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集 中お よび分散学 習にお け る個 人差 の 一 研 究

大 阪 教 育 大 学

前 田 郎

問 題

　 学習 に お ける 個 人差の 研究 は 主 と し て 年令 ， 性，知能

に 関 し て な さ れ，そ れ ら の 変数 に よ る 成績 を み る もの が

大部分で あ る。すなわち学習方法を
一

定 に して 上述 の 変

数 を操作 し て成績が どの よ うに 変化す る か を検討す る も

の で あ る 。
こ れ に 対 し本研究は学習方法を も変化 させ て

検 討 し よ うとす る。た と え ば男女別 に集中法 と分散法 で

学 習 させ る こ と に よ っ て 集中 と分散の 効果 が ち が うか ど

うか をみ る の で あ る 。 こ う した研究 は筆者の 知 る か ぎ

り， あま りみ られ ない 。 書字学習 ま た は 回転追跡学習 の

よ うな知覚運動的課題 を用 い て 個人差を研究 した もの は

い くつ か み られ る が，い ず れ も従来 の もの と 同 じ で あ

る。

　 Archer と Boume （1956） の 書宇課題 を用 い た研究

で は 女 子 は 男子 よ！も分散学習の 程度に 関係 な くよ い 成

績 を示 し た。Archer （1958）の 回転追跡学習 の 醗究 で は

男子 は 女子 よ りもよ い 成績 で あ っ た が ， 練習 に よ る 進歩

は女 子 の 方が よ か っ た。Ammons （1955） らの 回転追跡

学 習 で は，年 少 児 と年 長児 と の 学習 を比 較検討 し て い る

が，集中法と分散法の 効果 を直接研究した も の で は な

い 。筆者も年少児 の 学習 の 効果を研究 し た が ， 集 中法 お

よ び 分散法 で 書字学習を させ た と こ ろ ，明白な差異 が み

られ なか っ た．こ の 種の 学習で は 集中法よ り分散法の 方

が よい 成 績 を示 し，そ れ に つ い て の 説 明 が な され て い る

が ， 年少児 で は両学習法 の 差がみ られず ， 学習後期 で や

や分散 法 の 方が よ い 傾向があ っ た だ け で あ る。こ れ に つ

い て ，年少児 で は 分散法 の 試行間休止 に よ る 正 の 効果 よ

りは 心 的構 え （set） の 消失 お よび回復 に よ る 負 の 効果 の

方 が 大 で ある と考 え た 。そ の た め 休 止 直後の 試 行 に よ る

成績が あ が ら な い 。 こ の 考え を 確認す る た め に 集中学習

を させ た後に
一

定の 休止 （5 分）を与 え て 再学習 させ ，

そ の レ ミ ニ ッ セ ン ス を み た と こ ろ 分散群 は もち ろ ん集中

群に も レ ミ ニ
ソ セ ン ス を示 さな か っ た 。 レ ミニ ッ セ ン ス

は 集中学習 を した 群 に 現 わ れ る と考 え られ る が ， こ の 研

究 で は集中群は 分散群よ りも休 止 直後の 成績 は休止 前の

最後 の 成績よ り著し く劣 っ て い た。こ れ は 5 分 の 休止 に

よ 1 心 的 構 え が 消失 し ，そ の 圓 復 が お そ い た め で あ る と

考 え た。

　本研 究 に お い て は 知覚運動的 な課題 を用い て 性別 お よ

び能力別 に よ る 集中法 と分散法 と の 学習効果 を検 討 す

る o 性別 に よ る集中法お よ び 分散法 の 学習効果 を考 え て

み る と，男子は女子 よ りも性格的 に 耐忍度が劣 り，休 b
こ とな く継続 し て あ る 課題を な す こ と に 劣 る よ うに 思 わ

れ る。そ う で あ る とすれ ば 男子 の 集 中学習 は 女 子 よ り も

不 利 な 学習条件で あ る 。 分散学習が両性 に 対 して ほ ぼ 等

し く有利 な 学習条件 で ある と す れ ば，男 子 に お け る 集中

学習 と分散学習 に よ る成績差 は 女子 に お け る そ れ よ i／）　・1，

大で あ ろ う，

　能力別 に よ る 集 中お よ び 分 散学 習 の 効果 を 考 え る と，

学 習方法 の い か ん に か か わ らず上 位群 の 成績 は 下位 群 よ

りよ い が ， 集中学習は 上位群よ り下位 群に 対 し て 不利 な

学習条 件 で あ る と考 え られ る。ま た 分散学習 は，前 述の

心 的構 え の 消失 お よ び回復の 点か ら，上位群よ り下位群

に対 し て 不利 な条件 で あ る と考 え られ る 。以 上 の 見地 か

ら能力別 に よ る集中 と分散 の 学習 の 成績差 に は 差異がな

い で あ ろ う。

　以 一ヒの 仮説を検討す る の が 本研究の E 的 で あ る．

実 験

方 　法

　課題 は ア ル フ ァ ベ ッ ト26 字を 1試行 に無作為 に 配 列

し ， そ れ を模 写 さ せ る。作業制限法 に よ i，26字 を ま ちが

い な く，で きる だ け速 く書き終る こ ！で 1 試行と し ， 集

中法 か 分散法 で ！3試行学習す る 、 分散法 の 試行間休止 は

15秒 で あ る。被験者は 小 学校 2 年 で，こ の 学年の もの は

ほ とん ど ア ル フ ァ
ベ

ッ トの 学習を して お らず，こ の 研究

は 主 と し て 年少児に つ い て 研究す る た め に 用 い た。男女
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お の お の 集中群 と 分散群とに 分けた 各群 の 被験者は 10

名，総数4G名 で あ っ た．能力別に閼し て は IQ90 以下を

下 1立群， 115 以上 を上位群 に 分け て それ ぞれ 2 群，全体

で 4 群をつ く 1）．各群 の 人数は 10名 と し た 、 実験 は 個 人

実験 で あ っ た 。

結 　果

氓
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「
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Fig，1−1 性 別 に み た 集 中お よ び分散学習の 成績曲

　　　　線 （所要時間）

Fig ・1−1 は 性 別の 集中 お よび 分散学習 に よ る 成績 曲

線 （所 要時間） で あ る。それ に よ る と ， 男児の 集 中群は

全体的 に 劣 っ て い る 。 男児の 集中群 と分散 群と で は 分散

群 の 方 が す ぐれ て い る 。 し か し，女児 の 両群は ほ と ん ど

同 じ傾向を示 し成績差 が み られ な い 。

　 こ の 成績の分散分析 の 結果 は Tab1e 　I−1 に 示 され て い

る c 集中分散は有意 で な く， 性 に お い て も有 意 差 が な

い 。試行 と集 中分散 の 交 互 作用 （AxB ）は わずか に 有

Table　I−1 性別 に ょ る 集中 お よ び 分散学習の 成績

　　　　 の 分散 分析

意に達 し な か っ たが，試行に よ り分散法 が有利 で あ る傾

向を示 し て い る と考えられ る。Fig．1−1 に み られ た 男

子 の 集中分散 に は 差 が あ り， 女 子 に は差が な い と い う傾

向は分散分析の 結果 に は み られ ない
。 す な わ ち 性別 お よ

び 性別 と集中，分散 の 交互作用（BxC ）に 有意差が な い
。

　
1tb

厂

　 　 9

甎．

眠

7  1

矼

　 　 　 　 　
1
　 　

’
　 　　 ＿一一 」 ＿一 一一」一一」

　 1　　　　　 3　　　 　　 5 　　　　　 7　　　　　 9　　　　 1L　　 　　 13
　 　 　 　 　 　 試 　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 t「

Fig．1−2 能ヵ別 の 集中 お よ び 分散学習 の 成績曲線

（H …上位群，L …下位群 ，
　 M …

集 中 ，
　 D …

分散）

　能力別 の 集中お よ び 分散学習に よ る 成績を示 し たの が

Fig．1−2 で ある 。図 の 観察 か ら上位群 は 最初 か ら 学 習

は速 く全体を通 じて す ぐれ て い る。下位群 の 成績曲線 で

は 分散群 の 方 が す ぐれ ，集中群と の 問に か な りの 差があ

る が，上位群で は集中分散両群間 に こ うし た 傾 向は み ら

れ ずほ と ん ど 同 じ傾向を示 し て い る。

　 こ の 成績 の 分散分析の 結果 は Tabte　I−2で あ る 。集中

Table 　 I−2 能力別 に よ る 集中，お よ び 分散学習 の

　　　　 成績 の 分散分析

SV df MS F SV df MS F
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・分散は有意で ない 。 能力 と試行 に 有意差が あ る 。試行

と集中
・
分 散 と の 交 互作用 は わ ず か に有意 で な い （F ＝

1．78，df二12，400，　P ＝．05）。

実　 験 　　H

Table　II−1　性別 に よ る集中お よび分散学習 の 成績

　　　　　の 分散分析

SV df MS F

方　法

　課題 は 逆 カ タ カ ナ 30字 を 書 くこ と で あ る 。 1 枚 の 用紙

に 10行あ っ て，各行の 上欄に は 普通 の 片 カ ナ 30字が無作

為 に配列 され て い る。被験者 は で きる だ け 速 く上 欄 の 字

の 逆文字 を 正 し くか き終 る こ と を要求 され た 。 学習条件

と し て集中法 と， 30秒 の 試行間休止 を与 え る 分散法 とで

ユO試行学習 させ た。被験者 は 中学 1 年生 で ，性別 の 群 と

し て 男女各18名 の 嘆群 をつ く っ た。す な わ ち 男子 の 集中

群お よ び 分散群 と，女 子 の 集中群お よ び分散群 で あ る。

能 力 別 の 群 と し て は 上位群と 下位群 をお の お の 2 群をつ

くP ， 各群の 被験者数は 10名，全 体 で 40名 で あ っ た 。 知

能指数 90以下を下位群，115 以上 を上位群 と した 。実験

は 個 人 的 に 実施 し た。
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　 3，966＊

結　果

　性別 に よ る集中 お よ び分散学習の 成 績 曲 線 （所要時

問） は Fig・II−1 で ，そ の 分散分析の 結果 は Table 　II−

1 で あ る 。 図の 観察か ら，男子 の 集中法 お よ び分散法に

よ る成績は女子 の そ れ よ P差が大 で 分散法 の 方 が よ い 傾

向を示 して い る 。 また男 子 の 分散群は 女子 の 分散群よ り

わ ず か に よ い 。 以上 の こ と は実験 1 の 揚合 に もみ られ た

傾向で あ る 。 分散分析 の 結果 は集中
・
分散，お よ び性 に

有意差 は な い。し か し試行 と集中
・
分散 との 交互 作用 に

は 有意差 があ る。性と集中
・
分散 との 交互 作用 に 有意差

趾

誹
鬘
　　　　
　

se　一
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　 　 　 　 　 　 　 　 試 　　　　　　　　　　　行

Fig．　 II−1　性別の 集中お よ び 分散学習 の 成績曲線

　　　　　　　　　　　　＊ P く ．05，＊＊ P ＜．01

が なく， 前述 の 図 の 観察に た だ こ う した 傾向がみ られ ろ

に すぎな い 。

　能力別 に よ る集中 ， 分散学習 の 成績曲線 は Flg ．　II−2

で あ る 。 上位群 は 下位群 よ り最初 か ら 明 らか に す ぐれ て

1：1」

：鉛

妻11。

凶

70

se
−
r
−−

7

Fi9．　　II・−2
　　

3
試

45
．
丐 7 9 葺r 「・

知能別 の 集中お よ び 分散学習 の 成績 曲 線

1　　　 壼

い る。ま た上 位群 も下位群 も分散学習 は集中学習 よ りも

や や すぐれ て い て 能力に よ る 集 中 お よ び 分散学習 の 効果

に は 差が な い よ うで あ る。能力別 に よ る 集中お よ び 分散

学習 の 成績の 分散分析 の 結果 は Tab ［e 　II−2 に 示 して い

る 。 能力 と 試行 に 有意差 が あ り， 集中 ・
分散 お よび能力

と 集中 ・分散と の 交互作用 は有意で な い ． また試行と集

中 ・
分数との 交互 作用 も有意 で な い 、
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Table 　II−2　能力別に ょ る集中お よ び分散学習 の 成

　　　　　績 の 分散分析

Tab 且e　II−3　性別 の 集中お よ び分散学習の 誤 りに も

　　　　　と つ く成績 の 分散分析

SV df MS F SV df MS F
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　以上 は学習速度 （所要時間） の 成績に つ い て 検討 し た

の で あ る が 正 確度 （誤 り） の 成績に つ い て 検討 す る ：．性

別 の 集中お よ び 分散学 習の 誤 りの 成績曲線 は Fig ．　 II−3
で あ る 。 男女 と も集中学習よ りは 分散学習 の 成 績 が よ
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12

lo

6

　 　 　 　 　 　 　 丶　　　 ／
x

　 　 　 　 　 　 　 N　　！

　　 　　　　　　Y
　 4
　 　 　 　 　 2　　　　　　 4　　 　　　　 6　　　 　　　 8　 　　　　　 10
　 　 　 　 　 　 　 試　　　　　　　　　　　　 行

　Fig．　 II−3　性 別 の 集中お よ び 分散 学習 の 成績曲線
　　　　　 （誤 数）

い 。女子 の 分散学習 は 男子 の それよ りや や す ぐれ て い

る 。 男子 の 集 中学習 で は，初期 の 成績 に か な り の 劣 りが

み られ る。誤 りの 成績 に も とつ く分散分折 の 結 果 は ，
Table 　II−3 で あ る 。集中 ・分散 に有意差 を 示 し，分 散

学習 の 有利 で あ る こ と を示 し て い る 。ま た試 行 と集中 ・

分散 と の 交互 作掬も有意 で ， 試行に よ る 分散 の kfijを示

し て い る。しか し性 お よ び性 と集中
・
分散 と の 交互 作用

は有意 で な く，性別の 集 中 ・
分散 の 効果 は 異な る とは い

え な い 。

　能力別 の 集中
・
および分散学習 の 誤 りに も とつ く成績

曲線は Fig．　 II−4 で あ る。下 位群 は 上位群よ り明 らか に

12

10

　

　

　

8

召淘
蜚一．「
置

 

LL

ー
ー

ー
ト

ー
ー
L

…

PO

　

　

　

4

＊＊ P ＜．01

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　〉←
一一x

　 　 12345678910

　 　 　 　 　 　 　 　試　 　　　　　 　　行

　　 Fig ．皿一4　 知 能 別の 集 中お よ び分散学 習 の 成 績 曲線

Fig ．1正一4　 知能別 の 集中お よ び分数学習 の 成績曲線

誤 りが多 い 。下 位群 に お い て は集中群と分散群と の 成績

差 は 上 位群 の 場合 よ り明 らか に 大 で ， 分散群 の 方 が よ

い 。 誤 りの 成績 に も と つ く分散分析の 結果 は Table　H −

4 で あ る。集中 ・分散は わ ず か に 有意 で な か っ た 。 能力

別 は 有意 を 示 し観察 と
一

致 し て い る 。 し か し 能力別 の 集

中
・
分散 の 効果 に つ い て の 差異 は有意 で な く （BxC ）

Fjg．　 II−4 の 観察 と は
一

致 し な い 。

実　 験 　 皿

目　 的

　実験 1 は ア ル フ ァ
ベ

ッ ト模写 の 課題 を用 い て 年少者 の
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Table　II−4 能力別 の 集中お よ び 分散学習 の 誤 りに

　　　　　もとつ く分散分析

止 後 は すべ て 15秒 の 試行間休止 の 分散学習で あ っ た
。 個

人 実験 を実施 し ， 1 名 に つ き約30分 を要 し た。

SV df MS F

　

 

 

　

散

力

C

差

間

分

　
・
　

　

×

　

中

　

集

能

B

誤

群 39111

鉐

1，436．41　 3，660 （4，1工
＊
）

11，664．00　　　　　29，722＊＊

　 174．QO

　 392，43

　

 

　

行

BCC

差

内

　

　

×

　

　

X

×

B

　

　

　

　

X

　

試

AAA

誤

群 360

　 9

　 9

　 9

　 9324

205 ，5136

，6721

．9428

．1224

，84

8，273＊＊

1，476

1，132

＊ P ＜・ 5，＊＊ P く．01

集 中お よ び分散学習 の 効果を，実験 且 は 逆 カ タ

カ ナ を用 い て 年長者 の 集中，お よ び分散学習の

効果 を 性 お よ び 能力 と関係 して 検討す る こ と を

目的 ！し た ． しか し性別 ま た は 能力別 に 分け る

前の 全体 と し て の 集中 お よ び 分散学習の 効果 を

検討 し た と こ ろ ， 所要時間 の 成績 で は 両実験と

も 明白な差異がみ られ な か っ た。そ れ で も性 お

よ び 能力別 に 分析すれ ば集中お よ び 分散 の 学習

効果 に な ん らか の ち が い が み られ る の で は ない

か と考え て 分析し た が，統計的 に は 明 ら か で な

か っ た 。 た だ成績曲線 の 観察 か ら最初 に あ げた

予 想に一
致す る傾向は 性別 の 集中お よ び 分散学

習 に お い て 両実験 ともみ られ た が，能力別 の 集

中お よ び分散学習で は ま ちま ち の 傾向がみ られ

雪

ぎ

ll旨，
　 1

一

】1［，

　 tloo
卜

go

7〔｝

た。そ れ ゆ え 本実験 は 明 ら か に集中お よ び 分散 の 効 果 に

差異がある 課題 に つ い て 性 お よ び 能力別 に 分析す れ ば よ

り 明らか に な る の で は な い か との 予 想を も っ て 研究す る

こ と に し た．

結 　果

　1． 集 中および分散学習 に 関する結果

　本実験 の 平均 に も とつ く成績曲線は Fig．　 III−1 に 示

し て い る。第 1試行 にお け る両群の成績は集中群は 106．

6秒，分散群は 115 ．5秒 で ，そ の 成績差は 有意 で ｛t（M ）

・ ・ 2， 124，
P く．05｝， 分散群は劣 っ て い る。しか し 集 中

群 は 第 2 ，第 3試行で は か な り劣 っ て い る 。 分散群に は

そ れ が な く，第 2試行以後は 集中群よ り よ く， 試行 と と

もに集中群 と の 成績差 は大きい 。休止前学習 の 成績の 分

散 分析 の 結 果 は Table　III−1 で あ る。集 中 ・分 散．試

行，と試行 x 集中
・
分散 に 有意差 が あ り， 分散群 は 初期

に 劣っ て い た に もか か わ ず，そ の 後集中群よ りす ぐれ て

い る こ と を示 し て い る
。

＼

＼

＿ ＿

！

＼＿
一

一 　牙霞 妻

．．L ．一」

Lt　　 3　　　4
　 匡　 　 LL　 　 fi

’

　 Fig ，　III−1

1 −
e

・
ゲ

ー
サ
ー

と
一
拍

一

計 r 歩 弓
　武 　　ii　　　　　　　　　　　　　　 ia、；t．俊試 lr

　集中 お よ び分散学習 の 成績曲線

Table　III−1 休止 前学習の ∫嬾 の 分散分析

SV df MS F

方　法

　課題 は 図形 と数字 の 置換え で あ る。被験者は 小 学 4年

生 66名で ，集中法，分散法の 2 群 を つ くっ て そ の 効果 を

再検討 し た。次に 性 お よ び能力別 に か れ らの 中か ら40名

を選び集中法 と分散法 の 4 群 を つ くっ た。そ れ で 各群の

被験者 は 10名 で あ る。性 別 の 被験者 は 66名 の な か か ら無

作 為に 選び ， 能力別 の 被験者 は 知能偏差値 に も と つ い

て ，65以上 を上位群，53以 下 を下 位群 と した。実験 は 休

止 前10試行， 5 分 の 沐止 ，休止 後 5 試行で あ る
。 休止 前

10試行 は集中 ま た は 30秒 の 試行間休止 の 分散学習 で ， 休

　

ユ
　

ヨ

　

濁

溜

　

 

蹴

　

a5
　

1
　

4凸

ρ
0
　

　

　
6

　．
・

　

散

差

間

分

　

唯

　

集

誤

群

7，　288＊＊

群　　　内　　　　 594

　試　　　行　　　　 9

　試 行 × 集中分散　　 9

　誤 　　　差　　　 576

1，255，103

　 109，　383

　 20 ，
　9tl6

59，921＊＊

5，　222＊＊

＊ 不 P ＜．01

　休 止 後学習 に お い て ， th　1 試行 の 成績は ， 集 中 群 が

80，4秒，分散群がS3．3秒 で 両群の 成績に は 有意差 が なか
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っ た ｛t（64）＝ 0．868，P ＞．30｝。分散群は初め は 劣る が

だ い た い 同 じ 傾向の 成績曲線を示 し て い る 　（Fig ，　 III−1

参照）。 その 分散分析 の 結果は ， 集中
・
分散 および 試行

x 集中
・
分 散 は 有意 で な く （F ＜ D ， 両群 の 成績に 差 が

あ る とはい え な い 。

　Table 　III−2 は 両 群の レ ミ ニ ッ セ ン ス を 示 し て い る。

予 想 され る と お り集中群 に は有意な レ ミ ニ ッ セ ン ス があ

る が 分散群に は ほ とん ど な い 。

Table 　HI −3　性別 の 集中 お よ び 分散学習 の 成績の

　　　　　 分散分析

SV df MS F

Tab：e　III・・2　集中，分散両群の レ ミ ニ
ッ セ ン ス

休 止 前 休 止 後
　　　　　　　 　　　 差
第 10試行　第 1 試行

t

　

 

 

　

散

　
C

差

間

分

　
・
　

　

×

　

中

　

集

性

B

誤

群 qゾ

ユ

ー

16

3
　

　

　

　

3

3， 289．83　　　　　　28，86＊＊

　366．73　　3．22（4，11＊）

　 490，39　　　　　　 4，30＊

　 113，98

集　中　 群　　 92．2秒 　　 80．4秒　　 11，8秒　　6，146＊＊

分 散 群 　83．　7 　 83．3 　 0，4 　 0．196

＊＊ P 〈．001

　

 

　

行

BCC

内

　

　

x

差

　

　

×

XB

　

　

　

　

×

　

試

AAA

群

　

　

　

誤

360
　 9

　 9

　 9

　 9324

836，07136

．0421

．88192

，7928

．45

29，39＊＊

4、78＊＊

6、78＊宰

　 2．　 性別 の 集中および分散学習 に 関す る結果

　性 別 の 休 止 前学習 10 試 行 の 所績曲線を 示 した も の が

Fjg ，　 III−2 で あ る 。 集中群 の 成績曲線 は 男女 とも初期 の

　 SeC

　 120

＝
婁

ユ10

loo

鱒

　 1

，。L＿ ＿ 一 ＿ ＿ ＿ 亠 ＿ ．＿一＿ 一 ＿ 」

　 　 1234567891 〔｝

　 　 　 　 　 　 　 試 　　　 　　　　　 　　　 行

Fig ・III−2 性 別の 集中お よ び分散学習の 成績曲線

成績 は わ る くな っ て い る が ，分散群 に は それ が み られな

い 。分散群 の 成績曲線 は 男女 と もほ ぼ 同 じ 傾向 を 示 し て

い る が 。 集 中群 で は 男 子 は 女子 よ り も劣 っ て い る e こ の

た め男子 の 集中お よ び 分散学習の 効 果 の 差異 は 女子 の そ

れ よ りも大 で あ る ． こ の 傾向 は 実験 1 ， E で も み ら れ

た 。 こ れ に 関す る 分散分析 の 結 果 は Table　IIL3 で あ

る 。集 中 ・
分散 に 1 ％水準 で差が あ り，性 に お い て は わ

ず か に 有意に達 し て い な い
。 し か し性 × 集中

・
分散 に は

5 ％水準 で有意で あ る。こ れ は 男 子 と女子 とで は 集中学

　　　　　　　　　 　　　
＊ P く．（｝5，

＊ ￥ P ＜．01

習 と分散学習と の 成績 に 差異 があ る もの と解釈 さ れ る ．

試行お よび 試行 × 集中 ・分散が有意で あ り，分散学習 の

有利 で あ る こ とを示す もの と考 え られ る 。 試行 × 性 は 有

意で な い 。こ れ は集中お よ び分散の 学習法を考 え な い と

き，男子 の 成績曲線 と女子 の そ れ と に有意差が な い もの

と考 え られ る 。試行 × 性 X 集 中 ・分散 に は 有 意 差 が あ

る。試行 に お い て，男 子 と女 子 と の 集 中法 お よ び 分数法

の 成績 に 差異があ る もの と 考 え られ る。すな わ ち性別 の

集中お よ び分散学習の 成績曲線 に 相違 が あ る こ と を意味

す る ．

　3． 能力別 の 集中分散学習 に 関す る結果

　能力別 の 集 中お よ び分散学習の 成績 曲線は Fig ．　 III−3

鮎＝
罫

　

厂

t

鈩
0

ρ

2Sl

llO

1DD

go

80

7e
　 　 　 ユ 234567891 〔｝
　 　 　 　 　 　 　 　 試　　　 　　　　　 行

Fig ・III−3　能 力別の 集中お よ び分散学習 の 成績曲線
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で ある。上位群 は 下位群 よ P 学習 は速い 。 両群 とも分倣

群の 成績は 集中群 よ りよ く， 能力 の 程度に よ っ て，集中

お よび分散学 習の 効果に相違が 少 ない な どが 図 の 観察 か

ら考察で き る 。 能力別 の 集 中お よ び 分散学習 の 成績の 分

散 分析 の 結果 は Table　III−4 に 示 し て い る 。集中 ・分散

お よび 能力は有意 で あ る が ， 能力 x 集中 ・分散は有意で

な い 。ま た 試行 お よ び試行 × 集中
・
分散も有意で ，図の

観 察 と
一

致す る。試行 x 能力 × 集中
・
分散 は 有 意 で な

い 。こ うして 能力別 に よ る 集中 お よ び分散学習 の 効 果 に

差異が あ る とは 考 えられ な い
。

Table　III−4　能 力 別 の 集中お よ び 分散学習 の 成績

　　　　　 の分散分析

SV df MS F

　

 

◎

　

散

力

C

差

間

分

　

・
　

X

　

中

　

集

能

B

誤

群 9111

ρ
0

3

　

　

　

3

2，420．64
2，420．64

　 29、　16

　 306．06

7．909＊＊

7．　909＊＊

　

 

　

行

BCC

差

内

　

　

X

　

　

×

×

B

　

　

　

　

X

　

試

AAA

誤

群 360

　 9

　 9

　 9

　 9324

804．9172

．7312

．5713

，6115

．31

52，588＊＊

4，752＊＊

考 察

＊＊ P ＜．01

　知覚運動学習 に お け る集中法
・
分散法 の 研究 は古 くは

Lo τge の 銕映描写 の 学習に み ら れ る よ うに 分散学習 は

集 中学習よ b す ぐれ た成績を示 して い る 。 最近 は 回転追

跡器や 書字等 を用 い る 研究 が 多 くな され ，そ れ ら の 研究

の 大多数も同様な結果 を示 し て い る。し か し こ の こ とは

集中学習 と分散学習 の 成績の 比較に つ い て で あ っ て ．学

習 そ の もの に つ い て で は な い 。 時閼制限法 の 条 件 下 の

集中 お よ び 分散の 学習条件は厳密に 考えれ ば，必 ず し

も等 し い 学習量 を課 し て い る と は い え な い 。各 試 行 に

お い て な され る 学習量 は集中法 よ り分散法 の 条 件 下 で

は 多 い し，休 止 中に暗黙 の 学習をな した とす れ ば さらに

分散法 の 方が 多くな る 。 そ れ ゆえ ， 時間制 限法 （TLM ）

よ りは ， 作業制限法（WLM ）を用 い て 各試行 の 学習量を

等 し くす る方 が 好 ま し い 。そ れ ゆ え，本 実 験 も WLM

を 用 い る こ と に した 。 最近 の 多くの 研究は TLM を用 い

て い る が ， それ は 集団実験 をす る こ とが で きる か ら で あ

る ．以上 の 理 由 か ら Lorge と同様 に WLM を用 い て

個人実験を実施 した。こ の 方法に よ る と，筆者 の 研究の

多 くは Lerge と同様，集 中学習 よ り分散学習 の 成績 が

よい こ とを示 し て い る 。 し か し両方法 に よ る 学習程度に

っ い て は 従来考 えられ た 程 の 差異 が あ る とは 考 え ら れ な

い
。

こ れ に っ い て は じ ゆ うぶ ん な結論 に 達 し て い ない と

思 う。

　以上の よ うに TLM ま た は WLM に よ る 集中お よび

分散学習 の 成績 は い ず れ も分散学習の 有利を示 す結果 が

多い が，現在 の 実験 1 に お い て は 年少者 の 書字 課 題 の 学

習は 明臼な結果 を示 さな か っ た 。 し か し 試行 を重 ね る に

従 っ て 分散学習 の 成績が よ い 傾 向を示 し た。ま た 実験 H

の 中学 1 年生 の 逆カ タ カ ナ の 書字学習 で は 有意差 は なか

っ た が，分散学習 の 方が す ぐれ る 傾向 が み られ た。こ れ

は か な りむ ず か し い 課題 で ， 被験者 は 速 く書 くこ と よ P

も ， まちが い な く正 し く書 くこ と に 重点を お き，だ ん だ

ん に 速 く書 くよ うに な っ た もの と考え ら れ る。す な わ ち

初 め は む ず か し い か ら慎重 に 学習 し ， 試行 を重 ね る に従

っ て 書い た 字 に 対 し て 自信を もち ， そ の 後は 速 く書 くこ

と に 重点をお い た の で あ ろ う。 実験 皿 は 年少者の 置換 え

課題の学習 で ，明 らか に 分散学習 の 方 が す ぐれた成績を

示 し た 。 こ の 課題 は数字 に 図形 をお きか え る も の で あ っ

た が，数字 を 書 くこ と（motor 　respons 巳） は既に 学 習し

た もの で ，た だ 図形 と数字を連台 させ る もの で あ る。そ

こ に は た ら く心 的活動は 主 と し て 数字 と図形 の 認知 と記

憶 で ある 。こ れ に 対 し て，書字課題 で は 新 し い 文字 を認

知し て 書 く と い う反応をす る。こ とに 逆文字 に お い て は

親 し い 知覚表象を形成し て そ れ を書 くの で あ る 。 それ で

置換え 課題 よ を複雑 な 心的過程 を要す る む ずか し い 課題

で ある と い え る。ア ル フ ァ ベ ッ トの 書字 は 2 年生 に
．
諜 し

た もの で あ る が， 2年生 に は 新 しい 文字 で あ っ た 。 か れ

らの 字を書 く手 の 運動能力も ま だ 未熟 で あ り，時間観念

も十分 に 意識 し て い なか っ た こ と も考え られ る
。 ま た 逆

カタ カ ナ の 文字 は予備実験に よ り特 に 誤 りや す い も の を

30字選 ん で 課 し た もの で ，相 当 む ず か し く，教 示 も ま ち

が い な く速く書くよ うに 示 し た もの で あ っ た 。 以上 の よ

うな諸条件 の た め に 分散学習 の 成績 が集中学習よ り明 ら

か に よい と い う結果 が み られ な か っ た の で あ ろ う。 以上

の こ と は学習速度 （所要時間） に つ い て の 集中お よ び分

散学習 の 成績に 関 し て で あ る が，一般 に 分散 学 習 の 成績

がす ぐれ て い る こ とに つ い て種々 の 説明 が な さ れ て い

る 。 そ の な か で Hull （1943）の 禁 止 説 （inhibition

theory）が有力 な 説 と して あ げ ら れ，　 Kimble，　 G ．　 A ．

（1949）は 知覚運動学習 の 領域 に か れ の 説を拡大し検証

し て い る。

　集中 お よ び 分散学習 の 誤 りの 成績に 関 し て は 実験 H に
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み られ た よ うに ． 分散学習 の 方が よ い 。集中お よ び分散

学習 と誤 り との 関係に っ い て は 次の 解釈 が な さ れ て い

る 。
McGeoch の 差 別忘却説 は Eas 】ey の

“
｛1溺 い 連合

は 強 い 連 合よ り速 く忘却す る 。 す な わ ち把持 は 連合強度

の 函数で あ る，（2｝一般 に 誤反応 は 正反応 よ ＋」 連 合 が 弱

い 。

”
と い う基 本的仮定 に もとつ い て い る （McGeoch ，

」，A ，1942 ）。 こ の 説 に よれ ば分散学習 の 試行間休 止 中

に 誤反応 は忘却さ れ や す い か ら 分散学習 で は 誤 りが少な

い と 考 え られ る 。こ れ に 対 し て ，Gibson の 般 化分化説

を適用 し た UnderweOd ら （1951）の 実験 に み られ る 見解

で あ る ． こ れ に よ る と，学習 は 正 反癖 の 強化 と 誤反応 の

消去 の 過程で あ る と考え る。分散学習の 試行間休止 中に

は学習時 に 消去 され た誤反応 は 自発回復に よ り次の 試行

で 誤反応が生起す る こ とに な る。そ れ で分散学習は集中

学習 に 比 べ て 誤反応が多 くな る。Underwo ．od の 研究で

は 明白な結果は え ら れ な か っ た が，こ の 研 究で は差別 忘

却 説 を 支持 す る 結果 で あ っ た ．し か し 以 上 の 説 は 言語学

習 に 関す る もの で ， こ れ を知覚運動学習に 適 用 で き る か

ど うか は 問題 で あ 乱 と くに 逆 カ タ カ ナ の 書 字学習 は 学

習 の 結果 に 対す る 正 ま た は 誤反応 の 指示 が な い か ら で あ

る。被験者の な し た 反応に 対 し て 正 ま た は 誤 反応 で あ る

こ と を 示 され る こ と に よ っ て 連合 の 程度 な り，強化 ま た

は消去 が 行な わ れ る 。 それゆ え ， こ れ に つ い て は さらに

検 討す る 必要が あ る，

　集中お よび 分散学習の 効果 に 関 し て 従来 の 諸研究 か ら

若干 の 考察をな し た の で あ る が本研究 で は さ ら に 個 人 差

と関連 し て 研究 を進 め た。最初に あ げ た仮説 と実験結果

と を考 え て み る と 男子 の 集 中お よ び分散学習 の 成績差 は

女 子 の そ れ よ りも大で あ る と い え よ う。 3 実験 の 成績曲

線 をみ る と，分散学習 に お い て は 男子 も女子 も だ い た い

同 じ成績を示す傾向が あ る が ，集中学習 の 成績 で は，男

子 は 女子 よ り劣 る 傾向が み られ る。実験 皿 で は こ の こ と

が か な ）L　 fifiらか で あ っ た 。 ま た実験 1 に お い て もそ の 傾

向が あ る ．さ らに 実験 llに お い て もや や そ の 傾 向 が あ

る。置換えの 集中学習に は注意力 （認知 の た め の ） と さ

らに 相 当な意志力 を要す る も の と思 わ れ る。一
般 に 男子

は 女 子 よ りも こ の 点 に お い て 劣 る と い わ れ て い る 。久保

良英の 研究 （1943） に よ れ ば 3 分問 の 抹消検査 の 男女別

成績 で は ，小学生 の 女 子 は 男 子 よ りす ぐれ て い る。特 に

2 、 3 ，4 学年の 男女差が 大 で あ る 。 こ の 研究 の 実験 1

お よ び 皿 は 2年 と 4 年で あ っ た。ま た衝動抑制検査 と協

応動作検査 は 意志 の 統制力 を要す る もの と し て か れ は 研

究 し て い る。そ の 結果 に よ れ ば，小学性 で は 明らか に 女

子 の 方がす ぐれ て い る。 こ うし た性格特性 が 男 子 の 集中

学 習 を 不利 に し た 一
要因 で あ ろ う。

　能力別 の 集中分散学習 の 成績に は 差異 が 見 られな か ウ

た。下位群 は 上位群 よ り集中学習 が 困難で あ る と す れ

ば， そ の 成績が劣 り，さ ら に 分散学習 が 両群 に は ほ ぼ同

じ 困難度の 学習条件 で あ る とす れ ば下 位群 の 集 中 お よ

び分散学習の 成績差 は 上位群 の そ れ よ り大 で あ る。実験

1 お よ び H の 誤 りの 成績曲線に そ の 傾向 が み られ た が 統

計的処 理 に は 明 ら か で は な か っ た。また実験 1 お よ び 皿

の 成績曲線 （所要時間） で は 能力別 の 集中お よ び分散学

習 の 成績差 に 相違 の な い こ と が 統計的 に も図 の 観察 か ら

も明 らか で あ っ た。 こ うし て 能力別 の 集 中お よび分散学

習 の 成績 に は 差異がない と結論 され る 。 こ れ に つ い て は

最初 に 予想し た よ うに ． 下位群は 集中学習だ け で な く，

分散学習 も上位 群 よ りは不利 な条件で あ る と 考 え ら れ
『

る
゜

す な わ ち も と の 学習状態へ の 復 帰 に 関 して で あ る 。

30秒 の 試行間休止 後，以前 の 学習状 態 へ もどる こ とが困、

難 で 不利 な条件下 で 次 の 学習 を な す とす れ ば ， 相対的 に

は 両 群 の 集中 お よ び 分散学習 の 成績差 に は 差異 が な い と

考え ら れ よ う。

　実験 皿 の 所 要 時間 に も とつ く成績 曲線 をみ る と，集中

学習の 初期の 成績よ りは 第 2 ． 3 ， 4 試行 の 成績が劣 っ

て い る。し か し 分散学習 に は そ れ が み られ な い 。 こ うし

た 現象 は 実験 皿 の
一

部 （誤 りの 成績）に もみ られ る 。 初

期 の 段階 の 学習に お い て は，そ の 学習条件に じ ゅ うぶ ん

適応 で きず．心 理 的 に一
時的 混乱 が 生 じ ， 身体的 に も疲

労 が 生ず る こ と が考 え られ る。しか し試行を重 ね る に従

っ て そ の 学習条件に も適応 で きる よ うに な り，，また 学習

も 進 む か ら し だ い に安 定 し て 容易 に 学習で き る よ うに な

る の で あ ろ う。こ うし た 心 理的 な一
時的混乱 や 不適応状

態 は 学習速度の み な らず質的変化 （正確度）に も影響す

る だ ろ う 。 大島 （1960） に よ れ ば精神的疲労に よ る行動

の 乱れ に 関 し て 注意す べ きもの と し て 反応時間 の 延 び ，

速度の 減少，不要動作 の 附加 ， 視覚判断力の 減少，記噫

の 把持 お よ び 再生能力 の 減退 をあげて い る a こ れ らの 兆

候 は 明 ら か に 学習 行 動 の 速度 お よ び 正 確度に 直接関連す

る もの で あ る。ま た Bourne と Archen （1956）も集中

学習 は 分散学習 に 比 べ て 協応 の な い 運 動 が 多 くな り， 休

止 に よ りそ れ が 減少す る こ と か ら制止要因 は 反応 の 抑制

だ け で な く．学習の 質的 な 面 に も影響す る こ とを播摘 し

て い る。

　実験 皿 に おけ る レ ミ ニ
ッ セ ン ス に 関す る 結果 は予 想 さ

れ る も の で あ っ た 。 す な わ ち集中群 は 休 止 前 の 集中学習

に よ り蓄積 し た 反応禁 止 が休 止 中に 消失 し た の で 休止後

の 学習 に おい て 成績が よ くな っ たも の と考 えられ る 。し

か し レ ミ ニ
ッ セ ン ス は 反 応 禁 止 の み に よ る もの と は 考え

られ な い 。 休止前 に 集 中学習をな し て 5分 の 休止 を与 え．
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られ た の で 休止 後 の 学習初期 に おい て は 休止 中 に失 わ れ

た・酷 勺構え の 回復が 必 要 で あ る 。 そ れ ゆ え レ ミ ニ ッ セ ン

ス は 反 応禁 止 の 消失とい う正 の 効果と，心 的構え の 破壊

と い う負の 効果 との 結果 と し て 生ず る と考え ら れ る 。 学

習課題が複雑 で あ る と心 的購え の 回復も困難 で あ る と 考

え られ る が，置換え課題 は そ れ ほ どに複雑 で もな い こ と

が最初の 考察で も述べ た と お りで ，そ れ ゆえ休止前初期

の 試行 で 速 く回復し たた め に大きな レ ミ ニ ッ セ ン ス が み

ら れ た の で あろ う。

要 約

　本研究 の 目的 は知覚運 動 課 題 を用 い て ，性別 お よ び能

力別 の 被験者 を用 い て 集中 お よ び 分散学習 の 効果を検討

す る こ とで あ っ た。仮説 と し て ，

‘‘
集中 お よび 分散学習

の 効果 は 男子 と女子 とで は 異 な り，能力別 で は 上位群と

下位群 とに は 差異 が ない で あ ろ う
”

と い う こ と で あ っ

た．実験 は 3 部 よ りな り，実験 1 は 小学校 2 年生を被験

音 と し て ア ル フ ァ ベ
ッ ト模写 の 課題 を， 実験 H で は 中学

校 工年生 に逆カ タ カ ナ 書字 を，実験皿 は 小学校 4 年生 に

置換 え 課題 を用 い て 集 中 ま た は 分散 学 習 を させ た。そ の

結果 の 概要は 次の と お りで あ っ た 。

ユ． 学習速度成績 に つ い て

　tl） 男女別 の 集中お よ び分散学習 の 効果 に 関 し て ，実

　　験 1お よ び H で は 有意差 が な か っ た が ， 実験 皿 で は

　　有意差が 見 られ た。し か し 実験 1 お よ び 1 に お い て

　　も実験 皿 と 同 じ傾向 は み ら れ た。

　（2｝ 男子 と女子 と の 成績差 （集中法 ，分徹法 を無視し

　　た とき）は有意 で な か っ た 。 た だ実験 皿 で は女子 の

　　方 がす ぐれ る傾向 が あ っ た 。

　｛3） 能力別 の 集中お よ び分散学習 の 効果 に は 有意差が

　　な か っ た 。 た だ 実験 1 で は 下位群 の 集中お よ び分散

　　学習 の 成績差 が 上位群 の そ れ よ り大 とな る 傾向 が見

　　 られ た 。

　［4｝ 上位群 は 下位群 よ り有意 に 学習 が速い 。

2．　誤 り成績に 関し て

　［1］ 実験 H に お い て男女別 の集中お よ び分散学習の 誤

　　 ウ成績 に は 有意差が な か っ た。

　（2） 男子 ど女子 との 誤 り成績 に は 有意差がな か っ た。

　（3｝ 下位群は 上位群よ り集中お よ び分散学習に お け る

　　成績差 が大と な る 傾向 が 見 られ る が 有意差 が な か っ

　　 た D

　（4） 上 位群 の 誤 りは 下 位群 よ り有意 に 少 な か っ た 。

3．　 レ ミ ニ ッ セ ン ス に 関 し て

　　実験 皿 に おい て 集中学習 に 有意な レ ミ ニ ッ セ ン ス が

　み られ た 。

　知覚運動学習に お け る集中 お よ び分散学習 の 効果 に 関

し て 従来の 諸研究を参考 に し て 本研究 の 結果 を 老 察 し

た。分散学習は集中学習 よ りす ぐれ た成績 （学習速度お

よ び 正確度）を示す こ と に つ い て 禁止説，差別忘却説，

般化分化説，お よ び精神的疲 労説 と関連し て 考 察 さ れ

た。さ らに レ ミ ニ
ッ セ ン ス に 関 し て も禁止説 お よ び心的

構え説 の 立 場 か ら 考察 し た。
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  The  purpose  of  this  study  is to examine  the effe-

cts,  in the  perceptllal-motor  task,  of  the  massed  and

distributed practice  (called MP  and  DP  respective-

ly) of  the  subjects  divided by sex  and  abilities.  The

anticipation  was  established  that  the  effects  of  MP

and  DP  will  vary  with  sex,  bttt not  with  high and

low abilities.  The  present  study  thus  consists  of

three  experiments,  In experirment  I, the  second

grade  pupi!s  of  elementary  school  were  asked  to

copy  the  alphabetical  letters as  fast as  possible. In

experiment  II, the  second  gracle students  of  middle

school  were  solicited  to write  inverted  Katakana (the

Japanese letters) as  fast and  exact  as  possible.  In

experiment  III, the  fourth grade  pupils ef  elemen-

tary  school  wete  instructed te perfoTm  a  substitution

task as  fast as  possible.  The  subjects  in each  expe-

riment  learned each  task  ill terms  of  MP  and  DP.

The  results  were  as  fellows.

  1. The  performance  results  measured  by  ihe  le-

   arning  speed

  {1) A  significant  difference was  not  observed  bet-

ween  the  effects  of  MP  and  DP  both in the  case  of

males  and  in the  ca$e  of  females in experiment  I

and  II, Howeyer,  a  significant  djfference was  found

in experiment  III. Im addition,  the  results  from ex-

periment  I and  II indicated the sametrend  as  those

from  expeTiment  III,

  C2) The  difference faited to reach  the  significance

level between rnales  and  feinalesr when  MP  and  DP

-were  disregarded. On]y  in experiment  III, there

was  a  trend that the performance  by females was

superior  to that by males,  but the difference was

not  significant,

  {3) The  effects  of  MP  and  DP  were  not  signifi-

cantly  different at  the  ability  levels. In experiment

I, however,  a  tendency  was  seen  that  the  perfor-

mance  was  dlfferent between MP  amd  DP  in the  lew

ability  group.  However,  the  .high abitity  group

showed  nearly  the  same  performance  in MP  and  DP.

  (4) The  speed  ef  learningwas significanlly  faster

in the  high ability  group  than  in the  tow ability

group.

  2. The  performance  results  measured  by the

   errors.

  (1} There  was  not  a signlficant  difference in the

errors  between MP  and  DP  either  in the case  ef

males  or  in the  case  of females in experiment  II.

  {2) The  difference was  not  significant  in the  er-

rers  between males  and  females.

  (3) A  tendency  was  found that  the  difference in

the  performanc'e  between MP  and  DP  seemed  larger

in the low ability  group  than  in the high ability

group.  However,  there  was  not  a  signlficant  aiffe-

rence  between the effects  of  MP  and  DP  either  in

the  case  of  the  high ability  group  or  in the  case  ef

the !ew ability  greup,

  {4) The  errors  of  the  high ability  group  were

significantly  fewer than  those  of  the  low abillty

groUP.  '

  3, The  above  results  seem  almDst  tosupportthe

anticipation  concerning  the  performance  viewed  from

learning speed.  The  personality traits of  males  and

females, tbe  learning  conditions  of  MP  and  DP,  ana

the  distraction and  recovery  of  set  in abillty  greups

were  discussed in connection  with  the results  eb-

tained  here, As  the  present  study  is only  one  trial

of  a  series  of  research,  further  studies  will  be call-

ed  for in the f"ture.
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