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1　 問 題 の 提 起
・

　本研究 は，記億研究 の 一つ の こ こ ろみ と して ，視覚 的

材料 に よ る 記憶，お よ び聴覚的 材料に よ る認憶を，そ の

発 達 約 観点 か ら研究せ ん と し た もの で あ る c

　H ．Ebbinghaus は ， 子音
一

栂音
一

子音 の 三 字 の 構造

の 音節 を 用い て ，言副意 の 実 験を 行 い ，無 意味 綴 系 列 を記

憶す る に 必 要 な反復回数 や ， 忘 却 に つ い て 研究 し て い

る e （1）

　ま た ，
G ．　M ，　Whipple も，視覚的 記「意と聴覚 的 記憶と

の 発 達 約研究を数字系列 を用 い て 実験 し，そ の 結果，8

才 ま で は，比 較的 に 聴覚的 記憶 が す ぐれ て お り，9 才以

後 に な る と ， 視覚的記憶 が よ くなつ て くる こ とが，報告

され て い る e （2）

　本研 究 は ，両者 の 研 究 に 闘連 づ け な が ら，こ こ で は ，

こ れ を視 覚 的 ， ならび に 聴覚的記噫を，そ れ ぞ れ，無意

購 お よ び有意味綴材料を用 い て，そ の 発 逑 杓傾 向を調

べ て 行 こ う と す る もの で あ る．す な わ ち ， 無意昧綴 お よ

び有意昧綴 の 材料を用 い て ，視 覚 的，聴 覚 的 記憶 の 実験

を行 つ た 場 合 ，果 し て ，数字 系 列 を用 い た ，
Whipple

の 結果とは，どの よ うな ， ちが い が 出て くる だろ うか，

また，そ れ が，ど の よ うな発遠約傾 向を 示 す も の で あ る

か を検証 し よ う とす る の が ， 本研究 の 目約 で あ る。

　　　　　　　　 」 　第 1 実 験

　　　　無意 味 綴 材料 に よ る ， 視覚的，聴覚的

　　　　記 憶 の 実験

　 1　 方法 ならび に手続

　本実験 に お い て は，無 意 味綴 材料 を用 い て 視覚的 お よ

び 聴 覚 的 記 應を 発 逮 約 観点 か ら考察 せ ん と し た も の で あ

るが，そ の た め の 方法 お よ び手続 は．つ ぎの 通 りで あ る。

＊ Astudy 　on 　the 　progress 　of 　visual 　and 　auiditory

皿 emories

＊＊ By 　Mishima，　Jiro　 and 　Yokoo
，
　Takenari （Waseda

Univcrsity）

　 （1｝ 方法 一 直接記憶尺 度 法 （lmmediate　memory

　　　 span 　 method ）

　 ま つ
聖
，　無 意 瞬ミ綴 材 半斗¢り言窪数 の 少 な レ・系 歹可（3 語） を 呈

示 し て ， た だ ち に 再生 させ る 。 こ れ を冉生 した な らば ，

つ ぎの 系列，すな わ ち，前の 系列 よ りも， 1語増 した 4

語 の 系列 を呈 示 し て ， た だ ら に再生 させ る。つ ぎ に 順 次

に 語数を増 して 行き， 正 答 され た 最 も長い 系列をもつ て

そ の 個 人 の 記臆尺 度 と し た 。

　f2）装置

　 視覚的記
．
憶実験 の た め に ， memory 　drum （廻転式連

続瞬間露 出器 ） を 用い た 。 こ れ は ，予 め 呈 示 す る 無意 昧

綴材料 を ， 幅 9cm の テ ープ に か い て，卞 の 巻取 りの 部

分 に 巻 い て お き， 上 の ハソ ドル を廻す ご と に よ つ て ， こ

れ を呈 示 しな が ら ， 巻 き上 げられ る よ うに し て あ る g

　呈 示 は，memory 　drum の 窓 か ら，無 意 昧 綴 が 1 語ず

つ 呈 示 され る よ うに な つ て い る。

　 つ ぎに，聴覚的 記憶 の 実験 の 場 合 は，音声 や 時間な ど

の 条 件 を一定 に す る た め，刺 激 材 料 を 12 イ ソ チ レ コ ード

に 吹 込 み，電気蓄音器 を用 い て ，被験者 に呈 示 した。な

お ， 數示 も， 同様，予 め 吹き込ん で あ る レ コ ードに よつ

て 行 つ た。ま た，系列 の 初 め と，終 りに は，必 ず ベ ル を

鳴ら して ，聞 く合図，書 く合 図を 示 した。

　β） 刺 激材 料

　無意 味綴 材 料は，子 音 の み をJ［iい て，意 味 の あ る綴 と

な らぬ よ う注意 し て　「心 理 学研究21巻 1951，2亀岱
28．i（3）

を参 考 と し て ， 材料 を作 り， 第 1 系列 は 3語 ， 第 2 系列

は ，4 語 と，順次71 語ずつ 増 して 行 き，第 7 系列 の 9

語 まで と した 。 視覚的記憶 の 実験 の 場合 は，こ れ を 幅 9
cm の テ ープ に書 き込 み ，露出器 を 用 い て 廻転 して ， 刺

激 呈 示 す る よ うに し た 。

　聴覚的 記憶 の 場 合 は，上 と 同 じ手 続 に よ つ て ，作製 し

たもの を，
レ コ ー ドに 灰き込 ん だ もの を用 い た 。

　（4） 手 続

　実 験条件 を考慮 し て， 1 回 の 被験者 は 20 名 を 限度 と

し ，
こ の 20 名 に ，無意味綴 の 視 覚 お よ び，聴覚 記憶の

一
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実験 を し た の で あ る が，ま ず ， 視 覚 的 言己噫 の 実験 の 場 合

は，こ の 20名を露 出器 の よ く見え る 場所 に清席 させ ，つ

ぎの よ うな教示 を 与 え た 。 す な わ ち，露 出器 の 窓 が 開 い

て か ら 1 系列 の 呈 示 が終 る ま で，眼 を は な さ な い こ と ，

つ ま り，1語 1語見 なが ら記入す る とい うこ とは，絶対

に しない こ と，再 生 が 終つ た ら，た だ ち に鉛 筆 を お くこ

と，刺 激 が 呈示 され て い る 問 は ，鉛筆 を持 た な い こ と，

刺 激呈 示 の 開始や終了 ， 再生 の 開始 や 終 了 は，一
切 こ ち

ら の 合図に従 つ て や る こ と等を注意 した 。 なお ，予 傭実

験 の 結果，無 意 味綴材料 は，呈 示 時 間は ， 2 秒，再生時

聞は 20 秒 が適当で あ る こ とを得た の で ， こ の 時 間 で 実

施した。ま た，無意 味綴材料 の 聴覚 の 場 合 も， 同 様 の 手

続 を とつ た。

　C5） 被 験 者

　 2 年生 か ら 6 年生 まで の 小学生 532名

　 2 年 生 か ら 3 年生 ま で の 中学生　93名

　 こ れ ら は，い ずれ も東京 都内小学校 の 児童 お よ び隼徒

で，学年 お よ び 性 別 に よ る表 は ，
Table　 1 の 通 りで あ

る。  なお ，こ の 被験者 の 知能偏差 値平均 お よ び そ の S

D は，Table 　2 の 通 りで ，
こ れ を全 国都市平 均 ，

　 M ＝ 55

f ・　50　 SD ＝10 以下 （田中教育研 究 所 に よ る）と比 較

す る と，大 きな差 が な く，通常 class と い え よ う。

　　　　　 Table 　 1　 性 別被験者数 を 示 す

露出器お よ び 電気蓄音 器 を使 つ て 4学 生 2 年 生 か ら，中

学生 3 年 生 まで の 実駭 の 結果 を，直接記憶尺度法 に よ つ

て ，採 点 した が，そ の 結果 は，Tablg　3 に示 す通 りで あ

る。

　 こ の 結果を検討 して み る と ，小学生 に お い て は ， 視覚的

記
．
憶 も ， 聴覚 的 記憶 も ， と も に 発達 の 傾 向を み せ て い る

が ， 大 体， 5語 の 系列を，再生 し て い る 人数 の 比 率 が ，

高 い よ うで ある。こ の 傾向は，6 年生 ま で続 き ， 中学生

に な る と，視覚的記憶 は，小学生 よ りす ぐれ て ， 平均 し

て ，6 語 の 系列 が，再生率が よ くなつ て い る 。 平均値 を

み て も，小学生 で 最高 の 6 年生 は ，5．5 で あ る の に 対 し

中学 2年生 で は ，6．　6 を示 して い る 。

　 また，聴覚的記應 に つ い て み て も，6 年生 まで は ， 各

学年 と も，発達 の 傾向を 示 し て い る よ うに 見 られ る，、た

だ，中学生 で は，2 年 宇で は，急 に，そ の 再 生 率 が 悪 く

な つ て い る 。 な お，6証 か ら，9 語 の 系列 を，完全 に 再

生 して い る人数が 多 け れ ば，そ れ だ け，そ の 学年 の 再 生

率 が よ い こ と を 意 昧 す る が ，こ の 系列を合計 し て ， グ ラ

　　 Table　 3　 無意昧綴材料 に よ る視覚的 記憶 の

　　　　　　　 場 合 の 結果 〔％ 〕

学 性 文 字 数

年 別 3 ・ 1・ ・ i7181・

s ’
＼ 性別　　i

　 　 は

　学年

’’”・
＼ 1 男

234pD623小

　

　

中

47613456455522

女

98572225354622

　 　 　δ　　　12．5　　29．7

ノ」、 1【…♀　
．15・3133 ・9

　 　 M13 ．831 ．7

皿

6　　10．6

♀　　10．5 ．

Mllo ・　6

21．315

．818

．8

53．1
』

33．943
．9

3．115

，2　 1、7

9．o　 o．8

1・．6

53．2 ．10，6 　 4．3
　 　 　

52．6121 ．1　　　
52．91 ・5．32 ．4

0．8

Table 　 2　知能偏差値平均及標準偏差

小
00

丁

＼
丶 知能

　学 年 　
＼ 丶＼

234

尸
0623

小

　

　

中

M S ．D

51．2253

，8752

．2550

．3154

．6951
．8752

．52

2．106

．549

．1210

．628

，718
．328

．87

T

M

ε

。TM

8．910
．99

．97

．82
．15

．1

21．4151 ．8
　 　 1

工2．7156 ．4

17．1i54 ．1

13．7　 45．1

10 ．6 ’46．8

12，2　　45，9

δ 　 　 1．93 　 5．7

9　　 3．2　　6．5

M 　　 2．6　　6．1

45．340

．342

，6

8．9 ・．　413 ．61

14．5 ．5．5

1L 　7 　 5．4 　 1，8

2　 結 果 と そ の 考察

無 意 味 綴 材 料 を 用 い て ，直接 証 慮 尺 度 法 に よ り，瞬 間

25．5　 5，9
　 　 L19
．1 ：14．9i

22．5110 ．21
　 　 1

：：：t4
．1

「

中 ∬

皿

ε

♀

M

ε

♀

M

3．8

2．2

3．8

2，2

33，933

．933

．9

9．41 ，．sI

12．9i3 曾21

11．313 ．51
　 　 1　 　 1

iililili
旨

iili
4．8

… 1・6・・ 37・・「・7・・

20．033

．336

．038

．128

，04
．8

26．920

．023
．812

．09

．510

．9

3．8

2．24

．09

．56

．5
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Table 　 4　 無 意 昧 綴 材料 に よ る 聴 覚 的 誰憶 の

　　　　　 場 合 の 結果 〔％ ）

Fig ． 1　 無意 味綴 材 料 に よ る視 覚 的 ，聴覚 的

　　　　　記憶 の 発 達iを 示 す

生学 文

剣 別

小 皿

皿

3　　　 4

17．2　　32．8

17，2　　22．4

17、2　　27．6

5

♂

黛

M

ε

0
†

M

字 数

10、67

．18

．9

29．823
．826

，8

δ
、

♀

M

　
3

♀

M
 
3

早

M

12．214

．613

．4 ．

2．02
．12

．1

22．510

．4

31，034

，532

．834

．042
．938

、524

．535

．4
　 　 116
．4 ．30．0

・ レ　 89

v

12．119

．015

．521

．321
．421

．434

．735

．435

．1

9．．852 、9129．4

4、2　　43，8　39．6

7．0 　 48．4 　34，5
　 　 　 　 　 1

6．7 旨　　16

．76

．74

．34
．84

．5
．

w

3．6

1．8

6．14

、2i5

．13

．98
．36

．1

5、59

．17

．3・

40．030

．935

．5

中 皿

皿

　δ　　3．8　　7．8153 ．8
　 　 1　　　　 1
　g　．　 5．0　　　5．0 ．　40，0

M ．
4．4 　 6．547 ．8

…S 　 　 20．020 ．O

　g　　　　　　　 14．3　　47．5

M 17．432 ，5

M 謁 class 平均

　　　　　　　　Fig，

32．734
．533

．6

19．225

．021

．724

．028

．626

．1

18．121

．820

．0

2．02
．12

、0

3．6 ．

1．8

7，8　 3，8

20、0　 5．0

13 ．0　 4、4

16．0　16．0

4．8　 4．8

10，9 　10．9

3．8

2．24

．0

2．2

フ に あ らわ し た の が，　　 1 で あ る 。

　 こ れ に よ る と ， 小学生 で は ， 視覚 ， 聴覚 と もに，発達

の 傾 向を と り，殊 に ， 中学生 に な る と，視覚的記億 に お

い て，急激 な進歩 が 見 られ る の で あ る が ，聴 覚 的 記
．
「意は

Table　4 お よび，　 Fig．1 にみ られ る よ う に，反対の 傾向

に な つ て い る。な お ，各学年 の 平均喧 の 間 に，差 が 認め

られ る か ど うか に つ い て，検 定 して み る と ，
つ ぎの 如 き

t の 値が 出 て ，視覚 的 訓 意，聴 覚 的 記應 と もに 各学年 の

間 に，O・　1 ％以下 の 危険率 を もつ て，有意 の 差 が あ る と

い う こ と が で き る の で あ る。す な わ ち，視 覚 的 記
．
憶 に つ

い て み る と，2 年 生 と 3 年 生 と の 平均 1直の 間 で は， t ＝

5．0＞2．58　 4 年生 と 5 年生 と の 間で は，t ・・28．5＞ 2．58

5 年 生 と

’
6 年生 と の 間で は ，

t ＝ 14．2 ＞ 2，58　 6年 生 と

中 学 2 年 生 と の 闇 で は ， t ：・！　15．　7＞ 2．58 と な つ て お り，

ま た，聴覚 的 訓意に つ い て み る と，3年 生 と 4年 生 との

閭 で は ，
t　＿“ 10．8＞ 2．58　 4 年生 と 5 年生 との 間 で は，

t ＝・　28．　5＞ 2．58　 5 年 生 と 6 年生 と の 問 で は ， t ＝・23 ．7

3

1

v2

＞2．58　中学 2 年生 と 3 年生 と の 問で は，t ＝4．3＞ 2．58

で ， それ ぞれ 発達 の 傾向を とつ て い る の で あ る。た だ ，

視覚的言己濾の 3 年生 と 4年生 と の 問 ， お よ び聴覚的 記憶

の 小 学 2 年 生 と 3 年生 と の 間 に は ， 有意 の 差 が認 め られ

ず，
こ こ に お い て は ， 停滞を示 し て い る の で は な い か と

♂憲牙つ年した ，

　 つ ぎに ，こ の 実験に お 1ビ て ，視 覚 的 記憶 と聴覚 的 記億

と の 1燭に，差 が あ る か ど うか に つ い て ， 検定 し て み る と

小学生 に お い て は，聴覚 的 証憶が，視覚的記憶 よ りす ぐ

れ て い る 欠 うに 思わ れ 暑） が，平均値 の 間 の 差 を検定 して

み る と，ま ず 2 年 生 に つ い て は，視 覚 的 記 憶 の 平 均 疽が

4．5 聴 覚 的 誰憶 の平均億が 4，6で ，平均幃の 上
r
ぐは，大

きな差 は 見られ ない が，検定 の 結果 は， t 二 7．14＞ 2．58

とな つ て い て，O．ユ％以下 の 危険率 を もつ て ，有意 の 差

が認 め られ ， すなわ ち聴覚的記 「意が，す ぐれ て い る とい

え る。つ ぎ に 3 年 生．に つ い て 検定 して み る と，t ＝ 2．564

で あ る の で ，1．　96＜ t ＜ 2．58　 とな り，．こ こ で は，祝 ，

聴覚 両記
．
「意 の 間 に 差 は 決 定 され な い で ，保留 され る の で

あ る 。

　つ ぎに 4年 生 にづ い て の 検 定 の 結 果 は， t ＝ 11．1＞

2．58　 で，有 意 の 差が 認 め られ ，聴覚的 記憶 が，す ぐれ
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て い る とい え る の で ある。 5．年党 にお い て は， tp7 ．14

＞ 2．58　で や は り，有 意 の 差が あ り，聴覚的 記 隠が す ぐ

れ お り， まfl．， 6 年生 に お い て は ，　 t．帚 1428 ＞2．58 と

なつ て い て ，
t の 喧が 大 き く，あきらか に 有意 の 差 が認

め られ る D 以 上 の よ うに ，小 学生 に お い て は ，聴覚的 記

憶 が 視覚 的 記憶 よ り も，す ぐれ て い る と ，
0．1 ％ 以 下 の

危険率を もつ て ，
い う こ とが で きる の で あ る s

　つ ぎ に，中学生 に つ い て ，同様 の 検定 を行 つ て み る と

ま ず 2 年生 で は ， 視聴覚両記憶 の 平均 幃が，そ れ ぞ れ ，

6．6 と 5．5 で ，視 覚 的 記
．
「意の 方が L1 も高 い の で あ る

が ，検定 の結果 1・
’
；．， t ＝ 24．　44＞ 2．58　で ，0．1％以 下 の

危 険率をもつ て ：．あ き らか に，視覚的 記憶が す ぐれ て い

る こ とが，わ か つ た。中学 3 年 堂 に つ い て み る と，
t ＝

15．78 ＞ 2．　58　で ，こ こ で も，0．1％ 以 下 の 危 険率 を もつ

て 有意 の 差 が 認 め られ，視覚 に よ る 記憶 がX 聴覚 の そ れ

よ りす ぐれ て い る こ と がわ か り，前記 の 小学生 の 場合 と

は ，正 反対 の 傾向が み られ る の で あ つ て ， 結局，無 意昧

綴材料 に お け る視 ， 聴覚 に よ る 両訓 意は，小 学生 は，聴

覚的記憶 が比 較 的 す ぐれ ，ま た，中学生 は ， 視覚的 記憶

が 比較的 す ぐれ て い て ，こ と に 視 覚 的 誰慮は，本実験結

果 か ら ， 中学 2 年生 に お い て ，最も発 達 す る の で は な い

か と思われ る 。

皿 　第 2 実 験

有意味綴 材＊’1？tこ よ　る ，　覘 覚白 聴 覚白勺

記憶 の 実験

　 1．方法 な らび に 手 続

　本実験 に お い て は，有意 昧綴材料 を用 い て ，視覚的 お

よ び 聴覚的記憶を 発 達 約 観 点 か ら 考察せ ん と した も の で

あ る が ， そ の た め の 方 法 お よ び手 続 は，つ ぎ の 通 りで あ

る 。

　 （1） 方 　　法

　第 1 実験と同様，直接記憶尺 度法 に よつ て 実 験 を行 つ

た の で あ るが，こ こ で は，・有意味 綴材料 を使用 し た の で

は じ め に ，語詞数 3 個 の 系列 を 呈 示 し て，た だ ち に 再生

させ ， 順次，語詞数 を増 しな が ら，呈 示，再 生 を く りか

え し，正 答 さ れた 最 も長 い 系列 を もつ て ， そ の 個入 の 記

憶 尺 度 と し た 。

　   装 　　置

　第 工実験 と同様 ， 視覚的 譫隠 の 実験りた め に mernory

drum （廻転式連 続 瞬 間露 出器 ） を 使用 し た が ，
こ の 実

験 で は，m 畔rnpry ．　drum の 窓を長 く して ， 常 に，1 言吾詞

が呈示 され る よ うに し た。

　
』
聴覚的 記 憶の 実験の た め に ，鯖 1実験 と 同 様 ， 教 示，

剩激材料 の す べ て を，レ コ
ードに 1火き込 み，電 蓄 に よつ

f 口 　 　
畠

　 　 　 ヒ　 ユ・．
L ヨ：i7］K レ 》 一n

　（3） 刺 激材料　　　　 1

　 こ の 実 験 で は，刺 激材料 は，文章 に な つ て い る もの を

必要 と した の で ， 国語教科書（小学校 2 年 お よ び 3年用）

を 参 考 と し て 作製した。作製に あ た つ て は，な るべ く，

敬語，地 方語 （方言） は 避 け ， また ，文章 も，児童 生 徒

の 終馼 か ら縁遠 い も の は，
』
こ れを除 き ， 児童生徒 の 日常

経 験 し て い る こ と，お よ び児童生 徒 の 環境 に 常 に 見 られ

る よ う な もの な どを 選ん で 作製 した。第 1系列は ， 名詞

や 動詞 で 3個 の 語詞を含 む もの と し ， 助詞は ， 再 生 の 尺

度 と して は ，・考慮し な い こ と に した。

　第2 系列 は ，4 個 の 語詞を含 む もの
， とい うよ う に，

順次，語詞数 を増 し て 行 き ， 第13系列 の 15の 語詞を含む

系列 ま で 作製 し た 。 こ れ を 視竟的 記隱 の 場 含 は，前記 の

露 出器 を使つ て 呈 示 し， 聴覚 的 記憶 の 場 合 は ，
レ コ ード

に吹 き込 ん で ， 電蓄 に よつ て 呈 示 した。

　（4） 手 　　続

　第 1実験 と全 く同 じ手 続 き を と つ た の で あ るが，た だ

再生時 間 は ， 無意味綴 の 場 合 よ りも 長 い 時 間 を必要とす

る の で，被験者全員ぶ再生 し終る の を 待 つ こ と と した 。

従 つ て ， 聴覚 的 記憶 の 実 験 の 場 含 も，再 生 の 時 は，レ コ

ードを停、tヒさせ ， 再生 し終 る の を待 つ こ と と した。

　（5） 被 験 者

　第 1実験 を行 つ た 被験者 に つ い て ，本実験を行 つ た の

で あっ て ， 学年 お よ び性別 に ょ る表 は Table　1 の 通 り

で あ る。

　 2　結果 と そ の 考察

　有意昧綴材料を用 い て ， 前述 の 方法 お よ び手 続を も つ

て，各系列を順次 に 呈 示 し て ， 実験し た結果，そ の 再 生

さ れ た 語詞数 を もつ て 記憶 の 尺 度 と す る こ と に し た が ，

し か し，有意味綴 の 尺度 に は ， 非常 に む つ か しい 点 が 多

く ， した が つ て つ ぎの 如 き，尺 度 基准を 設 け る こ と に し

た ．す な わ ち，

　1） 助詞の ま ち が い や変容は，こ れ を認 め る 。

　2）　系列内に お け る豁詞 の 順序が ， ち が つ て 再生 され

　　 て も，こ れ を 可 と す る。（5）

　 3） 不 完全再生 の 系列 で あつ て も，そ の 系列 内 に お い

　　 て ，再 生 した 最高 の 語詞数を もつ て ， 再生尺度 とす

　 　 る。（6）

　以 上 の よ うな尺 度基準 に よ つ て 集 計 し た の が， Table

5 お よ び Table 　6 で あ る 。

　 ま ず ， 視 覚 的 記憶 か ら検討して み る と， 大 体 ， 高学年

に行 くに し た が つ て ，語詞数 の 多 い 系列 に 集中 し て い る

こ と が あ き ら か で あ る 。 すなわ ち，小学校 2 年 生 に お い

て は 1 語詞数 4 の 系列 か ら， 語詞数14の 系列 ま で 広 く分

4
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Tab ！65 　有意味綴材料 に よ る 視覚 的記憶の 場合 の 結果 〔％）

一
年 別 34 5 6 7

小 ffI8 罕
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8

9．24

．06

．62

，1

9　　　　10　　　　ユ1　　　　12　　　　13　　　　14　　　　15

3

♀

M

　

皿

（
OOTM 3．9

2．0

1．03

，9

2．0

1．8

　 　 　 δ

v 　 　
』
？

　 　 　 M

　 　 　 a

w 　 　 　罕

　 　 　 M

♂

♀

M
皿中

皿［

♂

。・

M

0．9

14．84

．09

．4

5．56

．05
．8

4．2

2．11

．9
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，32

．2

6．2

3．1

13．06

．09

．4

1．1

2，1

1．0

1．94
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．2　 　 4．3

7．46

．06

．74

，2

ユ1，220

，015

．6

7．8　 　 2．0

1．9

1．0 ．

9．324

．016

．7

2，1

1 ．0 　 29．2

6，9　 　44．2

・祉．iLg：
・

ρ
00nj80912116

．823

．320

．1
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．08

．5

31．427

．829

．9

19、632

．625

．5

3．76

．OD4

・81

1．1　　 3．2

3．87 ．7

2Z ．923

．323

、29

．8 ．

27
三
918
．1

2．O

7．82

．04

．9

2．2

2．11

．1

6．8

3．2

31．423

．527

．4

31．431

．431

．4

4・41

11，4143 ．2

25．0　　　25．O

l8 ．5　　　33．7

25、539

．232

．4

1．12

．03

．92

．9

34．1　　 4，5

41，7 ．　　6．2　　　
38．1　　 5．5

7．7 　 11 ．5 ．

1D．0　　　15．0
8．7　　13．04

．0

34．640

．0
．

37．0

4．0　　 4．0 ．

2・・［2・・

9．14

．3

4．0　 　 4．0

　 　 　 4，6

2．1　 　 4．32 ，1

36、022

．729

．8

15．5
．

30．021

．728

．OI50

．038

．3

19．215

・OI13

．016

．013

．614

．9

布 し て い る の に 対 し， 高学年 に な る と，語詞数 10の 系列

か ら14の 系列 ま で の
， せ まい 範囲，す な わ ち，語詞数の

多 い 系 列 に 集 つ て き て い る の であ る。した が つ て ，比 率

の 上 で も ， 語詞数12； 13
，
14

，
15の 系列 で は高学年 は ，

明瞭 に 多 くな つ て い る の で あ る。

　有 意 味 綴 材料 を 用 い た 場 含 は ，無 意 味 綴 材 料 を用 い た

場 合 の 如 き ， 各学年犬通 の 中心系列 と い う も の を 見 出 す

こ とが で きず ， 2 年生 に お い て ：よ，語詞数が 13， 3年生

は 12 ，4 年 生 ｝
・
，k，同 じ く12，5 年 生 は工4，6 年 生 は ，や

は りM ，そ し て，中学 2 年生 は 12，同 じ く 3 年生 は 13の

系列 とい うよ うに ，

一
致 した 系列 を み る こ とが で き な い

が，しか し，Table 　5 の 語詞数13の 系列以 上 を合計 し て

み る と，2 年 生 は 24．1　 3 年 生 43♂3　 4 、年 生 44．7　 5年

生 66．7　 6 年生 77．3 と，高学年 に な る に した が つ て
， 再

生 率 は よ くなつ て い る が ， 中学 2 年 で 34．7 とい う非 常

に 低 い 再 生 率 を 示 し ， 中学 3年 で は ，多 少 あ が つ て い る 。

こ の こ と は 7 有意 味 綴 材料 に よ る視覚 的 記憶 は ，小学校

6年 が 限度 とな つ て い る の で は な い か と考 え られ る の で

あ る。寸な わ ち，有 意 味 綴 材 料 に お け る 視覚 帖 記意 は，

年令 と と もに 発 達 す 翻
．
れ ども，そ れ は，小学校児童 に

お い て ，著 し く，中学生 に な る と，む し ろ停滞す る の で

は な い か と考え ら れ る。な お ，各学年 の 再 生 に 有意 の 差

が 認 め られ るか 否 か に つ い て 検定 し て み 6 と，2 年生 と

3 年 生 との 平均1直の 間で は， t ＝47．5＞ 2．58　 4 年生 と

5 イF生 との 間で は， t 二 42．9＞ 2．58　5年生 と 6 年生 と

の 間で は　 t ＝le．0＞ 2．58 中学 2 年生 と 3 年生 と の 問

で 1」！k　 t ロ20．0＞ 2，58　 と なつ て お り， 各学年 と も発 達

の 傾向 を示 し て い る の で ある が，た だ， 3 年生 と 4 年生

の 闇お よ び 6 年生 と中学 2 年生 との 間 で は ， そ1
’
Lそれ ，

t ＝，10．0＞ 2．58　 t ＝24．0 ＞ 2．58　と なつ て ］
t
ハ て ， 　こ オし

は，有 意 ¢）差 が 逆 に あ らわ れ て い る。す な わ ち，4 年生

は 3 年生 よ りも低 く ，
ま た ，中学 2年 生 は ，6 年 生 よ り

も 低い 結果が 出て い る が，こ れ は，こ の 学年 の と こ ろ で

停滞 を意味す る もの と 思 わ れ，そ の他 の 学年 に つ い て は

0，1％以 下 の 危 険率 を もつ て ， 有意 の 差 が み られ，発 達

の 傾向を 示 し て い る も の と思 わ れ た 。
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Table 　 6　 有意味綴材料 に よ る 聴覚的記憶 の 場合 の 結果 〔％〕

一
年 　別 13 　

4
　

5
　

6
　 7 　 8 　 9 　

10
　

11
　

12
　

13　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 14　　 　 15

　 　 　 　♂

　　
1
　 ♀小 且

　　IM
　　 ．L −一

皿

♂

。
TM

3．8

1．9

古

♀

M

3．8

1．9

1．96

．2I
　 　I4
．1

11．610

．411
．0

5，86

．26

．0

　 　 　 ♂

v 　 　 ♀

　 　 　 M

28．81　 23．1　　　9．6　　　7．7
　 　 　 　 　 i

18．8 　 25．0 　 18．8 　　 8．31

23．8　　　24．1　　　14．2　　　　8．O　I

3．84

．14

，0

4．2 …　　12

．3 ．

3．3

　 　 　 3．9 …
　　　　　1

　 　 　 2、21
　 　 　 　 　 ：
　 　 　 3．11
　 　 　 　 　 1

4．22

．33

．3

6．・1…

2，3L 　 14．0

4．3　　17．4

33．327

．930

．6

8．．3 　 6．　2i　 12．5
　　　　　 　
16．3 ．　16．31　 18，6

12」31　11．3　　　15 ，6
　 −．⊥

2．11
，0

3．92
．23

．1

4，2

2．1

11．8　　 5．8
17．8 旨　　 2．2 ．

14．8　　 4．O
　 　 I

厂

5．8　 17．7

　　18
・　9i

2．9 …　13．3

2．oI

1．0

25．5 　 11．8
17．8　　　20．0

21．7 　 15．9

13．828
．921

．4

　　　 ♂

］v　 　 ？

　 　 　 M

♂

♀

M

皿中

　 　 　 ♂

皿 　 　 　♀

　 　 　 M

20．0　　 22．0

6．2　　16．7

13．1 ．　 19．4
　　　
2・　112

．1i2

．1

4．46

．35

．3 ．

18．218

．818

，51

20．012

，516

．3 ．

20．O　　　lO．6

29 ．2　　 2．3
　　　
24．61　　16．5

6．0 …

12．59

．3

1，9

0，9

3．8

2．2 ．

3．95

．04

．4

　 　 　 4．2

4．5　 　 4．5
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．021

・61
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，4

12．527

．319

．5

11．525

．017

．4

27．2120
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，017

．4

8．3　 　20．8

9．1　　18，2
8．7i 　19．5

7．720

．013

．2

18．3 「

　11．6

20．8
．
　 6，3

19．6　　 8．9
　　 1

　 　 　 　 3．9

2，2

16、7 　 16．7

9，1　　 4，6
13．OI　　10．99

．14

，4

　 つ ぎ に ，有 意 味綴 材 料 に よ る聴覚 的 記 憶 の 実験 に つ い

て ，そ の 結果 を，Table 　6 に よ り，検討 し て み る と ， 視

覚 的記 隱の 場 合 と同 じ よ うに，低学年 で は ，語詞数 4 の

系 列 か ら，14 の 系列 ま で ，広 く分布 し て い る が ，高学年

に な る に し た が つ て ，藷詞数 の 多 い 系列へ と 集中す る 傾

向が 見られ る 。 そ し て ， 視覚的 記憶 の 時 と同様 ， 学年 が

進 む に つ れ て，再 生藷詞数 が，多 くな つ て き て い る が，

や は り， 中学生 で は ， 多少亭滞 を 示 して い る u な お ，
こ

の 実験に 関 し， 発 達 の 差 が 認 め得るや 否や につ い て，検

定 して み る と，ま ず，小 学校 2 年 生 と， 3 年 生 との 問で

は ，平均 値 の 上 で も，　 9．4 と 10 、4 と 1．0 の 差iが あ る

が，検定 の 結果 は， t ＝・35、7＞ 2．58　とな つ
」
〔V ・て ，あ

き ら か に 有意 の 差が あ り，つ ぎの 3 年 生 と 4 年生 で は，

t 二15 ．4＞ 2．58 　と な っ て い て，同 様 に 差が あ り，4 年

生 と 5年生 との 間 で は ，t ．・25．0＞ 2．58　 と なつ て ，有
’
意 の 差 が あ

’4，また，5 年生 と 6 年 生 との 間 で は， t ＝

45．4 ＞ 2．58　とな っ て い て ，有意 の 差 が 認 め られ，中学

2 年 生 と 3 年 生 と の 間 で も， t ＝ IO．9＞ 2、58　 と 有意 の

差 が あ り，結局，そ れ ぞ れ の 学年 の 間 に は ，0．1 ％ 以 下

の 危険率をもつ て，有意 の 差 が 認 め られ る の で あ つ て ，

窟意味綴材料 に よ る 聴覚的記億 は ， 年令 と と もに 発達 の

傾 向 を持 つ と い うこ と が ，こ の 実験 の 結果 か らい え る。

　 つ ぎに ，有 意 綴昧材料 に よ る直接記憶 は，視覚，聴覚

い ずれ がす ぐれ て い るかを検討 して み た い と思 う，　Fig

2 に よ れ ば，各学年 と も，視 覚 的 記憶 が，聴覚の それ よ り

もす ぐれ て い る よ うに 見 られ る 。
Table　5 お よ び Table

6 を 比較 し て み る と，視覚的記憶 に お い て ，もつ と も よ

く記 憶 さ れ て い る の は ，語詞数 12〜14 の 系列 で ， 平均

28％位を示 し て い る の に 対 し ，
Table　6 の 聴覚 的 記憶 に

お い て もつ と も よ く記 憶 され て い るの は，語詞va10N12
の 系列 で あつ て ，22rv23f／o で あ る D

　 し た が つ て ，有意 味綴材料に お い て は，比 率 の 上 で ，

5 〜6 ％位 ， 視覚 的 記憶 が ， 聴 覚 の そ れ よ り， す ぐれ て

い る よ う に思わ れ る の で あ る が，な お，両記憶 の平均値

の 間 に 有 意 の 差 が 認 め られ る か ど うか に つ い て ，検定 し

て み る と，つ ぎ の 逼 り で あ る。すな わ ち ，
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Fig． 2　有意呀…綴材料に よ る視覚的記憶 の

　 　 　 　 　発 達 を示 す

te

sc

脚

皿

P

（
露げ

視 覚 的 記 憶

聴 覚 的 祝 憶 ＿＿一一

　　’
　 〆

　 ／’’’
！

駐

’’

F

’

（岸 N　 2 3

小学校 2 年生 で は

同 じ く 3 年生．で は

　同 じ く 4 年．生で は

　同 じ く 5 年 生 で は

　同 じ く 6 年生 で は

中学校 2 年 牛 で は

　同 じ く 3 年 生 で は

とな つ て い て ，

5 6

tt ：＝ 19．4＞ 2，58

t　；53，3＞ 2．58

t　＝：28．12 ＞ 2．58

t ＝＝ 78．9＞ 2．58

t ＝ 50．0＞ 2．58

t ；＝44，3＞ 2、58

t 頴 23 ．1 ＞ 2．58

申i 　　 3．

　　　　　　　 い ずれ も t の 値 が 非常 に 大 き く ，
0．1％

以 下 の 危 険 率 を もつ て ，有 意 の 差 が認 め られ る の で あ

る。すな わ ち，有意 味綴 材 料 をHiい た 場 合 は，ど の 学年

に お い て も ， 視覚 的 記憶が ， 聴覚 的 記 憶 よ りも，あきら

か に す ぐれ て い る こ と が，こ の 実験 の 結果 か ら，わ か る

の で あ る。

W 　要 約 と 結 論

　木研究は ，視覚的 記憶 と，聴魔的説憶 の 発達 白勺傾 向を

無意味綴材料お よ び有意 味綴材料 を 使用 し て ，実 験 し，

検証 せ ん とす る の が，日的 で あ る が ， そ の 結果 の 要 約 お

よ び結論 は ，つ ぎ の通 りで あ る。

　 1　 視 覚 的 言己慮 の 発 達

　 ま ず ， 無 意 昧綴材 料を 用 い て 実験 し た 結 果 に つ い て 述

　　べ れ ば，3 語， 4 語の ，語数の 少 い 系列で は，低学

　　年 ほ ど，そ の 再 生 率 が 高 く， 6語，7 語 の 語数 の 多

　　い 系列 で は ，高学 年 ぽ ど，そ の 再 生 率 が 高くな つ て

　　い る 。 こ の こ と ：ま，年 令が 進 む に し た が つ て，視 覚

　　的 言己憶 は よ くな つ て く る こ とを意味す る も の と思 わ

　　れ る。す な わ ち ，各学年 の 平均値 の 差 の 検定 の 結 果

　　
「
は，そ の 各 々 に つ い て，有意 の 差 が認 め られ た 。 た

　　だ，中 学生．に お い て け ，2 年 生 ま で は，小 学生 か ら

　　引続 き，発 達 の 傾向を保 つ て い る が ，3 年 牛 に な る

　　と，停滞 の 傾向 を 見せ て い る の で あ つ て ，こ の こ と

　　は ，無 意 pm綴 系列 の 祝 覚 的 記 憶 に お レi て は、13才 ま

　　で を 限度 と し て 発遠す る も の で は ない か ，と の 予測

　　を得 た が，な お，15才以 上 の 発達 の 傾向 に つ い て は

　　今後 の 研 究 に期 待 し な けれ ば な ら ；ない 。ま た ，平均

　　値 をみ る と，小 学生 で は， 5語，中学 生 で は ，6 語

　　となつ て い るが，こ れ は，無意味綴材料の 直接記憶

　　の 一
般的 限度 を示 す も の と思 わ れ る 。 す な わ ち，小

　　学生 に お い て は，大 体， 5諮 ま で が ，もつ と もよ く

　　記憶され ，中学生 にな る と，6語まで が，もつ とも

　　 よ く記憶 され る もの と思 わ れ る。

　　　つ ぎ に ，有意味綴材料を用 い た 場合 の 視 覚 的 記憶

　　の 実験の 結果 に つ い て ， 述 べ れ ば ；小学校 2 年 ， 3

　　年 の 低学年 に お い て は ，語詞数 4 の 系列 か ら，
14の

　　系列 ま で ，広 く分 布 して い る の に対 し，高 学 年 に な

る と ， 大 体 ，
10か ら15の 語詞数 の 多 い 系列 に集申的 に 分

布して い る の で あ る、．ま た ，平均値 を 見 て も，大 体 ，高

学年 に 進 む に し た が つ て，高 くな る 傾向を 見 せ ，各学 年

に お け る ， そ の 差 の 検定 の 結果 も，

’
有意 の 差 を示 して い

る。た だ ，中 学 2年 生 に お い て 急 激 に 下 降 を 示 し，平 均

値 も，非常 に 低 くな つ て い る が，こ れ は ，無意味 綴 の 場

合 と，全 く反対の 現 象で あ る。この こ と は，今後の
一

つ

の 研 究 課題 と な る も の と考 え て い るが，無意 味綴 に お い

て ，最も よ い 結果 を示 し て い るの に 対 し
， 有意 昧綴 に お

い て ，わ るい 結果を示 す とい う こ とに 何 か関係が ある も

の と考 え られ る。し か し，全 般 的 に は ，有意 味綴 に お け

る視覚 的 記憶は ， 無意 味 綴 の 場 合 と同様 ， 年令が 進む に

し た が つ て， 発達 す る と い え る。

　 2　 聴覚 的 記 憶 の 発達

　無 意味綴材料を用 い て実験 し た 結 果 に つ い て 述 べ れ

ば，大 体，視覚 的 記憶 の場合 と同 じ よ うに， 3 ， 4 の 語

数 の 少 い 系列 で は，低学年 が ，再 生 率が 高 く， 語数 の 多

い 系列 で は ，や は り高学年．が 再生 率が よ い ．ま た，各平

均値 の 差 の 検定 の 結果 は，各学年 の 間 に，有意 の 差が認

め られ る 。 こ の こ と か ら， 無意 昧 綴系列 の 聴 覚 的 記憶

も，視覚 の 場 合 と 同様，年令が進 む に した がつ て ，発 達
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S
’
る と い え る 。

　 た 蔦 中学生 が，逆 に ，小学生 よ りも ， 低い 平均値を

示 して る が，こ の こ と は，Whipple の 実験結果 と閃連 が

あ る よ うに 思 わ れ る。すな わ ち ， 彼 の 実験結果で は ， 数

字系列 を用 い て ，実験 した 場 合，8才 ま で は ， 比 較的 に

聴覚的記憶がすぐれ て い る．が ， 9 才以 後で は ，視覚的 記

憶 が よ くな つ て く る こ とを報告 して い る が，本実験 で，

無意昧綴材料を用いた 場 含 は ，
11オ まで は ， 聴覚 的 記 噫

が，比較 的 よい が，12才以後は ，視覚 的 記憶 が よ くな る

と い う結果 に な り， 数字系列を用い た場合 よ りも年令 に

お い て ，3 才位 の ズ レ を も つ て ， そ の 傾向を示 すの で は

ない か と思慮せ られ た。

　 つ ぎに ，有意 味綴 材 料 を用 い た場 合 の 聴 覚 的 記憶 に つ

い て 述べ れば，4 ，5 ，6 の 少 い 謂詞数の 系列で は ， 僅

か ずつ 低学 年 が 存在 し，高学年 で は ，そ こ に は，み られ

な い 。ま た，中心 系列 （各学年，最 も多 く再 生 さ れ た 系

列）は ，
2

，
3 年 の 低学年で は ，語詞数工0の 系列で あ る

が， 5 ，6 年 で は ，
12 の 系列で あ る。また，平均値 を比

較 し て み る と，2 年 生 か ら，6 年 生 ま で は，明瞭 に ， 発

逮 的 段階 を経 て い る が，中学生 に な つ て ， 停滞 の 傾向が

見 られ る 。 し た がつ て，小 学生 にお い て ほ，各学年 の 平

均 値 の 間 に，有 意 の 差 が認 め られ る の で ， 有意昧 綴材料

を 用 い た場 合 の 聴 覚 的 記憶 ：言， 6 年生 を 限度 に ， 年令 と

と も に，発 達 の 過 程 を持 つ が ， 中学生 に な る と， 無意 昧

綴 の 場合 と同様 ，停滞す る傾向 が あ る の で は な い か と考

え られ る。
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