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幼 児に お ける 素朴実在論 的 物質観

一 特に 体積 と重量め概念的未分化に つ い て
一

森 夫
＊

、

1

問 題

　
’
フ ラ ン ス の 哲学者 Gaston 　Bachelard （1940） は 質量

観念 の 認識論的発展 を 5段階に 分 け て 主張 し て い る が ，

森 （1975） は こ れ を も と に し て，次 の 4 段 階 で 発 展す る

物質観を考え た。最初は，固ま り （mass ）と し て 知覚的

な把握 に の み と ど まる素朴実在論的物質観。次に，物質

の 属性 と し て 体積 と重量 の 概念 が分化 し て，こ の 矛盾 を

解決す べ く分割不可能な物質最小単位 た る 粒子の 集合体

とし て とらえる実体的物質観 。 こ れ は また，P三aget
，
　J．

（1941）の い う物質保存概念 が形成 され る段 階 で あ ．り，自

己 恒常的 な粒子 を前提 に し て い る点 で 実体 （substance ）

的物質観とい え喬の で あ る 。 さらに， 物質 の 慣性（惰性）

の 測度と し て の 質量を重量か ら分離し て ， 物質に よ り慣

性 の 大小 が 存在す る根拠 を原 子 論的 な物質搆造 か ら と ら

え る質量的物質観 （ご 」r 一
ト ソ カ学的な 近 代科 学的物質

観）。最後 は，「延長 を有す る」 （R ．Descartes） 物体 と

「延 長を有さ な い 」 ＝ ネ ル ギー
と が質量的に 等価だ と み

る相対論的物質観で あ っ て ， 属性か らい え ば粒子性 （非

連続） と波動性 （連続）の 統
一

と しての量子論的物質観 で も

ある 弁証法的物質観 へ と至 る 。こ の ように，子 どもの 物

質観 もまた科学吏 が示す とお り， 主体が現実 と交互 交渉

を重ね る過程で その 物質観で は と らえきれ な い 矛盾の 出

現 とそ あ止 揚 （Aufhebung）を 通 し て，素朴実在論的物

質観 か ら実体 的 物質観，そ し そ質量 的物質観 を経 て 弁 証

法的物質観 へ と発展す る もの と考え られ る。

　本報 の 目的 は，こ うした物質観 の 発達段階 に お い て 占

め る 幼児の 素朴実在論的物質観 を明 らか に す る こ と に あ

る。 こ こ で 素朴実在論的物質観 とは ， 外界 に実在す る 物

質 を知覚 し た ま ま の 固ま り （mass ）
．
と し て と らえ て，物

質 の 内的構造 の 把握 に まで は 至 らな い 物質観 で あ る と定

義す る。 した が っ て 幼児は ，   物質 の 表面的属性 どけ で

籾断す る た あ，重 さの 概念 は 見か けの 大きさに 従属 し て

’
＊ 　大 阪 教 育 大 学 理 科 教 育 研 究 室

い る。こ の 意味 で，重量 と体積と は 概念的 に 夫分化 で あ

ゐ 。ま た，  現実の 物質を自ら の 意識に 反映 された と お

りの ままの 物質 とし て と らえ て い る た め ， 対象 へ の 意識

（そ れ も特 に 価 値意 識）の 志向作用 が強 い ほ ど，た と え

．ば対 象 に 対す る 彼 ら の 欲求 の 程度1；応 じて ，物質の 大き

さの 知覚に 差異が生 tiる 。

　従来か ら大きさと重 さの 知覚 に 関 し て は ，
Size・weight

illusionま た は Charpentier 効果が よ く知 られ て い る。

周知 の よ うに ，重量 が等 し い 2 物体で は 小 さ い 方 を 重

く，大きい 方 を軽 く判断す る 傾向 の あ る こ と が charpe尸
ntier

，
　A ．（工891） らに よ っ て 見出され て か ら， 多くめ心

理学者 に よ り追試され ， 成人 か ら精神遅滞児に 至 る ま で

岡効果が妥当す る と報告され て きた。しか し な が ら，上

の   か ら予想され る の は ， 幼児の 知覚 に 関す る 限 り，む

し ろ 「大 きい 方 が重 い 」と判断す る反 Charpentiel 効果

と で も い うべ き傾向 が認め られ る の で は な い だ ろ うか。
Charpentier 効果は体積と重 量 の 概念的分 化 を俟 っ て 初

め て生成する もの と考えられ る か らで あ る 。 また ，欲求と

その 対象 の 大きさの 知覚 に 関す る研究 は 今 ま で Bruner ，

」．らに よ って 行わ れ て きた が，  は New 　Look 心 理 学

の 見地か らとい うよ りも，あ くま で 素朴実在論的物質観

に基づ い て 導出され る幼児 の 物質観 で あ る。

　そ こ で ， こ の 点 を実証的に解明す る た め に ，次 の 仮説

を設走し て検証 iLよ うと試み た 。

　仮説 1 ，幼児 は 体積 と重量 とが概念的 に 未分化 な た

め ，

一
般 に 大きい 物体 の 方 を重 い と判断す る 傾向 が 認め

られ る 。
つ まり幼児に 関す る限 り， 反 Charpentier 効果

ともい うべ き傾向が支配的で ある 。

 
仮説 2．幼児 は 自分 の 欲求 が 大 な る方の 物体 を大き く

知 覚す る 傾向 が あ る。

　仮説 3．幼児に体積と重量 と の 量的矛盾関係， すな わ・、

ち 「大き い が軽 く，小 さ い が 重 い 」 関係 に ある 2 物体を、

知覚させ ， それ を言語的 に 正 し く表現 させ る こ とに よ つ

て ， 物質 の 属性 とし て の 体積 と重量 の 概念的分化を誘起

す る こ とが で きる 。 こ の と き，重量 の 弁別 に 際 し て
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Charpentier 効果が 初め て 認 め られ る ように な る。

実　験　 1

　 目　的　仮説 1 を検証す る。

　 方　法

　 〔1跛 験者 　大 阪 市 （私 立 ） 天 王 寺幼 稚園の 5 才児59名

（5．3〜6．2才，平 均 5、7才）， 4 才児 51 名 （4、3〜5．2才，

平 均 4．8 才） お よ び 同幼稚園と 大阪市 （私 立）勝山愛和

第一幼稚園ゐ 3 才児72名 （3．5〜4．3才，平 均 3 ，8 才 ） の

合計182 名 を被験者に 選 ん だ。なお 各年齢群 と も男女 の

比率 は ほ ぼ 等 し い 。

　 ｛2〕実験手続　い ずれ も半径1．9cm で ， 中に鉛玉 を入 れ

て 作 っ た そ れ ぞ れ 80g ，90g ，110g ，130g ，王509 の

重 さの 5 種類 の 粘土球 と，半径 3cm で 80　g の 重さの 粘

土球を用意し た 。 これ らの 粘土球に は全て タ コ ひ もがつ

け られ て い て，手 で つ ま ん で持ち上 げ る こ と が で き る 。

実験者は幼稚園の 個室、で被験者 1 人 ず つ と机をは さん で

対座 し，ラ ポ
ー

ル 形成後 に こ れ ら粘土球を呈示 し て，次

の よ うな テ ス ト 1　
’
，2 の 1幀に質問 を行 っ た。

　テ ス ト 1．伺 休積 で 重量 の 異な る 2 つ の 粘土球 の 重 さ

の 弁別 ；半径1．9cm で 80　g の 粘土球 と圓 じ体積 （か さ）

の 90g の 球を， 同時に 両手 で それぞ れ の ひ もをつ まん で

、持ち上 げ させ る。次に 右手 の 球 と左 手 の 球 を持 ち替 え ざ

せ た後， 「どち ら  球が重 く感じ られ ま し たか 。重 く感
　 　 　 　 ノ

V．られ た方を私 に くだ さい 」 と尋ね た。同様 の 方法 で，

別 の 80g （半径 1．9cm ） と ζれ と同体積 の

．
110　g の 球，

さ らに他の 80g の球 （半径 1・9cm ） と同体積の 130　g ，

最後 に 同 じ く 150 ・9 （半径 1・9cm ） の 球 を各両手 で 持ち

一上げさせ て，各課題 ご と に同 じ質問を した。

　 テ ス ト 2．体積 ・重量 が共 に 異なる 2 つ の 粘土球 の 重

さ の 弁別 ；半程aOcm で 80g の 球と半径1．9cm で 909 の

球を持たせ て ， テ ス ト1 と同 じ方法 で 「どちらが重 く感

じ る か 」 を質問 し た 。 続 い て ， 半径3，0cm で 80　g の 別 の

球と半径 1．9cm で 110　g の 球，同 じ く他 の 8  g の 球 （半

径 3・Ocm ）と1309 の 球 （半径 1．　9cm ）， 最後 に別 の 80　g

の 球 （半 径 3．Ocm ） と150　g の 球 （半径 1．9c  ）に つ い

て も同様の 方法で ，各課題 ご と に そ れ ぞ れ 同 じ 質問を し

た 。 なお テ ス ト1 ・2 とも， 各課題後に 必ず同体積 （半

径 4．Ocm ） で同重量
’
（200　g ）・の 2 球を持ち上 げ させ て，

前 の 課題 で の 重 さ の 知覚の 残留効果を 消去する よ うに し　、

た。

　共 に 4 課題か らな る各 テ ス トの 所要時間 は い ずれ も 7

分前後 で あ っ た b ま た ，．t　 4 ・5 才児 の 実験期 日は1975年

7 月 15 ・／6 日，3 才 児 の 場 合 は 9 月22 ・23日 で あ る。

　結果 と考察

　テ ス ト1
’・2 に おけ る 各課題 の 正 反応率は そ れ ぞ れ

FIG ，1 お よ び FIG ．2 に 示 され て レ＼る とお りで あ る 。

FId ，1 か ら明 らか なよ うに 殆 ど の 3 才児 は ， 同体積 の

ときに は 809 の 球 よ り 1509 の 球 の 方 が重 い と知覚 し て

い る に もか か わ らず，体積 が違 う場合に は FIG ．・2 に 示

され る よ うに 3 才児の半数 は 「大き い 方 （809 ）が小 さ

い 方 （150g ） よ りも重 い 」 と判断し て い る。　 FエG ・1 と

FIG ・2 を比較 ・対照す る 限 りで は ，

一
般 に 3 ・4 才児 で

は 「大き い 方 が重 い 」 と判断す る 傾向 が認 め られ る よう

で あ る。そ こ で，こ の 点 を詳細に検討するた め ， た とえ

ば80g と90　g の 球 を被験者 が比 較す る揚合，こ れ ら両 球

が 同体積 の 場合 と異な っ た 体積 の 場合 と で は重さの 弁別

に 有意差 が ある か 否か を検定 し た結果が TABLE 　1 に 示

され て い る。こ の こ とか ら， 3 ・4 才児で は重 さの 弁別

が見 か け の 体積 に 依存す る傾向 が 認 め られ る。80− 150

の よ うに ， 5 才児の 中，皮膚感覚で容易 に 弁別 で きる ほ

どの 重 さで あっ て も軽 い 方 が大き い 場合 に は ， 視覚 に 惑
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　 TABLE 　1　テ ス ト 1 ・2 間で の 搬定 （Z2 検 定 ＊＊）

5 才 1し」　　2，578 　　 2．273 　　　．692　　10．OOO＊＊

4 才 児 　 16、200＊＊＊ ］5．696＊＊＊　7．758＊＊
　 4．000＊

3 才 「
巳　　22．349＊＊＊　27．524＊＊＊ 　29，491＊＊＊

「
24．641＊＊＊

い ずれ も　df＝ユ，＊pく．05，＊＊p＜e．1，
＊＊＊p＜．・OOI

TABLE 　2　各重 さの 弁別 に 対す る 年齢間の

　　　　　 有 意差 検定 （x2 検 定）

董譱烈 麟 麟 合 睡 ・ 体・ 唏

り，む し ろ 当然 と も い え る。そ こ で，本 実験 に 使 用 し た

5 才児 の み に 日隠 し をし ， 球 に fJい て い る ひ もを持たせ

て テ z ト2 の 各課題を行 っ た と こ ろ ， 80g の 球と比較す

る も う 1つ の 球 か 909 　110g ，130g ，150g の 順 に 正 ．

反応率は67％ s84 ％，95％，100％ を示 し た。　 TABLE 　1

と同様 の 統計的処理をし た と こ ろ，こ の テ ス ．ト結果 とテ

ス ト 1 の 結果 との 門 に 有音差 は 認め られなか っ た。4 才

児以下 に 関 し て は こ の 方法 に よ る テ ス ト は 極 め て 困難 で

あ っ た 。 そ こ で ， 今回の E 験 は こ うした方法 を と ら ず

に ，テ ス ト1 に 依 っ た こ と を付記 し て お く。

1820 （N ．S．）
4，472 （N ．S．）
4．816 （N ，S，）
4．550 （N ．S ．）

29．177＊＊＊・

38．485＊＊＊

53，700＊＊＊

27．164＊＊＊

い ず れ も　df＝・2，＊＊＊p＜．001

わ され て 正 し く判断 て きない 揚合 も認 め られ る 。 次 に，

3 〜5 才まで の 年齢間 で各 2 球 の 重 さの 弁別 に 憶 異 が

あ る か 否か を調べ る 目的 で x2 検定を行 っ た結果が，

TABLE 　 2 に 了 され て い る。 2 球が 同体積の 場合 に は い
・

ずれ も年齢間に有意差は な い が
， 大きい （小 さ い ）方が

軽 い （重 い ）場合 で の 重さの 弁別 は高度 に有意 の 水準 で

年師間 に譱異が認 め られ る。

　 こ れ らの 結果か ち ， 特 に 午齢層 が低 い 幼児に 限 っ て 反

Charpentier効果ともい うべ き傾向 が認 め られ る 。 成人

の 場合 に Charpentier効果が支配的な の は ，G ・E・Mtt1エer
・
（1889）．も述 べ て い る よ うに，大 き い 方をよ り 重 い （小

さい 方を よ り重 い ） と期待し て持ち上げ よ う と す る と

き，こ の 期待感 と実際 の 皮膚感覚 と の ずれ が こ うし た 効

果 を 生 じる もの と も考fiられ る 。し か し な が ら幼児 で

は，重さの 判断 が見かけの 体積にか なり依存し て い て 分

化し て い な い た め に，同効果 に優先 し て ，

一
見逆 の 効果

が現わ れた の であ ろ うと考え られ る。

　なお ， テ ス ト1 の 代 わ りに ， テ ス ト2 の 各課題 ご と・に

’
被験者の 眼を閉 じさせ て 2 球 の 重さの 弁別を行 う方法も

考え られ る　しか し な が ら球を掴ませ た り， 掌の 上に載

せ る と， 皮膚 に 接触す る 面積 に か か る球 の 重量 ，す な わ

ち圧力は同 じ重量 ならは 体積の 大きい 球 の 方が 小さくな

り，こ れ が圧覚 と し て与え る こ と に な るか ら，
Charpen

tier効果 が成立す る の は初 め か ら予想 され る こ と で あ

実　験　 H

　 目　的　仮悦 2 を検証す る 。

　方　法

　〔1渓 験者　実験 1 で 使用 し た 天王 寺幼稚園の 5 才児と

4 才児 の 中か り，テ ス ト 亙では 実験材料 の ビ ス ケ ッ トが

奴物 だ と答えた 5 才児58名 と 4 才り
→45名 ， テ ス トllで は

同 じ くチ ョ コ レ
ートは 好物，ま た薬 は 嫌い だと答え た 5

才児55名 と 4 才尸42名 （い ずれ も年 齢 は 実 験 1．と 同 じ）
．

を選 ん で被験者とした 。 なお　男女 の 比率は い ずれ もほ

ぼ同 じ で あ る。　　　　　　　　 ・

（2渓験 手続 kl験者 （嫐 1 と 同 じ く8k ）
・
は 被験者

1人ず つ と机をは さん で，面接法 によ る テ ス ト 1お よび

虹 を行 っ 犂。た だ しテ ス ト 1 を終了 し た全被験者は各年

齢 ご とに 無作 為 に 2 群 に 分類 され，テ ス トH （a）ま た は ｛b）

の うち ， い ずneか を課せ られ た

　テ ス FI ．2 次元的刺激布置 に よ る ビ ス ケ ッ トと偽ビ

ス ケ ッ トの 大 さ さめ比 較 ；実物 の ビス ケ ッ ト と ， こ れ と

同形 ・同大 （半 径 3cm の 円 形）・同色 ・同模様召きの 粘

土製 の 偽 ビス ケ 沙 とを見比 べ た 揚命 そ れぞれ どの 稈
度 の 大き さ に 知覚する か を調 べ よ ノ とす る もの で あ る 。

白い 厚紙で ETG．3 に示す装置 （縦33cm ， 横45cm ・ 高

さ 3cm ） を作り，左側 の 窓 （1 辺 9　cm の 正 方形） に ヒ

ス ケ ッ ト （また は 偽 ビ ス ケ ッ ト）を置 い た。た だ し 立体

＊＊
　テ ス ト 1 で 誤反応 を し ， テ ス ト 2 で 正 反応 を し た 人

　数 が 卿 ， L の 逆 の 場 合 の 人 数 が π の と き，　 XetF（m −

　 n ）
2
／（m 十 n ）に よ っ て 算 出 し た 。 FIG ・3　テ ス ト 1 の 実験装置
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感 をな くす た め に，こ の ビ 冬 ケ ッ ト （ま た は 偽 ビ ス ケ ッ

ト）を表 面 だ け 残 し て 白色 ボ ール 紙 （地 に な る）に うめ

こ ん で ， 窓下 81nm の と こ ろ に こ の ビ ス ケ ッ ト （ま た は

偽 ビ ス ケ ッ ト）を付着 し た ボール 紙が貼りつ けられ て い

・る 。 103 名の 被験者は，最初 に 左 窓 の 本 物 の ビ ス ケ ッ ト

を呈示 され ， 「ビ ス ケ ッ トは 大好き ですか 」 と尋ね られ

て 肯定 し た もの ばか りか ら成 る 。 彼 らは机上 に ある FIG ．

3 の 装置の 真前，す な わ ち 2 つ の 窓 （23cm 間 隔） g ち

ょ うど中間 の 位置 に 座ら され る 。 右手で ハ ン ドル を時計

回 りに 回すと，右窓 （左 窓 と 同 じ 大 き さ） の 8mm 下

に， 面積比 で ビス ケ ッ ト の 1．2
−2

（≒ ．69）・ 1．2
−1

（≒

，83），1，1．2，1．22 （≒ 1，
　44）倍 の 円 が こ の 順 に現 わ れ

て くる 。 円図形は20％ の 割合 で 面積が増加す る 5 つ の 円

を黒色ボール ペ シで 白色 ボ ー
ル 紙上 に描 い た も の で あ

る。最初 は，左 窓 の 標本 をカ バ ーで 隠 し た 上 で，被験者

に ハ ン ドル の 回 し方を練習させ た 。 続 い て ， 被験者 が 真

上 か ら岡．窓を見比 べ な が らハ ン ドル を時計回 り・に 回 し て

左 窓 の 標本 の ビ ス ケ ッ トと 同 じ大きさの 円図形を右窓に

提示 す る よ うに求め た 。

　次 にハ ン ドル を反時計回りに 回 させ て ， 標本 と同大の

図形 を右窓 に 提示 さ せ た。な お 時計回 b の 場合 の 右窓は

最小 の R か ら，ま た反時計回 りの ときに は最大の 円図形 、
か ら出発す る。た だ し，ハ ン ドル を途中か ら反対方向に

回 し て 前 に 現 わ れ た 円 図形 を逆戻 し探索す る こ と は 禁 止

し ，必ず
一

定方向 に ハ ン ドル を園 し て い
っ て 更 に もう 1

巡 し て か ら該当 の 大きさの 図形 を求 め る よ う に 指導 し

た。2 巡 以上 もハ ン ドル を回 し て 図形 が見 つ か らな い 場

合に は テ ス ト 1 ・H と も一応 失格 と定 め た が ， 両テ ス ト

と も操作 ミス に よ る失格者は な か っ た 。
ビ ス ケ ッ トの 実

験 が終われば，引き続きそ の 被験者 に 対 し て 偽 ビス ケ ッ

膿黙茎碁∵禦ご無鏡驚掣三鉱毳

贊 犠 飜塑孫贐 謙 1巌票じ
た

ち。 ，。 、a 、．，＿ ブ 。 チ 。
。 レ ．、、 と。示 。 た 。

高藻瀧鸞嘉腺訟麓詳雅暴鬣鵡
意する 。 チ ョ コ レ ート色の 薄い セ ロ フ ア ン紙 に 包 ん だ粘

護鱇恨 甥飢鸞罵瀦鷲
チ ョ

コ レ 門 トは 大好き？」 と尋ね る 。 こ れ を肯定した53

名を被験者 ど し た。こ の 装置の 右窓 に は体積比 で標本 の

1．2
−2t

　 1．2
−1

， 1， 1・．2， 1．22 倍の 5 つ の 粘土球 （無着色

の ま ま ）が ハ ン ドル 操作 に よ っ て次 々 と現おれ て くる。

そ の 他 の 実験 条件や方法 は テ ス ト 1 と全 く同 じ で あ る 。

　テ ス トH   ．「苦い 丸薬 」 と教示 し た 標本 の 3 次元的

刺激布置 に よ る大きさの 知覚 ；テ ス トH （a）で使用 し た標

本 と全 く同様 の 標本 と装置とを使 っ て，別 の もう
一

方 の

グル
ープ の 子 ど もに； セ ロ フ ァ ン 紙 に 包 ん だ粘土球 の 標

本 を指 し て 「こ こ に苦 い お薬があ る よ。君，苦 い お薬は．

大嫌 い ？」 と尋ね る 。 こ れ 韋肯定 し た44名 を被験者 に し

た。

　なお，テ ス ト 1 ・［ と も実験期 日は1975年 7 月15 ・16；

日お よ び 9月22 ・23日で あ る 。

　結果 と考察　 　　 　
’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　え
　テ ス ト1 ： 円 図形め面積値を小さい 頌 に．694 ， ．833，

1．000，1，200，1．440 とする と，
こ れ は離散変量 で あ る・

が ， 比例尺度なの で 連続変量 と し て取 り扱 っ て も支障を

きた さな い と考え られ る。そ こ で，ビス ケ ッ トお よび 偽．

ビ ス ケ ッ トの 大き さ と し て 選択 し た 円図形 の 面積値を集

計した結果が ，
T 謡 LE 　3 に 示され て い る。な お 表巾の

t は，ビス ケ ッ トと偽ビス ケ ッ トと の 面積値 の 対応す る

2 つ の 平均値 の 有意差 検定 で あ る。こ の 結果 か ら 5 才児、

で は本物の ビ ス ケ ソ トを偽 ビス ケ ッ トよ夢も大 きく知覚

し て い る と い え る （p＜．05）。 4 才児 で は 反時計回 り を

除 い て 統計的 に有意差 を示 し て い る こ とか ら，

一
応本物．

の ビ ス ケ ッ トの 方を大きく知覚し て い る とい え よ う。

　次に，ビス ケ ッ トを実際以上 に 大き く知覚 し て い る

か，また偽 ビ ス ケ ッ トを実際以下 に 小 さ く知覚 し て い る

か を調 べ る 目的 で，選択 し た 円図形 の 面積値 と実物大

（1．OOO） との 問 で t 検定を行 っ た結果が TABLE 　4 に示

　 TABLE 　 3

 

＼　 　 　 テ ス ト

項 目　
＼

＼

一 ｛
・D ｛

　　・ ｛
df （；N − 1） 

t ｛

ビス ケ ッ ト と偽 ビメ ケ ッ トの 大 き さ の

知覚 テ ス ト （1） の 結果

5 才 児 　 　・

ビ　 ス

ケ ッ ト

偽 ビ ス

ケ ッ ト

1．0301
．0671
，048

，155
．182
，140

．059
，113
．061
　 57

．974
．987
．980

．151
．172
．132

　

　
＊

＊

＊

＊

4431
ρ
0
冖
DO57222

4 才 児

ス

ト

　

ツ

ビ

ケ

偽 ピ ス

ケ ツ ト

1、091　
』
　　　　　．948

1．093　　　　　　1．0221
1．093　　　　　　　，985・

，233　　　　　　　．170ご

．201　　　　　　　．197．
，163　　　　　　

・．142：

　 　 　 ．024
　 　 　 ．062
　 　 　 ，109

　 　 　 　 44
　 　 　3．327＊＊

　 　 　 1，728　 　 、
　 　 　3，509＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　
＊pく．05，　＊＊p ＜．01

注 ）各項 目 の 上 ・中 ・下 欄 は そ れ ぞ れ 時計 回 り ， 反時計

　 回 り， 両 者 の 測 定 値 の 平 均。ま た r は ビ ス ケ ッ ト と 偽

　 ビ ス ケ ッ ト と の 大 ぎ さの 測 定 値 間 の 相 関・係 数 。
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TABLE 　4 円図形の 大きさ と実物大 との 有意差

　　　　　 検定 （t 検定）

テ ス ト 1

時 N 回 り

反 時計 回 り

　平　均

5 才児 （df＝57）

ビ　ス 　 　偽 ピ ス

ケ ッ ト　　　ケ ッ ト

ユ．461　　　　　1，335

2．797＊＊　　　　．571
2．589＊＊　　　1．144

4 才 児 （df＝44）
ビ 　 X 　 　偽 ビ ス

ケ ッ ト 　　 ケ
’
y
’

ト

2．591＊　　　2．029＊

3．069＊＊　　　．741
’
3．785＊＊　　　．701

＊p〈．05 ，
＊＊p＜，Ol ，

＊＊＊＜．　GO1 （片 側検定）

T4BLE 　5 異な っ た教示 に よ る同一標本の大きさ

　　　　　 の 知 覚 テ ス ト （且 ） の 結果

麝ぐ
ス ト

　 　 　 　 　 ＼ ．

Mea ロ

SD

N

t

’
5 才 児

コ

ト

ヨ

一
チ

レ
苦 い 薬

｛
　 1，109　　　　　　．943
　 工．105 　　　　　．927
　 1 ．107 　　　　　　．935

｛
　 　 ．169　　　　　　．165
　 　 ．164　 　 　 　 169

　 　 134 　　 　 　 ．121

　 　 29　 　 　 　 　 26

　 　 　 　 　 53

　 　 　 3．609＊＊＊
「

｛　 　 　 3．886＊＊＊

　 　 　 4，873＊＊＊

4 才 児

コ

ト

ヨ

「
チ

レ
苦い 薬

1．1161
，2311
．174

．219
．224
．177

　 24

　 402

．14工＊

．968
．921
．945

．206196

、143

　 18

4．566＊＊＊

4．387 林

　　　　　　　　　　　　　　　＊pく．05，　＊＊＊p＜，001
．
注 ）各項 目お よ び 各欄に つ い て は TABLE 　3 と 同 じ。

さ れ て い る。こ れ か ら 5 才児 で は，時 計 回 り を除 い で ビ

ス ケ ノ トを過大視 し て い る と い え る。ま た 4才児 は ビ ス

ケ ッ トを過大視し て い る が ， 偽 ビス ケ ッ トで は時計回 り

の 場合に の み過小視 し て い る　 さらに ， ビス ケ ッ トお よ

び偽 ビス ケ ッ トの 大きさを表わ した 5種類の 円図形を選

択 した被験者 の 度数分布 に 偏 りが あ る か否か を調 べ る た

，め に ，
Kolmogorov −Smirnov 検定 を試み た。ま ず ビ ス ケ

ノ トにつ い て い えば， 5 才児で は，ビス ケ ッ トの大きさ

と し て 比較的大きい 方 の 円図形 に 集中し て 選択 し て V る

1傾向が認 め られ る ，（時計 回 り ： D ＝＝．200 ， P＜．05。反 時

計 回 り ： D ＝．193，P〈．05。平均 ：D ・＝ ．230，
　 P＜．　Ol 。

な お N ＝58）。 伺 じ く4 才児 の ビ ス ケ ッ トの 大 きさの 知

覚に つ い て は，大体大き い 方の 円図形に 度 数分廠 が偏 っ

て い る と い え る （上 と 同 順 序 に D ＝，179，N ，S
。

D ・＝：

244．P 〈．01 。　D ＝・．244 ，　 P〈．01。 い ず れ も N ；45）。

し か し偽ビ ス ケ ソ トに 関 し て は，4 ・5 才児と も選択傾

・
性 に 有意差 は 認 め られ なか っ た （D は 省 略）。

　テ ス ト矼 ： 「チ ョ コ レ ー
ト」 と教示 した 場合  と， 「苦

い 薬」 と教示 し た場合   で の 標本 の 大きさ と し て選択 し

た 粘土 球 の 体積値 を集副 し て ， そ の 結果を TABLE 　5 に

テす。こ の 結果に よれ ば ，
t 検定 に お い て 全 て統品的に

有意差 が認 め られ るた め， 4 ・5 才児 とも 「苦 い 薬」・と

教示 され る よ りも 「チ
．
ヨ V レ ートコ

’
と教示 され る 方 が標

本を大き く判断す る とい える。こ の こ とは，テ ス トH（a）

と ll（b）の 平均 馗に つ V て ， 教示 と年飾とを 2 要因 と し て

有意差検定を fT っ た TABLE 　6 の 分散分析 の 結果 と も一

致する 。
こ の 表に よ る と， 年齢 と交瓦 作用 に有意差 は認

め られない が．、教示 の 違 い は 高度 に 有意 で あ る こ と が示

され る

　次 に ， 「苦 レ 薬」 また は 「チ ョ
コ レ ート」 と教示 さ れ

て 知覚 し た 3 次元的形態の 大きさが実際の 標本 の k きさ

（1．000） よ りも小 さ い か ， ま たは 大きレ か を調 べ る た め

｝＿検定 し た詰 果が TABLE 　7 に ま と め られ て い る 。
こ の

表 か ら明らか な よ うに ， 4 ・5 才児 で は 「チ ョ
コ レ ート」

と教 示 され た標本を全て 過大視 し て い る。ま た，「苦 い

梨 」 と教示 され た標本 を 5 才児で は 時計回 りの 揚合を除

い て 過小視し て い る とい え る 。 さらに，「チ ョ
コ レ ート」

また は 「苦い 莱」 と教 了され て，その 標本 の 大き さ に 該

当す る 5 種 類 の 大 き さ の 粘 ニヒ球を選択し た度数分布に偏

りが あ る か 否か を調べ る た め に ，
Kolmogorov−Smirnov

検定 を行 っ た 1，その結果， 5才児では 「チ ョ コ レ
ート」

と教示 され た グ ル
ープ は 大きい 方 の 粘土 を選 択す る度数

が 多 い 傾 向 に あ る の に 対 し て （時 計 回 り ： D ・・
：　312，

反時計 回 珍 ： P〈．Ol。　D ＝ ．271，　 P＜．05 。 　平均 ： D ＝

．283・P＜，05 。 u ダれ も N ・＝29），「苦 い 薬」　と教 iミさ

れ た グル
ープ で は 粘土球 を 選 択す る度数 分 布 が小 さい 粘

土球 の 方 に偏 っ て い る とい え る （上 と 同 順 序 ec　D ＝ ．21ユ，

TABLE 　6　テ ス ト11の 分 散分 析

SV SS df MS F 。

教 示 （1 ）　　 ．955

年齢（A ）　　 050

1 × A 　　 　　
．
009

誤 　　差　　1937

1113　

　

　

9

．955

．005

．GO9

．021

47．381＊＊＊

　 238

　 ．429

全 　 　 体 　 　 2．951 96 ＊＊＊p＜．001

TABLE 　7 粘土球 の 大き さ と実物大 との 有意差

　　　　　検走 （t検定）

テ ス ト 且

時 t 回 り

反時計 Llり

　平　均

5　才 児

チ ョ コ

　　　　　 苦 い 薬
レ
ー

ト

（dfコ28）　　（とlf＝25）

4 才 児

チ ョ コ

レ ート

（df＝23ン

も い 薬

3．413＊＊ 　　1．727

3　388＊＊　　2，160＊

4．225＊＊＊　　2，686＊＊

（df ＝　
’
1・7）

2．540＊＊　　　　．600
4．946＊＊＊ 　　1．662

4．715＊＊＊　　　1　586

＊P〈・05・

＊＊P＜．O！・

＊＊＊P＜ 。01 （片側検 定）
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N ．S．。　 D ＝ ＝，281，・p＜．05。　 D ＝．272，　 p＜，05。い ず れ も

N ＝26）。 4 才児 で は，「チ ョ コ レ ート」と教示され た グ

ル
ープは大き い 粘土球 を選択す る傾向が認 め られ る （同

順 序 で D ＝ ．358， P ＜，01。　 D ＝ ．362 ，　P＜、01。　 D ＝
，359，

p＜．Oユ。 い ずれ も N ＝ 24）。 ま た ，
「苦 い 薬 」 と教示 さ

れ た グル ープ で は反時計回 りの 場合 （わみに 小さい 方の 粘

土球を選 択す る傾向が あ る が （Dde ，312，　 N ＝18，　 P＜

．05）， 他 の 場合に は分布に統計的な有意差 が ある とは 認

め られなか っ た 。

　以上 の 結果をま とめ る と，左右 に 配置 し た 2 次元的形

態の 大きさの 知覚 で は ， 4 ・5 才 児 とも に 好物 の ビス ケ

ッ トは偽 ビス ケ ッ トよ りも大きく判断 し て い る。ま た ，

4 ・5 才児 で は こ の ビス ケ ッ トを実際の 大きさ以上 に過

大視 し て い る。 さ らに，同じ く刺激対象 を左 右 に 配置し

て 比較させ た 3 次元的形態 の 大きさの 知覚で は，同
一

標

本 で あ っ て も 「チ ョ コ レ
ート」 と教示 され た 場合 の 方

が，「苦 い 薬」 と教示 され た場合よ りも，4 ・5 才児 とも

．
に大き く判断す る傾向を示 す 。 ま た ，

4 ・5 才児 と も

「チ ョ
コ レ

ート」と教示 され た標本 を実際の 大き さ以上

に 過大視し て い るめに 対 し て ，5 才児 で は 「苫 い 薬」 と
　　’
教示 された揚合 に は こ の 標本 を実際 の 大 きさ 以 下 に過小

視す る 傾向が認 め られ る。．偽 ビス ケ ッ トと 「苫 い 薬」 と

で 実験結果に 差異が認 め られた の は，偽 ビス ケ ソ トの 場

合 よりも 「苦い 薬」 の 方が 子 どもの 欲求度 に お い て よ り

negative で あ っ た た め ， それ が大きさの 知覚に 反映 した

か らで あ る と推察され る。ま た 4 才児で 「苦 い 薬」 と教

示 され た に もか か わ らず 過 小視の 現象 が起き て い な い の

は，苦 い 薬を服用．し た実際的経験に 乏 し い た め 対象 に 対

する negative な反応を喚起す る ま で に は至 らなか っ た

た め で は な い か と考え られ る。事実 ， 実験に際し て 「苦

い 薬は嫌 い だ が，実際に は 服用 した こ とが な い 」 と い う

意味 の 反応をする 4才児が 5 才児 に 比 べ て 少な くなか っ

た 。
い ず れ に し て も，以上 の 推論 をよ り妥当な も の にす

る た め に は更に実験 を 重ねる必 要 が あ る 。

実 1 験　皿

　 目　 的 　仮 説 3 を検証す る。　　　　　 ・

　方　法

　（1跛 験者 　天王 寺幼稚園 と勝山愛和第2 幼稚園の 4 才

児94名 （年 齢 は 峯験 1 ・H
．
と 同 じ）を被験者 に選 ん だ 。

5才児 で は 実験 1 で 明 らか な よ うに，体積 と重量 の 概念

的分化 が か な りの 程度准ん で い る た め本実験 の 被験者と

し て 必ず し も適当 で ない と考え られ る の で ， 4 才児の み

を対 象 と した。こ れ ら被験者を乱数表に よ っ て 実験群49

名 と統制群45名に 無作為分類 し た 。 意 お ， 男女の 比率は

各群 と もほ ぼ等 し い 。

　〔2〕実験手続 実験群 ・統制群と も事前 テ ス トとし て 使：

用す る粘土球 は 半径 1．9Clm で重量 が80　g と110　g （以 下

小80g ，小 110g と よ ぶ ）， 半径3．Oc   で重量 が 80g と

110g （以 下 大舶 g ，大 119g と よ ぶ ） の 4 種類 で あ る。

こ の 粘土球を次の よ うに組み舗 せ て，重さの 弁別 を行
・

う課題と し た。

　課題 1．大きい 方 が重 く， 小 さ い 方が 軽 い 2 球の 重さ

の 弁別 ；小80g 一大110　g

　課題 2．　．同 じ大 き さ で，異な っ た重量 の 2 球 の 重きの

弁 hm［J；ノ亅丶809 一
ノ∫、110 　g

　課題 3．小 さ い 方が重 く，大きい 方 が軽 い 2球 の 重さ

の 弁別 ；大80g 一
小 110　g

　課題 4．同 じ 重量 で，体積 の 異 な る 2 球 の 重 さ の 弁 ．

男［」；！亅、80g 一
プく80　g

　課題 5．同上 ；小110g 一大110　g

そ の 他の 実験条件 ・方法 は実験 1 と全 く同 じ で あ る。

　事前テ ス トを行 っ た翌 日， 実験群 の み に対 し て 次 の 2

段階 か らな る訓練 を行 っ た。

　訓練 ；まず第 1段階 とし て，どち ら もア ル ミホ イ ル に

包ん だ小 さ くて 重 い 鉛玉 （半径 ユ．4cm ，135　g ） と 発泡

ス チ ロ ール の 大きくて 軽 い 球 （半 径 4．　5cm ，17L　5　g ） を

呈示 し て，どち らが重 い と思 うか を予想させ る 。 続い て

両手 で それ ぞ れ両球の ひ もを つ ま ん で持 ち上げさせ ，次

に 右手 の 球と左 手 の 球 を持ち替 え させ る。「大きい も の

は常に 重い 」 と考え て い た 子 どもは こ れ に よ っ て 彼 の 物

質観と矛盾 した 経験 をす る こ とに な る。実験者 は直ち に

「大 き い 球 が重 い で すか，そ れ と も小 さい 球 が重 い で す

か 1 と質問す る 。 r小 さ い 方 （大きい 方）が 重 い （軽い ）」．

と正 し く反応した子 ど もに は ， 「そ の とお り．小 さ い の

に 重 い ね。大きい の に 軽 い ね 」 と言語的強化を図 る 。こ

れ が終 わ れ ば第2 段階 と し て，大80g と実験 1 で 使用 し

た小 150g の 粘土球を同じ要領 で 持ち上げさせ て ， 再 び

「どち らが重 い か 」 と質問する 。 「こ ち ら」 と答 え た り，

指で 示 そ うとする被験者 に は必ず 「大き い 方 は ど ち ら

か 。 重 い め は大き い 方か ， そ れ と も小さ い 方 な の か 」 と

尋ね て ，「大き い （小 さ い ）方 が軽 い （蛍 い ）」 と言語 を

使 用 し て 答 え る よ うに 要求す る 。正 反応 者には第 1段階

と同 じ 言語的強化 を図 る。な お ， 各段階とも誤反 応 を し

た場合に は，も う 1度 だけ最初か ら訓練を繰り返した 。

　 訓練終了後，直ちに 実験群 に 対 し て 事前テ ス トと全 く

同 じ 5 つ の 課題 を事後 テ ス トと し て課 し た。実験期日は ．
　　　　　　　　 ’
9 月25 ・26 日で あ る 。

　
’
結果 と考察　　

ttt
　　　　　　　　　　　　　

・

　問題 の 性格上，課 題 1 〜3 ま で と，課題 4 。5 とを分
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TABLE 　8 重 さの 弁別 に つ い て の テ ス ・ト結果

＼
ス ト

項 目　　　＼ 、

MeanSDr

力

妬

実 験 群

事 前 事後

　 1．918　　　　 2，224

　 　695　　　　 581

　 　 　 ．248

　 　 　 　 48

．1　 2・692＊＊

統 讎 群

事前 事 後

1．882　　　　　1　953

　 623　 　 　 。643

　 　 ．791

　 　 　 44

　　 1．149 ＊＊

＊＊P〈．01

TABLE 　9 課題 1 〜3 の結果　（実験群）

＼
＼ 　　 課題

項 目　＼
＼

Meah ・

SDf

が

烏

　課 題 1 　　　 課 題 2 　　　 課題 3

事 前 　事後 、事前　事後　事前　事後

，980　　．735　　．673　　，735　　．265　　．755

，143　．446　．474　．446　．446　 ．434

　 　．240　　　　　．074　　　　　　．235

　 　 48　　 　　　48　　　 　　 48
− 3．474＊＊　　　　．686　　　　　　6．237＊＊＊

＊＊p ＜，01，　率
＊＊pく，OO1

け て 論じ るこ とに す る。

　 課題 1 ッ 3 に つ い て正 反応 した 場合に の み 1点 を与え

売。し た が っ て テ ス トは 3点満点 に な る。続 団群 の 事

前　事後両 テ ス トの 得点 間相関係数 は 791で あ る。こ れ

は言 うま で もな く再検 査 法 こ よ る テ ス トの 信頼度係数 で

・
あ る か ら，個人 テ ス トに 対する Gates の 基準に よれば

こ の テ ス トの 信頼性 は一応伝征され て い る と い え る。

TABLE 　8 に 両テ ス トの 結果か示 され て い る 。 まず， 事

前 テ ス トに 関 し て 実験群と統制群 の 平均値間 で 検定を行

　っ た と こ ろ，有意差 は 認め られ な か 一た （to「 259，　 df

　＝192 ，N ．S．）。 し か し な が ら，事後 テ ス トで は 両群 の 平

均値把有意差 が認 め られ る （t・
＝2．101，

．df＝92，P＜．05）

ま た実験 群 と統制群 に お い て，そ れ ぞ れ 亊前 ・＄後テ ス

　トで の 対応する平均値開 の 検定 を行 っ なとこ ろ，TABLE

　8 に 示 され る よ り に 実験群 で は 有音 勅 認め られ る の に

対 し て，統制群 で は 有意差 は 認 め られ な い 。こ れ らの 結

果力 ら，実験群 で け 訓練 に よ っ て テ ス トの 得点 が増大 し

たとい え る 。 それ で は ， こ の テ ス トを構成 し て い る各課

題 は どの よ うな得点結果を示 し た であ ろ ノか。こ の テ ス

　 トの 内訳 を TABLE 　9 に 示す 。

　 訓練前 の 諜題 1 〜3 の 得点結果に は有意羞が認 め られ

　る が （諌題 　1− 2 ； r ・ ：．　207 ，tg＝4．5650　1深題 2− 3 ； r

　 ＝ ．123，　to； 4．9640　課 題 　1− 3 ；　r＝一．240，　to＝ 9．9080

　い ず れ も df＝48，　 p＜，001），訓練後 に は 各課題 の 成績

　に 有意差 は 認め られ な い （課題 1− 2 ；r ＝z152 ，　 t。　in

Oo　課題　2− 3 ；r ＝一．127，　to＝．210。　巨果題　1− 3 ； r ＝

一．342，
to＝．192。

い ずれ も df＝ 48 ，　 N ．S．）。
こ の こ と

か ら， 訓練前 で は 「大き い もの は 重 く， 小 さ　vt もの は軽

レ 」 と判断す る 傾向 の あ っ た子 どもた ちは，訓練後 の 2

球 の 重量 ・体積の い か ん を問わず各課題 ともか な りの 好

成績 で ， しか もほ ぼ 同 じ得点を獲得し て い る こ と が わ か

る。こ れ は，TABLE 　9 に示 され る よ うに ，課題 2 で は

訓練前後 で 得点間 に 変化 は 認め られ な い の に，課題 1 で

は訓練前 の 方 が ， また課題 3 で は逆 に 訓練後 の 方 が 高得

点 の ため に ，
t 検定 の 結果 ， 有意差 が認め られ た こ とか・

らも明 らか で あ
．
る。つ ま D ，「大 き くて も軽 く，小 さ く

て も重 い 」 とい う体積 と重量 との 量的矛眉関係を呈示す

る こ と・し よ っ て ， 見 か け の 体積 （か さ） の 大きさ に惑わ

され ず に 2 つ の 球 の 重量 の 弁別 が か な り正 確 L て き る 来

うに な っ た と
一
え る。こ れ は とりもi　 tsす，見 か け の 体

積の 大きさの 知覚に 依存 し て 「大き い （小 さ い ）もの は

重 い （軽 い ）」 と反応 し て い た 体積と重量 の 概念的未分

化 か ら よ うや く脱し て，物質を体積と重量 の 互 い に独立

した 2 つ の 属性に よ っ て とらえられた と い え る。

　 重 さが少 し違 っ て も， 同体積で は正 し く弁別 で き た点

をふ ま え て，課題 4．5 をみ よ う。 「人き方力 重 い 」「同 じ

重さ だ」 「小さい 方 が重 い コとaSrcた 反応率を　 FエG ．4

お 柔び FエG ．5 に 示す。 訓練前の 課題 4 とそ し て 5 で，

こ の 3 っ の 反応 型 を選 択 し た 度数 分 布 に つ い て 実験群 と

統欄群 との 間 で 検足 を行 っ た とこ ろ，両群 の 間 に 有意差

は 認 め られ な か っ た （そ れぞれ xo2・・＝　1．　504，　 XG2＝1．034。

い ず れ も ガ 匹2，
N ・　S，）。し か る ｝こ訓練後の 課憩 4 と 5 ．

で は，と もに 有意な水準 で 両群の 分布 に 差異がみ られ る

（そ れ ぞ れ Xo2・＝ 　le．　726，　p 〈．005　 Xo2＝＝15．980，　p＜．001。

L ず れ も ガ ＝2）。実験群 の み に つ い て 検
曇
寸す る と，課

題 4 お よ び 5 に関し て は訓練剛 に は 「大きい 方 か 重 い 」

と反応する傾向性が認 め られ る の に対 し て，（そ れぞれ

Xo2− 12．796，　p ＜．005。
　 Zo』 29，429，　p＜．　OO1。い ずれ も

df＝2），訓練麦に は 両課題 と も 「体積 （か さ ） の 小きい ．

方が重 い 」 と反応す る傾向性 が強 くな っ て い る （それぞ

れ Zo2＝8．857，　Z ；4．572。と もlc　 df＝ 2，　 p＜．05）o

さらに 「小さ v ・方 が 重 い 」 と反 応 し た比 率と そ れ 以 外 の

反応比 髯と が訓練前後で 変化 し て い る か 否か に つ い て

．TABLE 　1 と同 じ方法 で 検定 し た とこ ろ，実験群 で は有

意盖 の あ る こ とが 認 め られ た が （課 題 4 ； X2 ＝ ／4．222 。

課題 5 ， κo』 16．200。と もに df ＝L　p＜．005），統制群

で は有意差 は み られ な か っ た （上 と 目 順序で ， そ れ ぞ れ

Xo2＝＝ 1．324　Zo2＝2．ユ38 。 と もし ガ磊1，NS ．）。 以上 の 結

果は，実験群 で は 実験 1 の 場合 と同様 に 反 Charpe
’
ntier

効果が圧倒的簿優勢 で あ っ た し もか か わ らず　訓練後 に
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FIG ．4 課題 4 の 反応
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o ……・ゆ 実験群 （訓練後）
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大きい方が重 い 　　　同 じ重 さ　　　小さい 方が重い

　　　　 FIG ．5 課題 5，の 反応

は Charpentier効果 が強 く現わ れ て きた こ と を示 し て

い る。こ の ζとは，、重量 ・体積 の 未分化 の うち は 見か け

の 知覚に邪魔され て 「大きい もの は重 い 」 と判断し て い

た の に，物質 の 属性 で あ る 体積 と重 ：量 と の 量 的矛 盾関係

を知覚的体験 し て，こ れ を 「大 き い 」 「小ざ い 」「重 い 」

r軽 い 」 と い う体積や重量 の 概念を示す言語を使用 し て

表現 で きた とき，体積と重量 の 概念的分化 に 伴 な っ て

Charpentier効果が現 わ れ て き た と言え る 。

約

　 物質観の 発達をとらえ る に あ た っ て，ま ず幼児 の 物質

観は素朴実在論的物質観で あ る と措定す る 。 こ れは，外

界に 実在す る 物質を知覚され る とお りの ま ま の 固 ま り

（mass ） と し て み て，物質 の 内的構造 の 把握 に ま で は至

らな い か ら，   物質の 表面的属性 だけ で判断す る た め に

重さの 概念 は 見か け の 大きさに従属 し て V
』
丶て，し た が っ

て 重量 と体 積 とは 概念的 に 未分 化 で あ る 。   自らの 意識

に反映 され た とお りの ま ま の 物質と し て と らえ て い る た

め ， 欲求 の度合に 応 じて物質の 大きさの 知覚 に差異 が 生

じ る。こ の よ うな基本的仮 説 に 基 づ い て 実験 を行 っ た と

こ ろ ， 次 の よ うな 知見 が得られ た 。

　 1．　 3才児と 4才児 で は 大き い 球を重 い と判断す る 傾

向が認 め られ る 。
つ まり幼児 に 関す る限 り，視覚が介在　

’

す る と反 Charpentier 効果 と も い う
1
べ き傾向 が 認め られ

る。これ は幼児 の 場合 ， 重量 が 見か けめ体積に依存し て

い る ため，Chprpentier効果に 優先し て こ れ と逆 の 結果

が現わ れ た もの で あ ろ う と考え られ る。

　2，　 4 ・5 才児 に positiveな価値を もつ 刺激とし、て ビ

ス ケ ッ トと， 偽ビス ケ ッ トの 2 次元的形態 の 大 き さ を評

価 させ た と こ ろ，後者よ りも前者の 方を大き く知覚し て

い る 。ま た 4 ・5 才児 と も ビ ス ケ ッ トを過大視 し て い

る。さ らに 4 ・5才児に 同
・一標本を，

一
方 で は positive

な刺激 と し て 「チ ョ コ レ ート」 と教示 し，飽方 の グル ー

プ で は negative な刺激と し て 「苦 い 薬 」 と教示 し て 3　 ＼

次元的形態の 大 きさを評価 させ た と ころ ， 前者の 方 が後

者の 場合よ りも大 きく知覚 し て い る。ま た，前者の 場合

に は 刺激体を過大視 し て い る が
，

5 才児 で は後者 の 揚合

を実物よ りも過小視 し て い る。・　　　 、　
’L

　3．　「大きい 物体は 重 く， 小 さ い 物体 は 軽 い 」 と 判断

し て い る 4 才児が
， 体積と重量 との 量的矛盾関係，すな

わち 「大きい が軽く， 小さい が 重い」 こ と を知覚的体験

し て，「大きい 」 「小 さ い 」 「重 い 」 「軽 い 」 と い う言語 で

こ れを表現 で きた場合，．
もは や見か け の 体積 （か さ）に

惑わ されずに かな．り正 確 に重 さ の 弁別 が可能に なる。そ

し て，こ の と き重 さ の 弁別 に際し て Charpentier効果 が

認め られ る 。

　〈付記〉　本研究 に協力 され た大阪教育大学 の 多 くの

大学院生 ・学生諸君，
’
そ し て天王寺 ・勝山愛和各幼稚園

の 先生方お よび 園児 の 皆 さ ん に謝意を表ナる。
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           THE  STUDY  ON  PRESCHOOL  CHILDREN,S  NAIVE･REALISM                            '

 , THE  CONCEPTUAL  UNDIFFERENTIATION  BETWEEN  VOLUME  AND  WEIGHT                                                            '                                                                   '

                                            . by
                                                                                                  '
                                           Ichio Mori

    The  aim  of  the  study  is to investigate presghool  
'
 2. Ss (4-5 y6ars old)  who  said  they  wece  fond  of

children's  conception  of  matter,  or  the  riaive re41ism  craeker  jindgbd a cracker  to be bigger than  a coun-

that the  mass  existing  in the outer  wer14  Which  they  terfeit cracker  mhde  of  clay,  .and oygrestimated  the

perceiv.e is considered  to be the  real  matter  as  it is. plane. dimenslons of  the cracker.

Sgch  conceptien  is not  necess4rily  equa]  to another,  97 ･prescheol ehildren (4-5, years old)  were,

ferm of conception  directing to the inner structdre  

'assigned
 to two.gfoups.  The'first gr6up  who.  said  

.

of  the maLter.  ･'  they  were  fond of  chocolate'was  instructed that  
'a

                   '

   
'The

 present study  was  designed to verify  two  ball shown  to thern  wasachocelate.  The  other  grpup

fundamental'hypoth6ses  proPosed  as  follows; whe  said  they  dis]lked a bitter drug was  instrutited                                          '

.1) While basing 
'on

 only  the apparent  attribute  of  that the･ ball was  a  bitterpill. Theforrner'judgedthe

m'at'ter,  the preschool chi]dren's  judgement of  weight  ba'll to ,be biggelr than  the la.tter did, Furthermore,

will  remain  ttndifferentiated  frorn thgt  6f volume,  the  first group  overestimated  tlie spherical  dimentions

2) Preschpol ehildren,fuill  judge the  ,volurne of  matter  of  the  ball, wh/ile  the ]atter unaere,stimatdd  the  actual

by iudgements on  the niatter's tippeal to them,'In  other  , size of the bal].

words,  their  judgEment of.vo]urne  will  correspond  3, Both  a  bigger }ight ball and  a  $maller  heavy one                                                             '
with  the  degree of.tl  .eir liking for the  mat-fer.' were  shewn  to Ss (4' years  old).  On  perceiving that

    The  m,aip  results  obtained  from the study,  a]1 of  a  bigger one  was  Iighter, the c'hildren  were  Jead to

whi6h  agreed  with'  hypotheses, may  be summarized  the  s.tate that  they  eould  coxi'ect]y  discriminate be-                 '
as  follows: '

 - tween  the heavier weight  and  the  ]ighter welght  of

1. Ss (3-4 years  old).  w6re  .inclined to judge a  two  ball'$ .irrespective of  theapparent  volumeof-each
                                                   '

bigger ball to be .heavier, Tbis might  be cqlled  the  ene.  In additien  to the iacts mentioned  above,  it

anti-Charpentier's  effect,  It is $atisfactory  to assume  
'should

 be pointed out  that their  discrimipation,6f                 '                                                                           '
that their  judigement .oi weight  which  is based on  the weight  at this time  

'was
 influenced by Charpentier's

                                                  '
apparent  weight  of matter  may  cause  the  anti-Char-  effect.  

'
 

'
 

'
                      '
･pentieris effect. .,
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