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「知 能神話 」 の 生成

．第 r 次大戦後の ア メ リカを中心 と して．

保 田 　卓 （京都 大 学 大学 院 ）

　 今 世紀 初 頭 以 来 、掌 校 や 病 院 な ど に お け る 多 少

と も 診 断的 な 場 面 に お い て 、い わ ゆ る 「 知 能 テ ス

ト 」 が 広 汎 に 使 用 さ れ て き た 。そ の 背 景 に は 、 

生 得 的 に 決 定 さ れ た 或 る 種 の 「頭 の 良 さ 」 で あ る

「 知．能 」 と い う
一

個 の 属 性 が 各 個 人 に あ り 、  そ

れ を 客観 的 に 測 定 し 得 る 、と い う 信 念 が 存在 し 、

ま た こ の 儒 念 は
一般 に も か な り 流 布 し て い る も の

と 思 わ れ る 。 し か し 、こ の よ う な 信 念 が 必 ず し も

明 ら か な 根 拠 を も っ も の で は な い と い う こ と は 、

こ の
．
「 知 能 」 概 念 を 生 み だ し た 当 の 心 理 掌 自 身 の

知 見 が 語 っ て い る 。
．明 白 な 根 拠 を 欠 く に も 拘 わ ら

ず 信 じ ら れ て い る 一 そ の 意 味 で か か る 信 念 は
一

っ の
「 神 話 」 で あ る と 言 え よ う 。 で は 、こ の 「 知

能 神 話 」 は い っ 、ど こ で 、い か に し て 生 ま れ た の

だ ろ う か 。

　 今 日 ま で 使 用 さ れ て き た よ う な 、 「 知 能 」 を 何 ．

ら か の 数 量 と し て 表 す 形 の 知 能 テ ス ト は 、フ ラ ン

ス の 心 理 学 者 ビ ネ ーの 作 成 し た テ ス ト を 嚆 矢 と す

る が 、そ の 底 流 と し て 、ピ ネ ル に 始 ま り．、そ の 弟

子 の エ ス キ ロ ル ら に よ っ て 継 承 さ れ て い っ た 近 代

（フ ラ ン ス ）精 神 医 学 一心 理 学 の 流 れ が あ っ た 。 実

際 、ビ ネ ーが 若 い こ ろ 所 属 し て い た サ ル ペ ト リ エ

ー
ル 病 院 は 、ビ セ ー トル 施 設 の 次 に ピ ネ ル に よ っ

て い わ ゆ る 「 解放 」 が 行 わ れ た 場 所 で あ る 。 フ ー

コ
ー

に よ れ ば 、成 立 期 の 近 代 精 神 医 学 の
「 治 療 」

行 為 は ．r 狂 人 コ を 健 常者 か ら 「 分 割 」
・隔 離 し、

そ の 精 神 を 「 客 体 化 」 し て 、彼 ら を 道 徳 的 に 処 遇

す る と い う 営 為 で あ っ た 。ビ ネ ー
の 知 能 テ ス ト は、

ビ ネ ー自 身 の 意 図 に も 拘 わ ら ず 、こ う し た 「分 割 」

・「 精 神 の 客 体 化 」 の 文 脈 に 位 置 づ け ら れ る 。 し

か し 、前 述 の 如 き 知 能 概 念 の 出 現 は．、こ の 文 脈 だ

け で は 説 明 で き な
．
い 。そ も そ も ビ ネ

ー
の テ ス ト は 、

小 学 校 の 授 業 に っ い て い け な い 遅 滞 児 を 選 抜 し て

特 殊 学 級 に 収 容 す る こ と の み を 目 的 と し て 作 ら れ

た も の で あ り 、ま た ビ ネ ー自 身 も 、知 能 を 、遺 伝

に よ っ て 齎 さ れ る 固 定 的 な 実 体 と は 見 ず 、子 ど も

の 成 長 の 途 上 で 絶 え ず 発 達 し 続 け る 、多 様 な 能 力

の 複合 体 と し て 捉 え て い た 。

　 「知 能 神 話 」 が 具 体的 に 形 成 さ れ た の は ア メ リ

カ に お い て で あ る 。ア メ リ カ に お け る 知 能 テ ス ト

の 先駆 者 で あ り 、ま た ビ ネ ー ・テ ス トめ 英 語．版 の

作 成 者 で も あ る ゴ ダ ー ドや タ
L

マ ン の 知能 概 念 が

既 に か か る も の で あ っ た が ．特 に タ ーマ ン は 、「知

能 指 数 」 （intelligence 　 quotient ； IQ ）の 概 念 を

ビ ネ ー ・テ ス ト に 導 入 し た 点 で 、本 研究 の 問題 関

心 上 重 要 で あ る 。 な ぜ な ら 、そ の 算 出 手 続 き の 意

味 合 い が 忘 れ 去 ら れ 、知 能 テ ス ト が そ も そ も 発 達

の 診 断 、そ れ も よ り 適 切 な 教 育 を 施 す た め の 診 断

の た め に 開 発 さ れ た の だ と い う 認 識 を 欠 く と 、 l

Q は 単 に 、雑 多 な 問 題 を 解 く 能 力 に お い て 同 年 齢

者 中 に 占 め る 相 対 的 位 置 を 表 す 数 値 に 過 ぎ な く な

っ て し ま い 、さ ら に 、オ リ ジ ナ ル 版 の ビ ネ ー ・テ

ス ト の 「 精 神 年 齢 」 に 比 べ て 、外 見 上 、知 能 そ の

も の を も 生 得 的 に 固 定 さ れ た も の と 見 せ て し ま い

が ち な 数 値 だ か ら で あ る 。

　 ゴ ダ ー ド や タ ーマ ン の テ ス ト は 、ア メ リ カ の 学

校 な ど に そ れ な り の 普 及 を 示 し た p 特 に タ
ーマ ン

の テ ス ト は 、1920 年 代 を 中 心 に 、ア メ リ カ で
．
最 も

広 汎 に 使 用 さ れ る テ ス ト の
一

っ と な っ た 。し か し 、

知 能 テ ス ト の 普 及 に 与 っ た 影 響 力 に お い て 、彼 ら

が ヤ ーキ ズ と 共 に 作 成 し た 「 ア メ リ カ 陸 軍 知 能 テ

ス ト 」 は 、こ れ ら の テ ス ト
．
の 比 で は な か っ た 。 こ

の テ ス ト は 、第
一次 大 戦 中 、ア メ リ カ 陸 軍．に お い

て 効 果 的 な 人 員 配 置 を 行 う 目 的 で 作 成 ・実 施 さ れ

た も の で あ り．最 終 的 に 約 175 万 天 も の 兵 士 の デ ー

タ が 集 積 さ れ た 。

　 陸 軍 知 能 テ ス ト の 内 容 と 実 施 方 法 は 、大 戦 中 は

軍 の 機 密 と さ れ た が 、戦 後 に な っ て そ れ が 解 除 さ

れ る と 、責 任 耆 で あ っ た ヤ ーキ ズ の も と に は 、テ

ス ト に 関 す る 問 い 合 わ せ が 殺 到 し た 。 こ れ に 応 え

て ヤ
ー

キ ズ ら は 、1919 年 、陸 軍 テ ス ト を も と に
「
「 標

準 型 国 民 知 能 テ ス ト 」 （National 　 Intelligence

Tes し；NIT ）を 作 成 し た 。 こ の テ ス ト は
一

年 足 ら

ず の う ち に 50万 部 以 上 の 売 上 を 記 録 し 、こ れ を 用
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い て 毎 年 数 百 万 人 の 児 童 を テ ス ト し た 小
・中 掌 校

や 、特 殊 施 設 の み な ら ず 、企 業 で も 人 事 管 理 の た

め に 使 用 さ れ る よ う に な っ た 。ま た 、こ の テ ス ト

を 入 学 資格 の 判 定 に 導 入 し た 大 学 も 現 わ れ た 。

　 戦 前 は 知 能 テ ス ト を 受 け る と い う こ と に は か な

り の 心 理 的 抵 抗 が 伴 っ た と い う が 、戦 後 の こ う し

た 爆 発 的 な 普 及 に よ っ て 、知 能 テ ス ト は ア メ リ カ

国 民 に と っ て か な り 身 近 な 存 在 に な っ た こ と で あ

ろ う 。そ し て 、こ の テ ス ト の 背 景 思 想 で あ る 「 知

能 神 話 」 も ま た 、学 校 教 師 な ど テ ス トの 実 際 の 使 ．

用 者 の 意 識 に 、そ し て そ の 実 施 様 式 や 結 果 の 使 わ ．

れ 方 な ど を 通 じ て 、テ ス ト さ れ る 側 の 意 識 に も 、

明 瞭 な 、あ る い は 暗 黙 の 形 で 浸 透 し て い っ た も の

と 思 わ れ る 。

　 し か し 、戦 争 終 結 三 年 後 の 1921 年 に 出版 さ れ た

陸 軍 知 能 テ ス ト の 総 括 的 報 告 は 、テ ス ト そ の も の

以 上 に 社 会 的 イ ン パ ク ト を も っ て い た ．そ こ で は ．

ア メ リ カ の 白 人 成 人 の 平 均 精 神 年 齢 は 約 13歳 で あ

る と い う 衝 撃 的 「 事 実 1 の ほ か に 、北 欧
・
西 欧 人

を 頂 点 と し 、南 欧 ・
東 欧 人 ．黒 人 の 順 に 低 く な る と

い う 生 得 的 知 能 の 人 種 間 格 差 が 報 告 さ れ て い た 。

さ ら に 1923 年 、戦 時 中 は 陸 軍 の 心 理 検 査 官 を 務 め

て い た ブ リ ガ ム が 、こ の 分 析 を さ ら に 進 め た モ ノ

グ ラ フ を 発 表 し た 。そ れ に よ る と 、移 民 の 兵 卒 は

ア メ リ カ 在 住 期 間 の 長 短 に よ っ て 精 神 年 齢 が 異 な

り 、最 近 の 移 民 ほ ど 知 能 が 低 い と い う 結 果 が 見 出

さ れ た 。 ブ リ ガ ム は こ れ を ．よ り 生 得 的 知 能 の 低

い 人 種 と 、人 種 内 で も よ り 生 得 的 知 能 の 低 い 人 々

の 移 住 の 増 加 に よ っ て 説 明 し た 。ア メ リ カ 白 人 の

平 均 知 能 は 13歳 並 で あ る と い う ヤ
ー

キ ズ ら の 報告

も 、こ の 文 脈 で 説 明 さ れ た。す な わ ち 、ア メ リ カ の

白 人 の 知 能 は も と も と 低 か っ た わ け で は な く 、知

能 の 低 い 移 民 の 増 加 に よ っ て 低 下 し た の で あ る 、

と e

　 内 容 の 文 化 的 な 偏 り や 実 施 条件 の 不 備 、そ れ に

恣 意 的 な 解 釈 な ど 、陸 軍 知 能 テ ス ト が 孕 ん で い た

多 く の 問 題 点 を 考 え る と 、そ の 結 果 の こ う し た 説

明 は そ の 前 提 か ら し て 怪 し い と い う こ と に な る 。

し か し 、テ ス ト の 妥 当 性 を 信 じ 、そ の 結 果 の 生 得

論 的 な 解 釈 を 疑 わ な か っ た ブ リ ガ ム は 、人 種 に よ

る 移 民 の 選 別 ・制 限 を 主張 し た 。

　 移 民 の 制 限 や 選 別 を 唱 え た の は 、ブ リ ガ ム が 最

初 と い う わ け で は な く、か な り 以 前 か ら 実施 さ え

さ れ て い た 。 こ れ は 当 時 の ア メ リ カ の 優 生 主 義 的

風 潮 を 反 映 し た も の で あ る が 、こ の 他 に も 様 々 な

立 場 か ら 移 民 の 制 限 が 主 張 さ れ て い た 。 し か し ブ

リ ガ ム の 著 書 の 出 版 以 来 、人 種 差 別 的 な 立 場 か ら

の 移 民 制 限 諭 が 強 く な っ た 。一・方 、こ れ と 同 じ く

1923 年 ．下 院 の 移 民
・
帰 化 委 員 会 は 、移 民 を 恒 久 的

に 制 限 す る 法 案 の 審 議 を 開 始 し た 。 委 員 会 は 多 く

の 移 民 制 限 論 者 を 召 喚 し た が 、そ の 証 言 の 中 で ヤ

ーキ ズ や プ リ ガ ム に よ る 陸 軍 テ ス トの 分 析 結 果 は

確 定 的 事 実 と し て 援 用 さ れ た 。 人 種 に よ る 移 民 の

制 限 に 反 対 す る 議 員 も い な い こ と は な か っ た が 、

当 時 の ア メ リ カ 連 邦 議 会 は 、上 下 両 院 と も に 保 守

的 な 共 和 党 が 多 数 派 で あ つ た 。こ う し た 状 況 下 で ．

人 種 別 移 民 制 限 を 定 め た ジ ョ ン ソ ン
・ロ ッ ジ 法 案

は 、1924 年 4月 、一ヒ下 両 院 で 圧 倒 的 多 数 を も っ て 可

決 さ れ 、こ れ に ク ーリ ッ ジ 大 統 領 が 直 ち に 署 名 し

て 発 効 し た 。

　 さ て 、本 研 究 の 問題 関 心 に と っ て 重 要 な の は 、

移 民 制 限 法 案 の 審 議 の 過 程 で 利 用 さ れ た 陸 軍 テ ス

ト の 結 果 と そ の 解 釈 、す な わ ち 生 得 的 知 能 の 人 種

間 格 差 の 観 念 が 、法 案 の 審 議 に 伴 う 選 別 的 移民 制

限 へ の 関 心 の 高 ま り や 法 律 の 成 立 に よ っ て 、ア メ

リ カ 社 会 に い か に 広 く 受 け 入 れ ら れ た か 、と い う

点 で あ る 。な ぜ な ら そ こ に は 、 「 知 能 神 話 」 す な

わ ち 「 生 得 的 か っ 客 観 的 に 測 定 可 能 」 と い う 知 能

概 念 が 含 意 さ れ て い る か ら で あ る 。 本 研 究 で は 、

当 時 の ア メ リ カ で 発 行 さ れ て い た 雑 誌 （主 に 教 育

関 係 ） に 渇 載 さ れ て い る 知 能 （テ ス ト ）関 逗 記 事 に

あ た る こ と に よ り 、極 め・
て 不 十 分 な が ら こ れ を 検

証 し た。ま た 、陸 軍 テ ス ト や NIT そ の 他 の 知 能 テ

ス ト の 普 及 に 関 し て も 同 じ 史 料 で 併 せ て 調 べ た 。

そ の 結 果 の 概 要 は 次 の 通 り で あ る 。 す な わ ち 、第

一
次 大 戦 終 結 の 1918 年 よ り 後 、  知 能 （テ ス ト ）関

連 記 事 の 総数 が 急 増 し て い る 。  そ の 中 で も 、陸

軍 テ ス ト に 言 及 し た 記 事 、お よ び そ れ を 大 学 等 で

実 施 し た 結 果 の 報 告 記 事 が 多 い 。   知 能 や 学 力 の

人 種 間 格 差 に 関 す る 記 事 の 内 容 に 質 的 変 化 が 見 ら

れ る 。す な わ ち 、以 前 は 比 較 的 慎 重 で あ っ た そ の

解 釈 に 、生 得 論 的 含 意 が 強 く な っ て い る 。詳 細 は

当 日 の 発 表 に 譲 る o
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