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対 連 合記 憶 の パ タ ー ン と有意味 語 の 機 能 に つ い で

鹿児矗実践学 園幼稚園教員養成所

水 元 景 文
＊＊

工　 問 題 提 起

　対連合 記憶学習 を ，習得 と ， 習得終 了後 の 想起テ ス ト

の 2 つ の 過程に 分け ， そ れぞ れ に 後述 す る パ タ
ー ソ の 条

件を 入 れ ，それ が 想 起 に 及ぽす効果 と ， 刺激語 （S ） お

よ び 反応語 （R ）の 有意味性 が 両過程 に 及 ぼす効果を検

討する の が 本研 究の 目 的 で あ る 。
こ こ 唱 ま 「パ タ ー

ン 」

を ，い ち お う S と R の 時間的空間的な布置 関係 と し て 考

え ， ま ず こ れ を 習得 の
パ タ

ー
ソ と 想起 の パ タ ーソ とに 分

け て 考 えて み る 。

1． 習 得 の パ タ 7 ソ （A ・q ・ i・iti・ n 　P・tt・ m ；A ・q ・P ・tt・

と略記 ）に っ い て

　 こ こ に 対 連合学習 は ，
メ モ リー ド ラ ム で ， 最初 に S の

み ，次tc　S − R 対 と い う呈 示 で 適 中予 言 法 に よ っ て 行 な

わ れ る （森州 （7 ・SF　 9 ））。 　こ の 方法 を （S）→ （S−一一R ）

Acq ．　 Patt． と 名づ け よ う。と こ ろが ， こ の 方法 は，第

1 に 習得期間 中 S の 呈 示頻 度が R の そ れ に くら べ 2 倍 に

な り ， 後述す る想 起過程 に 影響を与え る 心配 の あ る こ と

第 2 に S − R 呈 示 の さ い ，被 験者 が S ← R と （右 か ら 左

へ ）読 み ， （日 本文 の た て 書きは 右 か ら左 へ 読 む こ とを

考 え ）， S → R の 記憶 パ タ
ーy が で きない か もし れ な い

こ と か ら ， 本 実験 は ，
メ モ リー ドラ ム 剰激窓 の 左 に まず

S の み 2 秒，次 に 右 に R の み 2 秒呈示 と い う操作に よつ

て 過程を制御す る 実験 デ ザ イ ソ を組 ん で み た 。
こ の 方法

を （S）→ （R ） Acq 、　 Patt．と名 づ け よ う。

2． 想起 の パ タ ーソ （Reca1… pattern； Ree．　 Patt．と 略

記 に っ い て

　習 得完了後30秒経っ て ， 想起検査を行な 5a こ の 際 ．

習得 時 の S を cue と し ，習得時 の R を 想 起応答す る場

合 と ，習得時 の R を cue と し ， 習得 時 の Sを想起 応 答

す る 場 合 の 2 つ の Acq ．　 Patt．を 設 け た。森｝U （7P　8・9）

は ，こ の 前者 を Forward 　 reca11 ， 後者を　Backward

＊　 The　effect 　 of　 pattern　and 　皿 eaningfulness

upon 　paired ・assoc 三ate 　learning・
＊＊　by　Kagefu 皿 三 Mizumo 仁o （Kagosltinm　Jド∬ en

EducationaJ 　lnstitutio7t）

recaU ， と して 言 及 し て い る 。 そ こ で われわ れ は 前者を

F テ ス トt 後者 を B テ x ト と よ ぶ こ と に し た Q

　 Rec．　 Patt．の 問題 に つ い て は W 三ncen ・
K ・（19） が F

テ ス F の 結果は B テ ス トの そ れ よ り も成績 が 良 い こ と を

見 出 した の を き
一
つ か け に して ，

Stoddard ，　D ・G ・（「4）は

learning　order ．　 sequence 　of 　 nssociation の 要因 を 主

張 し，Thorndike
，
　 E ．　 L ．（15，　pp　152− 158）は フ 1／ 一

ズや 単語の 前半や後半を空白に して お き，そ こ の com −

pletion を行な わ せ ，前 半 よ りも後半 の complet 藍o 轟 が 良

い 成績だ っ た こ と か ら ，
mental 　 c・nnecti 。 n の uni ・

directlonal　quality，　 sequence ，を主張 し ，
“
polarity

”

と い う概念 を導 入 した 。 さ ら に ，
Murdock ，　 B．　 B ．（10｝

は transfer の 実験 に お い て　「A − B 」 対 の 学習 中・

　「B τ
A 」 の 学習 もお こ る こ と を見出 し，Feldman ・

S・

M ． ＆ Underwood ，
　 B．1．（2 ） は sti 皿 ulus 　 recall ，

Jantz，　 E ．　 M ．＆ Underwood ，　D ．工 （の 等 は R − S

learning と し て ，こ の 問題を 扱 つ て い る 。

　 近年わ が 国 で は 梅本（1？・
18）森川 （7 ・8 ・9 ）が前述 （S）

→ （S− R ）Acq ．　Patt．に ょ る 習得後，　FB 両 テ ス トを行 な

い ，F の 正 答数 は B の それ よ りも多 い こ と を FB −− RclG

順逆再 生 勾配 の 用語 で 述 べ て い る。本研究 は 森川 に な ら

つ て デ ザ イ ソ され た が ， （S）→（S−一一R）Acq ．　Patt・の デ ザ

イ ソ で は ，前述 の よ うに S の 呈示頻度が R の そ れ の 2 倍

に な る 。 想 起が習得 の さい の 呈示頻度 に 大 き く規定 され

て い る と すれ ば ，特 に B テ ス トの 際 は ，
S の 呈示頻度が

無視 で きない と 考 え ら れ る e こ の 意 味 で S の 呈示頻度 と

　R の そ れ と を 同 じに し た （S）→ （R ） Acq ．　 Patt・が デ ザ

　イ ソ さ れ，そ の 習得後 に ，FB の 両 テ ス トが 適 用 され た 。

　3，　 S ．R の 有意味性 に っ い て

　　記憶 に お い て 有意味綴 （M と 略記）は 無意味綴 （N と

　略記 ） よ り も有利 な こ と が 知 ら れ て お り，対連 合 記憶 で

　も Noble ．　 C ．　 E ．＆ McNeely ，　D ．　 A ．（11〕，　 Hunt ，　R ．
’G ．（3），Epstein，　 W ，　 Rock，1．＆ Zuckerman

，
　 C ・R ・

　〈1 ） 等 に よ っ て 示 され て い る D こ こ で ， 有意味性 の 変数

　と し て ，
NM を設 け，こ れ を S あ る い は R に お ぎ ， さら

　に か な も じ 1 字 （C と 略記） を 配 し た 「C − N 」　「C 一
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M 」 「N − Cj 「M − Cl の 4 リ ス ｝を 作 り，習得な ら

び に 想 起過程 で の NM の 機能 を ，パ タ ー
ン と関 速 して 検

討す る こ と に した 。

　 か なも じ 1 字 （C ）を用い た 理 由 は ，た と え ば ， 「ア

サ
ー

ヒ ル 1の 対 を 「ア
ー

ヒ ル ー1の よ うに S の
一
部を とつ

て 憶え た と い う予 備実験 で の 内省報告に もと づ き ， 今度

は 最初 か ら 2 交字 の 綴 りの 1 字を削除 し て ，か な も じ 1

字に して C − N ，C − M リ ス トを 組 み ，
こ の 対照 リ ス ト

の 意味 あい も含 め て ，N − C ，　 M − C の リ ス ト も組 ん

だ。

4．　 そ の 他

　さ らに ，学習規定 の 要 因 の ひ と つ に 知 能 を 考 え 被験 老

を 知能検査 （5） の 結 果 に もと つ い て 選 択 し，各実験群が

少 くと も知能水準 に お い て は 等質 に な る よ うに 編 成 し

た 。

矼　 実 験

1．目的

　U｝習得 過 程 の 問題 ： （S）→ （R） Acq ．　 Patt．に お い て

S あ る い は R の NM 変数 の 把持に 対 す る 効果を み る こ と

回 想起検査時 の 問 題 （1］： F お よ び B テ ス ト の Rec ．　Patt．

の 正 答数 に 対す る 効果 と ，そ の 効果に 対す る想起 語 の N

M 変数の 機能 をみ る こ と　囚 想起検査時 の 問val2］： FB

の Rec ・Patt・の 正 答数 に 対 す る 効果 と，そ れに 対 す る

cue の NM 変数4）機能 を み る こ と 。

2 ．手 続き

　材料 1）ス ト ： C − N ，C − M ，　 N − C ，
　 M − C の 4 リ

ス ト。 1 リ ス ト は 8 対 の 組 合 わ せ か ら 成 る。N は 無 連 想

価 40− 44％ の 2 字 の 無意味 綴 ，
M は O − 4e％ の 2 字 の 有

意味綴 （梅本 ・森川 。伊 PX ・16） で あ る。

C − N

　れ
一

さ も

　 し
一

や ふ

　 け
一

て み

　 の
一ね ち

　 よ
一

ほ へ

　 は
一

め む

　 と
一

い に

　 ま一ら わ

　 ま た ，

N − C

　 わ み 一お

　るき一こ

　 た さ ．一
ろ

　む よ
一一・D

　 へ し一．
ふ

　 つ ほ 一い

　ね す一
め

　そ も一な

C − M

　そ
一・

や ね

　ち 一
い す

　 に
．一一

と り

　 ひ
一一

か み

　ゆ一
た こ

　む一
くっ

わ
．一

あ き

　 さ一一一
ほ し

M − C

　 あ め 一せ

　 5 ま …
ほ

　 は な一
て

　 そ ら
一

き

　 し ろ一え

　 に わ
一

み

　 よ る 一
つ

　 お と 一ね

　　　　 こ の 4 リ ス bに ，それぞれ の StR を 人 れ換え

た V ス Et 作 つ て ， それ ぞ れ 半 数の 被 験 者 に 割 りあ て ，

材 料 効 果 の 相殺 を は か る よ うに し た 。

　被験者 （＄） ：広 島市立 0 中学校 の 2 年生 80名で ，上

述 の 各 リ7・トに 20名ずつ 割 りあ て た 。
こ の 20人 の Ss は

学習規 定の
一

要因 と し て 知 能 を 考え ， 知能偏差値61 の も

の 4 人，50の もの 12人 ，39の もの 4 人 （い ずれ も男女半

数ず？） と し，各学習群内の 知能が正 規分布に な る よ う

に し た。 Ss の サ ソ ブ リ ソ グ は ， 三好 （5 ） の C − R 知能

検 査 の デ ータ に 基 づ い た 。

　習 得 ：装置 は 竹井式 メ モ リ
ー ドラ ム 。は じ め 記銘材料

呈 示窓 の 左側 に S の み 2 秒 ， 次に 右側に R の み 2 秒呈 示

の 適中予 言 法 で 試行間隔 4 秒 。 対呈 示 の 順序 ei乱 数表で

3 種類異 な っ た もの を作成 ． 1 回 完全 学習 の 基準 ま で 試

行を繰 りか え す。

　想起 テ ス ト ： 1回 完全学習の 基 準に 達 し て 30秒 た っ て

か ら，F テ ス トま た は B テ ス トを 行 なっ た 。す な わ ち ⊥

述 の リ ス トに 割 りあ て られ た20人ず っ の 学習 群 を お の お

の 2 分 し ，
10人ずつ の サ ブ グ ル ープ に し （知 能 ，男女別

等前述 の 比 を こ わ さぬ よ う，等質に な る よ うに 分け た ），
一

方 に は F テ ス ト，他方 に は B テ ス トを 行な う。 検 査は

F テ ス ト で は 習得時 の S を カ
ー

ドに 書 い て 示 し，R を 答

え させ る 。
B テ ス トで は 習得時 の R を カ

ードで 示 し，　 S

を 答え させ る 方法 を と つ た 。 制 限 時間 は 10秒以 内 。

　こ の 想起 の テ ス ｝方法 は 森川 （7 ・8 ・9） に よ っ て い る

が ナ次 の 2 点 で 異 なっ て い る 。 （の森 川 は 1 入の 被験者

に 対 し ， F テ ス トと B テ ス トを交互 に 行な つ て い る が ，

本実 験 で は ，こ の 2 つ の Rec ．　 Patt，の interaction を

避け る た め ・
F テ ス トを 行な う群 と ， B テ ス F を 行な う

群 と に 分けた。（ii）氏 は 検査 を 1」間 口 答 で 行 な つ た が ，

習 得時 の 材料 は 視覚的な か た ち で 与 え 、想起 テ ス トで 音

声 を 用 い る と，視覚 と聴覚 との ち が い か ら くる 影響 も考

え られ る の で ，想 起 テ ス ト も，視 覚的方法で 行 なっ た 。

　実験 場所 ； 広 島大学教 育学部 心 理 学研究室

　期 間 ： 昭 和 36年 5 月 一7 月

皿 　デ ータとそ の分析，検討

1． 習 得 の デ ー タ と そ の 分析 ・検 討

　まず，習 得某準 に 達す る の に 要 し た 試 行数 に つ い て み

る 。 習得基準 と して ， 1 リ ス ト 8 個 の 対 の 5ち ， 1対が

適中す る 基準 （
ils

と 略），同 じ く 2 対適 中す る 基準 （
Zfe

と 略 ），同 じ く 3 対 （
コ

！e ）……， iis ，5is ，6fs ，71Si
　 Sls

（1 回 完全学習 ）の 8 っ を考え た 。 そ し て ，Table　1 に

各華準に 習得 が 達 す る ま で vC 何 試 行要す る か を各学習群

ご と 奪こ 中央値 で 示 し ，

2
！s （習 得初期），

41s
（中期），　 fi

／E（後

期），
ale

（習得完 ∫）の 4 基準に お い て ，
　 S お よ び R の N

M の 機能を み る よ う検 討 の 検定を示 した 。さ ら に Fig．

1 に 各学 習群 の 中央値を
ils −t’Sls

の 基準 ご と に プ ロ
ッ ト

した グ ラ フ を 示 し た 。
こ こ で 点線は N ， 実縁 は M を材料

と し た もの と し て 描 き ， ○ で プ 卩
v ト した も の は R 側

が ，× で プ ロ
ッ ト し た もの は S 側 が NM と 変化す る 場 合

一 34
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Table 　 1 各基準へ 達す るの に 要 した試行数の デ ータ と分析

驪 灘 薇 隠：｛li
儺 撫

デ P

）i獵

習 得 基 準

・1・ i ・1−
・1・ い 1−

・

絹
・1・ い1・ い ’・

5
　

5a3a2

　
厂
D
　

厂
D

485a 94651 13．5
ユ呂

97

1622
．512
．511

差
畠藷霧 囑 耀剰 1　・s・ss5・＊1 i25・・334・・1

25．52615

，516

33311920

．5

・3・・83… 1

4338
．52423

，5

i・6… 5＊＊

差 の 検 定

　 （u 検定）

ε端 喇 1333・・5＊＊1 347 ・屍
　 　 　 i

292… 1 i282…

£1二9・ 司 122… 1
lli：E・ 差 1

i …
’

・・1
1 ・9囲 1265i

島増 嵯 1 い 7・・鉛 1 ・921

297・5・・【 i ・・L5 ＊＊

ゆ ・ 1 ｝・77・・

｝218・・ 1 1　 228

＊ …P ＜ ， 5．

＊＊ …P く．Ol　 で 有意差 あ り

寳

致

　　　　塚　 ％　 ％　 ％　 ％　 ％　 尾　 ％
　 　 　 　 　 　 　 　 学　 　 　 　習 　 　 　 　基 　 　 　 　準

と して あ ら わ した c

　 こ れ か の 結
．
果 か ら次 の こ と が い え る e

（a） 反応語側 の 有意 味性 の 機 能 （C …N と C − M の 比

較） ： 学習 の 全期間 を 通 じ て ， 反応 語 が N で あ る よ りも

M で あ る 方 が ，よ り少 な い 試 行数 で 習得 さ れ る。す な b

ち ，R 側 の 有意味語 は 習 得 を促進す る 効果 を 持 っ こ と に

な る。

｛b） 刺激語側 の 有 意味 性 の 機 能 （N − C と M − C の 比

較 ） ： 習得 の 初期 で は S が N で あ つ て もM で あ っ て も基

準に 達す る の に 要す る 試行数 に 変 りがな い が ，中期 をす

ぎ る と ，
R 側 の それ と 同 様 ，　 S 側の M も 習 得 を促進す

る。

　 こ の よ うに ，M は 習得 促進 の 効果を もつ が ， それ で は

｛c）R 側 の M と S 働 の M の い ずれが試行数 に 多 く影響す る

か を （C − ．M と M − C の 比較で ） み る と ， 習得過程 の 全

段 階 を 通 じ て そ の 差に 有意性な く，M は S 側 に あ つ て も

R 側 に あ っ て も促進 の 効果に 優劣 は っ けられ な い 。
N は

そ の 意味 に お い て は ど ん な効果 を 示す の で あ ろ 5か 。

｛d）　R 側 の N と S 側の N の い ずれが 試 行数 に 多 く影響す る

か を （C − N と N − C の 比 較で ）み る と ， 習得の 初期 に

お い て S 側 の N が 促進的 な 効果 を もっ て い る が ，後期 に

な る に つ れ て ，
こ の 効果 は きえ る 。 しか し こ れ は N の 促

進的効果 と い うよ りも，む し ろ 材料 C を 用 い た こ と に よ

る効 果 と 解 する 方が妥当 な の で は あ る ま い か。

　次 に 前述 4 り X トの 材粁 の 適中 し やす さの 検 討を行な

つ た 。適中 しや す さ の 測 度 と して ，あ る 組合わ せ が初め

て 適 中す る ま で 1こ 何試 行を行す るか を み た 。Table　2 に

適 中まで の 試 行数が ， 1 − 10の 組合 わ せ が い く っ あ る

か ，
11− 20，21・− 3a，31− 40で は ど うで あ る か を 4 学 習

群 ご と…こ み た 表を作 っ て 検討 して み た o

　 こ れ を み る と，R が M だ と，　 N で あ る よ りも適中しや

す
1．・。 と こ ろ が S が N で あつ て もM で あ つ て も適 中の し

や す さ は 同 じ で あ る 。ま た ，M は S 側 に あ っ て も，　 R 側

．こ あ つ て も同 じ で あ り，N は R 側 に あ る よ り も，　 S但硅に

あ る方が適 中しや す い こ と が わ か つ た 。 こ れ は
2iH

の 基

準 ま で の 試行 数 の デー タ と 同 じ傾 向 で あ る。学習 の 初期

で は，こ の 純 合わ せ の 適 中 し や す さに ，習得過程は 関 連

を もっ よ ｝　1
・
（L考え ら れ る 。

Rock
，
1．　（13）は 「適中以前の

試 行 は 習得 完 成 に 対 し，な ん の 役 割 も持た な い 。 重要な

の は 適中以 後 の 試行 だ 」 と述 べ て い る が ，習得 の 初期 で
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Table 　2　 「初 め て 適 中す る ま で に 何試行要 した か 」

　　　　　 の デー
タ と分析

（a ）適中する ま で の 試行数の分布

学 習群

NCMC「

｝

「

一

CNCM

1〜105391109116

Table 　3　N − C お よ び M − C 学習群 で の 各基準間

　　　　　の 順位相関係数 （右上 は N − C ，左下は

　　　　　M − C ）

1・一・・2・紳 ・− ua

！l
計 1… 1… 　147

2722141

〜5031101〜601計

2000 606D6D601
　

1
　

1
　

1

（b ） X
！

検定 に よ る 検討

劉 ・1　 ・1…

t W
　全　　　　　体

C − N と C − M の 差

N − C とM − C の 差

C −− N と N − C の 差
C − M と M − C の 差

8上．472043

．87209

，984026

，11202

，4920

11
匹

2133
’8

‘

ノ55136 ノ、

71
・ 1sノ呂

ワ8 ，619 ．264 ．310 ，178 ，128
「

　　361 ユ12
2
’8 鰤 ．407410267 ，1釦 ，260273

3
’8 ．339780 835755 ．723 ．663 ，520

418 ．225 ，486 ，742 817 ，755 ．702
一

，676
5
／8518

一．071

　．062 ：黥
，611

，526

．808

、745 ．903685

．663
．861736778

ワ写
一．171 ．178452 ．708 ．884 ．912 897

618 一．180 ．142393 ．659 ．822 ．881 ．933

FDrO

匚
JR

り

5

1 　 P ＜0．1

　 P くO．1

．10 〈 1）
＜．50

　 P く0，1

．70く P く ．80

は ，こ の 適中しや すさ（適中以前 の 試 行数 の 多少 の こ と）

は 習得 に 対 し，関連を もっ て くる よ 釦 こ 思わ れ る。

　な お 習得の 過程 で ，た と え ば tts
の 基準に 他の 被験者

と 比較 し て ，よ り少な い 試行数で 達 し た 被験者が ，

s18

の 基準VC達す る まで C も，他 の 被 験 者 と くらべ
， 少な い

試 行数 で す ま せ る こ とが で きる と は か ぎら な い 。 この よ

うな事実 は ， 実験中に しば し ば 見受け られ た 。こ の 点を

検討す るた め VC ，’le−一”lsの 各基準段階 ご とに ， 各系列

の 20人の Ss に つ い て ，基lfvC達す る まで の 試 行数に 対

し ， 少な い 方か ら多い 方 へ 願次 1 −− 20 ま で の 順位 を っ

け ， それ を もと ec し て 各基準間 の 順位相関係 数 を 出 し

（ス ピ ア マ ソ の 係数）Table 　3，　 Table　4 に 示 した 。

　こ れ を 見 る と，表 の 対角糘に 近 くな れ ば な る ほ ど ， 棺

関係数は 高くな り，遠 くなれ ば な る ほ ど 低 くな る 。 さ ら

に ま た ，対 角鯨 に そ い 左 上 か ら右下 の 方向に 向 か
「
） ほ ど

相関は 高 くな る 。

　こ の こ とは 各基準段階に お け る 頤位 の
一
貫性が， 1 ）

基準が 隣接 して い る と それだけ高 く，離れ る に 従 っ て 低

くな る 。 2）学習が すすむ に う れ て ，一
貫性 の 度合 が 高

くな る こ と，を 示 して い る D

2． 想 起 テ ス トの データ と検討

　こ こ で は ， 習 得完 成 後 の 想 起 テ ス F で 得られ た 正 答数

の デ ー
タ をあ げ ，そ れ を 有意味性や Rec ．　 Patt．と関係

づ け て 検討 して み た 。

1 ） FB2 っ の Rec ・Patt．の 正 答数 に 対す る効 果 と ，

そ の 効果 に 対す る 想起語 （応答語）の NM 変数の 機能を

み る 1 こ の 問題 に 答え る た め の 想 起 の 実験 デ ザ イ ソ は 次

Table 　4　C − N お よ び C − M 学習群 で の 各基準間

　　　　　の 順位相関係数 （右上 は C − N ，左下 は

　　　　　C − M の デ ータ ）

ソ3

ヲ、

S
！s4

／s5ts

‘lsTlsSis

iis21s

．639

．457

，328
・．344

．433

．306

．232

．392

，626

．551

，559

．471

，448

．416

31s ‘ls
　 　 r
・5躑

レ
280

．577

．816
．809

，846
．783

，765

．360

．791

．805

．834

．795

．812

Sis

．180

．514

．702

．701

．815

．810

．832

6
ノ呂　1　718

　1　s18

．279　．249

．287　．370
．6421　 ．695

．752

．829

．937

．871

．571

．874
．886

．go4

．255

．340

．635

．724

．849

．916

．891

の と お りで あ っ た 。

　 イ）N が想起 され る ときは ，

　　 C − N 習得後，F テ ス ト……C − N ・F と 銘す

　　N − C 習得 援，B テ ス ト
……N − C ・B と略す

　 ロ ）M が想起 され る ときは ，

　　 C − M 習 得後，F テ x ト
……C − M ・F と 略す

　　M −・− C 習得後，B テ ス ト……M − C ・B と略す

こ れ らの デ ザ イ ソ に よつ て 得ら れ た 正答数 の データ お よ

び そ の 分析を Table　5 に 示 す 。

　 こ れ を み る と 次 の こ とが い え る o

　F テ ス ｝の Rec ・Patt．で は B の それ よ り も正 答数 は

多い
。 換 言 すれ ば B テ ス トは 想起 の 困 難 な事態 と い え る

が ・
こ の 事態 で ，M の 想起語 は N よ りもよ く正 答され て

い る 。

．2 ） FB2 っ の Rec ・Patt．の 正 答数 に 対す る 効果 と，

そ の 効果 1’C 対す る cue の NM 変数の 機能 をみ る 1 こ の

問題 に こ た え る た め の 想起実験 デ ザ イ ソ は 次 の と お りで

あ つ た 。

　ハ） cue が N の と きは ，

　　N − C 習得後 ， F テ ス ト ……N − C ・F と略 す

　　C − N 習得後・B テ ス ト……C − N マ B と 略す
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　　 Table 　5 想起 テ ス トの デ 尸タ と分析

　　 （そ の 1 一想起，癒答語 の NM の 機能 を み る 場 合 ）

（a ）各実験系列 （10人ずつ ）の 正 答数の 平均

　　 Table 　6 想 起 テ ス ト の デ ータ と分析

　　　（その 2 − cue の NM の 機能を み る場 合）

（a ） 各実験系列 （10入ず つ ） の 正 答数 の 平均

実 験 条 件 1礁 数の 平則 標 鞠 差 実 験 条 件 i正答数 の 鴨

FFBB・
　

0
　

9

　

■

NMCC　

一

一

｝

CCNM

（b ） a の 分散 分 析表

7，47

．61

．54

．2

．92

．66L631

．33

FFBB・
　

●
　

●
　

■

CCNM｝

一

一

一

NMCC 7．27

．36

．35

．　9

標 準 偏 差

（b ） a の 分散分析表

1，08

．go1
．271

．30

変　　動　　因 1輩方劉 自鹸

恥

恥

伊

侭

用

差

ソ

性蜜
作

麺

意

互

想

有

交

誤

216．222

工．G215

．63

　 1，58

1116　

　

　

3

F

136、85＊＊

13，　30＊＊

　 9．89＊＊

一 一i。 、，、，， 1
　
　

ラ

BM

　
．

伊

伽

用

差

ソ

性卸
作

蜜
互

想

有

交

誤

体 13gl

13．220

．220

．631

．46

全

（c ）差 の 検定 に よ る検討

全 　 　 体 　 　 l
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 l

（c ） 差 の 検 定に よ る検討

111

【
0

　

　

　

3

1・9

9。　05＊＊

0．150

．43

【

分　 析　 観 　 点 i差 の 検 副 t

F テ xb の Rec．　 Patt．
で の M の 効果

B テ ス トの Rec．　 Patt．
で の M の 効果

N で の 条件に お け る　
盧

Rec，　 Patt．の 効果

M で の 条件 に お け る

Rec ．　 Patt，の 効果

分　 析　 観 　 点 睡 の 検 定

C − N ・F と

C ・− M ・F の 差
O．36 F テ ス ｝の Rec．　 Patt．

　　　で の M の 効果

林804　

差
と

の

BBO
　

　■
CC

＝
NM B テ ス ト の Rec ，　 Pett．

　　　で の M の 効果

＊騨n　

差

と

の

FBNC
＝

C
丶

N で の 条件 に お け る

　　Rec，　 Patt．の 効果

C − M 。F と

M − C ・B の 差

＊＊…P ＜．01 で 有意差 あ り

6．05＊ ＊
M で の条件 に お け る

　　Rec ，　 Patt．’の 効果

｛ll＝8：吾嵯

ε弍 ：§磋

蓉弍 ：勘 差

匙紘 艶差

t

0．185

0，741

1．667

　 二 ） ⊂ ue 参M の と きは ，

　　M − C 習得後，F テ ス ト・・− M − C ・F と略す

　　C − M 習得後 ，
B テ ス ト

ー ・・C − M ・B と 略す

こ れ ら の 想起 デ ザ イ ソ vC よ つ て 得 られ た 正 答数 の データ

お よび 分析 を Table　6 に 示 す 。

こ れか ら い え る こ と は ・… が NM と 変化す る場 合 で

も，想起語 の 場 合 と 同 じ く，
F テ ZF は B テ ス トよ りも

良 く正 答 さ れ る 傾向 が あ る。 し か し cue は M で あ っ て

も，N で あ つ て も正 答数に は 影響 し な い 。

3．　 そ の 他

　 こ の 想起 の 機制は ，習得時 の 試行数，適中 しや す さ ，

適中数 と 関連 が あ る の で は な い か と 思 い 調 べ て み た が ，

す べ て の 系列を 通 じ，関連性 は な かつ た 。 す な わち，習

得時 で 試行数 の 多い 被験者 は 必 ず し も テ ス ト時 vC 正 答数

が多 い と い うこ と は な く，ま た ，習 得時 に 適 中 しやす か っ

た 組 合 わ ぜ は 必ず しもテ ス ト時 に 正 答率 が よ い こ と は な

く ，習 得特 に 適 中数 の 多 か つ た 組合わせ も必 ずし も，テ ス

＊…P 〈 ．05，＊ ＊」・・P ＜，01 で 有意差 あ り

2．593 ＊

ト時 に よ く正 答 さ れ る と は か ぎ ら な とい うこ と で あ る 。

皿 　 考 察

L 　習得 の デ
ー

タ に っ い て の 考察

　森 川 （9）は ，対 連 合 学習に　1） stimulus 　discrimina−

tlon　2） Ritem 　acquisition 　3） reinforcement 　of　S →

Rpaired −association の 過程 で あ る と review 　し・S

は 弁別的 に ，R は 想起応 答 さ れ る も の と し て 習得 さ れ る

と 述 べ て い る。本研 究の 実験 デザ イ ソ で ， か な も じ 1 字

か ら成 る C を 用 い た 理 由 と も関連 し ， た と え ば ， 「イ ニ

　ホ 」 （N − C ）を ， 「イーホ 」 と し
Li
：憶えた と い うこ

と の 内省報告 （こ の よ うな こ とが実験中に し ば し ば み ら

れ た ）もこ の こ と を裏 づ けて お り ， 習得 の 初期 で は ］N

−−C が C − N よ りも早 く基準 に 達 し て い る の も ，
S 側 の

N の 促進効果と 解する よ りは ， こ の よ うな習得 の set に

よっ て
1

、
・る こ と や ， また ， 2 字の N よ りも， 1 字 の C を

応答す る 方が容 易で あ る と い うこ と に よ る と解す る 方が
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　よ い と考 え ら れ る v

　　S お よ び R がM で あ る と ，N で あ る 場 合 よ りは 習得 が

　早 い 。 データ に も示 した と お り，R の M は 習得全期間 を

　通 じ ， 習 得 を 促進す る 効 果を み せ て い る （C − N と C −

　M の 比較で ）が ・S の M が 促進効果を示 して く るの は 習

得の 中期 以 降 で あ る （N − C
，
M − C の 比較）。　 S の 有

　意味性 ぶ 習 得 に 関連 を もつ て くる の は ， 習得 が あ る 程 度

　進 行 し て か らで あ る。

　　な お ，習得 の 初期 は 組 合わ せ の 適中 し や す さ v：Lよ っ て

　い る と い うの が 著者 の 見方 で あ る 。

　　と もか く， S お よ び R が M で あ る 場合 は ，　 N で あ る場

合 よ り も習得 が 容易 で あ る こ と は （S）→ （S − R ）Acq ．

Patt．に よっ て 学習 し た 塲 台 （6 ・7 ・8
・

9 ） と 同 様 で あ

る 。 っ ま り・今 回 は （S）→ （R ） Acq ・Patt．の 条件 で 実

験 が な され た が ，（S）→（STR ）Acq ．　 Patt．に よ る場 合

と 同 じ傾 「司で あ る。しか し今 回 は か な も じ 1 字 よ りな る

C を 用 い た特 別 な 事 態 で あ つ た 。 そ れ で C を 用 い て の

（S）→ （S− R ）Acq ．　 Patt、の デ ザ イ ソ の ア プ ロ ー
チ を通

　じ，Acq．　 Patt．の 条件 差を よ り厳密 に 検討す る こ と が

今後 の 課 題 に な る 。

2．　想起 テ ス トの デ ー
タ に つ い て の 考察

　 F テ ス トは B テ ス トよ りも よ く正答され た こ と は ，S

は R の signal と し て ，しか も，　 inc．identally に 習 得 さ

れ る と い う森川 の 主 張 や ， す で に の べ た よ うに ， 「イ ニ

ーホ 」 の 対 を ，　
「
イ
ーホ 」 と して 憶 え た と い う習 得 の

set 等 で 説明 さ れ え よ う。 そ れゆ え B テ ス トは F テ ス ト

に 比 し 想起 の よ り困 難な事態 で あ る。しか し，M は N よ

り も想起され や す い と い う原則 は こ の 事態 に お い て も生

きて い る。

　 S − Rpair の S項 を 習得 す る こ と は ，
　 intentional

工earning と い うこ と に もな る で あ ろ 5 。 す る と F テ ス ト

は intentional　 learningの 検証 で ，　 F　B の Rec．　 Patt．

は intentiona1 対 incidental　leBrning と 同 じ機笥 を も

つ て い る よ うに み え る 。

　 Rec ．　 Patt． の 効果に っ い て 次 IC考え ら れ る こ と は

Acq ・Patt・と の 関連 で あ る 。 と こ ろ で （S）→ （R ）Acq ．

Patt．は ， 問題提起 の 所 で 述 べ た よ うに ，：  S の 呈 示 頻

度 と R の そ れ を 等 し くし ， 9S → R を時空的 に 異空間的

経時的布置関 係に お い て 呈 示 す る た め 1・C 行なわ れ た デ ザ

イ ソ で あ つ た。そ し て ，B ラ
’
ス トは ，想起 し に くい ＄態

で あ り， そ の 場合 に もM は N よ り も 想起 され や す い と い

う結 論 を 得 た 。こ の こ と は （S）→ （S− R） Acq ．　 Patt．

条件に お け る 習得後 の 想起 テ ス トに も等 し く示 され る傾

向 な の で あ る。（S）→ （R） お よ び，（S）→ （S− R ） 2 つ の

Acq ．　 Patt．か らく る条件差 を よ り深 く検討す る に は ，

本珊究 乏 同 じ くC を 用 い て の （S）→〔S − R）Acq ，　 Patt．

習得後 の 想起 テ ス トの 結果 を 見な け れ ば な らない e

v 　 要 約

　対連台 記憶 の 過程 を 習得時 と 想起 テ ス ト時 に 2 分 し，
そ れぞれ に っ い て パ タ ー

ソ と と もに S お よ び R の 有意 味

姓の 記憶 に 対 す る 効果が検討 され た 。 こ こ で は パ タ ーン

を
一

応記憶材料呈 示の 時空的 な 布置関係 と 考 え て ，習得

時 の パ タ ー
ソ と し て は ， S → R と い う特 異 の 方 法 で 呈示

し学習 させ た 。 ま た ，習得終了後 の 想起 テ ス
’
トの パ タ ー

ソ と して は ・F テ ス ト （習得時 の S と R の 関係 が テ ス ト

時 で も変 ら な い ）と B テ ス ト （習得時 の S と R の 関 係 が

テ ス ト時に は 逆に な る ）の 2 つ が 設 け られ た。有意味性
の 検討 と し て ，有意味綴 りあ るい は無意味綴 り とか なも

じ一
字 （た と えば ・ 「ア サ ーヒ ル 」 の 対 を 「ア ー

ヒ ル 」

と し て 覚 え た と い う内 観 報告 に も と ず き， 2 字 の 綴 りの

うち ， 1 字 を 最初 らか 消し て ， か な 1 字 に して し まっ た

もの ） を対 に し た リ ス トを 作 っ て 行 な っ た 。

　そ の 結果，習得時 に は S あ る い は R が 有意味綴 りだ と

無意味綴 りよ りも習得 が 容易で あ り，想起 テ ス トで は ，
B テ ス トは F の それ よ り想 起 は む ず か しい が ，こ の 場 合

で も有意味語 は よ く想起 され る と い う結果 を 得 た 。
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EFFECT  OF  PATTERN  AND  MEANINGFULNESS

  UPON  PAIRED-ASSOCIATE  LEARNING

                       by

              Kagefumi  Mizurnoto

  Kagoshima  tissen ,Ekilucational  Jnstitution

 The  proeess  of  palred-associate  learning contams

aquisitlon  stage  and  recall  stage,  The  acquisition

stage  is a  memorlzing  process,  After the aequisition

has been completed,  the  recall  test  is undertaken,

thlls it contains  recall  stage.  In each  stage,  the

cQndition  of  
"pattern"

 was  intreduced into the  ex-

perimental situation  and  the effect  of  meaningfutness

of  materials  was  investigated.

  The  eoncept  of pattern  is defined as  the  spatial

and  successive  arrangement  (configuration) of  rna-

terlals.

  In acquisitien  stage  a  memory-drum  was  used,

stimulus  words  (S) being exposed  in left side  for

2 sec,  and  then  response  words  (R) in right  side

for 2 sec.  Such  a  method  of  presentation. i. e.,

S-R,  is designated as  acquisition  pattern,

  In  tbe reca]1  test, some  sllbjecls  weTe  tested  by

the  method  of  forwardi test (F test) and  others

backwardi test (B test),

  In the  methed  of  F test, subiccts  were  asked  to

recall  R  when  they  were  presented  S. In the  B  test,

subiects  were  asked  to recaLl  S when  they  were  pre-

sented  R. Such methods  of  F  test  and  B  test are

designated as  recall  pattern.

  Materials were  meaningful  syllables  (M), nonsense

 sy!lables  (N), and  also  Japanese alphabet  KANA

 (C). To  investigate the function of  meaningfulness

 Df  R.  Iists ef  C-N  and  C-M  were  pTepared.  And

 to investigete the  function  ot  meaningfulness  of  S,

 N-C  and  M-C  were  prepared.  Each  list had eight

 pa]rs,

253

 These  lists were  iearned under  the  condition  of

acquls]tlon  pattern.

  In general, it is believed that  intetligence is ene

of  the  factors which  determined the learning. So

subjects  were  balancecl by the  scores  of  intelligence

scates;  they  were  80 students  of  juniar high schoo!

age  (20 subiccts  were  assigned  to each  list). At  the

recall  stage,  each  of  these groups  was  divided lnto

two  sub-groups.  Then, one  was  tested by the  me-

thod  of  F  test,  and  the  ether  was  tested  by the

method  of  B  test.

  Acquisition was  easy  when  S or  R  was  meaning-

ful. So  meaningfulness  ef  S or  R  facilitates the

acquisition.  At the  early  stage  of  learming, acquisi-

tien  seemed  to relate  te the  easiness  o{  {ormation

of  associatSon.  (The degree  of  easiness  ef  lormatlon

of associat{on  was  measured  by the  presenting

murnber  before  formation of  asseciation  between

Sand  R.)

  The  meaningfulness  of R  facilitated the  qcquisi-
tion  through  the  Iearning period. And  the  meaning-

fulness of  S facMtated  acqulsition  at  the later stage

oi  learning.

  Considering the  recall  pattern  cenditions,  the  si-

 tuation  of B  test was  more  difficult than  that of  F

 test, But meaningful  words  also  recalled  well  in B

 test situation.

  The  effect  ot  meaningfulness  was  significant

 especially  at  the  situation  where  the recall  was

 dif{icult,
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