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逐語 的記憶 に お け る等価 ： H
一 一ドイ ッ 語 の 単語の 学習

一

久 原 恵、 子
＊

　前 の 研究 で は 逐語的記憶課題 に お い て，変換 を加え る

こ とに よ っ て 新 し い 学習材料 と 既有 の 箔報 との 間に 等価

を確立す る （有 意味学 習 す る ）過程 に つ い て，英語 の 動

詞 の 時制変化 を材料 と し て 検討 し た 。そ し て
一
般 的 な 変

換 の ル
ー

ル が一
義 的 で ，包括 的 で

， 例 外 の な い 場合 に

は，変換 の ル
．一

ル を言語的 に 与 え る こ とお よび 変換の 標

準 と な る 情報 を 明 瞭 に す る こ と に よ っ て 等価の 確立 を促

進 し よ うとす る こ と は ， 習得と保持 を高 め る こ とが 見出

さ れ た．

　本研究 で は ，前 の 研究 の 揚 合よ D も， 逐 語的記憶課題

に と っ て 効率 の 良 くな い 変換 の ル ール に よ っ て 等価が確

立 され る 場合 を と P扱 う。すな わ ち， 等価を確 立す る た

め の 一
般 的 な 変換 の ル

ー
ル は，多義 的 で ，非包括的 で ，

し か も例外が あ る 場合 で あ る。具体的 に は ドイ ッ 語 の 単

語 を覚えよ うとす る とき，think → denken の よ うに英

語 の ・th は ドィ ッ 語 で は d に な る と い っ た，子音 の 対 応

に 関す る 特殊 的規則 を与 え る場合を扱 う。

　実験 に 着手 し た さ い わ れ わ れ は，こ の よ う な規則 を与

え て ， 既有の 英語 に つ い て の 知識 と の 間 に 等価 の 確 立 を

行なわ せ る こ と は ， ドイ ツ 語 の 学習 に と っ て 促進的 に 働

くで あ ろ う と 予 想 して い た。し か し 予 備実験 の 結 果 で

は，こ うした 促進的な効果 は み られ ず， む し ろ抑 制的傾

向 が 認 め られ た 。学習者の 側が ル
ー

ル を う ま く使 っ て 等

価を確立 し うる 側面 を処理 し，等価 を確立 で き な い 側面

に 逐 語的記憶 の 努力 を集中すれ ば，こ うし た 「弱 い 」 ル

ー
ル で も助 け に な る は ず だ が ，実際 は こ の 逆 の こ と が 生

ずる （等 価 が 確 立 で き る 側 面 に 注 意 が 向 け ら れ て し ま

5）。し か し ，
こ の 実験結果 は わ れ わ れ の 常識的予 想と

くい ちが うもの だ か ら，さ らに 確 か め ら れ る 必 要 が あ

る 。 ま た，も し こ の 実験事態 で は 弱 い ル ール の 言語 的呈

示が全 体と して抑制的 で あ る と し て も，ル
ー

ル の プ ラ ス

の 効果 もあ る は ず で，そ れ が あ ら わ れ や す い 課題 （た と

え ば 転移 な ど ）や呈示 の 時期 （か な り習得 が すす ん で か

ら 与 え る ，あ る い は テ ス ト時 に 与え る）をもあ わ せ て 考

慮す る こ とに よ り，そ の 効果 を よ P分析的に知る こ とが

重要 で あ ろ う。そ こ で 本研究 で は ル ール を 学習時 に （時

期 を 異 に し て ）与 え る場含， 再生時 に与 え る 場合，与 え

な い 揚 含 を 設 け，記憶お よび転移 課 題 で の 成績 の 比 較 を

行な う こ と に し た。

方 法

　 1　 概略　日 本語 の 単語 を刺激項 （S項）JS の 目本

語 の 単 語 と同 義 の ドイ ッ 語 の 単語 を反応項 （R 項）とす

る対連合学習 を 行 な わ せ る 。 6 対 か ら な る リス ト 1 と28

対 か らな る リス ト2 の 学習 と テ ス トを行な う。最後 に，

転移 を み る た め 末学習の リ ス ト 3 （9 対） の テ ス トを行

な う。 3 つ の リス トを通 じ て 対応す る ドイ ツ 語 と英語 の

単語 は ，母音と 語尾 に つ い て は対応 が ない が，子音 に関

し て は 規則的な対応 関係 が あ り，
か つ そ の こ と を 全員 に

説明 し て お く。

　子音 の 対 応 の 規則 （特 殊 的 ル ール と よ ぶ ） を与 え る時

期 に 関 し て 4 つ の 条件 を 設け た。A 群で は リス ト 2 の 学

習前に ，
B 群で は リス ト 2 の 2 回 目と 3 回 目の 学習 の 間

で ，C 群 で は リ ス ト 2 の 3 回 の 学 習 を完了 し て 再 生 テ ス

トを行 な う直前 に，特殊的ル
ー

ル を与 え た 。D 群 に は特

殊的ル
ー

ル を与 えず ，
C 群が ル ール を与 え られ て い る 間

休けい さ せ た。リス ト 2 の 2 回 の 学 習 の 後 の 再 認 テ ス

ト， 3 回学 習後 の 再 生 テ ス トと再認 テ ス ト，挿入作業後

の 再 認 テ ス ト，リス ト 3 に つ い て 転 移 をみ る テ ス ト で，

各群 の 成績を比較 し た。

　 2　学習材料 　学習材料 は S 項 は 日本語 の 単語 ，
R 項

は S 項 の 巨本語 の 単語 と同義 の ドイ ソ 語 の 単語 の 対連合

で ， リ ス ト 1 は 6 対 ，リス ト 2 は 28対， リ ス ト 3 は 9 対

か らな る 。ドイ ツ 語 の 単語 は
， 対応 す る 英語 の 単語 と子

音 に つ い て だ けは 規 則的 な 対応 を もつ もの を選 ん で 用 い

た 。具体的 に は
， 大岩

＊
の あ げ て い る 15の 子 音 に 関 す る

　 くL た ち

＊ 国 立 音楽 大 学 ＊ 大 岩 信 太 郎 「ド イ ツ 単 語 5500 」 郁文堂，1956
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対応の うちか ら，TABLE 　3 に 示 し た 6 つ を抽出 し， こ

の 規則 が 少 な く と も 1 回 は適用 され る 単語 を選 ん だ。さ

らに
， 英語 の 単語 が 中学基本語彙約 2200語 ＊に 含 ま れ て

い る も の だ け を選 ん で 用 い た。TABLE 　I に，各 リス ト

の S項 とR 項 お よび 対応す る 英語 の 単語を示 した 。各対

に お い て 「規則的 」に 対応す る子音 は，TABLE 　1 中ア

ン ダーライ ン で 示 し て あ る一

　 3　被験者　独蕩大学仏語科学 生 。ドイ ツ 語 の 学習経

験 の な い 学生を ラ ン ダ ム に 4群 に 分 け，A 〜D 群 と し

た。実験 は 1971年 6 刀 に集団 で 施行 し た。

　 4　実施の 手続き　実施 の 手続 きの 概要 は TABLE2

に 示 す。ま ず全群 に 共通 の 手続きか ら説明す る
e

　ス テ ッ プ 1 ： リス ト ユ の 学習 。 上段 に S 項の 日本語 の

単語，下 段 に R 項 の ドイ ツ 語 の 単語 を書 い た カ
ード 6 枚

を各10秒呈示す る
。

「日本 語 の 単語 が 示 され た と き， そ

れ に 対応す る ドイ ツ 語 の 単語 が 書け る よ うに覚え よ 」 と

教示す る。

　 ス ア ッ プ 2 ： リス ト 1 の 再認 テ ス ト。S 項 の み を各 10

秒 呈 示 し， 6 つ の 選択肢の 中 か ら正 答 を選ば せ る 。選 択

肢は R 項 6 つ を ア ル フ ァ ベ
ッ ト順 に 並 べ た もの で ， ま ど

わ し の 選 択肢 は 含 まれ て い な い 。

　ス テ ッ プ 3 ：
一

般的 ル ール の 説明．

　 「ド イ ツ 語 と 英 語 は 同 系統 の 言 語 だ か ら，対 応 す る 単

語 は よ く似 た 形を と る こ と が 多 い
。 だ か ら 日 本語 の 単 語

を 見 て ， ド イ ツ 語 の 単 語 を 思 い 蹴 そ う と す る と ぎ に は ，
ま ず 対 応す る英語 の 単 語 を 思 い 浮 か べ る と 助け に な る。

対応す る 英語 と ド イ ツ 語 の 単 語 を く らぺ る き い に は ，子

音 と 母 音 と 語 尾 の 3 つ に 分 け て 比 較 す る
。

こ こ で 撮 う単

語 に つ い て は ，母 音 は 母 音 字 a
，

e7　 i
，
　 o ，　 u の 5 文 字 で

あ らわ きれ る。子 音は 母 音字 以 外の ア ル フ ァ ベ
ッ トの 文

字 で あ ら わ さ れ る。語 尾 は ，単語 の 最 後 の 部 分 の 一e と

・en を さす。母 音 と 語尾 に つ い て は ，ドイ ツ 語 は 対応す

る 英 語 と 同 じ 場 合 も異 な る場 合 もあ り，規 則 性 は 見 出 せ

な い
． 子 音 に 開 し て は

，
ド イ ツ 語 の 単語 の 中 に は 必 ず 1

つ は 英 語 の 単語 と 異な っ た 子 音字が 含 ま れ て い る と い う

規 則 性 が あ る
。 異 な っ た 子 音字 が 2 つ 含 まれ て い る こ と

もあ る 冒

とい う主旨の 説明 を 与 え た
。 な お説明 の 要点は紙 に 書 い

て ． 実鹸 の 間中，黒板 に 掲 示 し て お い た。

　ス テ ッ プ 4 ： リ ス ト 2 の 学習第 1 回。上段 に S 項 ， 下

段 に R 項 を 葺い た カ ード28枚を各 10秒呈示。 「日本語 の

単語 が 示 され た と き，そ れ に 対応す る ドイ ッ 語 の 単語が

書 い て答え られ る よ うに よ く覚え よ 」 と教示 する。

　 ス テ ッ プ 5 ： リ ス ト 2 の 学習第 2 回。ス テ ッ プ 4 と 同

TABLE 　l　 Materials　used 　in　 experiment

S−termjapanese R −term 　　　　corresponding ・
Germa エ1　　　English
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＊
岩崎異平 編 「新 ボ ケ ツ ト英 和 辞 典 」 1965年改 訂 新 版

Note ： Co 【1sonants 　conforn ユing　to　the　rule 　of

　 　 　 consonaTlt 　 shift 　are 　underlined ．
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TABLE 　2　　0utline　of　experimental 　procedures

Steps Activities

1．learning

2．test

3．　exp ！anation

　　 Agr ．

4．learning エ

5．　learning 　2

6．test （2− 1）

of 　L1 　（sR 　presentation）

of 　L1 （only 　S　 was 　presented ，

　 recogniti 。 n ）

of 　the 　rule 　of 　 word 　simi ユarity

Icarned　the 　rules

of 　L2 　（SR 　presentation）

of 　 L2 （SR 　 presentation）

of 　 L2 ・a （only 　S　was 　P 「 esented
・

　 recognitiOD ）

　　 B 　gr．　 iearned　the　rules

7．iearning　3　　 0f　L2 （SR 　presentation）

　　 Cgr ．1巳arn 巳d　the 　ru ］es ； Dgr ，　 rested

8．　test （2− 2）

90

ー

ワ一

　

111

test　（2− 3）

of 　L2 （S 十 Eng ］ish　 was

　pre ・ ented ，　 reprDducti ・ n ）

of　 L2− b （only 　S，　reeogn 三tion）

interpolated　task 　test　for　 me 皿 Qry 　capacity

test （2− 4）　　 of 　L2 ・b　（only 　S，　 recognitlon ）

test　　　　　　　 of 　L3　（only 　S）

様に 行 な う。呈 示順は異な る。（以 下 の X テ ッ プ で も呈 示

頴 は 毎 回 変 え る 。）

　ス テ ッ プ 6 ： リ ス ト 2 の 再 認 テ ス ト （2 − ／）。　リ ス

ト 2 の うちの 9 個 の S 項 の み を10秒ずつ 呈示 し，27飼の

選択肢 の 中か ら正 答を選 ば せ る 。こ の 9 個 は TABLE 　1

に a の し る し を つ け て 示 し た 。 27個の 選択肢 は 9 個 の 正

答 と 9 個 そ れ ぞ れ に 対 し て 用意 さ れ た 2 個ずっ の 誤答か

らな っ て い る。誤答の うち 1個 は ，子音 に 関 し て は 正 答

と同 じ で 誤 りが ない が母 音あ る い は 語尾 に ge　P の あ る も

の ，もう 1個 は，子 音 に 関す る 誤 り をも含 ん で い る も

の か ら な っ て い る。た と えば，denken に 対 し て は，

dinken お よ び thinken の 2個が 選択肢 の 中に 加 え ら れ

た
。

ま どわ L の 選択肢に は，予備実験 の 再 生 テ ス トの 誤

反応 の 中か ら頻度の 高 い もの を選 ん で 用 い た 。 選択肢 は

ア ル フ ァ
ベ

ッ ト順に 並 べ て 「あ」 か ら 「ひ 」 ま で の 記号

」がつ け て あ り ， そ の 記号 で 回答す る こ と を求め た
。

　 ス テ ッ プ 7 ： リス ト 2 の 学習第 3 回。ス テ ッ プ 4 と同

様 に 行 な う。

　 ス テ ッ プ 8 ： リ ス ト2 の 再生 テ ス ト（2 − 2 ）。 上段 に

は S 項 を ， 下 段 に は 対応す る 英語 の 単語を書い た カ ード

．28枚を各 20秒ず つ 呈 示 し
， 対応す る Fイ ッ 語 の 単語 を 書

い て 答え させ た 。

　 ス テ ッ プ 9 ： リ ス ト 2 の 再 認 テ ス ト（2 − 3 ）。ス テ ッ

プ 6 で用 い た の とは異な る 9 個 の S 項 に つ い て
，

ス テ ソ

プ 6 と同様に テ ス トす る。こ の 9 個 は TABLE 　1 に b の

し る し を つ けて 示 した 。

　ス テ ッ プ IO　i　ie入作業 と して ， 記憶能力 テ ス トを行な

う。約 54G字 か らな る 文章 を読み あ げ（2 分）， 直後に 文

章 の 中 に 出 て き た事項 に つ い て質問 に 答 え させ る
。 テ ス

ト項目は 10で ，回答時間 は 1分 。

　ス テ ッ プ 11 ； リ ス ト 2 の 再認 テ ス ト（2 − 4 ）ス テ ッ プ

9 の テ ス ト2 − 3 と全 く同 じ テ ス トを行 な う。
S 項の 呈

示順 だ け は 異な る。

　ス テ ッ プ 12 ： リス ト 3 の テ ス ト
。 学習 し な か っ た 材料

に つ い て ， 転移を み るテ ス トをす る 。 上段 に 日本語 の 単

語 を，下段に 目本語 と対応す る 英語 の 単語 を書 い た カ ー

ド9枚を30秒ずつ 呈示す る
。 それ に 対応す る ドイ ツ 語の

単語を，27 の 選択肢 の 中か ら選 ばせ る 。選択肢 は 9 個の

正 答 と， 9 個 そ れ ぞ れ に 対 し て 2 個ず つ 用意され た 誤答

と か らな る。誤答は い ずれ も，子音 に つ い て 誤 り を含ん

で い る
。 選択肢 は ア ル フ ァ ベ ッ ト順 に 並 べ て あ る。

　 以上が 畦群 に 共通 な手続き で あ る。 4 群 の うち 3 群 に

は 子 音に関す る 特殊的 ル
ー

ル を与 え た c 特殊的 ル
ー

ル

は，
’
rABLE 　3 に 示 した 6 つ の 規則 か ら な っ て い る

。 特

殊的 ル ール を説明す る と きに は ， 特殊的 ル ール お よ び 6

つ の 規則の 例 と な っ て い る リス ト 1 で学習し た 6対 の 目

本語 ． 英語， ドイ ツ 語 の 単語 を書 い た用紙を配布 し た
。

規則 そ の もの の 記憶 の 負担 を軽減す る た め で ，こ の 用紙

は実験 の 問 中参考 に す る よ うに と教示 した。し か し ス テ

ッ プ 12の 転移の テ ス ト実施直前 に 回収 した 。特殊的ル ー

ル に つ い て の 説明 の 概略は次 の よ うで あ る
。

　　「 ド イ ツ 語 の 単語 を 覚 え る と きに は ，英 語 の 単 語 か ら

ド イ ツ 語 の 単語 を 作 る と きの 規則 ， す な わ ち 英語か ら ド

イ ツ 語 へ の 変化 の 規 則 を 知 っ て い る と 助け に な る 。 こ こ

で 用 い た 材料 で は 毎 音 と 語 尾 の 変化 に は 規 則性 は み られ

な い が ， 子 音 の 変 化 に は ，プ リ ソ トに 書 い た 6 つ の 規 則

があ る
。 子音 字 は こ こ に あ げ た 以 外 の 変 化を す る こ と は

な い 。例 に つ い て こ の 6 つ の 規 則 の 適 用 を み て い く。
日

本 語 「広 い 」 に 対 応 す る 英 語 の 単語 wide の 中 に 含 まれ

て い る 子 音字 は w と d の 2 つ
ew

は 変化 の 規則 の 中 に 含

TABLE 　3　 Rules 　 of 　 consonants 　 shift 　between

　　　　　 Eng ］ish　and 　 German

Eng ｝i邑h German

ー

ワ】

3456

d

φ

kpt

幽

tchchforffz

　or 　tzd
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まれ て い な い の で 変 化 し な い 。d は tlこ 変 わ る と い う規

則に 従 っ て t に 変 わ っ て い る 。（規 則 2 〜 6 に つ い て も同

様 に 説 明 した ） k と t に 関 して は 規 則 通 り に 変 化 し な い

で ， そ の ま ま と い 5 こ と が あ る 。こ の 実験 で 用 い た 材料

の ドイ ツ 語 の 単語 の 中 に は ，こ の 6 種 類 の 規 則 に 従 う子

音 の 変化 が 1 つ は 必 ず含 まれ て い る 。こ の 6 種 類 以 外の

子 音字 が 変化 す る こ と は な い 。1 こ の 説 明 に は 5分 20秒

を要した ，

　 A ，B ，　 C の 3群は こ の 特殊的 ル ール を与 え ら れ た

が ，そ の 時期が異 な る cA 群 で は リ ス ト 2 の 学習を始 め

る 前 に ， す な わ ち ス テ ッ プ 3 と 4 の 問 で 与 えた
。

B 群 で

は リ ス ト 2 の 学習 を 2 回 と テ ス トを 1 回 終わ っ た時，す

な わ ち ス テ ッ プ 6 と 7 の 間 で 与え た cC 群 で は リス ト 2
の 学習 を 3 回全部終 り， 再生 テ ス トを行な う直前，す な

わ ち ス テ ッ プ 7 と 8 の 間で 与 え た eD 群 に は特殊的 ル ー

ル は 与 えず，C 群が ル ール を与 え られ て い る 問休 け い さ

せ た
。 休けい の 問 は ， ギ ター

曲 を流 した。

　実験 の 所要時開 は約55分 で あ る。実験 の 実施 は す べ て

テ ープ に 録音 され た 指示 に 従 っ て 進 め ら れ た。

結 果

　 1　 リス ト 1の 学習　リス ト 1 の 再認 テ ス ト （ス テ ッ

プ 2 ，6 点満点） で ，4 〜 6個正答 した者だ けを，有効

資料 と し た
。 採用 し た 資料は ，

A 群 13名，　 B 群17名 ，
　 C

群 11名，D 群 19名分 ， 除外 した もの は， 1 名，2名，3

TABLE 　4 氏1eans　and 　standard 　deviations

on 　each 　test

full　scole 　 A 　g1．　 B 　gr ．　 C　gr ．　 D 　gL 　 F −value

No ．　 of 　Ss

　　　　臓
test 工　　　　 σ 　6131711

工960

（
5、690
．74）（1：ll）（1：き1）お：§1） ／

test　2＿1　
m

　 　 　 　 o9 （

3，921
．82）（轜 ）（1：蜑）（1：ll） 1・67

・… 2− ・

艶 ・1：呂1）逡：器）1鵬 1ξ：1も・・81・

… 2− ・ 7 帽 ：壽）（

4．71　　5．45
1．51）　（1 ．98）（1：ll）・・51

・…

？zO
’

：”・
・鑷 8：島（

5，27　　5、53
1．72）　（1．97）

… 7

・… 3 碧 ・
（

6．151
．53）（1：器）（1：訂）8：曷）

… 7…

test　for
　 　 　 　 　
memory 　　 lo
　 　 −　 　 　 　

capac 】ty （
8．69　　9．29　　8，GO
1．65）　（0，87〕　（1．48）（1：1；）… 5

N 。te ・ F ・value 　 yielded 　 by　 analysis ・
・ f−variance ，

　　　 aU 　groups ．

　　　
＊
　Pく．05

　　　
（＊） P く．10

名， 1 名分で あ る
。 採用 し た資料に つ い て の 各群の ，各

テ ス トに お け る 正 答数 の 平 均と標準偏差 は
，

TABLE 　4

に 示 した。

　 2　 リス ト2 の 学習　リ ス ト 2 に つ い て の 1 回 目 の テ

ス ト 2 − 1 は，リス ト 2 の 学習 を 2 回行 な っ た 後の ス テ

ッ プ 6 で 行 な わ れ た。4 群間 の 分散分析 で は有意差 は な

か っ た。A 群だ け は リス ト 2 の 学習前 に，特殊的ル ー
ル

を与 え られたが，他の 3群は それ は 与え られず こ こ まで

は 全 く同 じ手続 きで 行な わ れ た 。特 殊 的 ル ール を与え ら

れ た A 群 の 正 答数 の 平均 と他の 3 群を合わ せ た 平 均値を

比較す る と，A 群 の 成績が 重検定 で 5 ％水準で 有 意に 劣
』

っ て い た （t ＝1．　95，自由 度58）。

　 リス ト2 に つ い て の 3 回 の 学習 を完了 した後 で 行な っ

たテ ス ト 2 − 2 （ス テ ッ プ 8 ） の 再生 テ ス トの 成績 は 4

群間 の 分散分折 で は 5％水準 で 有意差が あ っ た
。 特殊的

ル
ー

ル を リス ト2 の 学習前 に 与 えられ た A ， B 群 の 正 答

数 の 平均 は 低 く，特殊 的 ル ー
ル を 再生時 に 与 え られ た C

群が も っ とも高か っ た 。2 群ず つ 平均値 の 比較 を し た と

こ ろ，A 群と C 群 ，　 B 群 と C 群 の 比 較 で ，い ず れ も 5 ％

水 準 で C 群 の 成績が 秀れ て い た （亡 ＝2．35， 自由 度 22 ，

t ；2．34，自 由 度26）。ほ か の 対 に つ い て は 有意差 は な

か っ た。

　テ ス ト2 − 2 の 再生 テ ス トの 誤反応を 次 の 4 つ の カ テ

ゴ リーに 分け分析を行 な っ た。  無答，  子音 に つ い て

は 正 し い 反応 ，   子音 に 誤 りが あ る反応 の うち，特殊的

ル ール に そ っ た 誤 りの あ る もの （規 則 4 あ る い は 5 で or

で 示 され て い る 不 適 切 な 万 を 適 用 し た 場 合，例外 に 規 則

を 適 用 し て 変化 さ せ た 場 合 ， 2 つ の 子 音 に ル
ー

ル を 適 用

し な け れ ば な ら な い と こ ろ 1 か 所 しか 適 用 し な か っ た 場

合 を 含 む ），  子 音 に 誤 りが あ る反応 で   以外 の も の ，

で あ る 。群 ご とに ， 4 つ の カ テ ゴ リーに属す る 誤反応 の

割合を求 め TABLE5 に 示 し た 。こ の 結果 で ，子音 に っ

い て は 正 し い と い うタイ プ   が規則を与 え られ た A ，B ，
C 群で 多い こ と （4 群 問 の タ イ プ   の 比 率 の 差 の 検 定 を

し た と こ ろ ，0．1％水準 で 有 意 で あ っ た 。Z2＝23．2S， 自

由度 3 ），規則 と無関係な 子音 に つ い て の 誤 り  は，規

則 を与 えられ た 3 群 で は 少 ない こ と，子 音 に つ い て の 誤

り の 2 つ の タイ プ ◎ と  の 割合が，C 群で は A ，　 B 群と

異な っ て い る （C 群 で は   〉   ）こ と が注 目さ れ る。

　挿入作業をは さ ん で 行 な わ れ た テ ス ト 2 − 3 （ス テ ッ

プ 9 ），テ ス ト 2 − 4 （ス テ ッ プ 11）で は ，い ずれ も 4

群問 の 分散分析 の 結果 に は 有意差 は な か っ た。ま た テ ス

ト 2 − 3 か ら 2 − 4 へ も有意な 変化 は み られな い
。 挿入

作業と して 行なわ せ た 記臆能カテ ス ト （ス テ ッ プ 10）に

も， 4 群問 に 有意差 は み られ な か っ た 。
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TABLE 　s　 Types 　 Df 　 errors 　in　 recal ｝　 test （numbers

　　　　　 and 　percentages 　for　total　 errors ）

Types 　 of 　 errors Agr ．　 Bgr ，　 Cgr ．　 Dgr ，

  N ・ an ・… 　 　 （，12％）（，鷺） （、．1）（、為
　 All　 consonants 　 cor

・

蠹 謡 P
彰灘

d
ゴ。 、 （、9｝6）（轟 （，。了1）（261♀）

　／or 　endings

・艶墾灘 聾
一
・・911・（・711・（25？；）（1♂8・

癌譱難儼
二
… 78・　… lg・論 論

　 Total　　 　　　　 　　　 　 242　　 304　　 143　　 300

　 3　転移テ ス ト　転移 をみ る テ ス ト 3 （ス テ ッ プ 12）

で は， 4 群間の 分散分析 で 10％水準 で 有意差 が み ら れ

た 。特殊的 ル ール の も と で 学習 した A ・B 群 コ ミの 正 答

数の 平均 と ， そ うで ない C ・D 群 コ ミ の 平均値を 比較す

る と，前者 D：　1％水準 で 有意に 秀れ て い る と い え る （t ＝

2，73， 臼由度58）。
A ・B 群 コ ミ と D 群 との 平均値 の 比

較 は 5 ％水準 で 有意差 が あ っ た が （t ＝2．69，自由 度

47），
A ・B 群 コ ミ と C 群 と の 比較 は 5 ％水準 で は 有意

で は な か っ た 〔t ； 1．92， 自由 度39，10％水準 で 右意）。

討 論

　 1　 要約　 日本語 の 単語 を S項 ，S項 と同義 の ドイ ッ

語 の 単語 を R 項 とす る対連合学習を行な わ せ る
。

6 対 か

ら な る リス ト 1 ， 28対 か ら な る リ ス ト 2を学習 させ ，テ

ス トを行 な う。最 後 に 未学習 の リ ス ト 3 の テ ス ト を す

る。ドイ ツ 語 と対応す る英語 との 子音 の 間 に み られ る対

応の 規則を特殊的 ル
ー

ル と し て 与 え る 群 （A ，B ，C 群）

と与 え な い 群 （D 群 ） との 比 較 ，お よ び ， ル
ー

ル を与 え

る時期に つ い て の 比較が なされ た 。そ の 結果次 の こ と が

明 ら か に され た 。

　（1） 特殊的 ル
ー

ル を言語的に 与 え て 学習させ る と
，

か

え っ て 再生量 が 減少す る傾 向が あ る。特殊的ル
ー

ル を再

生時 に 与 え る こ と は，再生 量 を 増大 さ せ る傾 向が あ る。

　 （2） 3 分 30秒 くら い の 別種 の 作業を挿入 し た前後 の 再

認 テ ス トの 成績 は ，ほ と ん ど変わ らな い 。

　 ｛3］ 未学 習 の ドイ ッ語 の 単語 を 推量 させ る 転移 の テ ス

ト （リ ス ト 3 ）で は ，特殊的 ル
ー

ル の 下 で 学習 した A
，

B 群 の 成績が， C ，　 D 群よ り秀れ て い た 。

　 2　等 価の 確立 の 促進 と 記憶量　本研究で は，学習時

に 特殊的 ル ール を与 え て 等価の 確立 を促進す る こ とが，

記憶量を減少させ る 働き を もつ こ とが 示 さ れ た。こ の 傾

向 は．テ ス ト 2 − 1で A 群 の 成績 が 他 の 3 群 よ り低 い こ

と，テ ス ト 2 − 2 で A ・B 群 の 成績が C ・D 群よ り低 い

こ と に示 され て い る
。

こ れ は 予想外 の 結果 と 思 わ れ よ う

が ，特殊的 ル
ー

ル の 言語的呈示 が記憶量 の 減少を もた ら

す こ と あ る い は 少 な く と も増大 を も た ら さな い こ とは，

3 回 の 予備実験 の 結果 に も
一一

貫 し て み られ た 。

　第 1 回 目の 予備実験 で は，リ ス ト 2 の 学習 （1 回 ） を

させ て は ，再認 テ ス ト （28点満 点）をする 手続きを 3 度

くりか え した 。テ ス トの 誤 反応数 の 平均 は，学習前に特

殊的 ル
ー

ル を 与 え た 群 （大 学 生 30名）で は そ れ ぞ れ 8．3，

2．7 ， 1．2 で あ り，ル ール を与 え な か っ た群 （28名） で

は，8，6， 2．6，1．2で あ り，群問 の 差 は 見 ら れ な か っ た e

なお こ の 再認 テ ス トは ， 選択肢に まどわ し を入れ ず，29

個 の 正 答 だ け を 示 し て 選 ばせ た もの で あ る 。 し た が っ

て ，「土地 一Erde」 で は E が つ く と い うこ とだ け を覚え

て い れば 正 答 で き，細部に まで 注 目す る こ と を 必 要 と し

な い こ と もあ っ て ，両群 と も 2 回 の 学習 で 誤 りは 28個中

の 3以 下 と 高 い 成績 を示 した 。

　 第 2回 目の 予備実験 は，第 1 回 目の 予備実験 に，第 3

回 目の テ ス トを 再 生 テ ス ト （日 本 語 と 英 語 を 呈 示 し， ド

イ ツ 語を 書 か せ る ） に 変え る と い う変更 を 加 え て 行 な っ

た 。各 テ ス トの 誤反応 の 平均 は，学習前 に 特 殊的 ル
ー

ル

を 与 え た 群 （大 学 生 34名 ） で は ， 11、2」5．1，18．ユで あ

り，ル
ー

ル を与 えなか っ た 群 （39名）で は ，
10．0，4．2，

14．5で あ り，ル ール を与 え た群の 方 が 誤反応数が多か っ

た 。
3 回 目の テ ス ト （再 生 テ ス ト） の 平均値の 差 は t 検

定 で 1 ％水準 で 有意で あ っ た （t ＝2，80，自由度71）。

　 第 3 回 旨の 予 備実験 で は，本実験 の B 群 と同 じ 時期 に

　（す な わ ち リ ス ト を 2 回 学 習 し た 後 で ）特殊的 ル
ー

ル を

与 え る 群 と与 え な い 群 の 比 較 が な され た。 リ ス トを 3 回

学習 した後 の 再生 テ ス トの 誤反応数の 平均 （28点 満点）

は，ル
ー

ル を与 えた 群 （大学 生 9 人 ） で は ， 17．3．与 え

な か っ た群 （7 人） で は 16 ．0で あ っ た
。

そ れ に 続 い て行

な っ た 再認 テ ス ト （リ ス ト 2 の b 使 用 ， 9 点 満 点 ） で

も，誤反 応数 の 平均 は 5．1 と 4．1 で ，ル ール を与 え た群

　の 方が多 か っ た。しか し群問の 差は有意 で は な か っ た。

　　こ の 実験事態 で 特殊的ル
ー

ル を言語的 に 与 え て ， そ れ

　の もと で 学習させ る と，一 ル
ー

ル そ の もの の 記 憶 は 要

　求 され な か っ た に もか か わ らず　　記憶量 の 減少 が もた

　らされ る 傾向が あ る の は な ぜ だ ろ うか。こ の 特殊的 ル ー

　ル は，子 音 だ け に 関す る もの で あ る
。

し た が っ て こ の ル

　ール を使 っ て 等価 を確立す る こ とは，子音 に 注 N さ せ る

　が，母音や 語尾 へ 注 目す る こ と を妨げ る た め と 思 わ れ

　る 。次 の 2 つ の 結果 は こ の 解釈 を支持す る も の で あ ろ

　う。第 1 に ，再生 テ ス トの 誤反応 の うち，子音に つ い て
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　だ けは tL｛し い とい うタイ ブ   の 誤反応が 特殊的 ル ール を

　与 え られ た A ，B 群 コ ミで は それ を与 え られ な か っ た D

群 よ り多 か っ た （46％ と 27％）＝・レ
ー

ル を与え られ た 群

が 子 音に 注 目 して い る こ と を示峻 し て い 駒，第 2 に 再生

テ ス トで は 名詞 を小 文字 で 書 い た場合に も綴宇 が 正 しけ

れ ば正 答とみ な し た が，正 答の 中で こ の タ イ プ の も の の

　占め る パ ー
セ ン テ

ージ をみ る と，A 群 で は 26％ ，
　 B 群 で

は 19％ ・
C 群 で は 8 ％，D 群 で は 10％ で あ っ た。ル

ー
ル

を 与 え られな い 時に は 全 体 に 注意 を払 っ て い る こ とが う

か が え る。

　 し か し， こ の 同じ ル ール を再生時 に 与 え る こ と は ，記

憶量 の 増大 をもた らす 傾向 が あ る こ とが み られ た （も っ

と もこ の 饐向は ，単 独 で 1まそ れ ぽ ど 大 きくな い ．と い ）

の は ，C 群 と ル ール を 与 え な か っ た D 群 と の 聞 1こ 有意差

は な い か らで あ る ）。C 群 で 再生時に ル ー
ル を与 え た こ

との 効果 は，再生 テ ス トの 誤 反 応の タ イ プ に もあ らわ れ

て い る
。 す な わ ち，

C 群 で は，争音
．
は 正 しい と い うタイ

プ   の 誤反応が A ，B 群 と 同 じパ ーセ ン テ
ージ だ けあ る

上 に，f音に つ い て 誤反応 が あ る 場合 に も，　 rV 一ル と 無

関係 な タ イ プ   の 誤反応 よ リル ー
ル を適用 し た タ イ プ 

の 誤 反 応が多い ．こ の こ とは 再・生時に ル
ー

ル が は じ め て

与 え られ た た め ，それ が よ り注 目 され ， 再 生 反応 を調整

す る 働 きを し た こ と を示唆す る もの とい え よ う．

　 い ずれ に せ よ非包括的 な 「弱 い 」 ノト ル
ー一

こ れ は ，

教 室 学習 で は し ば し ば み られ る　 一
を，い つ ど ん な 形 で

与 え る か に つ い て ，

一
層 の 研究 が 行なわれ る べ き で あ ろ

う。

　 3　等価 の 確立 の促進 と転移　再生テ ス トの 成績の 劣

っ て い た A ，B 群 も，転 移の テ ス トで は ，
　 C 群 ，

　 D 群 の

い ずれ よ り も秀れ た 成績 を示 し た。こ の テ ス トは 正 反応

を構成す る方法 で は な く， 選 択肢 の 中か ら選 ぶ 方法 に よ

っ た 。ま どわ しの 選択肢 に は
，

ル ール に 合 わ な い もの ば

か りが 用意され た 。した が っ て ル
ー

ル を適用 し て み る

と， どれ が正 答 か わ か る筈で あ る （た だ し ル ール を 書 い

た 用 紙 は 回 収 され た の で
，

こ こ で は ル ール の 記 億 が 有効

に な っ て くる ）。ル ール を与 え られ て い ない D 群 で は，
ル ー

ル を明確 に は と ら え て い な い と考 え られ る の で ，成

績が 低い の は 当然で あ ろ う。
ル ール を与 え られ た 3 群の

うち で，C 群 の 成績が D 群 同様 に 低 か っ た こ とは，ル ー

ル の もと で 学習 した こ と が，ル
ー

ル 習得 とそ の 適用 に つ

い て の 習熟をもた ら し，ル
ー

ル を適用 し よ うとす る か ま

え を強 め た こ とに よ る の で あ ろ う。

　 4　非包括的 ル ー
ル の 言 語 的 教 示が プ ラ ス に 働 く条件

非包括的ル ール を言語的 に 与 え て 学習 させ る と ， そ の ル

ー
ル に よ っ て 等価 が 確立 し うる側面 に だ け 注意 が集中

し ， 他の 側 直1へ の 注意 が 妨げ られ る た め記憶量が減少す

る 場合が あ る こ とが 示 され た
。 こ の マ イ ナ ス の 効果 を防

ぐ方法 の ひ とつ は，全側面 に 注意 を払 うよ うに 教示 す る

こ と で あ ろ う。さ らに，他 の 側面 に つ い て も等 価を確立

す る た め の ル ー
ル を与 える こ と拷 え られ，る

。
こ の 実験

に 用 い た材料に っ い て い え ば
， 母音 と語 尾 とに つ い て の

変換 の ル
ー

ル を与 え る こ とで あ る。母音 に つ い て は ，ド

イ ツ 語で は ei ．　au な どの 愚 音 字 の 組 台せ は多い が，　 ea ，
oa な どは ほ と ん どみ られ な い とい っ た種類 の 規則性 が あ

る
。 語 尾 に つ い て も，動詞 は ・

en で あ る こ とが 多 い とい

う規鑓性が あ る
e た く さ ん の ドイ ツ 語 の 単語 に （発音 も

含 め て ）接す る機会 をもつ と，こ れ らの 規則性 が 無意識

的 に せ よ習得 され る だろ う。こ うい う規則性 を利用 で き

る だ け の ドイ ツ 語 に つ い て の 経験 を積 ん だ学習者で は ，
子音 に つ い て の ル

ー
ル を言語的に 与 え る こ と は プ ラ ス の

効果 をもちうる か も知れ な い ．

　第二 外国語 の 教授 に おい て は，実際 に し ば し ば対応す

る英語 が言及 され ，ときに そ の 間 の 変換 の ル
ー

ル を与 え

る こ と も行 な わ れ て い る 以上，そ れ が も た らす プ ラ ス と

マ イ ナ ス の 効果 をは っ き り さ せ，有効に 利用 し て い くた

め の 基礎 を与 え る 研究が さ らに 必要と され る
。
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                        ABSTRACT

    E9UIVALENCE  IN  VERBATIM  MEMORY  : II
                                                '

Learning  of  German  Words  Using  English Words  as  Standard

161

Keikoby Kuhara

    The  present  study  airned  at  investigating the

effect  of  verbal  presentation of  a  
`iyeak`

 transfor-

matiun  rule  on  verbatii-  memory  task  perforrnance,

A  weak  rule  means  a  rule  that  is incornpTehensive

(referring only  to limited aipect(s)  of  infDrmatlan

to be learned). ambiguous  (allowing mu]tiple  torres-

pondence),  andlor  havingexLeptions. Loglcally, even

a  weak  ruie  can  partly  redu[e  the  memory  load of

the  learner.

    Three  lists ef  jaP'atie'se-German werd  palrs

were  eonstructed  (See TABLE  1). They  haye  6, 28

and  9 pairs,  respective]y.  Over  these  three  lis'ts,

there  is specific  correspondence  in eonsonaots  be-

tween  The  Gerll]an words  and  their  English  caunter-

parts,  buL no  such  correspondcnce  in vowels  and

endings.  ReguiaTities  of  consonant  correspondcnce

can  be represented  in terms  of  6 rules  (TABLE 3)
with  slight  arnbiguity  and  few exceptSons.

    Foui  groups  ef  universiiy  students  were  pre-

sented  and  tested  on  List 1 and  then  List 2. gSyen

a  3!minute  interpolated memory  task  fellowed  by
    2a

 retention  test of  List 2, and  finaHy tested  on  un-

learned List 3 (TABLE  2).

    Procedures were  different among  the  greups

only  in t!ming  ef  presenting  and  explaining  the  6

rules.  Greup  A  was  given  them  just prier to the

first presentation  of  Liss 2, Group  B between the

second  and  third  (final) presentation, and  Group  C

after  the  fiRa! presentatiofi. They  i?fere  al!owed  to

keep a  copy  ef  the  ru}es  for referEnce  up  tll the

retention  test ef  List 2. Group  D  vvas  not  presented

the  Tules,

   The  findings were  as  follows:

j.) Verbal presentatlon  of  the  rules  inhibited leaTn-

    ing;Groups  A  and  B  were  inferior to C  and

    D  in recall  and  recognition  tests after  the  third

    presentation. (TABLE 4)

2･) Givlng rules  just before testing  improved  per-

    formance  ; Gtoup  C  exeelled  D,

3) Learning under  ihe  ru]es  facMtates generali'La-

    tion  ; Grollps  A  and  B  outperfermed  C  anti  D

    in the  test of  List 3,

4) Performances  befere and  after  the  interpolated

    memDry  task  (including test)  remained  neariy

    unchanged  in all  groups,

5) Analysis  of  errors  suggests  that  those  ignorant

    ef  the  rules  tended  to make  errors  non-confQrm-

    ing to them,  bttt fewer  errors  in vo"'els  ana1

    or  endings  alone.  (TABI.E 5)

6) Findings  1) and  5) combined  show  the  advan-

    tage  gaincd  by awareness  of  the  rules  was

    morE  or  Less outweighed  by overconfofmlty  to

    them  and  negEeet  of  non-rule  aspects.
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