドア ップ （ １）」 ，「 ひ

ら が なスピ ー ドア ップ （ ２ ）」 に 分か れ て い る ． SFCxTYPE は テキストの 構造化が で き る 仕様に

なっ て い ない の で ， 練習テキストを 追加で き る 仕様の ま ま 開発を 進め る の で あ れ ば ， い ず れ テキス

トの 構造化が で き る よ う に す る か を 吟味す る 必要が あ る ．

テキストの 構造化を す る か ど う か の 議 論に 関 わ っ て く る の だ が ， SFCxTYPE を TUT-Code を

練習す る の に 特化した い と い う 展望が あ る ． 人を 幸せ に す る ソフ トウ ェア 開発の 重要点で あ る と こ

ろ の ， 対象を しぼ る こ と に 当た る ．

「 書け る 漢 字は 入力で き る 」 に つ い て 説明す る と ， 現在の SFCxTYPE は テキストに 準じ た 文字

しか 判定で き ない ． 例え ば ，「 日本で の 八年間 は た の しか っ た ．」 と い う テキストを 入力す る 際に 「 た

の しか っ た 」 を 「 楽 しか っ た 」 と 入力す る と 間 違い に なる ．「 た の しか っ た 」 で も 「 楽 しか っ た 」 で

も 正解に なる よ う に す れ ば ， 覚 え た 漢 字を さ ら に 強く 記 憶さ せ る こ と に なる ．

「 サー バ の 仕組を 作る 」 に 関 して は 実装予定で は あ っ た の で 早く 実現さ せ た 方が 良い ． 後に も 述

べ る が ， タイ ピ ン グ練習者た ち が 切磋琢磨し合っ て 練習で き る よ う に ， 練習成果を イ ン ター ネット

で 共有す る 仕組みを 実現した い ．

「 誤字判定ア ル ゴリ ズム を 洗練す る 」 に 関 して だ が ， SFCxTYPE の 誤字判定ア ル ゴリ ズム は ，

先行文献を 参考に した も の で は ない ． 誤字判定ア ル ゴリ ズム を 研究 しなが な SFCxTYPE に 反映 さ

せ て い き た い ．

最後に ， SFCxTYPE の 実行速度が 遅い の で 改良の 余地に 入れ た い ．
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図 2: TUTSearch の 概観

3.2 TUTSearch

3.2.1 概要

TUTSearch は ， TUT-Code の 文字コー ドを 検索す る ソフ トウ ェア で あ る ． か なや 漢 字か ら TUT-

Code に 相当す る キー を 検索した り ， 一 連の キー ストロ ー クか ら 相当す る か なや 漢 字を 逆 に 検索で

き る ． 例え ば ，「 山田太郎」 を 入力す る た め に TUT-Code で ど の よ う に 打て ば 良い の か 分か ら ない

時に ， TUTSearch を 使っ て 検索す る こ と が で き る ． 検索す る こ と で 「 山田太郎」 は 「 hr ks tr mf」

と キー を 打て ば 入力で き る こ と が 分か る ． こ こ で 検索さ れ た 「 hr ks tr mf」 は Qwerty配列に 準じ

た キー に 相当す る ．

TUTSearch の 開発背景は ， TUT-Code を 実用で 使う 程度に 入力で き る よ う に なっ て か ら ， 文書

を 作成して い る 時など に TUT-Code を す ぐ に 検索で き る と 便利で あ っ た か ら で あ る ． TUTSearch

は TUT-Code の 基 本的な漢 字を 覚 え た 後に ， 頻繁に 使用さ れ る と 予想さ れ る ．

TUTSearch は ， http://web.sfc.keio.ac.jp/˜s00581rt/tut/tutsearch/5か ら ダウ ン ロ ー ド可能で あ

る ． Java Web Start を 利用して い る の で ， ど の プ ラ ットフ ォー ム で も 容易 に イ ン ストー ル して 使

用で き る ．

3.2.2 機 能

TUTCode の 機 能は ， 検索と 検索履歴の 保存の 2 つ で あ る ．

検索機 能は 概要で も 述べ た よ う に ， か なや 漢 字か ら TUT-Code に 相当す る キー を 検索した り ， 一

連の キー ストロ ー クか ら 相当す る か なや 漢 字を 逆 に 検索す る 機 能で あ る ． TUT-Code に ない 「 炒」

など の 漢 字は 検索さ れ ず に 「 null」 を 出力し， 逆 検索で TUT-Code に 相当しない キー ストロ ー ク

を 入力した 時に は 見つ か ら ない 旨を 伝え る ．

検索履歴の 保存機 能は ， 検索した 漢 字と 日付を フ ァ イ ル に 保存す る 機 能で あ る ． TUTSearch を

使っ て 検索を 行え ば 行う ほ ど フ ァ イ ル に そ の 履歴が 蓄積さ れ ， そ の フ ァ イ ル を 分析す れ ば 検索した

漢 字の 頻度や ， ど の 時期 に ど の 様な漢 字を 検索して い た か ， 漢 字の 忘れ る 間 隔 など が 分か る よ う に

なっ て い る ．

3.2.3 展望

TUTSearch の 改善した い も の は 以 下の 3点で あ る ．

• 検索結果の 表示方法を 増や す

• 保存機 能を 強化す る

5http://web.sfc.keio.ac.jp/˜s00581rt/tut/tutsearch/
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• IME と 連動で き る よ う に す る

1 つ 目の 「 検索結果の 表示方法を 増や す 」 に 関 して は ， 現在Qwerty配列で の キー ストロ ー クで

しか 検索結果を 表示で き ない が ， Dvorak配列など 他の キー 配列で も 表示した い ． ま た ， コン ピ ュ ー

タを 初め て 利用す る 人が TUT-Code に よ っ て タイ ピ ン グを 習得す る と なれ ば ， Qwerty配列に よ る

キー の 位 置を 見付け る だ け で も 困難で あ る ． そ こ で ， キー 配列に よ る 表示だ け で なく ， キー ボ ー ド

画面を 表示す る こ と に よ る 検索結果の 出力を す べ き で あ る ．

2 つ 目の 「 保存機 能を 強化す る 」 に 関 して は ， Ctrl+S(コン トロ ー ル キー を 押しなが ら ’S’ を 押す )

を 明示的に 押しなが ら 検索， も しく は 検索した 後に Ctrl+S を 押す こ と で 検索履歴の 保存が で き る

の だ が ， 保存す る タイ ミ ン グを 利用者が 明示す る こ と は 面倒で は ない か ， と い う こ と で あ る ．

検索履歴を 明示的に 保存す る 必要が あ っ た の は ， 保存した く ない 漢 字を 検索す る こ と が 多い か ら

で あ る ． 例え ば ，「 調」 と い う 漢 字を 検索す る 時に ，「 調べ る 」 と 入力して 検索した 場合に ，「 調」「 べ 」

「 る 」 の 3 つ の 言葉そ れ ぞ れ に 対して 検索が 行わ れ る ． こ の 時に も し検索履歴を 保存して しま う と ，

「 調」 だ け で なく 「 べ 」 と 「 る 」 に 対して も 検索履歴が 残っ て しま う ．

検索履歴を 残す 目的は ， 良く 調べ る 漢 字だ け を 履歴か ら 分析して 一 括 して 練習した い た め で あ

る ． 忘れ や す く か つ 頻繁に 使用す る 漢 字を 割 り 出す 方法を 考え つ つ ， 現在の よ う に 明示的に 検索履

歴を 残す か ど う か ， 保存の タイ ミ ン グを 吟味す る 必要が あ る ．

ま た ， Java Web Start に よ る TUTSearch は ， Java の セキュ リ ティ 仕様の た め に フ ァ イ ル の 書

き 込みが 制限さ れ て い て 検索履歴の 保存が で き ない ． こ れ は ， 署名を 付け る こ と に よ っ て 解決す る

こ と が 分か っ て い る の で 早急 に 対処す る ．

3 つ 目の 「 IME と 連動で き る よ う に す る 」 に 関 して は ， か な漢 字変換 を した 時に 次回か ら TUT-

Code で も 入力で き る よ う に ， 変換 した 漢 字に 相当す る キー ストロ ー クを 表示す る 仕組みに した い ．

こ れ は 後に 説明す る TUT-IME[4節] に つ なが る こ と で あ る ．

ま た ， TUT-Code に は 登録さ れ て い ない 漢 字が い く つ か 存在し， そ れ ら の 漢 字を 検索した 場合

に は ， TUT-Code と して 末登録の キー ストロ ー クの 流れ に ， 検索漢 字を 割 り 合て る 機 能を 予定し

て い る ． こ れ に は ， TUT-Code を 入力す る た め の IME と 連動しなけ れ ば なら ない ．

4 今後の 展望

筆者の TUT-Code の 練習の 経験を 踏ま え て 必要だ と 思わ れ る TUT-Code の 練習環 境を 提案 す る ．

以 下に 説明す る 練習環 境は い づ れ も 漢 字直接入力の 普及 を 目指す も の で あ り ， 多く の プ ラ ット

フ ォー ム に 対応した い と 考え て い る ． 少なく と も Windows， Mac OS， Linux と い っ た 現在利用さ

れ て い る 主流の プ ラ ットフ ォー ム 上で 動作す る よ う に 設計した い ． スタン ドア ロ ン の ソフ トウ ェア

で あ れ ば Java Web Start を 利用し， イ ン ストー ル を 容易 に さ せ た い ． ま た ， Web ア プ リ ケー ショ

ン に よ る 実装で あ れ ば ， ブ ラ ウ ザを 利用す る ほ と ん ど の 人が 使い 慣 れ た イ ン ター フ ェー スに よ っ て

の 利用が 可能と なる ．

4.1 Webサイ トの 活用

ま ず 初め に ， TUT-Code の 本家の サイ ト6が 更新さ れ て い ない こ と が ， TUT-Code を 普及 さ せ る

た め の 弊害と なっ て い る ． 2004年 1年現在の 状況を みる と ， 最新の 更新が 99年 3年か ら 止ま っ た

6http://www.crew.sfc.keio.ac.jp/˜chk/
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ま ま で あ る ． TUT-Code を 利用す る た め の プ ラ ットフ ォー ム も Window98 や NT と い っ た も の に

関 して 紹介さ れ て い る ．

TUT-Code本家の サイ ト管 理者と 話し合い ， 筆者が 今後本家の サイ トを 更新す る こ と と なっ た ．

こ れ に よ っ て ， TUT-Code に 関 す る 情報を 更新す る こ と で 多く の 利用者が ， 容易 に TUT-Code を

使用して 漢 字直接入力に 親しめ る よ う に なる だ ろ う ．

サイ トの 内容だ が ， 実際に は 次の よ う に 変更す る 予定で あ る ．

• Windows XP， Mac OS X等， 新しい プ ラ ットフ ォー ム で の イ ン ストー ル 方法を 載せ る

• 練習ソフ トウ ェア を 載せ る

• TUT-Code利用者が 互い に コュ ニケー ショ ン で き る 場を 設け る

4.2 検索漢 字練習

TUT-Code の 漢 字コー ドを 検索して 覚 え る う ち に ， 何度も 同じ 漢 字を 検索して い る こ と に 気 が

付く ． こ れ は 筆者の TUT-Code の 練習経験か ら 言え る の だ が ， 英 単語など 何か を 覚 え よ う と した

こ と が あ る 人なら こ の よ う な経験は だ れ に で も あ る こ と は 容易 に 想像で き る で あ ろ う ． 暗 記 す る た

め に 1-2回程度試行した だ け で は 短期 記 憶に しか なら ず ， そ れ を 長期 記 憶さ せ る に は 何度も 繰返す

必要が あ る ．

何度も 再確 認して しま う よ う な漢 字に 対して は ， あ る 期 間 に 集中さ せ て 練習して そ れ を 長期 記

憶に さ せ た い ． TUTSearch[図 2] は 漢 字コー ドを 検索す る だ け で は なく ， そ の 検索履歴を 保存して

い る こ と は 前に も 述べ た が ， こ の TUTSearch の 履歴を 利用す る こ と に よ っ て ， 多く 検索す る 漢 字

を 集中して 練習す る こ と が 可能で あ る ． 教材に なっ て い る よ う な漢 字を 覚 え る た め の テキストは ，

一 括 し漢 字を 覚 え ら れ る メ リ ットが あ る が ， や は り 自分が 頻繁に 使用す る 漢 字に 焦点を 当て て 練習

す る と ， 高い 意 欲で 取り 組め る ． そ して 日常的に そ の 漢 字を 使用す る こ と で さ ら に 長期 記 憶に つ な

が っ て ゆ く ．

検索漢 字練習の ソフ トウ ェア は 開発中で あ り ， そ の 中で 2 つ 問題が 出て き た ． 問題の 1 つ は ， 検

索履歴の フ ァ イ ル を 読み込ん だ と き に ， 検索した 文字か ら 本当に 知り た か っ た 文字を 判断しに く い

こ と で あ る ．

筆者の TUTSearch に よ る 履歴を 例に 取っ て みる と ， 2003年 8月 26日に 「 漢 字」 と い う 文字を

検索して い る が ， そ の 3 か 月後の 2003年 11月 20日に も 同じ く 「 漢 字」 と い う 文字を 検索して い

る ． こ の 場合， 8月の 時点で は 「 漢 字」 の 「 字」 と い う 文字を 検索した く て 「 漢 字」 と 入力し， 11

月の 時点で は 「 漢 」 の 文字を 検索した く て 「 漢 字」 と 入力した と 考え ら れ る ． も う 1 つ の 考え と し

て は ， 単に 3 か 月後で あ っ た の で 「 漢 」 と い う 文字を 忘れ て しま っ た ， も しく は 「 字」 と い う 文字

を 忘れ て しま っ た と も 捉え ら れ る ．

検索対象の 文字か ら 本当に 検索した か っ た 文字を 断定す る こ と は 不可能で あ る が ， あ る 程度検索

した か っ た 文字を 推定す る こ と は 可能で あ る ． 推定の 方法は ， 検索対象の 文字か ら 覚 え た 文字を 除

外す る こ と で あ る ． 覚 え て い ない 文字しか 検索しない の は 明ら か なこ と で あ る ． しか しこ の よ う に

して 検索した か っ た 文字を 推定す る た め に は ， 覚 え た 文字が 何で あ る か を 予め 分か っ て なけ れ ば な

ら ない ． こ の 「 覚 え た 文字」 を 特定しに く い こ と が 次の 問題に つ なが る ．

と こ ろ で ， 知り た い 文字コー ドを 検索す る 時に ， 明示す る こ と が も う 1 つ の 解決策で あ る ． 先ほ

ど の 例で あ れ ば ， 8月の 時点で 「 字」 を 検索した か っ た の なら 「 漢 字」 と 始め に 入力し， そ の 後に
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「 漢 」 を 削除して か ら 検索す れ ば よ い の で あ る ． 明示的に 検索す る 機 能は TUTSearch に 既 に 実装

さ れ ， Ctrl+S で 初め て 検索履歴と して フ ァ イ ル に 保存さ れ る ．

明示的に 検索す る 操作は 面倒で ， 検索履歴の 量が 少なく なる 可能性が 高い こ と が こ の 欠点で あ

る ． 筆者の 5 か 月間 の 検索履歴は 高々 235字で あ る ． Ctrl+S を 押して 明示的に 検索す る の は 不便

で あ り ， 実際に 検索した 回数は こ の 2倍以 上に なる で あ ろ う ．

2 つ 目の 問題で あ る の が ， 文字を 覚 え た こ と を ど の よ う に して 判断す る か で あ る ． 覚 え た と い う

感 覚 は あ い ま い なも の で ， 自分自身で 覚 え た と 認識した も の で あ っ て も 忘れ て しま う こ と が あ る ．

「 覚 え た 」 と い う 感 覚 を レ ベ ル に 分け る こ と に よ っ て ， こ の あ い ま い さ は 解決さ れ る ． 漢 字を 覚 え

る の で あ れ ば ， あ る 1 つ の 文字に 対す る 練習数， 打ち 間 違っ た 失敗数， 再び 練習した 間 隔 の 3 つ の

値を 使っ て 計算す る こ と に よ っ て 点数化して レ ベ ル 分け を して みれ ば 良い ．

こ の 計算は そ れ ほ ど 容易 で は なく ， 計算方法も 吟味す る 必要が あ る ． ま た ， 記 憶に 関 す る 先行研

究 を 調べ る こ と が 必要で あ る ． 計算が 難しい の は ， 例え ば 「 漢 」 の 文字を 1 か 月間 隔 で 12回練習

し， 最後の 3回か ら ず っ と 間 違え て い ない 場合と ，「 字」 の 文字を 4週間 間 隔 で 12回練習し， 最後

の 6回か ら ず っ と 間 違え て い ない 場合で は ど の 文字が よ り 覚 え て い る か を 考え る と 良い ． 3 つ の 値

が 色々 と 変わ る こ と に よ り ， 最後に 練習した 日か ら ど れ だ け 経過して い る の か に よ っ て も 覚 え た 度

合い は 変わ る ．

4.3 TUT-IME の 作成

現在， い く つ か の TUT-Code を 入力す る 入力装置 (Input Method) は 存在す る が ， ど の IM も そ

れ ぞ れ 使い や す さ が 異 なっ て い る ． 筆者が 利用して き た い く つ か の TUT-Code の IM の 良か っ た

点を 挙げ る と ，

• イ ン ストー ル が 容易 で あ る (1 フ ォル ダ内で 完 結す る )

• TUT-Code の テー ブ ル が テキストフ ァ イ ル で 定義 さ れ て い る の で 変更で き る

• 1 つ キー を 押す と そ こ か ら 始ま る 漢 字の リ ストを 表示す る 補助機 能が あ る

• か な漢 字変換 が で き る

• か な漢 字変換 の 辞書登録が で き る

• ま ぜ 書き 変換 が で き る

• 1ストロ ー ク目の 入力文字を 出力して く れ る

ま た ， 悪 か っ た 点は ，

• (TUT-Code入力環 境に す る た め の ) イ ン ストー ル が 不便で あ る

• スペ ー スを 含 む 文字コー ドと か な漢 字変換 が 競合す る

• か な漢 字変換 の 辞書能力が 低い

• 数字を 半角に した り ， 句読点を ピ リ オドに す る よ う なカスタマ イ ズが で き ない

• 1ストロ ー ク目の 入力文字を 出力しない た め に ， 現在の 入力の 順番が 分か ら ない
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• ソフ ソウ ェア に 依 存す る ， 挙動が 異 なる

の よ う なも の が あ り ， ど の IM も 良い 点と 悪 い 点を 共に そ なえ て い た ．

ま た ， こ れ ら の 入力装置は TUT-Code を 入力す る こ と も 専門と して い ない ． TUT-Code を 利用

す る た め に は ， い く ら か の カスタマ イ ズを す る 必要が あ り ， ソフ トフ ェア を イ ン ストー ル す る 際

に ， 標準の 設定か ら 変更す る よ う な経験が ない 人に は こ れ は 困難なこ と で あ る ． TUT-Code は か

なに 対す る 文字コー ドに 規 則性を 持た せ る こ と で ， 初心者に と っ て 分か り や す い ． しか し， そ の

TUT-Code を 利用す る ま で の 環 境設定を す る こ と が 難しく て は 意 味が ない ．

TUT-Code を 多く の 人に 利用で き る よ う に す る た め に は ， TUT-Code に 特化した 入力装置を 作

成して 無料で 配布す べ き で あ る ． ま た ， 主要の プ ラ ットフ ォー ム 上で 利用で き なけ れ ば なら ない ．

複数の プ ラ ットフ ォー ム を 利用して い る 人に と っ て は ， 各プ ラ ットフ ォー ム に よ っ て 入力方法が 多

少で も 異 なっ て は 入力が 思う よ う に で き ない の で あ る ．

例え ば ， 筆者が 利用して い る Mac OS X上で 動作す る TUT-Code の 入力装置で は ， か な漢 字変

換 を 併用さ せ る 場合， Shiftキー を 押して 始め の 文字を 入力す る ． 一 方， Windows XP で 利用して

い る 入力装置で は ， 漢 字変換 した い 文字を 予め 入力した 後に スペ ー スキー に よ っ て 変換 を 行う ． こ

の よ う に ， プ ラ ットフ ォー ム に 共通で ない IM を 利用す る こ と は 非常に 不便で あ る ．

開発す る IM に は ， か な漢 字変換 を した 場合に そ の 漢 字に 相当す る 漢 字コー ドを 表示す る 機 能を

付加す る ． 検索と い っ た 明示的に 漢 字を 検索す る こ と は ， 文章を 作成して い る 最中に は と て も 不便

に 感 じ る こ と が あ る ． あ る 文章を 作成して い る 時に は ， 同じ 漢 字を 何度も 利用す る こ と が 多い が ， 1

度検索して も す ぐ に 忘れ て しま う こ と が 良く あ り ， 何度も 検索して しま う こ と は しば しば あ る ． か

な漢 字変換 時に 同時に 漢 字コー ドを 検索し表示す る こ と で こ の 手間 が は ぶ け る ． こ の 機 能を 実装す

る と き に は ， 表示の タイ ミ ン グや 記 憶した と 判断さ れ た 時に は 表示しない など 考え る 必要が あ る ．

4.4 か な漢 字変換 と 漢 字直接入力の 比較

漢 字直接入力が か な漢 字変換 よ り も 早く 入力で き る こ と が 証明で き れ ば ， 漢 字直接入力の 普及 に

つ なが る ． 漢 字直接入力は 理論上か な漢 字変換 に 比べ て キー ストロ ー クが 少なく す む こ と は 言え る

が ， 実際に 入力が 早い か を 一 般の 人に 実証す る 必要が あ る ． か な漢 字変換 の 方が キー ストロ ー ク

数が 多い の は ， 少なく と も 漢 字を 変換 す る 際に スペ ー スを 1回押し， 漢 字を 決定す る た め の Enter

キー を 1回押す こ と に なり ， 最低で も 2回の キー ストロ ー クが 必要に なる か ら で あ る ．

キー ストロ ー ク数だ け で タイ ピ ン グ速度の 測定が で き ない 理由は ， か な漢 字変換 と 漢 字直接入

力で は ， 漢 字を 打つ 際の 思考プ ロ セスが 違う と 考え ら れ る か ら で あ る ． か な漢 字変換 は ， 漢 字を

「 音」 に 変換 し， そ の 音の 読み方を 入力す る ． そ の 後に 変換 して 選択と い う 過程を 経る ． 一 方， 漢

字直接入力の 場合は ， 漢 字を 想像し， そ の 漢 字に 当て は ま る 漢 字コー ドを 思い 出して 入力す る ． い

ず れ の 入力過程も ， タイ ピ ン グ練習を 重ね る こ と に よ っ て そ の プ ロ セスを 飛ば す こ と が で き る ． 打

と う と 思っ た 文字の イ メ ー ジか ら ， そ の ま ま 体が 覚 え て い て 打つ と い っ た ， 先程の 思考過程を 一 度

に 飛ば して 入力で き る よ う に なる ． こ こ ま で 入力で き る よ う に なれ ば ， ストロ ー ク数が 少ない 漢 字

直接入力の 方が 速く 入力で き る と 考え ら れ る が ， 一 般の 人々 が タイ ピ ン グ練習を して こ こ ま で 打て

る よ う に なる に は 相当な時間 を 要す る ．

一 般の 人が タイ ピ ン グ練習を す る 程度で ， か な漢 字変換 と 漢 字直接入力の 速度の 違い が ど れ ほ ど

か を 測る に は ， 実際に 集計して 比べ て みる の が 分か り や す い ． 集計す る デー タの 収集は ， 多く の

練習者の 成果を Web上で 共有す る こ と で 実現で き る ． タイ ピ ン グ練習の 環 境を 提供して い る Web

サー ビ スは い く つ か あ り ， そ の 参加数の 多さ か ら Web上で の タイ ピ ン グに よ る デー タ収集は 妥当
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で あ る ．

Web上タイ ピ ン グの 目的は ， か な漢 字変換 と 漢 字直接入力の 入力速度の 比較 で あ る か ら ， 入力

方法を 問わ ず に 利用して も ら う ． こ の 場合， タイ ピ ン グ練習の 事前に ど の 入力方法で 漢 字を 入力す

る か を 明記 して も ら い 練習を 始め て も ら う ．

ま た ， ユ ー ザの 練習状況の 履歴を 取る こ と で ， か な漢 字変換 と 漢 字直接入力の 上達速度の 違い も

測定す る ． こ の よ う に ， 入力方法を 問わ ない Web上で の 練習環 境を 提供す る こ と に よ っ て ， 入力

方法同士の 違い が 見え て く る こ と を 期 待す る ．

オン ラ イ ン に す る 頻度が 比較 的に 少ない ユ ー ザに 対して は ， Java Web Start を 用い た スタン ド

ア ロ ン の 練習環 境を 提供した い ． 練習の 履歴は オン ラ イ ン に なっ た 時に サー バ 側へ 送信す る よ う な

仕組みに す る ．

4.5 コン ポ ジショ ン タイ ピ ン グ練習環 境

現在市販の タイ ピ ン グソフ トウ ェア は ほ ぼ 全て コピ ー タイ ピ ン グの 練習ソフ トウ ェア で あ る ． コ

ピ ー タイ ピ ン グと は ， あ ら か じ め 打つ べ き も の が 決め ら れ て い る 文字を 打つ こ と で あ る ． コピ ー タ

イ ピ ン グの 練習が 主流に なっ て い る 背景に ， タイ ピ ン グ速度を 期 待さ れ て い た の が タイ プ ラ イ タで

あ っ た こ と が 挙げ ら れ る ．

現在， 一 般の 家庭に コン ピ ュ ー タが 普及 す る よ う に なっ て か ら は ， 一 般の 人々 が タイ ピ ン グ練習

を す る 必要が で て き た ． 一 般の 利用者は コピ ー タイ ピ ン グよ り も コン ポ ジショ ン タイ ピ ン グで あ る

こ と が 多い ． コン ポ ジショ ン タイ ピ ン グと は ， 自分で 考え た も の も 打つ こ と で あ る ． コン ポ ジショ

ン タイ ピ ン グの 例と して は ， メ ー ル を 書く ， レ ポ ー トを 書く ， チャ ットを す る ， 検索を 行う など と ，

コン ピ ュ ー タを 現在利用す る 一 般ユ ー ザの ほ と ん ど ん 行為 で あ る ． ま た ， プ ロ グラ ミ ン グなど も コ

ン ポ ジショ ン タイ ピ ン グで あ る の で ， コン ピ ュ ー タで 仕事を す る 人の 大半は コン ポ ジショ ン タイ ピ

ン グを して い る こ と に なる ．

コピ ー タイ ピ ン グよ り も コン ポ ジショ ン タイ ピ ン グ練習の 需要が 高く あ る べ き だ が ， コン ポ ジ

ショ ン タイ ピ ン グを 主と して い る 一 般の 人々 は ， 市販の コピ ー タイ ピ ン グで タイ ピ ン グ速度を 上げ

て い る こ と で 満足して い る 場合が 現状で あ る ． 市販の ソフ トウ ェア も タイ ピ ン グソフ トウ ェア を 称

して ， そ の 本質で あ る と こ ろ の 練習の 要素を 欠い て い る も の も 見ら れ る ．

こ こ で ， コン ポ ジショ ン タイ ピ ン グを 練習す る た め の ソフ トウ ェア を 作成した い と 考え る ． コン

ポ ジショ ン タイ ピ ン グの 提案 は も と も と 大岩 研究 室の 方々 か ら 出て い た も の で あ り ， 例え ば 写真や

イ ラ ストイ メ ー ジを 表示し， そ れ に 相当す る 名前を 入力す る イ メ ー ジタイ プ 練習が あ る ． リ ン ゴや

バ ナナの イ ラ ストを 表示して も ら い ，「 リ ン ゴ」 や 「 バ ナナ」 と 入力す る こ と で 正確 に タイ プ で き

た と す る ．

他に は 音を 聞く こ と に よ る 調音タイ ピ ン グや ， チャ ットに よ る 練習， クイ ズ形式で 答え る 練習，

課題を 出しそ れ を 制限時間 内に 解く 練習など が あ る ． 特に 最後の 課題に 取り 組む タイ ピ ン グ練習な

ど は ， プ ロ グラ ミ ン グ言語の 修得に 応用で き る ．

コン ポ ジショ ン タイ ピ ン グ練習環 境を 構築す る 際に 問題と なる も の は 誤字判定に なる ． 誤字判定

の 研究 は コピ ー タイ ピ ン グで も 様々 な先行研究 が 残さ れ て い る よ う に ， そ の 特定が 容易 で は ない ．

今後コン ポ ジショ ン タイ ピ ン グ練習環 境を 構築す る に あ た っ て ， 誤字判定を ど の よ う に 行う か を 吟

味す る 必要が あ る ．

誤字判定に 関 して は ， 厳密な誤字判定ア ル ゴリ ズム を 考え る 代わ り に ， そ れ を 人間 に 任せ て しま

う こ と を 考え て い る ． コン ポ ジショ ン タイ ピ ン グの 練習で あ る か ら 言え る こ と なの だ が ， 例え ば イ

メ ー ジタイ ピ ン グで 「 リ ン ゴ」 を 表示した 場合に 「 林檎」「 り ん ご 」「 Apple」「 赤い 果実」「 筆者の
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大好物」 の い ず れ を タイ プ して も 正解と す る ． 赤く て 丸 い り ん ご の よ う なイ メ ー ジを 表示して ， そ

こ か ら 想像す る も の は 千差万別で あ る ． 無数存在す る 正解の 作成方法は ， Web で の タイ ピ ン グ練

習を 想定して い る の で ， 練習者各々 で 正解の リ ストを 作成， 追加して も ら え れ ば 良い と 思う ．
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