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仮現 運動視 の 発 達 に関す る研 究　1
図形 の 意 味性 と方 向性 に つ い て

一一一＊

福 「珂学芸大 学
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問 題

　
Werner

，　H ．（／9．　42） は ，知覚対 象 が そ の 内 的生 命を

直接的に 表出 し て 知覚者 に 生 き生き と 迫 つ て くる よ うに

把握 され る力動的知覚様式 を
“
相貌的知覚

”
（physiogn ・

・ mi ・ p・・ cepti 。・） と よび ，こ の 知覚様 式 が年少 児 に お

け る ほ ど 顕著で あ る こ とを 明 らか に し た 。本研究 は ，こ

の 相貌的知単の 観点 か ら ， 仮現運動視 を 発 達 的に 検討 し

よ うと す る もの で あ る 。

　 仮現運動視 に 関す る研究は ，Wertheimer，　M ．（1912）
に よ るは じ め て の 組織的研究以来，主 と して ，時間 ・空
間 ・明 る さを 中心 と した 外的な刺激布置 の 側 面 か ら な さ

れ て きた 。

一
方・仮現 運 動 視 が 有機休 の 側 の 主体的条fr・

に よつ て も影響 され る とい うこ と は ，Werth6imer を は

じ め ，そ の 他 の 研究者た ち が す で に 指摘 した と こ ろ で 亥、

る （佐久間鼎・1933）。　こ の 場合 に あげ られ た 主 体的条
件 は ，主 に ，注 意 ・構え ・先行経 験 ・疲労，な ど で あ

る 。 と こ ろ で ， 同 じ 主 体的条件 で も，こ れ らの 変量 以 外

に t 刺激図形 の 有意味性が ， し た が つ て ，観察者 の 図形

に 関す る 主観的な 認知 が ，仮 現運 動視 の 現われ方 に 有意

な効果 を もつ こ と も明らか に さ れ て きた 。 た と えば 「連

動する 」 とい う意味を もつ 動的図形 で ば 「運 動 し ない 」

と い う意味を もつ 静的 図 形で よ り も，仮現運動視 が 有意

に お こ りや す い （DeSilva，　H ．　 R ．，1926 ； Jones　 and

Brunner ，1954 ；Werner 　and 　Thuma ，1942）。 ま た ，
動的な有意味図 形 で も 意味 が 異なつ て し・れ ば それぞ

れ の 意味に ふ さわ し い 型 の 運 動 が 観察され る （∫ones 　aIld

Brunner
，

工954； Toch　and 　lttelson
，
1956）。 さ らに」ま

た ・運 動残像 （Fuchs ，　F・， 1928），誘 動運動 （Krolik ，

＊ As 亡udy 　 of 　 the 　 development 　of 　 apparent

movement ．〔1｝……The 　effect 　 of　the 　 meanings 　and

th ・ di・e ・ti… i・ th・ fig・ ・e ・ ・ n 　 th ・ apP ・・ent 　m 。
．

v 　 ment ，
＊＊ by　N ・b ・S・ lm ・i・umi （F ・ku ・k・ G ・ k・ g ・i　U ・i・
versity ）

W ・・1935 ）・ 自動運動 （Comalli，　Werner　and 　Wapnerl

1957）お よ び 実際運動　（今泉信人， 1963 ； 古浦 ・山本
1962 ； Werner　and 　Wapner ，1957） な ど の 仮現運動以

外 の 運 動視 に お い て も 図 形の 意味 学こ よつ て 運 動現象が

影響され る ・ 図II勿 意懸 劃 ｝性に よ つ て 知覚が 影 響 さ

れ る こ の 事実は ， 相貌的知覚 の ひ と つ の 現お れ で あ る と

考 え る こ と が で き
一
よ うe

　 仮現 運 動視 に 関 す る 発達 的研究 は ，Wohwill
，
　J．　 F．

（1960）に ょ れ ば ，Meili
，
　 R ．＆ Tobler，　E ，

　Brenner ，
M ．，Gantenbein

，　M ．　ら に よつ て な された 。 か れ ら の

結果に よ れ ば，年少 児 に お け る ほ ど仮現 運 動視 が お こ り

や す い と い 5。

　相貌的知覚 は，主 観的な力動酌知覚 様式 で あ る 。 仮現

運 動視 は ，客観的，二↑三観的諸条件 に よつ て 影響 されやす

い 不安定な知覚現象で あ る 。 そ し て ，相貌 的知覚も仮現

運 動硯 も，年少隻
1
己に お い て 共通 に 顕著に 観 察 さ れ る 。 と

こ ろ で ，不 安定な 知覚現象 に お け る ほ ど ， 主観 的な 要因

が ぎきや す い と思 わ れ る 。 し た が つ て ，仮現運動視 に お

い て は ，相貌 的知覚が 顕著に み ら れ，そ して ， こ の こ と

は ，年少児 に お け る ほ ど 著しい もの と予 想 され る。 古浦
一一

郎 （1961）， 古浦 ・
今泉 （1960 ，

1961） お よ び 古浦 ・

山内 （1961）は，こ の 点に 着 巨艮し て ，相貌的知覚と し て

の 仮現運動視を 発達 的 に 研究 し，次の 諸点を明 らか に し

た 。

（1）年少児 で の 方が年長児 で よ りも，仮現 運 動視 が お こ

りや す い
。

（2） 有意味図 形 で は 幾何 図 形 で よ り も ま た 有意 味図形

の 中で も動的な 意昧を もつ 図 形 で は 静酌な意味 を もつ 図

形 で よ りも，仮現運動視が お こ りや す い 。

（3）〔2｝の 傾向 は ，年少者 に お け る ほ ど 著 し く，年令 の 増

加 に と もない 漸次減少 し ， 成人 で は をまと ん ど み られ な く
な る 。

　本研究 の 目的 は ，古浦 の 明らか に した 結果 に もと つ い

て湘 貌的知覚 と し て の 仮現運動視 を御こ 述 べ る 鱶 か
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（5 ）逆青予｝馬 （6 ）　ヒ静馬

（8 ）逆動 馬

迫
＝ Vlg （4 ）川貞萌ト馬

　　　　　　 （7 ）i．L奨重力i葛を 　（9）
　　　 上動 馬の 場合 に は、そ れ ぞ

　　　 tし、第 ］，奉1葺放力級7 ）と （9 ）

　　　 で あ リ 、第 2 刺激 が （8 ）と

　 　 　 な る tt
　　　　（8 ）逆 動 馬 の 場 合に は 、
　　　 第 1刺激 か （8 ）で あ り、第

　　　 2 刺｝敷が 〔7 ＞とな る 、

（9 ）．ヒ動 烈喜

ら発達的に 吟味す る こ とで あ る 。

実　験 　 1

Fig1・ 実験 上に おけ る 刺激図 形

目酌　本実験 の 目的は ， 9 個 の 図 形 に つ い て ，図 形 の も

つ 意味的黏 性と図 形 の 提 示 方 1劬 叛 現運動視 の 生 「e’t

ど の よ うな 効果を 及 ぼ すか を 小学校 1 年生 と大 学生 の 2

群 で 比較検討す る こ と で あ る。

　Fig．1 の 9 個 の 図形 は ，次 の 4 種 に 分類さ れ る 。

田 意 味 性 と方向性 と に お い
“
ぐ中性で あ る 「円．1

｛2〕 幾何 図 形 で あ る が方向性 を もつ 「三 角」

（3）有意味図形 で あ るが静的な 意 1床を もつ 「静止 中 の 勵

（4〕 有意味図形 で し か 輸 酌な 意味を もつ 「運 動 1
．iの 鴈」

次 に ， 「三 角」 は ，1 つ の 頂 点が指向す る 運 動方向 に
一

致する順方向 （順三 角 と 略） と，一
曁重し な い 後向きの 逆

方向 （逆 三 角形と略） と に ，　「静止中の 馬 」 と 「運 動中

の 馬 」 は ，順方向 （順静馬 ， 順動馬 と1略） と逆 方向 （逆

静馬 ， 逆動馬 と略） お よ び 頭 を 上 に 尾を 下 に 足を前 に 向

け た 上方向 （上 静馬，上動馬 と 略）に ，そ れ ぞ れ 提示 さ

れ た 。

　 9個の 図 欣 こ つ い て，次 の 諸点釧 蛮討 が 行なわれ た ・

  ど の 図形に つ い て も 小 ・粗 年生 で の 加 次 学 生 で

よ りも，仮現運 動視 が お こ りや す い 。

（2〕順 方向図 形に お い zrfifiigjre．ll・ 噸 静馬」・噸 三

角」 の 1噴序 で 力動的で あ る と 考え 61itる か ら販 現運 動

視 の お こ りやす さ もこ の 順 序 とな る 。

［3）　 「三 角」， 「静 馬 」，「動馬 」 の 3 種 の 図形 の お の お の

に お い て ， lr莇 向図形 で の 運 動 ・⊃方 が逆 方 向図 形 お よ び

上 方向図形で の 運勸 よ りも経験的 に 自然で あ る 。 し た が

つ て 一 ［防 向図 形 で の コiが 逆 ノ沛 齢 お よび一L方向図形

で よ りも， 仮現運 動視 が お こ うやすい 。

（4） 〔2｝と｛3ゆ傾向は ，小学 1年生に は購
・
に み られ る

が，大学生 で は そ れ ぼ ど 顕著で な い
。

（5）小学 1年 生 に お い て ， 逆方向図形お よ び 上 方向図 形

で は ，そ れぞ れ ，仮現運 動視 の お こ りやす さは ど の よ う

な順序 に な る で あ ろ うか 。

方 法

　装瞠　TKK 式 タ キ ス ト コ
ープ

刺齢 lll彡 Fig．1 に 示 さ れ た 9 個 の 図 〕1彡で ・面積は い

ずれ も12．4cm2 で あ る 。 「円 」，「三 角1． お よ び 「静馬 」

は ，い ずれ も，第 工刺激 と 第2 刺激が相似 で あ る が ，

「動 馬 」 は ，第 1 刺激 と第 2刺激が運 動 の 位相を 異 に す

る非 相似 で あ る 。 第 1刺激を左側 に ， 第2 刺激 を右側 に

提 示 す る 。 し た が つ て ，運動の 方 向は 左 か ら右 へ で あ
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線 販 現 轡 槻 の 発進 に 1射 る 1り陛 3

る。as　1刺 激 と 第 2 刺激 と の 門 の 距離 は ， 第 1 刺減 の 中

心 か ら第 2刺激 の 中心まで 12cm で あ る 。

　手紅ぎ　第 1刺激 と 第 2 刺激 の 旋 示 時閼 を 各 200 δ と

し，両 刺激 間 の 門隔時間 を極匡x 法 に よ り変化 した 。その さ

い
， 運瓦時相は，同時時相 → 最 適 運 動時相

一
ケ継 t り部分L

動時札 （上昇系列）と そ の 逆 （下 降系列）の 2 つ の ガ 向 に 変

化 さ れ た 。 そ し て，最通 逢 幼時柑の 下限、L （同時貯相と最

適 運 動時栢 と の 遷移点 の 時閥値）と．上弭 値 （最直辻 動時示目
と 継起的部分 避 島時相 と 4）遷，1ダ 点 の 時門値）と を ｝ 定 し，

さ ら に あ と で 最這運 動 時相 の 「LI用値 （上 限値 か ら下 限和笥

を減 じた 佃）を 算出 した 。 なお，同時時相と最泡運劫時

相 と の 間に は 他 の 運 動時相 が 存 表 す るが，そ れ を 醜塞 し，

級告す る こ とは，小学 1 ．1 セに は 困難 で ある よ うに 思 わ

れた一ま た そ の 範 闊 も狭 い 。 した が つ て ，こ こ で は ，
「全 くの 同時の 時相」 か ら 「少 しで も動 く時相一1 へ の 遷

移 点 を 最 適 述 動時相の 下 隈 値 と し て
’H「「定 した 。 辷移点付

近 の 時相 で は 10δス テ ッ プ で ，そ の 他の 臨 相 で は 20δ な

い し 50δ ス テ ッ プ で ，間 隔時 副 〆 更化 された
。 　　　　

　 ま ず，被験者 に 図 形が 何 を 人現 し て い るか を鼇 e・

さ せ る 。 そ の さい ，実験 者 は ， 1こ れ は た だ の ＿角

で すね 」，「こ れ は 止 ま つ て 下 を 向 Ltて い る 動か な い

F， で す ね 」，
．．
こ れ は 走つ て い る 馬

一
f’す ね e一 など の

説明 を つ け加えて ，図 形 の もつ L てに つ い て 念 を お

し た 。 次に ，同 時時 相 ，最 通．亘動時相，お よひ ｛］起

．的部分運劾時相 の 3 つ の 運動時相 を 被賊 ノ に は つ き

り理再1さ せ る 。 そ の あ とで 測 定 に と りか か つ た 。同

．
時時相 は，　「2 つ の 馬 が い つ し よ に 嵩 た

1
と い う表

現 で ，最 適 連 勸 時杠 は， rl つ の 馬 が 逢中で 消えな

い で ス ウー
と 動 い た 二 と い う表現 で ， 継 ↓− 1勺部分遐

動時相 は ， 「馬 が 途中で 泊 え て 動 い た 」 と い う数現

で ，そ れ ぞ れ 振 ゴ され た 。

　 1 図 形 に つ ぎ，上 昇系列 と下防系列 を 各 3 回，
”
［
一

・’6 回測定 し た 。 図 形 の 旋示 頂 ｝ の 効果，お よ び 　昇

下 降 の 系列効果 は ，い ずれ も相殺 し合 うよ うに
二
卜匠

され た u

　最後 に ，3 つ の 測 定値 お の お の の もつ ぶ 昧 に ふ れ

て お く。 下隈値 は 低 い ゐが ，上 隈信 と範冤値 は 直 い

方 が ， それぞれ仮現蓮動視 の お こ りや す い こ とを 恵

牀 する D また ， 3 つ の 則走値 の 中 で ，竃囲値 が仮現

迚 動 視 の お こ りや す さの 指檬 と して 最 も適 切 で あ る

と 考える 。

．
被験者　小学校 1 年生 （広島大争 附属 小学校ゾ エ）

と 大学 生 （広 島大学教育学部 心 IJ一莞専 攻 学 生 ）の 2 群

で ，各群 と も男女各 5 名 rr卩 0 名，総計 20 名 で あ る c

　 人験時期 貼和 38年 1月か ら同年 2 月 。

’
i：，　

簸
0

結果　各被験客祥 に お け る各 図 形 の 各測定値 の 平 均旭 と

その 標 準 傭 差 を Tab ！e ／ に 示 す。 それ らの 平均佃 を図

武化 し た もの が ，　Fig．2 で あ る．各測定値 に つ い て 分

散分析 （Lindquist （1956） の type 　l　design に よ る 二二

要 二分該分析法 に よ る ） を 行な うと，Table　2 の と お り

で あ る 諒 た ，各図形 の 各則定値 に つ い て ・1三令固の 差 ガ 検

定 し た 結果は Table　1 に 示 さ れ た 。 さ ら に ，各年令群の

冬則走値 に つ い て 図形間 の 正 を 検定した 結爿丶は ，
Tab ！e

3 ， 4 ， 5 に 示 した と お りで あ る。

　1． 下、艮値。 下 限値に つ い て ，　 Table　2 の 分散 ｛J 疔

夫を み る と ，［鏨形間 の 差 は 1 ％水準 で 有意 で あ るが，4・

〈J 問 の 差 お よび F今 と 図形の 交互作用 は ともに 冶意 で な

い 。
Table　3 の 図形間 の 差 に 関す る 検疋 の 結 県 を み る

と，小 担 年 生 に お い て， 、，「匡鋤 馬」 と他 の 図形 と の 閙

』 窟息 な 羌 が 、．忍め られ る 。 すなわ ち ，
Fig．2 に お い

て・小学 1年生 で は ， r順 動 馬 」 の 下限 値 犠 他 の ど の 図

形の そ れ よ りも低 い 。 し か し，大 f生 に お い て は こ の 1−1

3

石

Fig 　2

年上

Ft
二

丁土

y／　
」、

年 曳

　 ∫，．

、d 呉 潟 碧鷙 勲 鷙
Table　1 に お け る各測 定 伍 の グ ラ フ
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Tabl 　1　 最 適 運 動 時相 の 下 限 値，−L隈値 ，範 囲値 の 各 々 に お け る 平均値 と その 標準偏 差 ， お よ び 各図形に つ

　　　　 い て の 年令間の 差 の 検定

　　　　
一

⊥ ［L 一匪 魯 逆誰 鬮 馬 騨 ・
… ，墜 」 鶸 過 ・ 上 動耐 塾

r
ド

限

h
巨．惟

工

DNS

校
生

名

学

年
／0

小
1

1283 2793 4
∩
ゴ

8
り

D

6782 ρ

0

り〕

8D

ρ

00D93 81ρ

03 0084 8
尸
073

83

大 学 生
M

　！O名 SD

82　　　　78
35　　 　 　 33

86　 　　 　 79　　 　 　 82

44　　 　　 34　 　 　　 45

857
〔
δ

72諍
リ

ウ臼

977
弓
D

247°

2

年令問 の

差 の 検定

王

限

自f

小学校 M1

殊 ・ D

大 学 生
M

　 to名 SD

範

囲

値

年令間 の

差 の 検定

IDNS校
生

名

学

年
10

小
1

31754 337　 　 　 311

39　　　　 45

377　　 　 334

44　　 　 　 51

337　　　 438

47　　 　　 65

372
．

57

36646

25664

78

354

25464 24859 　 275

　 723

．643
＊＊

　 253　　　　　26工　　　　　294

　 60　 　　 　 64　　 　　 83

3．G68　　　2．868　　　4．103

＊＊　　・　　　　　 ＊　　　　　　　＊＊＊

　 264　　 　 273
　　　　　　　　1

　 65　　 821

3．750　　　2．97／

＊＊　　　　　 ＊＊

264

2，202 　　　3，320　　　2．540
　 ＊　 　　　 　　 ＊＊　 　　　 　　 　＊

23655 246　 　 　 226

50　　　　 52

291 　 　 　 248

58　 　　 　 58

24762 37083 292　　 　 288

78　　　　85

L85　 　　 201

46　　　　 65

272

大 学 生
M 　 ！74

　⊥0名 SD 　 　 　 42

　 年令閥の

　 差の 検定

　　 （注 ） 〔1〕
　　　　　〔2｝

　　　　　〔3J

Table 　2

17649 ／tj232 tg636 17139 18346 22775

4，026　　　3．OO4　　　3．122　　　4　185　　　3．305　　　2．500　　　3．834　　　3．555　　　2．351
＊＊＊　　　　　 ＊＊　　　　　　 ＊＊　　　　　　 ＊＊＊　　　　　 ＊＊　　　　　　　 ＊　　　　　　 ＊＊　　　　　　 ＊＊　　　　　　　 ＊

　　 単 御 峯σ

　　 M に 平均 f直，SD は 標 準 偏 差 を そ れ ぞ れ 示 す。

　　 ＊ は P 〈 ．05 で ，＊＊ は P ＜．01 で ，＊＊＊は P ＜．001 で 膚 意 で あ る こ と を 示 す o

最 這 運 動 時 相 の 下 限値 ， 上 限値 ， 範囲値の 各 々 に お け る 年令間 の 差，図形間の 差，お よ び 両 要 匹 の

交 互 作用 に 関する分散分析衰

／86

『
ド 限 値 1 上 阪 値 囲　　 値

Source df MS F P MS F P MS F P

Between 　Ss

　 A （年令） I

　 err ・ r （b） 1

191
・

18

XVithin　 Ss

　B （図形）

　 A × Berror

（w ）

工60

　 881

　 　 1

1
，
01312

，
143

．083

144 ！
　 　 1

699　　　4．211
158　　 ．952

166

く．001

Total 179I
　 　 i

366，12230

，52611

．994　　く．005328 ，619　　　11．423　　く．005

28
，
767

13
，
9623

，352

　 704

19．8：32　　く．0〔｝1

4，761　　＜，00120
，
234　　　37．059　　く．001

3，584　　　6．564　　＜．001

　 546

向 は 有意 で は な い 。

2． 上 限値 お よ び 範囲値 。 上 限 値 と範 囲値 は ，Fig ．2

に み られ る よ うに ， 類似 の 傾向を 示 して い る 。 し た が つ

て ，上限値 と範囲値を い つ し よに して 分析 を 行な う。

　2．1． 年令間の 差。 Fig ．2 に お い て ， ど の 図形 の ．E

限 値 も範囲値 も，小学 1 年生 に お け る方が 大学生 に お け

4

る よ り 〜』高い ．Table 　2 の 分散分析表 で は ， 上 限値 も範．

甌値 も，年 令間の 差 は ．5％ 水準 で 有意 で あ る 。 ま た ，

Table 　 1 の 各図〕彡に 関す る 年令間 の 差 の 検定 の 結果 は ，

ど の 図形に つ い て も， 年令間 の 差 が 統計的に 有意 で あ る

こ と を 示 す 。

　2・2． 図形問の 差 お よ び 年 令 と 図 形 の 交互作用 。

N 工工
一Eleotronio 　Library 　
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T ・bl・ 2 の 分散分析表に おい て ，一眼 値 も範囲織 ，図

形間の 差 お よび 年令 と 図形 の 交互 作用 臣まい ずれ も．1％水

準で 有意 で あ る 。
Fig・2 に お い て，　 fJ ・学 1 触 で は，

図 形間の 勘 癲 著 で あ る の 疇 し 丿孝 生 で は ，／j、勤
年生 に お け る ほ ど に は 顕 著 で なし・。 ま た ， 動的 姻 形 に

お け る ほ ど，年 令 間 の 差が 大ぎい
。 年令と図形 の 交互 作

用 の 有意 性 は・こ れらの 事実 に も とつ くもの と 思 わ れ

る 。

　図形間 の 差に つ い て ，Fig．2 お よ び Table　4 と 5 か

ら・次の 諸点が明 ら か で あ る 。

（1） 順方向図形 で は ，小学 1 年 生 も大学生 も，「順 動馬 1，

　Table　3　小学 ／年生 に お け る最適運動時相の 下限

　　　　　 値 に 関す る 図 形 問 の 差 の 検定

図 形 t

　　　　　　　　　　　　　　　1
（注）　 ・ は P く・05 で，・・ （・＃．P く．01 で ，＊。、，は

　　P く．OOI で 有 意 で ある こ と を 示 す 。

〔2〕 上 記 の 図 形 の 艦 合 撞 以 外の 他 の 組 み 舗 せ に

　　は ，有 意 な差 が 得 ら れ な か つ た
。

　（3｝ 大学 生 で は ，ど の 図 形 の 組み 合 わ せ に も有 意 な差

　　が 得 られ な か つ た o

　 円　 一 上 静馬

　 円 　 一 順 動 馬

順三．角 一
順動馬

順 三 角
一

上 動馬

逆三 角 一 順 勸 馬

順静馬 一
順動馬

逆静馬 一 11匱動 馬

．ヒ静馬 一 一一
順動馬

3．8i8　＊＊

3，286 　＊＊

6．289　＊＊＊

3．089 ＊

2．545 ＊

4．667　＊＊

5．697　＊＊＊

6，343　＊＊＊

FO

　「順静馬」， 「順 三 角」 の 順 1事で 値 が 高 い
。 しか し ， 小学

年生 で は ・こ れ ら 3 つ の 図形間喋 は し ザ れ も緇 的に

聴 で あ る の に 対 し ， 大学 生 で は ， 順 動馬 」 と 他 の 図

形 と の 間 に 有意 な 差 が 認め ら れ る に すぎな い
。

｛2｝ 「ゴ 触 厂静馬」，「動 馬 ．1 の 3 種 の 図形 に つ い て ，

煩 方 向 図 形 と逆 方向図形 お よ び土方向図 形 と を 比 較 して

み る と・い ずれ も 勵 向で の 加 ミ逆方 「噛 よ び 一訪 向
で よ りも値が 高 い ・すな わ ち，小 学 1 イ陛 で は ， 噸 動
馬 」 は 「逆 動 馬」 お よ び 「土 動馬 」 よ りも， 「順静馬」

は 「逆静馬 」 お よび 「一と静罵」 よ り も有意 に 伽 ミ高い
。

　「三角」 に お い て も，統 計的 に は 有意 で な い が ，　r順 三

卸 の 方・随 三 触 りも廊 稿 い
。

V
方試 学生 で は，

小 学 1 年生 に おけ る とr據 の 傾向が 認め られ る が，統 計

的 に は 有意 で な い o

〔3｝ 逆方向図 形 と上方向図 形 の 場合 に も，小学 1 年生 と

大学生 の 2 群 と も， 順方 向 図 形 に お け る と同様の 傾向が

認め ら れ る 。 すな わ ち ，逆方 向図形に つ い て は ， 「逆 動

馬一1，i
一
逆静馬」，「逆三 角」 の 順 序 で ，上 方向図 形 に っ い

て は ・「上 動馬」・「上 静馬」 の 1【購 で 廊 ミ高 い
。 しか し

図形間嵯 の 槻 の 結果 を み る と、小学 1 年生 で は ，
厂逆静制 と 「逆 三 角」 と の 聞暁 を 除 し・た 他 の 図 形間

の 差がすべ て 統計的に 有意 で ある の に 対 し，大学生 で

は ・ど の 図形 間 の 差 も統計的に 有意 で ない 。

轜 己の 5 つ 嬾 討詮驪 に 関 し て 广 1・ 肺 で 賄 意簾

果が 得 ら糠 か つ た 力翫 臘 厩 範囲値 とで 腑 意な 結

果が 得 られ た ・ 上 限紐 鯛 僅 で 得 ら擬 髞 を鹸
討課題 に つ い て ま とめ て み る 欲 の とお りで ある 。

円

順 三 角

逆 三 角

順静 馬

逆静馬

一L静馬

順 動 馬

逆 動 馬

上 動 馬

小 1

大 学

小 1
』

大学

小 1
大 学

小 1
大学

小 1
大学

’

小 1
大学

．

小 1

大学

小 1
大学

小 1 「
大学 i
（注 ）

Tabl・ 4 髄 醐 賄 の 一E．　PR・値に お け る図躙 嵯 の 跿

円　 順 三 角　 逆 三 角　 順静 鞨　 逆静 馬　 上静馬 　 順勳 馬

一

逆 勸馬

3．247＊

⊥鋤 馬

〔1） Table　3 の 注 を 参 照 D

3，228＊

2，548＊

4．358＊ ＊

2．634＊

3．881＊＊

2．485＊

3．624＊＊

4．688＊＊

3。041＊

4．570＊＊

2．719＊
6．169＊＊＊

5．913＊＊＊

2．392＊
5．651＊＊＊

3．367＊＊

7．481＊＊＊

2．845 ＊

2．417＊

3，892＊＊

3．689＊＊

4．632 ＊＊

6 ．926＊＊＊

3．OIOhk

3．012＊

2．429 ＊

5．208縛
・＊＊

3．347＊＊

3．959＊＊

3．696＊＊

4．292＊＊

5　一
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Table 　5 最 遭 運 動 時相 の 範口月値 に お け る図形冏 の 差 の 検定

円　　順 三 角　　逆 三 角　　順 静馬　　逆静馬 E静馬　　順動馬 逆動馬 上動 馬

担
鮮

胆
群

但
欝

胆

蝉

胆
鮮

収
蝉

収

蝉

担
鮮

胴
群

 

円

垂

鍋

編

鸛

鞴

轜

礁

輛

　

　

　

　

　

　

　

　

　

上

　

　

　

　

　

　

　

順

逆

　

順

逆

順

逆

上

3．333＊＊＊

3．897＊＊

4．ユ82＊＊

2．646＊

　 　 　 　 　 　 1

　　　　　　 （1〕 Table 　3 の 注 を 参照 。

　検討課題樹 ， 〔2｝，（3），お よ び 〔4｝に つ い て は ，予想 され

た とお りの 結果が得 らい た 。

検討課題（5）bこつ い て は 一 J・学 1 年生 に お い て ・逆方向

図形お よ び上方向図形の 場合 に もlr頁方向図形の 場合 と 同

様 に ， 「逆動馬 」，「逆静馬」， 「逆三 角」 の 順序で ， お よ

び 「上動 馬一1，「上 静馬」 の li匱序で ，仮現運動視 が お こ り

やす い
。

実　験　ll

目的　実験 1 に お い て，〔1｝図形 の 意味的喪 出性 と 隊膨 の

提 示 方 向に よつ て 仮現運動視の お こ りか た が影響され る

こ と ，〔2に の 影響 され る 程度は年少児 に お い て 特に 顕著

で あ る こ と，の 2 点が 明らか に さ れ た 。
と こ ろ で ， 実 験

1 で は ， 刺激図形 の 図柄が統制され て い ない
。 図形の 意

味が 異なれ ば ， そ の 図柄 も必ず異なつ て い る 。 した がつ

て ，仮現運動視 の お こ りか た が 図形 に よ つ て ち がつ た と

して も， それは意味的表出性や提示方向の 差異 に よ る も

の で あ る と た だ ち に は 結論 で ぎ な い 。 そ れ は，主 と し

’
て ， 図柄 の ち が い に よ る もの で ある か も知 れ な い か らで

（1 ）順 鳥

　 　 　 　 　 　 　 　 　 5．262＊＊＊

　 　 　 　 　 　 　 　 　 2．933＊

　 　 　 　 　 　 　 　 　 6、183＊＊＊

　 　 　 　 　 　 　 　 　 2．390＊

一一　　　　2．675＊　　　7．624＊＊＊

　 　 　 　 　 　 　 　 　 3．071

4．714＊＊　　 3．085＊　　　5．818 ＊＊＊

　 　 　 　 　 　 　 　 　 2．394＊

　　　　　　　　　 8．1⊥9寧＊＊

　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 ．593 ＊

　 　 　 　 　 　 　 　 　 8．268＊y，
　 　 　 　 　 　 　 　 　 2，475・：

2、6G4＊

3，032＊

3，169＊

3．963＊＊

4．093＊＊　　　4．133＊＊

2．724＊ 　　　　2．371＊

3．731＊＊

4．054＊＊

3．523＊＊

2．537＊

4．133＊＊

3．769＊＊

4．858＊＊＊

3．273＊＊

あ る。こ の 点は 実験 1 に お け る 弱点で ある 。

　本突験 の 目的 は，こ の 意味 で ，図形 の 図 柄 に 比 較酌統

嚮を加えた うえで ， 図彪の 意 1朱的表出性 と提 示 方向が 仮

現 運 動視 に 及 ぼ す効果を 小学 1 年生 と 大学 生 の 2群 で 再

吟味す る こ と で あ る。

　図形の 図栢性 か ら まつ た くヨL曁立 し て ， 図形の 意味性 と

方 向性を 変 える こ と は 不 可 能 で あ る 。 本実験 で は ， 図 形

の 図 柄性 を で き るだ け 一．・定 に 深つ た うえで ，そ の 意味性

を 変え る こ と が 試 み ら れた 。 そ の た め に こ こ で 用 い られ

た 手法 は ，古浦 ・今泉 （1961）が 「仮現運 動視 の 発達 に

関す る 研究」 に お い て 用 い た もの で あ る。

　Fig ．3　に 示 さ れた 4 』個 の 図形 （順鳥，逆鳥・上 鳥・

花） は ，1論廓 と 面穣 で は まつ た く同 じで ある が ， 図形内

部 の 図 柄 で 異なつ て い る 。 そ して ，こ の 図形内部 の 図 柄

の ち がい に よつ て ， 図形 の 意味性 と 方向性が 異 な つ て い

る 。 意味性 か らみ る と ，　「鳥」 は 動的で あ り，　「花」 は

静的 で あ 惹，一．一方，図柄性か ら み る と，　「花」 の 方が

　「鳥」 よ り もよ り複雑で あ る 。
こ の 手法は ，幾何図形 の

場 合 に ，図形 の 図柄 が 複雑に な る ほ ど仮現 運 動視 が よ り

e

●

（2 ）逆 鳥

Fig　3．

　　　　　 1〔3 ）−L鳥

実験
’
匠に お け る朿rl激図形

（4 ）花

6
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顕著 に 生起す る と い う DeSilva
，
　 H ．　R ．（1926）に ょ っ て

明 らか に され た 事実 を 参考 に し て い る 。 だ か ら ，図 柄 で

は 単純 で あ る が 意 昧で は 動 的 な 「鳥」 の 方 が，図 柄で は

複雜 で あ るが 意味 で は 静的な 1 花」 よ り も，仮現運 動視

が お こ りや す い と す れ ば，　
“
動酌

”
とい う意昧性 は，

“
複 雑 さ

”
と い う図 柄 性以 上 の 仮現 運 動視 に お け る，よ

り優勢な規定因 で あ る と解 され よ う。

　 4 個 の 図形 の 仮現 運 動視 の お こ りや す さに つ い て ， 実

験 1 の 結果か ら，次 の 予 想が 立 て られ た。

　上 限 値 と範囲値に お い て，

（1） ど の 図形 で も， 大学生 よ りも小学 1年生 の 方 に 仮現

運鋤視 が お こ りや す い 。

（2） 小学 1 年生で は ， 「順鳥」， 「逆鳥」 あ る い は 「一ヒ鳥」，

「花」 の 順序 に ， 仮現運動視 が お こ りやすい 。

（3） 大学 生 で は ，仮現運動視 の お こ りや す さに 隲す る 図
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形間 の 差 は ， 小学 ユ年生に お け る ほ ど に は 顕 著に 認 め ら

れ な い c

方 法　装置， 手 続 ぎ．被験者，実験時期は い ずれ も実験

1 と同 じで あ る 。

　刺激 図形　Fig ，3　に 示 され た 4 個 の 図 形 で ，ど の 図

形 も第 1刺激 と第 2 刺激 が 相似で あ る。第 L刺激 と第 2

刺激 と の 聞の 距離 は ，第 工刺激の ［［tr心 か ら第 2刺激の 中

心 ま で 12cm で あ る 〔）

結果　各被験群 に お げ る 各［蟹形 の 各測定値 の 平均値 と そ

の 標準傭差 を Table　6 に 示 した 。 それらの 平均値を図

式化 した もの が Fig．4 で あ る 。 各測定値 に 関す る 分散

分 析 の 結果は ，Table　7 の と お り で あ る 。 また ， 各 図

形 の 各測 定値 に つ い て 年令間 の 差を 検定 した 結果は，

TabLe 　6 に 示 された 、， さらに ，各年令群 の 各測 定値に つ

い て 図 形間 の 差 を 検定 した 結果 は Table　 8 と Tal 〕le　9

に 示 す と お りで あ る 。

　L 　
一
ド限値。 下 限値 に つ い て ，Table　7 の 分散分析表

を み る と，年令間 の 差，図形 間 の 差，お よ び年令と図 形

の 交互 作 用 は い ずれ も統 計 的に 有 意で な い 。

　2・　 上 限値お よ び 範囲値 ロ ．「：限値 と範開値」i！ik
，
　 Fig．4

　Table 　5 最適運 動 時相 の 下 限値，上 限値，範囲値

　 の 各 々 に お け る 平均値 と その 標準偏差，お よ び 各図

　形 に つ い て の 年令間 の 差 の 検定
一

順鳥　逆鳥　⊥ 鳥　花　i全休

小学 1年 生

大　 ，
：
’k

小 学 1 年生

k　 学　生

小学 1 ‘1三生

大　 学　 生

槓
白
馬

Fig ．4

　1小学校 M
下 1

篇 ・ D

89　　　92　　　91　　102　　1　　94

434742401

限
．　 　 　 M
大学生
　10名 SD

67　　　78　　　 75　　　 73

30　　　42　　　35　　　 3174

値

．上

年令間 の

差の 検 定

小 学 校 M1

驚 ・ D

I−．

475　　402　　379　　352

11ユ．　　 88　　　65　　　76402

限 　大学生
M

　　　10名 SD

の

定
間
検

令
の

年
差

値

301　　 283　　 273　　 283

77　　　68　　　62　　　57

日・学校 M1

雛 SD2
　 　 　 」 「　 　 　 　 　 　 1

3．858　3．208　3．557　2．184
＊＊　　　 ＊＊　　 　 ＊＊　　 　　 ＊

範

386　　1309　　 289　　250

141　　 120　　　98　　　 91

285

逆 　 上 　 花
　　 鳥鳥
図形

Table 　6 に お け る各測定値 の グ ラ フ

囲

値

309

　 　 　 M
大 学 生

　10名 SD

年令間 の

差 の 検定

234 　　205　　199 　　211 　　　212

59　　　62　　　45　　　50

7

2．980　2．301　2．521
＊＊　　　 　 ＊　　 　　 ＊

（注）　（1｝ Table 　 1 の 注 を 参照 。
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Table　7 最邇運動時相 の 下限値 ， 上限値，範囲値の 各 々 に お け る年令問の 差 ， 図 形間の 差 ， お よ び 両要因

の 交互作用に 関す る分散分析表

、^］ 限 値

・…   ［d正 lMS　 ・ P

Between 　 Ss

　 A （年令）

　 err ・ r （b）

911

8
，
242　　　1．287

6，405

上 限 値

1・8

範

譱

囲 値

MS F　　　　 P

Within 　 Ss

　 B （図 形）

　 A × B

　 error （w ）

16 

…　 3
．
　 3

　 54

Total 79

F P

272 ，962　　11．173 　　〈．005

24，431

304　　　2．235

203　　　ユ．493

136

19，703 　　23．e18　　＜．OO工

9》 552　　　11．159　　く．001

　 856

185，821．　　 5．709 　　＜，05

32，548

Tab 夏e　8

24，王35　　24．159　　＜、001

10
， 955　　10．966　　く，001

　 999

最適運 動時相 の 上 限値 に お け る 図形間 の

難 の 検 定

順鳥 逆 鳥 上 鳥 葭オ

　　　小 1
順 鳥
　　　大学

　 　 　 小 1
逆鳥
　　　大学

鷁 尖學
花 録

　　 （注 〉 （1）

Table　9

4．874＊＊＊　 4．959＊＊＊

2．432 ＊　　　3．195＊
5．554＊＊＊

2．603＊

4，248＊＊

Table 　3 の 注 を 参照 D

最適 運 動時相 の 範囲値に お け る 図形間 の

差 の 検定

順 鳥 逆鳥 上 鳥
“
匕
4
イ

　 　 　小 1
順鳥
　　　大学

鸛 尖率
　　　小 1
上鳥
　　　大 学

　　　小 1
花

　　　大学
　　　　　 ト
　　 （注） （1）

5．475＊＊＊ 5．031＊＊＊

3．608史＊

Tabie　 3 の 注 を 参 照 D

5．551＊＊＊

3．039＊

3．542＊＊

3．523＊＊

に み られ る よ うに ， た が い に 類似 の 傾向を 示 して い る 。

し た が つ て ，上限値 と範 囲値 を い つ し よに して 結果 の 分

析を 行 な う。

　2．1． 年令間の 差。 Table 　 7 の 分散分析表に お い て，

年令間の 差 は，土 限値で は ・5％ 水 準 で ， 範囲値 で は 5％

水 淮 で ，そ れ ぞれ 有意 で あ る 。
Fig．4 に み ら れ る よ う

に ，ど の 図 形 の 上 限値も範囲値も，小 学 1 年 生 の 方が 大

学生 よ り高 い D さ らに，Table　6 に お い て，範囲値 に お

け る 1
’
花」 を 除い て ，他 の 図形 は す べ て 隼令 間 の 差 が 統

計的に 有意 で あ る 。

　2 ，2． 図 形間 の 差 お よび年令 と 図 形 の 交 互 作 用 ．

Table 　7 の 分散分析表に お い て ， 図 1彡間の 差 お よび 年令

と 図 形 の 交互 作用 は ，い ず れ も・1％水準 で有意 で ある 。

Fig．4　をみ る と，小学 1年 生 で は ，図 形間 の 差 が 著 し

い の に対 して，大学生 で は それほ ど著し くな い
。 また ，

年 令 間 の 差は ，　 「鳥 」 に お い て は 大 きい が，　「花」 に お

い て は 小 さい 。 年令 と 図 形 の 交 互 作用 の 有意性 は ， こ れ

らの 事実 に も と つ くもの と考 え られ る。

　 図 形闇の 差 に つ い て ， Fig．4，　 お よび Table 　8 と

Table 　9 か ら ， 次の 諸点を 指摘す る こ と が で き る 。

（1） 小学 1 年生 で は ，上 限値も範囲値も，　 「順鳥」，「逆

鳥 」，「上鳥」，「花 」 の 順序に 値が 高 い 。 し か も，「逆鳥」

と 「上 鳥」 と の 間の 差 を 除 い た 他 の 図 形 間 の 差 は すべ て

統計的に 有意 で あ る 。

図　大学生で は ，　「順鳥 」 の み が 他 の 図形よ りも有意 に

高い 値 を 示す に すぎない 。

（3） 小学 1 年生 で は ， 「逆 爵」 お よ び 「上 烏」の 方が 二花」

よ りも有意に 高 い 値 を示 す の に 対 し， 大学生 で は 逆 に ，

統計的 に は 有意 で な い が，　1
．
花．1 の 方が 「逆鳥 」 お よ び

「上 鳥、1よ り も高 い 値を 示 す 。
こ れは 注 目に 価す る結果

で あ る 。 こ の こ との 意味 に つ い て は ， 後で ふ れ る こ とに

す る。

　、ヒ限値 と 範囲値で 得 られ た 結果に 関す る以 上 の 分忻か

ら， 前述 し た 3 つ の 予想 は 正 しか つ た こ と が わ か る 。

　以 上 の よ うに ，図形 の 図 柄が 比 較的統 制 され た 本実験

に お い て も，図形の 意味的表 出性と提示方向 は ，年少児

の 仮現運動視 に お け る重要 な想定閃 で あ る こ とが 明らか

に され た 。

考 察

　本研究は ，相貌的知覚の 観 点か ら ， 仮現運動視 を 発達

酌に 検討す る 試み で あ る 。 い い か え れ ば，仮現運動視 に

8　
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今泉 ： 賦 児 遅 動視 の 発逢 に 関 す る 研 究

　お い て 相貌的知覚様式 を 発 達 的に 吟 味 す る．K み で も あ

　る 。 具 体 的に は ，意味的表出性 と提示 方 向 の 異な る い く

　
つ か の 図 形 に つ い て ，仮現運動視 の 生 起 す る 租 乂 ご 小 静

　1 ．・f’生 と大 ∫ 生 と で 几 較 した 。 2 つ の 実験 で ：
LT
られた 結

果 の 意味 と 限 界に つ い て若 干 の 考察 を 試み ，さ ら に 今 ↑x
　の 検討課題 を指摘す る 、，

　 L　下 限値 で は ，仮現 連 動 視 の お こ りや す さ に 関 し

て ，年令 陶 一も図 形nv（L．も， 有意な 差 が 得ら れ な か つ

た 。 t：

者 は ，い ま ， こ の こ との 意味を 説 明 す る こ とは で

きな い 。

　 2・ 上 馳 と期 殖 と で は
， ど の 図 形 に お い て も， 「

少 児 で の 方が 年長者 で よ り も仮現運動視 が お こ り や す

い c ．1円」 に お い て もそ 5で あ る こ とか ら こ の こ と は 確

実 で あ る 。 こ れ は ，Mcili＆ Tohler
，
　Brenner，　Gante−

nbein （Wohw 三II，1960） 芝） の 実験結果 と も
．

致 す る 。「
筆者 は ，い ま，こ の こ と の 意 味 を 兎明 す る こ と は で ぎな

い o

　 ．上限値 と r［：囲値 で は ，隊［形閤 の 差お よ び イ吟 と 図 ！1彡の

交互作用が有意 で あつ た D す な わ ち ，

　 3・ 順方向図 丿Lti「こ お い て ，力 勸 HLrな意味 的表 り1
［性 に 富

む 図形 ほ ど 仮現運動硯 が お こ
．
りやす い

。 こ の 傾向は，年

少児 で は 顕著 で あ る の に ，年長 者 で は 凱 省 で な い ・
、 こ の

結果は ， どの よ うに 考 祭 さ れ るべ きか 。

　 い く入か の 理 論 訳 、G ち （AIIport　and 　Pettigrew ，　L957；
」・… and 　B・ unn ・・，1954

；T ・・h　
・nd ・ ltt・1・ ・ n ，1956 ）

は ， 知覚 の 規定因≧して 過 去 経 験 に よ り獲 得 された
“
（fi

定
”

・・sur ・pti・ n ある い は
F‘
期待

”
・ xpe ・t… y を重 要

視 す る 。 た と え ば ，
Brunner ，　J．　S．（1954）に よ る と，

わ れわれ は ・日常 k活 の 「irで
一
運動す る 対 象」 を E験す

る t とに よ り・そ の 対象 に 対 して
“
親近 性

”familiarity

を もつ よ う に な る
。

こ の 親近性 か らそ の 対録 に 関 して

「運 勤す る 」 とい う
“

期待
”

が 生 まれ る 。 そ し て ，こ の

“
期 侍

”
がそ の 対象 の 連 動知覚を 親定す る の で あ る と い

う。

　と こ ろ で ， こ の
“
期待

”
に よ る説明 は ，有意味図形 の

運 動視 に お け る 1
丁 1≧差 を説明 しつ くさない

。 年長者ほ ど

「運動す る対象 ： に 農す る経 験 は 豊富で あ る か ら，か れ

らほ ど その 対象に 関 し て 「運 動す る 」 と い う
“
；阻，ゴ

’
を

よ り強 くt：つ て い る と も思 お れ る。 だ か ら，動的な 有 感

味図 形 で 仮現運動 視 を よ り顕著 に 知 覚 す る の は，む し

ろ，年長者 の 方で あ る と い う予 想 も立 つ
。 しふし，結果

は こ の 予 想 に 反 して い る 。 期待 の あ り方 が ，知少 児 と手

長者 と で は 異 なる の か もしれ ない 。

　しか し，　
“
期待

’
と い う概念は きわ め て あ い ま い で あ

る 。 被験者の もつ 期 待 に 直接 ふ れ る こ とは 不 可 能 で あ

9

9

　る 。 した がつ て ，．
窪イヨは ，　

‘匡
期 侍

’「
の 概念 に 関 し て tA，作

的検討が 仔 なわ れ て い な い 現 」殳階で は ，

‘

如塒
，・

を 知覚

　の 1 既定囚 と して は 1レ3め て も，そ れ を前面 に お しだす こ

　とは さ し控えた い 。

　 Wenler ．（1957 ） は ，　 F少 尾 の 知 覚 が 対象 に 内在す る

　
“
力動的特性

17dy
・・ rnic 　P ・。P ・ rty に よ つ て 影

・

慧 れ る

有芙 を ？1　aX“と客体 と の 未分化性に 帰す る。か れ に よ る と

年少兄は ，
．1峯未分化性 の ゆ え に ，対象の もつ

“
力動

釣特 L
”

と　体 と な り，それ に 対 し て
“
共 感 的反 応

”

empathic 　reSPQnse 　f” 行な う。 1冷 の 増加に と もな い 主

弄 の 未分化性 は 減 ♪ す る か ら，こ の 共 感的 f（応 もま た 減

少 す る と い う。
と こ ろ で ，か れ は ， ．上客未 分 化 で あ れ

ぱ ・ なぜ ， 共 悠 的反 応 が 行な わ れ る の か ，あ るい は 行な

われ る よ うに なつ た の か ，と い う目爿感 こ つ い、て は 明 白に

は ふ れ て い な い 。こ の 点 は ，お そ ら く， さ ら に 多 く の

資料 の 集瓶を　つ て石な われなけ れ ば な ら な い 今 後 の 検

；J課題 で あ ろ う。 筆者 は ，現段階 に お い て は ， か れの 考

えは 比 較 的 当 を 得 て い る と 考え る 。

　 Werner の 疹えに ならえ ぱ，∫
γ 少児は ，図形 の もつ 力

動 的表出性 （た とえ ば ，「ま さに 走 らん と す る馬 ら し さ 」）

と
一

体的に な る。そ の 結 果，動的 な 図 形 で は 静的な 図 II彡
で よ り も・仮現運動視 が よ り頭 者

．
に 知覚され る 。

．IF 長 に

な るに つ れ て ， iA の 未分化L か 減少す る結呆，一加勺図

形 に お け る仮現 連 勳 視 の 皐 起 す る 私度は 諍的図形 に お け

る それ とほ と ん ど 変 ら な くな る 。 力動の劇 1、 ［至に 対 して

なぜ
一一
休的とな る の か っ 　

E

期 ∫　i’・一よ る の か ，そ の 他 の

要、ム に よ る の か ， あ る い は 一k 体 と し て の 構え に よ る の

か 。 こ の PLu｛は ，今後の 蘇題 で あ ろ う。 以 上 の よ うに 考

え る こ と が 比 咬酌妥当て ば あ る ま い か 。

　4・ 逆 ガ 1躯 膨 お よ び ⊥ 方向図 Ji彡に お い て も，小学 1
t、生 で は ・勧的図形 で の 方力雪静酌図 形 で よ りも，仮現運

動視 が お こ りや す い
。 こ れ は ，一

見，矛盾 し た 結果 で あ

る よ うに も思 わ れ る e 逆 方 向1ズ「尨 に は ， 逆方向へ の 方向
的力 動．

「生が あ る の だ か ら ， 劫釣図形 ほ ど逆方向へ と 向か

う力 が 強 い 。 だ か ら，動的図形 に お け るほ ど ，仮現運 動

視が お こ りに くくな る と い う了 想 もた つ か らで あ る 。 し

か し，結果 は こ の 予 想 とは 逆 で あ る。 こ の こ とは ， 5「 童
の 知覚 に と つ て ，図 形の 形式酌な提示方向 よ り も「動 く」

と い う力動的歪 出 性そ の もの の 方が 重要 で あ る こ と を 示

唆 す る もの と 思 わ れ る
。

　5．　 1順 丿デJ図形」 で は 「逆
’
方 回 図彫∫ お よび 「 ヒ方

向図 形 i で よ b も仮現 運 動 挽 が お こ りや す い。有 意味図

形は 前向き
『
に 動 く の が 経験的に 自然で あ る 。 その 結果，

「順方向図形 1 は
MEIi

句図 ノ彡」 お よび 「上方向図 1彡i

よ りも， 仮珥 塵 動視を 　り顕著に 生 起 させ る の で あ る と
告
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セ

い え よ り Q6

． 幾何図形 で あ る 「三 角 」 に お い て も， r 際 甸

で の 方が 「逆 三 角 1 で よ りも，仮現己 ．力視 が お こ りや す

い
。　r順 三 角」 に は 「逆 二 崎」 よ りも，力勃的表副 生が

よ り多く輪 わ つ て い る と い え る 。 しか し，筆 者は，そ の

意味を 説明す る こ とは で きな い v

　7． 実験
．
U に お い て ，小学 工年 生 で は ，意味は 動 的で

あ る姻 柄は 轡 醜 「逆 輻 お よ Oミ 「上鳥 」 で の 方 が ，

意味 は 静 a
， で あ るが図柄は 祇 轟 な rf］ で よ りも仮現運

動視 が お こ りや すい 。

一
方，大学生で は，こ の 関係 が 逆

｝一な つ て い る。こ れ は 晶 浦 吟 泉（1963）の 「仮現運動

視 の 発畫 に 関す る 研究」， 竿者 （1963＞の 「丿ミ際廴 動 視 の

発達に 関す る 研究 」 な ど で 明らか に さ れた 結果 と　致す

る 。 年少 児 で は ， 「動 的」 と い う意朱性 が仮
羽 疋 功視 の

有力 な 翔定『で あ る の に 対 し，年 長 者 で は ，図柄 の 複雑

さガ有力な規定N にな る と 考えら れ る 。

　 取 後 に ，今後 び）課遍 と して 2 つ の 点に ふ れ る。

　第 1 ｝e−， 図柄 性 に 関す る検 融 で あ る 。 仮 可庄 動視 に 及

ぼ す意味
1

鬥
’
の 効果を図柄性か ら数立 して 検 討 す る た め

に ，夬験 五が 行 なわ れた 、， しか し ， 実験 匪で も，図和が

完全 に 統 判され て は Us い
。 まず或何図形 に つ い て ， 図

柄 そ の もの の 仮 現建 動視 1、一及ぼす効果 ビ 詳 細 に 分 析 し ，

知つ て お くこ と が 必要 で あ る と考え るD そ れ が な さ れ て

働 こ
， 児 t ，の 知覚に お け る 意味忙1ミと力 回 Lkの 劫果 の 分柝

を 詳細 に 行 なわ なけ れ ば な らない 。

　 第 2 は ，Ot動 時相 の 判断 の 規独 こ 1滑
齟
る検討 で あ る ・

仮現辷駒視 は，判断 の 鴎 な タ脱 旦「象 で あ る・各画 時

和 を 判 断 す る ザ準が ， F少児 と ・r長者 と で 1司一
で あ つ た

か 。 本 塗 験 で は ，こ の 点を 直抜 僖認す る こ と が で き な

い
。

「実際運動視 と の 対照 は り，最 適浬 蛎畤 相 を艦 忍

させ る 」 あ る い は 1単 に 動 い た か ・）か な か つ た か の み を

判 断 さ 鶴 」 等 の 他 の 方法 に よつ て，本研究 でC；，／b れた

糾果を 再検討す る こ とが yE で あ る。

　 以 上 2 点の （ut， 本実 験 に は ，実験1躑 潤 し て い くつ か

の 問 題 点が 含 ま れて い るが，こ こ で は こ れ以 「ふ れ な い

こ とに す る 。

要 約

　本研究 は ，図膨の もつ 恵 未的表 出性 と 図 影 の 捉 示 方向

を 変量 と し て ， 相貌的知 ．コ と して の 仮現運 動 視 を 発 進酌

に 検討 し た もの で ある 。

　実験 工　Fig ．／ に 示 され た 9 個 の 1図形 q」

ゴ， 順 二 角，

逆 三 角，順静、霧， 辻 静馬， E静eva，　 ，r「頁劫 馬 ，泣励馬 ，上

動馬）に つ い て 仮現 運 動俔 の お こ りや すさを小学 1 年生

と 大 学 生 の 2群 で 調 べ た 。 仮現連 動視 の お こ りや すさ の

指標 は ，最 J坦 運 動 時 相 の 下 限 値，上課値，範四偵 の 3 つ

の 浬［炊Lf 直で 婁）る G

　そ の 添1−1果，次 の j実が明 ら か に され た 。

　 ド限 値 で は ，仮 現 迂 功視 の お こ りや すさに 園 して ，年

令間に も図杉閥 に も，ほ と ん ど有意な 差が 得 ら れ な か つ

た。

　一限 値 と 衵 』値で は ， 吟 1訂の 差，図形間の 酋 お よ

び 年令 と 図形 の 交互作用が 有意 で あ つ た 。 上限値 と 範囲

忙 で 得 られ た 結果 は 次 の と お りで あ る 。

田　ど の 図形に つ い て も，小学 ユ・］／生 で の 方が 大
’
it生 で

よ りも，仮尻蓬 助祝が お こ りやす い o

〔2P 卜 ⊥ ド生 に お い て ，　 ［n ）i
’
9」t．i・・i　LSI」ifで は・ 順 動

、rE−［，　 r順離 卜・il，　 r順 三 胤 の 脚 ．
’
で ，（司逆方向凶形 で

は，「逆動馬」， 「逆 」争馬一，「逆三角」 の 順序で ，囚 上 方

向1＞1　jl彡で は ， 「上 鋤馬」，「上静馬 」 の 順序で ，それぞ れ

仮現 運 動視 が お こ りや す い 。

C3：：1 大学主 で は ，〔2）で 述 ぺ た 諸傾向が ，小
’
．t1 乍 生 に お

け るほ ど tこ は 有意に 顕著で なか つ た 。

　刃紲 輪廓 と面 秘 よま つ た く同 じで あ そ・が 渊 形内

部 の 図 柄 を異 に す る こ とに よ り図形 の 意味 が ま つ た く異

な る よ うな Fig．3 に 示された 4 個 の 図 形 （脹烏 ， 逆

”，：」、，⊥ 島 花）を 作 つ た 。 こ の よ うに し て・図柄を 比 較

1γ統 制 し た うえで，図 形 の 意味的表 11ま性 と提示 方 向 が 仮

現 辷．肋視 に 及 は す効果を 再 吟味した 。

　 そ の 紺 甼，次 の 丁実が 明 ら か に された c

　 下限値で は，仮現運動視 の お こ りや す さ に 関 し て ，年

令間に も図 形闘 に も為
’
意 な 虚が得 られ な か つ た 。

　 」二即 rと 「d囲値 で は ，年
A

間 の 詳 図 形闇 の
’E・ お よ

び．ド令 と図 11彡の 交互作用が それぞれ 有意 で あ つ た ． 上 限

仙 と 帽 片［値で 得られた 結果は 次 の と お りで あ る 。

山 　ど の 図形 に つ い て も，小 i” 1年 生 で の 方が大学生で

よ りも， 仮現運 動視 が お こ りや すい 。

図 小学 1 年一Lで は ，
r順 烏」，「迸鳥」，

「上 鳥一［・「花 」

の 胆、序 で ，仮 現 運 工」視 が お こ りや す い 。

（3） 人学 生 で は ， 「順烏」，
「花亠 「逆 馬 」・「上 鳥」 の 順

序 で ，仮現運 動視 が お こ りや すい e しか し，各図形間の

差 は ，小
・
、11 宅 に お け る ほ ど に は 者 し くない 。
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