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,・1リ区神経多、忠を患うと、上下妓麻悼、言'語障害、高次雅研懲能障宅卸、知症などの1堵生

が造残tる。本研究では、とくに手指麻輝と運動障害性様Υ斉障害(心冶田北1辻ね)のリ<

ビリテーシヨンとして、被験者に対し、乎指麻輝には鍵継楽器演奏による手指の分雌那

動、山S田'U寸ia には発声哥欠1唱副様東による発声明瞭度改善のための発声発話・邪官の剤呼東軍

動を試み、両者の効果と評価について検証した。

れらの患者を刈'象にした各運動回復プログラムやその効果に関する研究は極めて限こ
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そのため、本論文では、こオ1らの運動プログラムを計画、訓練、解櫛、評価に区分 L 、、

それぞれについて靭ヲモするとともに、音楽リ<ビリテーション1こっいて儁N末レベルの武
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本研究の第一段階と1.て、恥井工中による手指麻越ψ)運動同復(巧緻動作) を目的どし
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総合的には、訓練する際、既成曲を即(とても弱く)で弾くことで効果が表れやすいこ

とが分かった。加えて、患者は訓練によって、精神的な安定や訓練に対して前向きな言

動を示すようになった。

次に、山訟rthl・ねの発声明瞭度の向上を目的とした歌唱訓練を行った。その際、客観

評価である 5つの音響特徴パラメータを使い、歌唱評価のための音響分析をした。あわ

せて主観評価である歌唱音声と発話音声に対する 3つの聴覚印象評価を行い、その結果

をもとに、客観評価と主観評価の相関分析を行った。そして、聴覚印象評価者が音楽訓

練を受けた者とそうでない者の間で発声明瞭度の評価が異なるかどうかについても検証

した。これらの結果、客観評価と主観評価の結果には相関があることが示された。さら

に、歌唱の要素である血ythmのパラメータが聴覚印象評価と最も相関が高く示されたこ

とから、歌唱訓練において血ythm を強調することで発声明瞭度が改善しやすいことが示

された。そして、聴覚印象評価においては、評価者が音楽の訓練をうけているかどうか

に関係なく、同等の評価をすることが明らかになった。

以上、本論文では、手指運動と発声発語器官の運動の音楽りハビリテーションの評価

にっいて分析し提案した。また、これらの 2つの運動を組み合わせた課題を実施するこ

とで、大脳基底核と小脳の相互作用により訓練の効果が期待されると考える。さらに、

本論文の成果によって、神経科学的根拠に基づく音楽りハビリテーションの効果と評価

指標のーつとして臨床現場への応用とともに、患者の継続的なりハビリテーション支援

の契機となり、生活の質の向上に繋がると考える。
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People sufferlng 介om C引111'al nelv011S system disorders lend to have afta'efルCts such as pal・alysis of il]e

UI〕per and lowel' 1imbs, speech dis01'del'S, 1]igher bl'ain dysn,1nclion and demenlia.1n 11]is sludy, we

il〕vestlgated the effectiveness and evaluations of '6nσel' moven]ent 11'ahling usinσ a nlLlsical keyboal・d {0

mη)1'ove fingel' dexter11y ror pa11enls wj{h hand paralysis, and voice and sinσino tl'aininσ for dysal・tl]1・ia,10

mlplove speech jnteⅡ】gibilily

There have been few prlor studies on lhe use ofu〕ese lypes of excrcises for palienls wilh cen{ral nervous

Systen〕 diseases, and fcw en]pirical studies on d〕eir pl'aclicality and e庁Cctiveness based on scien{i6C

evidence. Th引'efm'e, in this paper、 the rehabili{ation pr0σrams described above 入V引'e divided into planninσ

training, analysis and evaluation stages, and each stage was examined. The suilabilily of these lnethods for

dinical al)plicalion as nlLlsic l'ehabililation pl'ogl'ams was also eva111aled. Based on the resU11S of o{1r

Investlgati01],1he possibjli{y of a new muslc l'ehabililatlon pT0σralTl f01' 1]and pal'alysis and dysRnhria is

1〕roposed, C0111binlng keyboald and voice Ⅱ、ainiΠσ.

FⅡ'S{,＼ve conducted a clmical sludy ofelectronic kcyboal'd playinσ for {he purl〕ose 01'rccoYelinσ hand and

負nger dex(el'ity after l)al'alysis due to S11'01くC, h〕 01'({el、{O PI'ovide an objcclive cva11服lion in({ex for 山e

dleciivencss of 小is keyboal'd tl'aining, SLⅡfacc eleclron〕yogl'aphy (SEMG) and 入ⅡDI (1nusicalinslnU11ents

digl(alinlel'face) velocily n〕eas{Ⅱ'cmenlxvel'e PⅨ'f0ΠηCd. subiect八C ゛透Iuations by a nRlsic lherapisl of

Subiecls' 1くeySⅡ'01くes and len11)O SC01'es we下e conducted and con]1〕al'ed 、vith {he objeclive evalualions.

Changes m i1祀 Psych010glcal behaⅥ01' of11]e palienls wa、e also assessed

The l'esults of lhls obJeC11Ve al]alysls l'evealed tl〕at it was easiel' to obsel've changes in nnσel・ movemenl

Using N11Dl veloclty 11]al] when uslng sEMG The l'esults of 山e subjeclwe evalua{ion showed thal ihe

Inlpl、oven]enl】n keyS力'oke sc01'e and len]po scm、e due lo u'ainiΠσ Could be evalualed.＼ve also nⅨed Ⅱ]al

il]η)10ven〕ent in dexlelily 、~、as more obse1入喩ble when patients played 111e s0ΠσS VCI'Y quieuy (i.e.、 PP).1n

addilion、 dle patlen{S SI]OU,でd men{al slabilily and posilive a11iludes toW雛ds u・aining.

Nexl、 Yoice and slnging u'alnlng ＼¥el'e co】]〔ulcted 、uitl] 11}e ain] of in]1"'oving specd〕 inte11iσibiliiy of

Palienls ＼vlth dysarⅡⅡ'1a. Five ac011S11C feanぜe pal'ameters were used for objec{ive acouslic ana1侭js to

evaluate their singing,1n addi{ion,ⅡⅡ'ee pel'cep{ual mlpl'ession evaluations ＼vel'e paイbn]]ed as a subjeciiYe

evaluauon oftl〕eⅡ' spealく1ng and slngmg Yolces. The percel)tualimpression eYalualions wel・e conducled bY a

gl'oup of nlusic n〕ajor studaⅡS (入4S) and a 剖'oup ofnon-n〕usic nlajor snldenls (NMS). A C0Π・elalion analysis

A PI'oposal for Evaluation ofMusic Rehabilila{ion usinσ Keyboald Finoel・入10veme川

and singing Training for palients 、vith centl'al Nen勺Us system Diseases
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Ofthe objective al〕d subjective evaluations was tl〕en conducted, and the results lndicated a clear conelation

Among the acoustic parameters, ule rl〕ythm parametel showed 山e highest c011elation with the perceptual

ilnpression evaluation' The fact that the thythln P砥'alnetel sh0工入led the lnost effect ofttaining indicated that

Vocalinte11igibility was easily improved by emP1瞭Sizlng u〕e rhyt1Ⅱn paramete1 血 Sjnging tralning

Futthen〕〕ore, no difference was found in how perceptLla111npressions W飢'e evaluated between the lYls and

NMs goups

Based on the lesults of these two investigati01〕S, we propose a new muslc rehabilitation lnethod whjch

Con〕bineS 血Stlulnental finger lnovelnent wlt}〕 vocali2atlon al〕d speech olgan move11)ent. R is expected that

d)e basal ganglia and the cetebeⅡUm wiⅡ be mutuaⅡy activated by performlng tasks that combil〕e these two

exercises. The results of these st11dieS 1入7i11 Provlde lndexes of neurosclentific evidence based music

Iehabilitation. These methods could im郡'ove the quality of life of stroke patients, and encourage thelr

Continuous partlcipatlon ln rehabilitatlon
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