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一 先行学習 の 訓練量 を よ り広範囲に 変えた場 合一

大阪少年鑑別所 杉 村 健

奈 良 女 子 大学 岩 原 信 九 郎
＊＊

　最 近 の 人間お よ び ねず み に 関す る 研究 に お い て ， 先行

学習に お ける 強化数が 多 い ほ ど それ と対立的な後学習が

容易に なる こ と が示 され て い る 。こ れ は Hull −Spence 流

の 強化説 か らの 予 想 と は矛盾す る もの で あ る。こ れ に 対

し て Grant 　 and 　Berg （2）は 過剰学 習 に よ つ て 学習 す る 構

え （］earning 　 set ）が で ぎる こ と， お よ び 先行学習 か ら

後行学習へ の 移行すな わ ち 強化の 型 の 変化 が 容易 に 弁別

で ぎる よ うに な る か らで あ る と説 明 し， Stevenson　and

Moushegian   ，　 Capaldi　and 　Stevenson（1） もこ の 説 を

支持 し て い る。ま た Reid（5） は 「特殊 な弁別反 応」 と と

もに 学習 の 後期 に は過 剰学 習 が 進 む に つ れ て 「弁別す る

反応 」 （response 　 of　discriminating） が発生 し，そ れ に

よ つ て 逆転学 習 が 容易 に な る の で あ る と説 ぎ，PubolsO ）

もだ い た い こ の 説 を 支持 し て い る 。

　これ に 対 し て 著者 ら（3）は 弁別学 習 に お い て は そ の 初

期 に は 従来 の S −R 説 に 従 う 「特殊な刺激対象 に 対す る

反応 」 が 作用 し ， 学習 完成後 に は 特殊な刺激 に 関係 の な

い 「弁別す る構え」 が働 くもの と仮定 し た。そ して こ の

考 えが 正 し い な ら ば強化数 は
一

義的に 弁別 の 転 換 を 容易

に せ ずあ る臨界点が あ り， そ の 点 よ り前 に お い て は Hull−

Spcpce 酌な考 えが 妥当 し て 学習 の 転 換 が 強 化数 と と も

に 困難 に な り，そ の 点以 後 は弁別す る構え （い わゆ る

learning　set ） が 発達 し て 強化 数 に つ れ て 後学習が 容易

に なる こ とが 予想され る 。さ らに Krechevsky の 「仮説 」

の 考えが 正 しい な らば ， 先行学 習 の 強化数を 少なく し て

学 習 を転換 し た 場合 に は 先 行学 習を 行 な わ ず に 後 学 習 の

み を 行なつ た 群 との 差 が な くな る こ とが 予 想 され ，こ れ

は 弁別 学習 に お け る 連 続
一一YPPt続 の 問題 に お い て 取扱わ

れ て き た も の に 対応す る。した が つ て 上述 の 2 つ の 因 子

＊

　Studies　on 　shifts 　of 　discrimination　learning： II．
Effect　of 　a 　wide 　range 　of 　trials 王n 　prior 　learning，
＊＊

　by　Sug 三mura ，　 Takeshi （Osaka 　Juvenile　Class−
ification　Off三ce ）＆ Iwahara，　 Shinkuro （Nara 　Wo −
men

’
S　UniVerS 三ty）

と こ の 「仮説」 の 因 子 を 入 れ て弁別学習に お い て は 3 つ

の 要因が鋤い て い る こ とに な る。こ れ に 対して Spence

ら の 主 張 す る 連統 説が 疋 しい な らば 先 の 強化困子の み が

仮定さ れ よ う。

　 しか し，以 上 の 予 想 と は 異 なつ て 従来 の 研 究 （⊥・2・4・5・6）

に お い て は 強化数が多 くな る ほ ど後学習 が容易 に な る と

い う結果の み が示 され て い る の は，お そ ら く上 述 の 強化

説 と 「仮説」 の 概 念 が 妥 当 す る と考 え ら れ る 晦界 点 まで

の 範囲 を 取 り扱つ て い な い た め で あ ろ う。そ こ で わ れわ

れは 先 の 研究 （3）で シ
「

己童を被験者 と し，赤 と 白 の 箱 を刺

激 に 用 い て 先行位 置 学 習 の 華 準を 広 範囲に 変え て み た と

こ ろ，群問 の 有意差 は え ら れ な か つ たが一応 予悲 どお り

の 結果を得 た 。し か し 臨界点まで の 強化数の 変化 は あ ま

り厳密 で あ る と は い え ず，強化数 を よ り少な くし た ら仮

説 の 概念が適用 でぎる か ど うか，また 強化数をさらに 多

くし て 統 計的有意性 が 得 られ る か ど うか を吟味すべ く，

そ し て 被 験 者 や 課 題 が 異 なつ て い て も⊥ の 予 言 が 妥 当 す

る か 否 か を 見る た め に 本研究 を行な つ た。

1　 方 法

　被験者 ：　 15才か ら 19才 まで の 収容少年男 子 78名＊で

あ る が各群に 割 り当て た被験者の 中で 定 め られた 蔦準 に

達 しな い 者 を 除 い て 各群 10名ずつ の 6群 を 作 つ た n し た

が つ て 除外者 は 全部 で 18名 で あ っ た 。な お 被験者 は 入 室

順 に ほ ぼ無作為に 各群 に 分配 さ れた の で 知能 ， 年令 の 点

で は ほ ぼ等 し く群 別 さ れ て い る ．

　材料 ：　 4 つ の 小箱 と 正 答 の 目印 と して 用 い る 1 円貨

幣 。 す な わ ち 黄 と緑，お の お の 大 小 （4，4cm × 8・3cm ×

1．9cm ； 4．4cm × 5．　OcmXl ．9cm）2 つ ずつ 計 4 個 の 小 箱

で 黄色 の 大 と緑色 の 小 お よ び 黄色 の 小 と緑 色 の 大 と い う

よ うに 大小 と色 に お い て 異 な る 2 っ の 箱を組 み 含 わ せ ，

さらに その 2 つ に つ い て 左右の 提示位置を考慮 し て 学習

系列 を 作つ た 。 そ の 際 ま つ た く同 じ 条件 の 提 示 が 2 阿 反

＊　本 実験 に あ た り 大 阪 少 年 鑑 別 所 長 加 来喜代 男 氏 の

御 好 意 に 厚 く感 謝 し ま す 。
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復す る こ とが ない よ うに位置を変え て按配 し ， さ らに 20 ．

試 行 の 中， 4 つ の 箱 の 提示数 お よ び各組み 合 わ せ 内の 左

右 の 位置配分もほ ぼ等 し くし た 。 ま た 系列効果 を な くす

た め に 1 列20試行 の 系列を10列作 り，群間で は等しい が

群内で は 被験者 ご と に 異な る系列を 用 い た。

　 手続 乙　 実験 は 個別的 に 行ない 被験者 が 所定 の 位 置に

つ くと 次 の 教示を与えた 。

　 「問題 は 非常 に 簡単な こ と で す 。 こ こ C，C 　4 つ の 箱があ

つ て 2 つ ず つ 組み 合わせ て あ ります 。
こ の 2 つ の い ずれ

か
一

方 に こ こ に ある 1 円玉 を か く し ます か ら，どち ら に

入 つ て い る か を 当 て る の で す 。 箱 は
一度 に 2 つ 出 しま

す。必ず どちらか
一

方に 入 つ て い ますか ら自分 が 入 つ て

い る と 思 う方の 箱を手で 示 して くだ さい 。 そ うすれば わ

た し が そ の 箱 を 持上 げ ます。中か らお 金 が 出 て くれば当

た りで す。最初 は ど ん な箱 に 入 つ て い る か わか りませ ん

が何 回 か や つ て い る うち に わ か つ て きま すか ら，た くさ

ん 続け て 当て て くだ さい 1．1

　前学習 ；　 教示 に 続い て た だ ち に 前学習 に移る 。
こ こ

で は 両箱 に つ い て の 黄緑 の 色 お よび 左 右 の 位 置 に は 関 係

な く常 に 大箱あ る い は 小箱 を 正 答 と す る 。 大小 い ずれ を

正 答 とす る か は Table　1 に示 すよ うに 被験者 に よ り異

な つ て い る 。 次 の 学習基準 に よ り 6 群 に 分 か れ る 。す な

わ ち グ ル ープ 1 は 大ぎさの 学習 を 連続 3 回 正 反応に 達 す

る ま で 行 な い ，次 の 学習 に 移 る。グ ル ープ 2，3，4， 5

に つ い て その 順 に 学習基準 を 示 す と そ れ ぞ れ 連 続 5 正 反

応 ， 連続 10正反応 ， 述続 10正反応 ＋ 20正 反応 （すな わ ち

30正 反応）お よ び 連続10正 反応＋ 40正 反応 （す な わ ち 50

正 反 応 ） と な つ て い る。こ の 場 合，後 の 2 群 の 十 20お よ

び ＋ 40の 正 反応 は 必ず し も連続 し て い な くて もよい ．以

上 の 5 群 に 加え て 統制群 と して前学習 を行わ な い 1群を

作 つ た ．な お 30試行以 内で 各群 の 前学 習 に お げ る 学 習 基

準 （グ ル ープ 4 と 5 は 連続 10正 反応 ）に 達 し な い 者 は 除

外 し た 。そ の 数 は グル ープ 1 か ら順 に 0名，1 名，2 名，

1 名 12 名で あ つ た 。

　後学 習 ：　 前学習 の 基準 に 達する と な ん ら新た に 教示

を与える こ と な くまた 両箱 の 大小 お よび 位置 に は 関係 な

し に 常 に 黄 あ るい は 線 の 箱 を 正 答 と し 貨 幣 を 入 れ た

（Table　1 参照）．
　 Table　l に お け る a ，　 b ，　 c ，　 d の

組 み 合わせ の 順 に 上か ら各被験者 を配した の で 組み 合 わ

せ a ，b は 3 名，　 c ，　 d に は そ れ ぞれ 2 名が 割 り当 て ら

れ た．こ の よ うな前学習 か ら後学 習 へ の 移行 は 正 答 の 原

則 を 大き さの 次元 か ら色 の 次元 に 転 換 さ せ た こ と に な

り，ま た 前学習 に お い て 正 答 と され た刺激 の 中，半数 は

後学 習 に お い て も正 答 と され 強 化 され る こ と に な る 。後

学習完成 の 基準は ど の グ ル ープ も述続 10 回 正反応 と し

Table　 1　 前学習 と後学習 に お け る 刺激対象

　　　　　 と正 誤 の 組み 合わ せ

13

組 み 合わ せ

abCd

前 学 習

正 　　誤

大　　小

小 　 　大

大　　小

小　　大

後 学 習

正 　 　 誤
被験者 の 数

黄　　緑 　　　 3

黄　　緑

緑 　　黄

緑　 　黄

322

た 。こ の 点 は 先 に 述べ た 統制群 も同様 で ある。60試 行以

内で 学習基準に 達 しない 者 は グ ル ープ 1 か ら順 に 0 名 ，

2 名，3 名，2 名， 0名 で あ り，統制群 で は 5 名で あつ

た c こ の 12名 と前学習 に お い て 学 習墓準に 達 し な か つ た

6 名を 合 わ せ て 18名が実験 か ら 除外され た の で ，被験者

を順次．加 え て 各群 10名 に な る よ うに した。

Tuble 　 2　前学習 と後学 習 に お け る 学習 基準

　　　　　　　（連続正反応数）

グ ル ー プ

群

12345

　

フ

フ

フ

フ

フ

希
【
　［
　

7
尸
　冖

　

ー
ド

　

レ

　

レ

　

レ

　

レ

　

ノ

　

ノ

　

ノ

　

ノ

　

ノ

統

グ

グ

グ

グ

グ

前　学　習 後　学　習

0351010

十 20 ＊

ユ〇十 40 ＊

000000111111

＊ 十 の 後 の 数 は 10回 連続 正 反応 の 後の 正 反応数 で こ

れ は 必 ず し も連 続 し て い な くて も よ い 。

1 　 結 果

　前学習 ：　 Table　3 に 示 す よ 5に学習基準が高め ら れ

る と 基準達成 ま で の 試 行数が 増加 し学 習 が 困難 に なつ て

い る 。
こ れは 当然 予 想 され る結果で あ る 。しか し 5 つ の

グ ル t ・プ 闇 の 差 に つ い て もグ ル ープ 1 ，2 ，3 の 群間 に

つ い て も分散分析で は 5 ％ の 有 意 水 準 に 達 しな か つ た

（前者 の Fく 1
，
df；4．45； 後者 の F ＝1．584，　 df＝2，27）。

また グ ル ープ エ と 3 の 問 に も有意差 は な か つ た （t ＝

1．63，df ＝ 45）。 連続 10 正 反 応 が 基 準 とな つ て い る グ ル

r・プ 3 ，4 ， 5 は ほ と ん ど 等 し い 値（11．O，11．0，11．4）

を 示 し，こ の 3群が等質 で あ る こ と を示 し て い る 。 各群

に お け る 連 続 3 正 反 応 お よ び 連続 5 正 反 応 の 基準 に 達 す

る ま で の 試行数 は Table　3 の 第 4 行 （B ） と 5 行（C ）に

示す と お りで F の 値 は い ず れ も 1 以 下 で あ り一定 の 傾 向

も群差 も見 られず こ の 点で 全群 が 等 質 で あ る と い え よ

う。

　表 の 最下行 の 値 （A − C ） は グ ル ープ 3 ，4 ，5 に つ
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Table 　 3

教 育 b 理 学 研 究　第 7 巻 　第 3 号
「

前学習 に お け る 各群 の い ろい ろ な学習基準ま で の

平均試行数

一
人　　 　 　 数 10

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 F
10　　 10 　　 10　　 10

・ ・欝 製墨讖引 5・… 11．0 　 1LO 　 11．41 以 下

・・蝦
続正 反応 ま で の

「
・・鋸靉

缸 反応 ま で の

5．1　 6．1　 7．2　 6，6　 5．71 ，以 下　　　　　　　　　　　　　　　　1

．
　− 　 　@8． 7 　　8． 11．0　　11，

A ＿　 一 　　 一 　 @　3 ． 8 　　4 ． 4 　　57ﾈ 下

以 下

| 　CTa

e 　4 一 　　一　 　 D60
・

E ）・ ’ ｝ ’ 後学 習 に お け る各群のい ろ い

な 学習基準ま

の 平 均試 行

O

ル

ー

プ 人 数 A
学 習 基 準 （ 10

連続正 応） まで の試行 数 攝

Q　12 　　 　3　 　 　4510 　

10　　10　　10　　10　　1011 ，7　　19．3 　　2

C8 　　 23 ． 2 　 　
． 1 　 　 8 ． 23 回 連続正
応 まで

　
　 　 　 　 　　

　　　4．4 試行数 ・・驪続正反応ま葯

．6　　7．0　　 9．2　　 9．0　　 7、28 ．3　

．

@15
．

@15．212

，1　

8．2

．．蕩
3 ． 7101 ． 1481 ． 6

A＿ 　B 　 　　　　　 　　　　　　　　　　　を＋ 7．3　12

7 　178

　14 ，0 　 　 3 ．

@ 　1． 0　　 4、22 工

| 　 C ＊＊ 　 1 ％ 水 準 で有意 「3 ．46 ． 09 ．

． 00 い て連 続 10 正 反 応 ま で の試 行数 と 連続正反

ま で の 試行 数の 差 で
グ

ル ープ 4 と 5 で は0 で あ り，

ﾂ の 学 習 基準 まで の試行数がま つたく 一 致 してい て 連

5 回正反 応す れ ばさ ら に続 け て 連 続 10 回 以上正 反

す る 可 能 性 が あ る こ と ， す な わ ち 連 続5 回正 反応で

とんど 学 習が 漸 近 線 まで達して いる こ と を 示 し て い る 。

ル ープ 3 で は 平均 2 ． 6 の 差 があ る が こ れ は1

l 中2 人 のみ の値によるので ある か ら 前の 2 群 と異 質的 とは

え ないで あろ 5 。 　 後 学習 ： 　 Table 　4 から

か るよ 5 に グル ー プ 2 が 10 回 速続正反 応の学 習 基 準

達 す る の に 最も遅 く その 前 後 に 勾 配 を な して い て 先

われ わ れの 研 究結 果 （3）と同じ 傾向で あつた。この群 差 は 分 散

析 に よ ると 1 ％ の 有意 水 準 で有 意 で あ つ た （ F ＝ 3
710 ，d 』5 ， 54 ） 、 ま た 2 つず つ 対 に し た 群

で 5 ％あ る いは 1 ％の 有 意水 準 に 達 し た の は統 制 群

グ ル ープ 2 お よ び 3 ， グル ー プ 1 とグ ル ー

プ5 ，グ ル ー プ 2 とグ ル ー プ 4 および 5 ，グルー プ 3 と

O ル ープ4 およ び 5 の 各 対 の 問 で あ つた 。 　 前学 習

ない統 制群では平均 試行数は
11

、7でありこ れと学 習 基 準数 の
対

してい
グ ルプ 3 ，4，5の

学 習 の 値 ） それ ぞ れ11 ． O，

． 　 O ， 11 ， 4 ） とはほと ん ど 一

　 　． ・ 1 　 　1 ．788

し てい て大 き さ学習も 色 学 習も そ

ﾌ 困 難 度
に
お いてほ ぼ 等 しいこと が

ｦ さ れ， 著 者らの先 の 研究（ 3 ・7

の ように 色 学 習 が 位 置 学 習よ り

易 で

るとい 「） 次 元 に よる困 難度 の ちが

い はな か つ た。これは被験者の年 令 差と

激 次元 のちがいによるも ので あ

う。 　 連 続 3 回お よ び 5 回正反

に 達 す るま で の 試 行数（Tab

　4 のB と C ） の 間に は有意 差

得ら れなか つ た D 標 本 値に お い て

前者で は 実 験 群間 で ほ ぼ 同じ 値

示した が， 後者で は グルー プ2と 3

特に 高い値 を 示 し 連続 10 同 の

反 応 基 準 の場合と 同 じ 結 果であ

た 。とこ ろ が表の
下か ら 2 行 目〔

| ・ B ） に 示 す連 続 10
回

の 学

基準 と3回連 続 正反 応 と の差 に

群 問 に 有意差が み られて お り ， ま

ｽ 最下 行 の 値 （ A − C ） で はグル ＿

4 と 5が 0 と なつ て いる。これ

の 点 か ら後学 習 の 甲 い グ ル ー プ 4 と 5 で
は

3 回

続 正 反応 ，あ る いは も つ と 厳 密 に い つ て 5 回 連 統正

応す る こ と に よ り すでに学習 が 完成 し でい る （

と ん ど 漸 近 線 に達 している〉といつ て よ い 。 こ れ に対 し て

習 の 遅 いグ ル ープ1 ， 2 ， 3 にお いては 連続 3 回 の

反 応 ま でに は 後 学 習解 決 の手 が か りがほ と ん ど つ か め て

な く て ， Table 　 4 に見ら れ るように連 続 3 回

反 応 まで の 試 行数で は グ ルー プ 4 ，5 と ほ と ん ど 同 じ

l であり な がら ，連 続 5 あ る いは 10 正 反 応己 ）

準に は な か な か 達し ない の であつて，この点 が前 学

の 場合 と は 異な り こ こ に後学習の遅く なる 原 閃 が あ る こ と

示 峻 さ れ る 。 こ の 点は 従 来の研 究 で 分 析さ れて い な

。 　 次 に 前 学習における 正反応 が学 習転換 後 も 連 続

て 反 応 さ れ る 連 続 的 固 執 反 応 は Table 　 5 （ A

に 示 すと お り で い ず れ も 非常に 小 さ く 群 差も 一定 の

向 も みら れ なか つ た 。ま た その 連 統 固執数 が 0 ， す

わち後学習の第1 試行に おい て 髄学習の 誤 刺 激 に反応した 場合

お よ び 1 の 者 と それ以外に分けて み ると前者では グ ル ー

1 か ら 順に5 名 ，6 名，3名 ， 7 名 ，5名と な り ， この場

に もT

le 　
4
の 10 回 正 反 応 の 学習 基準まで の 試 行 数〔A と ） は な



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

杉村 ・岩原　転換学習 に 関 す る 研 究 15

Table　 5　後学習 に おけ る 各群 の 種々 なる測定値

グ　　 ル 　　 ー　　 プ 1 2 3 4 5
F

人 数 10 10 10 10 10

A 　前学習へ の 連続的固執反応 （平均）

・ 裡蹄
2°諦 幢 お け る 諏 応

L9 　 　　 1．6 1．8 2．2 1．7 1 以 下

6．6 8．1 7，2 5．6 4．6

・ 鑼鵠蒙郷
黴 耐 す る 蝋 49．947 ．3　　　　45．258 ．166 ．0

・ 嵩靉黠鶸檎警
対す る 酳 3ユ．224 ．2　　　　25．2　　　　29，942 ，0

2．1103

．206＊

・ 衾臠
樹 す る 固勤 諏 応 亘劇

F 　両学習間 の 相関係数

2．340

64．553 ，7　　　　54．954 ．862 ．0 1 以 下

一層0．295　　− 0．223　　・− 0．201　　　0．184　　− O．269　　　 了 ＝ 一一・0．165

＊
　 5 ％ 水 準 で 有意

関係 と は い ずれも
一

致 しない   　 し た が つ て特定刺激に

対 す る速 続 固執傾向が 後学習 を妨害 し た と は い え な い 。

こ の こ とは 表 の 第 6 行 目 （D ） に 示 した 先行学 習 に おけ

る 正 刺激 に 対す る 誤反応 （固執的誤反応） の 割合 を み て

もグ ル ープ 5 が 最 も多 くグ ル ープ 2 ，3 に お い て 少ない

こ と か ら も裏付け られ る。また表の 下か ら 2 行 目 （E ）

の 値は 全 誤 反 応中前学 習 の 正 刺激 に 反 応す る 誤反応率 で

あつ て，い ずれ も50％ よ り高 い 値を示 して い る。こ の 群

間 に は 有意差 は なか つ た が グ ル ・tプ 1 と 5 がほ ぼ同 じ値

で あ つ て 他群 に 比 べ て 高 くあ らわ れて い る 。

　次に 最初か ら20試行中 の 誤反応数 は 表 の ⊥ か ら 4 行 目

（B ）に み ら れ る よ うに 基準 ま で の 試 行数 （Table　4 の A ）

と 同様 に グ ル ープ 2 が 最大，グ ル ープ 5 が 最少 で あ りこ

れ は 当然 予 想 され る結果で あ つ た 。 しか し分散分析に よ

れ ば 5 ％ の 有 意水準 に は わ ず か に 達 し な い （F ＝2．110，

df＝ 4，45）．
こ D よ うな誤 りの 分析 は 試行数 に 関係があ

る か ら こ の 点を 除 くた め に 学 習 基 準 ま で の 試 行数 に 対す

る誤反応 の 割 合 を 出す と Table　5 の Eか ら 5 行 目（C ）

に 示す よ うに な り， 群問 に は 右意差がみ られ 学習 の 早 さ

と は ほ ぼ逆 の 関係 に なつ て お リグ ル ・tプ 4 と 5 で 誤反応

率 が 多い 。こ れ は杉村，岩原 の 研究 （7）と被験者お よ び 実

験条件は 異な る が一致 した 傾向で あ る 。 誤反応 も多 い が

学習 も早 い と い う結果 は 一見 矛 盾 して い る よ うで あ る

が
， 本実験事態 で は 前学習 に お ける 正 反応の 半数が後学

習 に お い て も強化 され る の で ， 正 反応 の 多い こ とは 必 ず

し も学習完成に 近 づ くこ と を 意味 し な い 。む しろ 逆 に 前

学習か ら 得 た 反応手 が か りを持続 させ る こ と に なろ う。

＋

　岩原 ， 杉村 の 研 究 （3）で は 中 央 値 を 用 い た が 本結 果

を 中央値 に な お して み て もグ ル ープ 1 か ら 「「頁に 1．0，

1．　5，1．〔〕，2．O，1．0 と な っ て
一

定 の 傾 向 は 見 ら れ な

い o

こ れ に 反 して 誤 反応 が多い と前学習 に お け る．反応 于が か

りを 早 く放棄す る よ うに な り学習 が早 くな る と い え る 。

　Table　 5 （F ）に 示 した 各群 の 学習 基準に 達 す る ま で の

試行数 に つ い て の Pearson の 相関係数は グ ル ープ 4 以

外 は い ずれも負 の 相関を示 して い る が その 群差 は なく

（X2＝1．　OO3，　 df＝4），ま た z 変換 に ょる 全体 の 平均相

関係数 は 一〇．165 で あ っ て 0 よ り有意 に 大きい とは い え

ない （t＝1．058，df ； 48 ，　 p ＞ 0．20）D した がつ て 両学習

間 に は相関 は 認め られず こ れは わ れわ れ の 先 の 研究 （S）

と は 異 な つ た 結 果 で あ っ た。

皿 　議 論

　本研究の 被験 蒋は 15才 か ら19才 まで 男 子 の 収容 少年で

あ り刺 激 は 大 小，黄 緑，左 右 と い う 3 つ の 次 元 を 含 む も の

で あ つ た が，わ れ わ れ の 先 の 研究   の 5 才か ら 8才 ま

で の 保育園 児 お よび 小 学校 児 童 を用 い 赤白お よ び左 右の

2 つ の 次 元 を 含 む 刺激 に よ る 場 合 と 函 数関係 の 点 で は
一

致 した 結果を示 した 。 こ れを 図示す る と Fig．エ の と お

りで ある。こ の 図 か ら 明 ら か な よ うに ど の 場 合 に お い て

も，あ る臨界点 まで は 強化数が 増加す る に つ れ て 後学習

が 困 難 に な り，そ れ 以 後 は 強 化 数 の 増 加 と と も に 後 学 習

が 容易 に なる と い う予 想 どお りの 結果で あつ た。そ して

特 に 木研究 の よ ）に 強化数 を よ り広範囲に 変化 させ た 蝪

合に は 群間 の 譱 に 有意性が 得 られ た の で あ る 。従 来 り 研

究の ほ と ん ど （1・2・4・5・6） は 先行学 習 の 試行数が増す ほ

ど 転換学習が 容易で あっ た が，こ の こ とは こ れ ら の 研究

が臨 界 点 以 前 の 範囲 を取 り拔 つ て い な い こ と で 明ら か に

な ろ 5 ．こ の 臨界点 の 位置 が わ れ わ れ の 2 つ の 研究 に お

い て 異 な つ て い る の は 前 に 述 べ た よ 5 に 課題 お よ び 被験

者 の 相異 に よ る の で あ ろ う。 す なわ ち 本研究 の 被験者は

年長で あ つ て 「特 殊 な刺激 に 対 す る 反 応 」 が 早 くで きて
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Fig ．　 1　 先行弁別学習 に お け る学習基準 の 函数 と して の 後行弁別学習の 容 易 さ
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先行学習 に お け る学習基準 （連続正反応数）

．連続 5正 反応 です で に 完成 して い る （漸近 線 に 達 して い

る ） こ と が Table　3 か ら明らか で あ ろ う し，　また 課 題

自体も容易 で あ つ た よ うに 思 え る。こ の よ うに 前学習 で

は 連続 5 正 反応墓準 （グ ル ープ 2 ） で 学習がほ と ん ど漸

近線 に 達 して い る の で ， それ 以後の グ ル ープ 3 ， 4 ， 5

は 過 剰 学習 を し て い る こ と に な る。そ れゆ え こ れ ら の グ

ル ープ で は 試行数に 応 じ て 「弁別 す る 構え 」 が 発達 し て

い る こ と が 予想 され る 。 そ して こ の よ うな 予 想の 正 しい

こ と は 後学習 が グ ル ープ 2 よ り 3 ， 4 ，5 と なる に 従 つ

て容易に な る こ と か ら証明せ られ る の で ある 。

　 同 じ こ と が後学 習 の 学 習 基準を 変えて 検討す る （Table

4 参照） こ と に よつ て もみ られ る。す な わ ち 過 剰 学 習

群 ， 特 に グ ル ープ 4 と 5 で は 正 反応が 5 回 続 くな らば そ

れ以後 の 誤 りは まつ た くみ られ な い 。しか し 他の 群 で は

こ うし た 現象が現わ れ な い の で ある D

　 次 に 前学習 に お け る正 反 応刺激へ の 固執 は 連続 的固 執

に つ
1

、
・
て は い ずれ も小 さ く て　（1，6〜2．2 試行）群差 は

な く基 推 ま で の 試 行数 と の 関係は み られなか つ た 。こ の

こ とは こ の 種 の 実験条件 で は 特定の 刺激対象に 対す る 選

択反応が か な り弱 い こ と を 示 して い る。また 固執的誤反

応率 （Table　5 の D ） で み る と グ ル ープ 4 と 5 が 多 い こ

と が 暗示 され，これ は 学習の 早 さ と は 逆 比 関 係 で あ つ て

Reid の 結果 〔5） と
一一・

応対応 して い る
。 ま た 全 誤 反応 の 割

合 （TabLe　5 の C ）も こ れ と 同 じ傾 向で あ つ て 誤反応の

多い ほ ど 学習 が 早 い 。誤 反 応 の 割 合 が 多い と そ れ に よ り

早 く前学習 の 反 応手 が か りを 放棄で きる よ うに な る の で

あ ろ う。

　 こ の こ と に 関連 し て 学習 を 促進す る 心 的機制 に は 飽和

40

（反 応 性 また は 刺激性禁 ［ヒ） と い う こ と も考 え られ る。

グ ル ープ 4 や 5 に お い て は 過剰学習 に よ つ てす な わ ち単

純 な事態に お い て 単純な刺激一反応の 過程を 30回 あ る い

は 50回 も反復す る こ と に よ り学 習 事 態 （こ の 場 合 特定 の

刺激次元 と 全体的な特殊 で な い 事態 とが考 え ら れ る ） に

対す る飽 きが 生 じて くる の で あろ う。こ の た め に 誤 反 応

あ る い は 強化 の 型 の 変化 に 対 し て は 新 し さ を 求 め る と い

う心 的機制か らよ り敏感 に 反 応 し，反応態度 の 変化 が 容

易に な り新反応 が 甲 く形成さ れ る もの と考えられ よ う。

し た が つ て 学習完成後の 過 剰 学 習 に お い て は 「弁別す る

構え」 と と もに こ の 禁止的要因が作用 し て 反応の 変動性

を高 め る もの と い え よ う。

　最後 に ，Krechevsky の 仮説 の 概念 が 学 習 の 初 期 に お

い て 作用す る もの とす れ ば 強 化数とは無関係 な 点が後学

習 に お い て み られ るは ずで あ る が，本研究の グ ル ープ 1

の 場合で すら統制群 と 比 べ て 有 意差 は え ら れ な か つ た が

後学 習 に 対 し て 粗当 の 負 の 転移 （11・7− 18・2＝− 6・5 試

行）を 示 して お り，前学習に おけ る 強化 の 効果 は 無視 し

えな い 。し た が つ て 著者 ら の 先 の 研 究に お い て 述べ た 理

論的曲線 に お け る 非 連 続 説か ら の 予 言 に確 め られ ず，む

しろ 連続説 に 有利 で あつ た と い え る。もつ と も前学習 が

連続 5 回 の 正 反応 に よ つ て ほ ぼ完成 され る とい う事実か

ら考 え て ，連続 3 正 反 応 の 段 階 は も は や Krechevsky の

い う仮説の 現わ れ る 解 決 前期 と は い えな い か も しれ な

い 。つ ま り謀題 の 困 難度 と学 習 過程 と の 関係をさらに 吟

味す る 必 要 が あ ろ 5 。
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W 　要約と結論

　 弁別事態 に お け る 転換学習 に つ い て は 先行強化数 が 多

い ほ ど それ に 対立的な後行学習が容易に な る こ と が最近

の 研究に よ つ て 示 され て い る が，こ れ は Hull−Spence流

の 強化壥 論 か ら の 予想 とは 矛盾す る もの で あ る 。 こ れに

対 し て 従来 の 研 究者 は 学習 の 構 え （］earning 　set ）が で き

強化 の 型 の 弁 別 が 容易 に な る こ と，ある い は こ れ に 類似

した Reid の 「弁別す る 反応．1 とい う因 子に よつ て 説明

して い る。

　 著 者 ら は 先 の 研究 （3）に お い て こ の よ うな 強化数に 伴 、

な う後学習 の 容易 さの
一

義的 な増加 と い うこ とに 疑問を

持ち，児童 を 用 い て 実 験 した と こ ろ，あ る臨 界 点 が あ つ て

そ の 点 ま で は 強化試行の 増加 に つ れ て 学習 の 転換 が 困難

に な りそ の 後は 逆 に 容易に な る こ とが明 ら か に なつ た。

こ れ は 従来 の 結 果 の よ うに 】earning 　set の 要 因 の み で は

説明 で きな く，そ の た め に 著者ちは 学習 が十 分 に 完成す

る ま で の 段階 に お い て 主 に 作用 す る従来の 強 化説 に 基 づ

く 「特殊 な 刺激 に 対す る 反 応」 困子 と 学習完成後 に 主 に

作用す る 具体的な刺激 と は 関係 の ない 態度的なもの と し

て の 「弁別す る構え 」の 2 つ の 因 子 を仮 定 して 説 明 した 。
さ ら に こ の 転換学習の 問題 は 弁別学 習 に おけ る 連続

一一
非

連続論争 とも連関す る もの で あ り，も し Krechevsky の

仮説 の 慨念が正 し い な らば 学 習 の 初 期 に お い て は こ の 仮

説 を 考慮に 入 れ なければ な ら な い こ とを 先 に 暗示 した。

　先 の 研究結果は 統計酌有意性が得 られ な か つ た の で 本

研究 に お い て は 前学習の 強化 試 行を よ り広 範囲に わ た つ ．
て 変化し，異なつ た被験者 と課題 に よつ て も先 に 述べ た

傾向が一
般的 に い える か ど うか を吟味 し よ うと し た 。

　被験者は 15 才か ら 19 才 ま で の 収容少年 で 課題 は 大き

さ ， 色 ， 位置 の 3 つ の 次元 を もつ もの で あつ た。前学習

（大 きさ学習） の 基準を 連統正 反応 3 囘，5 回，10回，
10回 ＋ 20 回，10回 ＋ 40回 と す る 5 つ の 実験群を作 りそれ

ぞれ の 学 習 基準 に 遠す る と た だ ち に 後学習 （色学習 ）へ

転換 させ た。こ れ と は 別 に 蔚 学 習 が な くて 後学 習 の み を

行な う統制群 を 作つ た 。各群 は 10名ずっ で あ る．

　結果は 予 想 ど お りで あつ て 臨界点 の 存在が認 め られ，
しか も群問に は 統計的な 有 意 差 が 得 られ た 。 両学習に お

け る学 習過程 を 比較す る と前学習 で は 連続 5 回 正 反応 の

段階が一
応学習完成 の 点 とみ ら れ それ 以 後 は 過剰学 習 で

あ る こ と が お か り，こ の こ と は 後 学 習 で そ の 群 （5 「可連

続 正 反応基準 ） の 学 習が 最 も遅 くそ れ 以後 は 早 くな つ て

い る こ と と対応 して い る。後学習 の 早い 群 で は ほ ぼ連 続

3 「呵正反応 に ょ りす で に 新しい 反 応 原 理 を 習得 して い る

が ， 遅 い 群 で は 連続 5 回正反応の 基準に達 して もな お誤

反応 を く りか え し連続 10阿 の 学 習 基準に は な か な か 達 し

な い の で あ る 。こ こ に 前学習 の 過 程 と の 相 異 が 認 め られ

る 。 述続的固執反応は わずか しか 認め られず群差 は な か

つ た が，固執的誤反応率 で み る と 後学習 の 早 い 群 に お い

て 高 い 値 が 示 され，こ れ は 誤 反 応 率 と も同 じ 傾向 で あ つ

て これ ら と学習 の 早 さと は 逆 の 関係 で あつ た 。また 最低

基準 の 連続 3 回正反応群 と統制群 の 問に は 有意差は な か

つ た が前者 に お い て 後学習 へ の 負の 転移がか な りあらわ

れ 「仮説 1 の 概念は 適 用 され な か つ た。

　以 ．Eの 結果か ら著者 らは 弁別市態 に お い て 作用 す る 2

つ の 因 子 の 仮定を 支持 し て 学習 過程 を吟昧 し，従来の 研

究 が 臨界点以後 の み を扱 つ て い る とい う欠 点 を 指摘 し

た。さ らに 「弁別す る構え」 の 形式に 伴なつ て 強化 試 行

が 増加 する と学習事態へ の 飽 きが 加わ り，新しい 反応 の

手が か りが容易 に把握で きる よ うな 状 況 を 作 つ て い る か

も しれ な い と い うこ と に つ い て言 及 した。

交 献

〔1） Capaldi，　E ．　J．，and 　Stevenson，　H ，　W ，：Response

　 rcversal 士oLlowing 　different　amounts 　 of 　training ．

　 cL　comP ．　i＞lzyst
’
ol．　Psblchol．，　1957

，
50

，　195− 198．

  Grant，　 D ．　A ．，　 and 　 Berg，　 E ．　G ．：Abehavioral

　 analysis 　of 　degree　of 　reinforcernent 　 and 　ease 　of

　 shifting 　to 　new 　 responses 　in　a 　Wcigl　type 　card

　 sorting 　problem ．」．　 exp ．」
「
sorchol ．，1948，38，

　 404．　411．

（3） 岩 原 信九郎 。杉村健 ： 転 換 学 習 に 関す る 研 究 ：工．

　 先 行 学 習 の 訓練 量 の 効果．教育心 理 学 研 究，1958，

　 6
，　106− 112．

（4）　Pub 〔〕ls，　 B ．　B ．：　 The　 facilitation　 of 　 visual 　 and

　 spat 正al　 discrimination　reversal 　 by　 overlearning ，

　」．　【：emP ．　Physiol　P ミy‘ノ置どo ム　1956，　46，　243− 248，

〔5｝　Reid
，
　 L．　 S．： Development 　 of 　 noncontinuity

　behav量or 　throngh 　continuity 　learning．　」：　‘’cr：カ．

　Ps），chol ．，　1953
，　46 ，　107− 112．

〔6｝ Stevenson，　 H ．　W ．，and 　Moushegian
，
　 G，： Res−

　pQnse 　shift 　as 　a　function　of 　instructions　and

　degree　of 　training ．　Amer ．　」．　Psyehol．，　1956，

　 69 ，　281 −−284 ．

〔7） 杉村健 ・岩 原 信九 郎 ： 児 童 の 弁 別 学 習 に お け る

　Maier の 理 論 の 吟 味．心 理 学 研 究，1957，27，395−

　 402．

（1958年 6 月20日原稿 受 付）

一一 147＿

N 工工
一Eleotronio 　Library 　


