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幼 児 に お け る併行弁別学習に及 ぼ す過剰 訓練効果
“

中　 川 甑　 正
＊ ＊

　幼児に お け る弁別！v 行学ぞ こ 及 ぼす inl剰
一
1［1練 の 効果 に

鵑して 1 廴， 今ま で 数多くの 研究が なされ て きて い る。従

来 の 研 ヂ の ほ とん どが L コ の 弁別刺 1敷対 を用 い た 弁別学

習出羔で行わ れ て い る。過 系1「1［紙が弁別 レ行学習 と促進

する かTSか とい う閇匙が主 に とり上 げられ て きたが ， 今

け 違 系rl「［†柬が 侵．読 の 弁玉｝［IJ7 ［ を促 進 す る カ・f「r か と い ）問

遉 か ら，1二剰
『
川東が 異 な る弁別 課遺 に どの よ うな 形そII

』
と

もた らす か とい うこ と を彳
』
1す る 11　1 胡に きて い る と考 え

v れ る 。

　過只」訓5東力．曝た る弁 YJijpSILnこ ど ♪よ うな 影癌を も，
了
こ ら

す か とい う同 遮 の ］．つ の ア ブ P’・一チ の 方法 と し て ， 2 コ

の 弁別1 ヨA ，B を月、、て，あ る ［弌行 で
P

ま弁易「
川照趣A を，

ま た 別 な 「，  1予で は勇別課題 Bi ；［　：
「1一し て 1iliハ7J 　 rL 　7

い わ   ）る 91f∫弁別
マ1し冨 （C ⊂阻 curr 　t 弁 「 」 賠　を用 い

る こ とが ？ え られ る n

　例行弁別 　ち 二お け る 通 ∫「 lr休 の VJI，、，二関す る 「凵ノ己は

ヨ
．』
に 」初 を 111心 1．一行 わ れ て き て い る 　（G．・木 ・　 IL

1969 ； 11．リ II ，1973
，
1三　ラEl，　 ノ　

ー
｝⊃，　 lt ’）a，　 XJ 、ra ，1　77ま），

1977c ，　19　8
・，　1〔　　T⊃，　1　

一
〇 c ：　7｝裏ア　≦ゴ」ジLL｛こ串5レ丶

一
（：｝ま 賓　

．ー

ほ と ん ど彳
t

わ 芝して い な い u 現 在
免
『
丶Lこ，Sand ”

crs 〔！971）

と 「；・川 （1悟 Gb ，工勝 8b ）！ の 3 コ ノ項】1究が 製急 劃 1．て い

る にすぎない 。

　 聾｛初 を用 い て 行 わ れ た 研究 は ，ゴ．1 列 1絃 を受 け る こ と

1こ よ っ て， 2 コ の ．↑別 II，．L、也 行同 に イ 11i三1．卩 が 生起す る

こ と を 駒 らル に し て い る 。 こ の 、づ、 直 従木 の ラ1別逆 伝学

Tm二及 ぼナ．ES 」
．』
川休易果 ゼ

』
IJ亅す る た め ：こ旋 悁 され た 孟

乱 で は 訌明で さ な い 。例 え ば，池 ac 蛋 並 osh （［955）の 選

択的江志説 を も っ て し て も鋭明 で きlsい
。 なぜ な り ば，

こ の 事実 は 過 ／／［　 llL　1を受 け る 二 と に よ っ て ， 手｝fト1
．
1 を異

に す る 2J ！の 弁別 果，亘遂 行 が 虫立 で な くな っ て くる 。つ

ま り 2 コ の 弁別課題 遂行を日係 つ け る 何 らハ の メ カ ニ ズ

ム が 成 ヱ し て い る こ と を示 女して い る 。 こ の ：「去 を誂明

　　＊一本 矼 JL、の 失 加 に あ た り ，石 井 和 亅
’
氏，　 LL1　il1 丿文f氏，

　　 長 ！．ロ莫 由 美 氏，31t 羊子 氏 の 4 一の LW ブを・1・1．こ 。
こ

　　 こ に 謝 一τ 黄 し 1
’
す。

　 ＊＊　 香 川 大 些 致 育 学 Lll、

す る L め に は， 2 コ の 弁別課底遂行 を段i係づ け る メ カ ニ

ズ ム を仮定 し なければ な らな い 。
2 コ の 弁別 」耳、遺逐行 を

閏係づ け る メカ ニ ズ ム の 仮 L よ Mackintoshの 主張する

ア ナ ライ ザ （analyzer ｝ は 相 互 こy 立 で あ る とす る ア ナ

ラ イ ザ 本来 ヴ）定戒 ご 矛后す ⊃ e

　そ こ で 過 鳥訓練に よっ て 2 コ の 弁別 課 題 遂行間に f目F

作拑が柏 亅
コ

す る こ と を唖 明す る た め に 1 っ の 補助仮説 が

必 IEと な っ て き 辷 。
［卜川 σ978　p．75）は 1 つ の 補功仮説

を北嵩 し て い る 。以 下 こ の 補功仮 タ捨 さ らに 下述す る 。

　 Sl1〔−1−）　；S 膿 （
・一一
），　Sgl（十 ）　；S22（一）　¢）2 コ al）弁llrJ痕ll

淑対 を併彳」 L ．て r，11［沖す る 、 習争 感，つ ま り併行弁別丁態

1こお い て は，原学習 uh 各弁別刺激対別 に 正刺激と按近

反 応 が 結 合 され，ま た h 隊 に弘 刺 楓 とrIL 反 応 が 茄合 さ

・．・1．る よ うに な る 。）学 習完戊後，さ らに 附加約訓1東 C−

∫1馴 ） を受け る こ と に よ っ て，酵定な刺  手 1．
F

曾 と反

応 』の 1 介 力 」丿ミh こ た る と「1り薩 に，刺 激 手 コ．
．
トi〕の テ イ ン

性 （利 く
ノ） 「

・L ） に刈
馳
して 反 応す る こ と を

’
｝11、 

1
る 。

そ して 弔
’
　

’
T，； 丿の ナイ ン性 に 対 す る 学習 乍 もこ に して

2 コ の 弁別判 圦 訂の 正 刈澂同士 を靜合 し 　露 1 （十 ）
− S2［

〔十 ）の i哈・’1， 「ミたII4ijlに チ、刺激1、・J土 をil吉合 ［S 艮

「一
）
−

S−： （一．・） の 1卜占合．．す る よ うに な る。こ の 刺1険于 卦 りの 剰
‘

合 ［Sll（−1．）　 S ユ11t
−
） の ｝：占合ア S畷 一

）
− S頭 一

） の 結

合〕 を手 」．IP仙合
‘’CUC −aSSOd αt二〇 n

”
と い うe こ の 手 J♪ト

リ，］∴合が 2 コ の うi
・
別 r鼠亘遂行「妬 二｛ト「互 作用 を引 さ起 こ す。

可 捨 り結 合 は 退 利 茜、1凍 ：

n

：の 増 大 に i’［V．C っ て ま す よす 強 固

i．．な る 。こ の 手 ！
1
トリ結合が正 ・／

」−L刺激の 辻 ．云し た続 しい

弁別亨悉に適切次元 にムつ い 丶 転移する。この 新 しい 弁

別 tj態 にお い て ，　 L ・
負刺激 が 辷払 され て い る た め に，

特辻．な 刺紘 fl」D と反 応 と の 結合 は 消去 され るが，手むト

リゴ含は 保 持 され て い る。手 掛 り結合ガ 消去 され な い で

保紆 され て い る た め に，有磯体 が新 しい 正 刺訊
・

負刺

激 が 何で あ る 71を学習 し た とき，つ よ り有機体 が新 しい

弁別 ．・感 に お い て，刺激手 折 りの サ イ ン 匡を学習 した と

き，有機休は刺 激に 対 し て 選 択 す る か 否か とい う反 応 様

式 （ReSPDnse 　 code ） の み を逆転す れ ば よ い 。 そ れ故に ，

過 剽
一
H諌 を受 け た 有檄体 は 新 し い 正 刺激 にす み や か に接

一 38 一
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近 で き，ま た負刺激に対して もすみや か に 回避 で きる よ

うに な る，つ ま り新
ー
し い 正 刺激 をすみ や か に 選択 し ， ま

た負刺源 をすみ や か に 選択 し な くな り， 新 し い 弁別学習

は促 進 され る の で あ る 。

　本研黄は実験 1，H お よび 丗 の 3 コ の 尖験 か ら構成さ

れ て い る 。実 験 1で は，幼 児 の 併行弁別 学 習 に お い て ，

過剰訓紺 に よ っ て 手掛 り結合 が 形成 され る か否か を検討

す る 。夷 1剣 rで は ， 2 コ の 弁別課題遂行間 に 過 剰訓練に

よ っ て 和 五 作用 が 生起す う か 否か を倹討す る 。実験 111で

は ， il：・の 弁別課題が併行 して TIJ：「練 され る 串態 に お い て

も，　過 弄il「荒「「隠栗｝こ 、k　T：）
一
⊂ 3 ＝ ・び）テF姫i賦果足器遂彳

二
〒1瑚｝こ 1，Ll互 竹二∫［｝

が生起す ろ か 奔 か を倹耐 す る 。

実　験 　亘

　上述 の 補肋仮説 に よ 1
’
Lesl，手掛 り糺合 1訓 ；［」激の ナ でン

性 に 対す る 反応 を 』と 1こ し て 形戊さ九 る 。つ よ i〕共逓 の

朿凝敢の ツ r ン ↑生を も とに し て Sll（・1
−
） と 匙 1 （十 ） と を，

ま た Stt：　，

一
）こ S ．・r− 〕 ≧を結合す る 学習 で あ る U

　本実験 で は，逝刹 ：Jrl林 に よ っ て 手 掛 り糺合 が 形戊 され

る とい う．疲摂的 な rrlら列を行って い くこ と につ
一
る D こ の ［ll

白勺aつ t

／
こ ゐ に ，　厩〔芍ゴニlv［

『
ご1〔，　し11 〔＋ ）　，　S12‘一、  　S ？1　r−1）　；

S四 （一）の ヨ ：瞭 丿弁）丿坤】il票
．
雨をノ］Jい て Vi

’
ft一弁ノ鍔で 1、Ill練 し ，

辿1刺調赫す る 。つ
1
ハ で テ ヌ ト生行 ・っ 广。テ ン、ト／f：　A．　」：し

て ，次 の 1粂酉 が 設 け 二〕
冫 オしに 、，テ ス 1

・条性 ；・　 ）」」cl5稲 ll「

に訓練 さ ！％，ヒ 2 ：1 の 弁別剥潔丸」問
1
こお い て，負剰激が互

い に 入 れ 除る 条件，つ ま i； S⊥ （−1：；3・v （），Oパ ー1）二

S1訳一
）の

t・） コ の 弁別 啄
．亅激対 で ナ ス トを受 」

齟
る 条作 （Gr．

1），　 ラ
ー
ス　＼彡ヒで

「
：−1i・　2 コ の ゴ［

｝1弓ll來∫1チ，1［忽r、と｛〕 に，　 Jj“：｝
’・ll，

Il寺の 正 柬l！激が残有：し，徴刺涼 に．桝し 」
’、刺激が ）hい られ る

条f「i”　　　一．，　ヨミ　iフ　　丘31L　（　1−）　　；　［i
’
3】　（

一一
）　。　　［− 91　〔† ）　　；　se！　〔

一
）　　a）　2

コ の 弁 励刺激対 で テ ス 气 を1受U る 条作 ：Gr．11D
， テ ス ト

条件 tE ； 2 ；コ の 弁 別 刺 激対 と も に，）J！（学習 時 の 弘刺，／pkが

殀 存 し ， ユE象lj激 に新し い 束ll激が ∫目い ら れ る条f’i：，つ 棄 り

S鼠 ＋ ）； Si二 （
一
）、　 S5或一1．）； 龜弧

．
） の 2 ： 匚 c

’
）弁別刺激

対 で テ ス トを受け る 条件 （Gr ，1、勹，テ ス ト条件 IV； 原学：

習完成後 ， 過剩訓練 を受 ｝．｝な い で，た だ ち に テ ス ト条件

「とli，」じ条件 で テ ス 1・を受け る条件 （Gr ，　 Ti）。

　 こ の よ うな条件 ドで は，過 剰 調練を へ て 手 1卦り結合 が

形成 され，そ し て ツ
ー
イ ン 性 に お い て 止 刺激 同 上，負刺激

同士 が 等仙 な らば，次の よ うな 予測が成 り立 つ で あ ろ う。

　 1，　 G ］
・、1，Gr ．姐 お よ び Gr．　IXIの 3 群悶 に テ ス ト試

行 に お け る弁別遂行に は差がみ られ な い で あ ろ う。

　2． Gr ．　 iの テ ス ト試行に お け る弁別遂行 は Gr．　IIの

そ れ に 較べ て 優 れ て い る で あ ろ う。

　3，　Gl・．冊 お よ び Gr，　y の テ ス ト試行 に お ける 弁別遂

行 は Gr ，1 と同様 に Gr ．」の そ れ に較 べ て 優れ て い る で

あ ろ う。

　本実 験 に お い て ，こ れ ら 3 コ の 予測 を検 討 して い く。

方 法

　被験者 　幼秕 因児 32 名 （ガ見 工6 名，女 児 16 名）， 平

均年i怜 5歳 ・iか 月，年齢 の 範 哢i4歳 11 か 月〜5 歳 9 か 月 ，

平均知能指数 113．7 で あ っ た 。

　装　置　本実検 に は 図 1 に 示され て い る よ うな 同時弁

別装霞，反応 レ バ ーボ ッ ク ス ，調整器お よ び 2 コ の デジ

タ ル タ イマ
ーが 用 い ら れ た。調≡整器に は，ラ ン プ ス ウィ

ッ ナ ， ブ ザ
ー

ス タィ ッ チ ， ラ ン プ ・ブ ザ
ー

ス ウ ィ ッ チ

（フ ソ ゾ わ ，」、
「
r、ノtl ≧ フ

t’
］
一一一

11｝r と が 同 lit；こ 発 ／「二 虻 る も V⊃） が

あ り，武行聞始時に ラ ン プ Pブザース ウ ィ ツ チ を OK に

する 。 こ の 1渕整器に は，反応 レ バ ーボ ッ クス の レ バ ーを

作 動 させ る 方 1i
’
iJ （的，後，ノp．，右 り 4 方 向） に 対 応 し て

前，後，左 ，ムの 仁 1 の ス ウ ィ ッ チ が あ り，弁別刺激対

を 同時弁別装置 1こ ip
’
人 した 後，了「刺激の 位置 （レ ふ を

［；1 」
1へ馬 II．し い J！ 1

’
IJ） に ス ウ t ツ チ を ON に す る。

　 　 　 　 　 　
ワ
　　 　　　 　　 5

1一

　　　　　　　　廻1（1．I　Apparatus
1・Stimulus 　prescntation　upParatus 　6．　 Regulator
2．Response 　lever　box
3．Response　iever
4．Stimulus 　 card

5．Lamp

一 39 一

7．Digi　timer
8，Push 　botton1
9．Stimulus　blind
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同時弁別 211“． ．に は ， マ イ ク ロ ス ウィ ッ チ ， ラ ン プ，ブ ザ

ーが 内蔵 され て い る 。 刺激 ブ ラ イ ン ドボ タ ン を搾し，刺

激徒 示 窓 の SLITLC扉 （ブ ラ イ ン ．
“
） か 匡ト リた と き，マ ．イ ク

卩 ス ウ ィ ッ チ が ON に な り， デ ジ タル タ イ マ
ー 1が作動

す る 。被険 者が 反 応 レ バ ー
に 手 を触れ る と剛 寺に，デ ジ

タル タイ マ ー 1カ lf動停止 し，同t，芋に デ ジ タル タ イ マ
ー

且が 作劫す る 。 被験者 が レ バ ーを い ずれ か一
方 に 倒す と

デジ タ ル タ イ マ
ー

且ガ 作 動仁 Eナ る 。被強者が 了「反 応 し

た と き に 丘，1・・1時弁別奘置 の li〜に あ る ラ ン プが 点 灯 し，

1司時に ブザ
ー

が 2秒間鳴 る よ うに な っ て い る 。刺削 L 示

窓 の 大 き さは 5cmX5Cm で あ 一
：・た 。　ILrl島 1

．
は O．1秒 の

速 さで 降 りる よ うに 閧 蕊 され て い た 。

　刺　激　ズ実臉 で は，τ［i方形 （r 瓶 7．3cm2 ），享，，1［亅台

形 〔1 積 7．5cm2 〕，十 字形 qlriτ17．　C　cm2 ）， 丁 宇ノト彡（［二Li

績 7．Ccm
’tzt，，円形 （頂 帆 7．　l　cm2 ）， 平行 rfL辺   （rE

？
・
，口cm2 ）の 6 コ の 刺激が 用 い られ た 。原学習 で は，．il三方

形
一

台形弁別刺諏対 ，十宇形 　丁
宀

形ラ†別刺ら直対 の 2 コ

の 弁 別 刺激対が 用 い られ 厂こ。テ ス トで は，Gr．け よ び，

Gr ．　llで は ， 半数 の 被臉者 に は，正 方形　s蝋 ．
卜）〕

−
丁

宇形　S顧 一
つ 」

”

」r 別市l！激虻 ， 十千形 ［S蝋 一
の

一
1彫

1：S12〔一）〕弁別刺kt〈対Oり 2 コ の 弁別 1Ji蜘 寸が，ノA ）の 被

験者に は，台 ］　CSli（．の 一十 ”
」
一形 〔S2ビ〔一）〕弁別刺激

対，丁字形 〔S頭 ＋ ♪．］一正 方形 〔S 威
一
）．、弁〃亅刺 1，kklの

2 コ の 弁別刺激対 が 用 い られ た。Gr．豆iで は ，　 ［数の 彼

し、置に は，正 方丿1 〔SII（
一
ト）・一円形 ［＿1： （

一
）］弁別刺激

対
・，−i才：幵二　LS2エ C．ト）」

一玉「1〒］1−「 7ヲ］彡 ［：S眤 （
一
）　弁矧」工｛Jハ賦

対 の 2 コ の 弁別刺激対が，残 ）の 被駅者
．
に は ， 台形 〔Sii

（十 ）：、一平彳了1理，ぜユ爿彡　〔S肥 （
一
）　プr：男lj｝i」IJげ13きi’，　Tt 丿1彡　：S　21

 
’・− F彫 二s証 一

〉：： ヂ
ー
別刺激対の 2 コ の 弁）Ji喇 1捌

が 用い られ，．z。　 Gr，［X・「 で は，半数 の 被臥 6に は ， 11J形

慨 1 い ）ユー台形 ［ISi　t−）ユル 別刺 i从 ヌ寸，平行 四 辺形 β肥

（G−）
「 −丁 宇形 匚s ・・ （

一
）〕「

・1弸 ！rll姻 ） 2 コ の 弁 F・［喇 畝

対 が ， 残 りの 半数に は ， 平行 四 辺 形 〔S32（＋ ）〕
一．L［三方形

〔SILt（一）：峅 別 刺激貞寸，巳彫 〔S．］1（＋ ）〕一
．
レ／
’
：f： 1：・〔Sl　2 〔一）〕

弁別刺淑対 の 2 コ の 弁別刺激対が用い ら れ に 。ui
・刺激 は

白地 の カ
ードに 赤色 よた は 直色の ラ ッ カ

ー
で 重IL［ウ・れ た も

の で あ る 。刺激 カ
ー ドの 大、5 さは 5c 二nx5cm で あ る。

赤仁また は 青色 は 不迦切次元 で あ る 。

　実験 手 続

　一
般 的手辛　 ・

1皮武者 t レ
．
バ ーボ ッ ク ス の 「」∫に すわ り，

刺激対が刺激乱 小 念 に 虹 示 され る ま で は 手 は ひ ざの 」 に

置き，刺激対が提示 され た ら，尻 応 レ バ ーを持 ち，糺示

され た 紬 孜対 に つ き正 し い と思 う方向に 反応 レ バ ーを倒

す こ と が 要請され た 。訓練期間中は ， 試行間隔 には 常 に

手 をひ ざ の 上 に 置 い て お く よ フ に 要請 され k 。

　教 示 　 「○○ ち ゃ ん ， こ れ か ら カ
・一

ドの ぢて っ 二 遊 び

を し ま し ょ う。こ の 2 つ の 窓 （凱 険 者 が 1　 さ し 示 す ）

に lk ず つ カ …
　うミ  て き ま す 。

カ ー・ドが て て くる ま で

は ，手 は い つ も
亠

び ざ の ．1 こ 檻 い て い て 下 さ い 。カ
ー

ド

が で て き た ら，す く
’
に こ の L，E （レこ睦 ノ ，：ン バ ・−de　J．‘ C’　L｛

し 示 す） を もって ｝ 5 い
。

こ の 樺ぽ Tl「丁， 後 ， 左 ， 右 の 4

つ の 方向 に ∫K エ す。窓 二 は い ろ い ろ な カ
ー

ドが で て ぎ

k す カ  ど ち ら か
．・

方 の カ ・一ド が lvx
つ も ち た り で す。カ

ード に よ っ て ち た り の 揚 所 “ 夬って い ま す 。
よ くカ ー．

馳

を み て ⊂）◎ ち ゃ ん，丿娑 こ りと，限 う方 向 へ 棒 を倒 して 下 さ

い D あ
tt

り の と きに 　　C ラ ン プ が つ き p ブ
⊥一．一

が 』 り ますロ

は
一
　
．
1．の と き に は ，ラ ソ プ もつ か ．s．い し ，ブ

・．
L…も鳴 り

ませ ん 。
ぽ じめ の う ち は ，ども らの カ ー・1

戸 あ ブ：二 りか わ

か り ま せ ん が ，だ ん だ ん とわ 泌 る よ 貧
’
tn り ま す か ら，

1r て た く さ ん あた る よ 弘 こ 項 張 って 下 さ い
。

カ ードが

で て く る ま て は ，丁
」’．

5 ひ ざ の 一L こ s い て ｝カ
ー

ドが で

て きた ら，す ぐ俸 を も っ て あ た り と思 ）方 向 へ 倒 し て 下

さ い 。

　練習　、．．A、首用弁別刺激対 を用 い て， 8 回 レ バ ーを倒す

未
’「

を行 っ た。前，後 ，左 ，右の 4 方 向 へ 2 同 ず っ レ バ

ーを側す練熟
「
を行 っ た。

　原学雪　被 煥者は 正方形一t“形弁別深題 と十字形一一T

宇 形 弁別 課 題 の 2 コ の 弁 別 課 遼 を用 い て 飼
二f亅 弁別

一
川，di、を

｝［瓦 正 法 で 受け た 。2 コ の 弁別課赴 の 提示 1
．
｛序 は 4 種 の

ラ ン ダ ム 系列に従．
っ て，ま た　rF．刺放 の 走示 ケ直も 4 遠 の

ラ ン ダ ム 系列 に 従 っ て 決 定 され ｝こ。学習 跳 隼 は 斤弁別 課

遺 に つ い て 5 回連．
ltt

’正 反 応が 上しす る こ と で あ っ に 。両

方 の ノi別醐
1
遭 L 本に つ い て は両 方の 弁別 rl果樋ガ 「司時 に と

もに 上述 の 規準 1 ．充足す る こ と を も ワ て 学習飢凖 こ し た 。

報四 は ブザ
ー

音 ， ラ ン プ の ．灯および 「あ
’
こ Dで ナ．1 と

い う言 lr昂杓 lk 酬を痰 合 し た もの で あ っ た 。なお 12〔訊行

の 訓凍を受け て も学 齧双葺 二 雇 し な か っ ； 皮  者（5 名 ）

は 本集 突か ら除外され ，新 に に 5 名の 徴諌 者を捕充 し た 。

　過剰 〕時 　原莞昌完成後，彼験者は原学習 の 成締を も

と に し て で き る か ぎ 丿 釜質 に な る よ う1こ Gr．1 ，
　 1［，、n，

“厂の 4 詳 に分け られ た 。Gr．1，阻，　IVの 3群の 被駄首は

原学習完灰後 さ らに 2   哘 の 訓併力附加 され た。

　 テ ス ト　 Gr．1，IIL，　 W の 3鮮 の 被験者 は 過剰 トJil練後，

ま た Gr ，　 U の 被験者，．，．原羊習完成後 さ L）・，一そ れ ぞ れ 当該

の テ ス ト条件の もと で 16 試 1了の テ ス トを受けた 。 テ ス

トに お け る 訓練条件 1ま原学習 の 訓 練条件 と同 じ で あ っ た 。

結 果

　結果 は TABLE 　1 に 示 され て い る 。測度 に は，原 学 羽

に つ い て は 学習規
’
¢ 　

，
　一．　Ltす る ま で に要 し i・＿試行数 が ， テ

一 40 一
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　TA 肌 E 　l　 Means　and 　SDs　through 　square 　root

tra
’
nsformation 　Qf 　the 　number 　of　tr三als 　to　 criterion

三nQriginal 　learning　 and 　correct 　 responses 　in　te＄t

phase

戛証繭 誰
G   劃

吭 II 翫 1・

Original

Gr．　IIIGr．　IV

　 　 　　 　 　 　 　 　 　

＿
M6 ・7316 ・366 ・2616 ・32

・DI ・・8・　1・・… 1・・S・i　・・　69

Test
M … 司… 8

・i　3．　95
．
・…

・D
凹

i… 陣小 24

ス トに お い て は，16 弋行中の 正 反 応数 と k反 応 の 出現 華

．とが用 い られ た 。

　原 落習　TABLE 　1 の Originalの 項 に は，学習規凖

．に 達す る まで に 要 し た試行数の 平方根の 平均値とt、話 偏

差とが 示 されて い る 。 原学習の 成 1責を もと に し て 群分け

の 効果 をみ る た め に テ．ス ト条件 （予 ノの な ら び に 弁別課

題 の 種煩 の 2 要因 の 分散分析 を行 っ 之 仲果 ， テ ス ト条牛

（予定）の †効果，弁別課逗 の 種類 の 主効果および交互作

用 は い ずれ も有 孟 で な か っ た （そ れ ぞ れ ，Fく1．　CO，　df＝

3／28 ；F くLOO ，　df；　1／28 ；F く1．GG，　df＝3／28）。　2 ：ユ

の 主効果 の い ずれ の 変動 も十分 に 小 さい ，お 一交．彑竹割

の 変訪も十分 に 小 さい こ と か ら ， 各群 の 孤験者の 学 日 脂

力 は 特 1＿．は 異な らない とい える 。

　過剰訓練　退剰訓凍 L切問中に お け る 誤反応 の 出現皐

くr ！反 」，数 ÷ i　焉行 ．夊 x10   は 4．工％で あ っ た 。

　テ ス ト　TABLE 　1 の Test の 項 L は，テ ス トに お け

るτ 反応数の 平方根 の β均frl7と原準癇差とが示 され て い

る 。 Gr．　 L 　lllお よ び N の 3君 の テ ス トに お け る 成叙を

も とに して，一
要因 の 分故分1斤を行っ た結呆，こ れ ら 3

詳聞に は差がみ られ な か っ t

’
：二 （F＜1．〔｝O，df＝2／2り。し

か し，Gr．　 1 は Gr ．　 ITに 比べ て テ ス トに おける 正 反応数

ガ多か っ た （亡；2．5／， df− 14，
　P く．05）。 Gr．皿 お よび IV

も Gr．1 と同様ゴこ Gr ．　 ［に 校 べ て 正 反応数 が 多 か っ た

（そ れ Et　i・L，　t＝2．89，　df＝レ1
，
　P ＜．　C2；t＝2．33，　df；lt，

Pく，G5）
°

　 テ ス トに お け る 鉄反応の 山現率 は ， Gr．1 で は 4．7％，

Gr．皿 で は 5．5％，　 Gr，11「 で は 6．3％ Gr．且 で は 20．　3％

で あ っ た 。

　 Gr．1，］且 お よび 評 の 3繕 の 誤反応 の 出現率 と過剰 1［「

練期聞中の 誤反応 の 出現率 とを比較 し た結果 ， 丿
’
が み ら

れなか っ た （そ れ ぞれ ， X2一〇．02，　df；1；Z2＝　e．　23，　df・＝

1；Z2凋 O．72，　df　・一　1）。し か し Gr．1 の 疎反応 の 出現率 は

過剰訓練期間中の そ れ に比 べ て 高か っ た （xE＝31．49，　di

隣1，Pぐ 001）
’
。

　 さ らに各群の テ ス トにお け る 誤反応 の 1Li［現率 を比較 し

た 品果，Gr ．1と Gr ．］
．
ffの 2群聞，　 Gr ，1 と Gr ．坪 の 2

群問お よ び Gr ．皿 とGr．　N の 2 群問の い ずれ に も差がみ

られなか っ た （そ れ ぞ ：し X2＝O．08，　df竺ユ；Z2＝〔｝．30，　df
＝1 ； Z2＝O．07，　df＝1）がGr ．1 ，1「rお よ び 餌 の 3洋は い

ずれ も Gr．1τに比 べ て誤反応の 出現 訪 ミ低カ ー
p　tL （そ れ

ぞ れ，κ
2・＝ 14．29，df＝1，　P＜．OCI ； ズ

＝12．56，　 df−：ユ，

Pく．OO1 ； Z2＝］O．99，　df＝1，　P＜．〔　1）。

考 察

　テ ス トに お け る 正 反応 の 分析 の 詰果 ， 群 1， 扉 亅［1お よ

び群 N の 3群問 に 广 がみ られなか っ た 、，　 反応の 1
「1「

一
見 陣

の 分析 の 結果，群 1，群 Il！お よ び群 W の 3繕 の

一
」反応の

出発率は い ず れ も過剩 」櫞 期間 中の L 反 応 の 出現 ↑七 差

がみ られ な か っ た 。ま に こ れ ．） 3 群罔には 1 反応 の 出炉

率 に差がみ られ なか っ た。こ れ らの 糸飽 覧第 ／の 予測 に

一
致す る 。こ の よ うな結果 は 遇 ド1ゴ「徠 を 1け る こ と に よ

っ て ， 弁別刺歙対を組 み 「読 て rl．／［、別遂行がそ こ なわ れ

ない こ と，っ ま り過刹訓練 をへ て，刺激 の ナ イ ン 性 にお

い て 正 刺激同士 と負刺激Il上 と が 熔価に な る こ と を明 ら

か に し て い る 。 換 旨すれば ， こ れ 　V
［i課 は手 廿 り諸合

が 過剰訓凍 を へ て 形成 され る こ と 砺 亅ら 加 こ して い る と

考 え られ る 。

．群 ↓［は他の 3群 の い ずれ よ りも正 反免取が 少な く， し

か も臥反応 の 高児，ゼが 両 く，辷剩調 iオ門田中の 　反 応 の

出JA ’rに 比 べ て も
’

反 応 の 出戈 丁

．
鱒 ／1．Jj　｝，1）　li　t・j た 。こ れ らの

結 7 侍11 第 2 お よび第 3 の 予 ｝H］1、一一致
1
尹る 。こ の よ うな 結

果 は 迦 剰 ！ii棟 ‘ 受けない こ とに よ っ て，デ 別剃撫対の 組

み蕎え に よ っ て 弁別遂行が そ こ な われ ！一こ と を〕 唆 して

い る と考え られ る。

　以上 の よ うな不丿険 の 結裝 よ，’f，、ぽ弁別 ∫ 1劉 態 に お

い て は，過 剰／r川徠期間中に対 戻 の サ イ ン 性 に 対す る 反応

をもとに し て 束ll欲の 再体制化つ よ り手 Lトリ1古合の 十 Ldが

行わ れ て い る こ と を旗 枢的に 「三明す る もの と考え られ る 。

実 　験　亙亘

　前出の ハ験 1に よつ て ，併行弁別
．
．ト態に お い て 辻」利訓

練 をへ て 三昂 トリ結合が 形成され る こ とが 明
．
） か に L れ 1こ 。

　そ こ で 木実験 で は ， 過 剰訓諦を へ て 形成され た手bl・　D

結合 に よ っ て，2 コ の 弁別課煽 遂行「11］に 1「1五 石 用 （Reci−

procal　effect 　 across −sti．mulus 　dilnerlsion） 力乱生 じ る か

否 か を杁討す る 。 こ の 臼的 の た め に本実 険 に お い て は ，

次 の 4 コ の 兼件 が献 け られ ノー。つ ま り瓜無
「 ．」 成後， 2

コ の 弁別課題 ともに そ の 正 ・
負刺激 が 冂［1．j　，こ逆転 さS・V る

条件 （全，1逆 L 群 ， 以
．
卜Wl 注 略 す），2 コ の 弁別保題 の

一 41 −一
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うちい ずれ か ユ．コ の 弁別課題 の 正 ・負刺激の み が逆転 さ

れ る が，も う 1 コ の 弁別 課題 の 正 ・租刺激は 逆伝され な

い で 従 目［1通 りの j！l陳 が継続 され る条件 邯 分 逆 iL折，以

下 P 群 と 略 す ），　2 コ の 弁別課題 の うちい ずれ か一
方 の

弁別課遺の 丁 ・
負刺激 の み が逆転 され，も う 1 コ の 弁別

課題は除去 され る条仆 （／璃 卜逆 、一、．、）「，以 下 S 群 と．各す ），

原学 iTllに お い て 1 コ の 弁別課題 に つ い て の み 訓練 され，

逆転学習に お い て もそ の 弁別課題 の 逆転 諸習の み を訓練

される条件 （権．1」群，以 ドCoロ t 石　咯 す ）。

　 こ の よ うな条稽 Fに お い て は，前出の 補助仮説 に よれ

ば，W 祥で は，過剰訓練に よっ て 形成され た 手 v トリ結合

は 2 コ の 弁別課 遺 こ もに そ の 正 ・負刺激が ［印竒に 逆転 さ

れ て い る た め ，L ，保持され て い る 。 し 急 が っ て 新しい 弁

別学習亭態 に お い て，何 力 正
・
負刺激か とレ うこ とが 拳

習 され る と，被験名 ロ、刺激 に 対 し て 選択す るか 否 か とい

う反応棟式の み を逆転す れ ば よい 。そ Eし故 に，W 群 の 逆

転学乱亅は 追剰訓練 に よ っ て 促進 され る こ とが 予測 で き る 。

P 群で は ， 過剰 既肛陳 に よ っ て 形成 された 手掛 り川
1論 は 2

コ の 弁別誤題 ノ）うちい ブれ か 1P の 弁別課 遉 の 正 ・負朿lj

叡 の み ガ逆転 され ， もう1 コ の 弁別膿順 よ逆転 され ない

で 従前逓 P の li凍 と 受けて い る た め に，分解され な、ナれ

ば な らな い 。しか し 1、コ の 弁別 誅題が従前通 りの

．’
ll束を

受 けて い 7 ため に，つ ま り了掛り結春がill吩 弓虫化 を 受け

て い る た め に ，こ の 手 毎，9結合の 分解に多くの 1剞司 ど 要

す る 。し，d ミ
っ て ，　 P 群 D 逆伝 £

’
iイは ］i一秉l！訓、i こ よ っ て

近恙さ言
．．
しる 。 翫 二に 瞬 い て は，手 措

レ
増

卜

合は 傍打 し て
’
1［「

練 され ｝．
．
E

コ の デ 剥瀦辷 〆1弐除去 され て い る た め 1こ，和圧

作 門 を生 起 し
’
tい の 蔦 逆 1・レ題の 学習 は 娠 1 猷 しない

こ とが 考え られ る 。
Co ロ t群 に お い て i）1，

1．コ の 弁 I」［1課返

の み しガ
』
ll鷺これ て い なレ ・の で ，

三尉 トり結合は形成され

て い な い D し ，ヒが っ て CO 顧 鵞の 逆転学習 は 訌 承j　 ir1支に

よ っ て に 蓮され る で あ ろ うが，相互 作用 1，
ゆ

誰 し ない ＿

と が 考 え られ る 。

　以上 の こ とか ら，道 矛i挫 ［練条件下 で は，仄 の よ うな 予

測が な　立つ 。

　1． W 毒 の 逆伝学嗇 よ P群，　 S 髻お よ び Cont・群 の 道

転学習 よ D も早 く完成す る で あ ろ う。

　2．　 S祥 お よ び Co飛 群 の 逆達｛三学 
1
やよい ず 江 も P 君餌）

逆転芋習 よ i〕も ILく完成す る で あ ろ うn

　本
’
メこ攷 にお い て は ，こ れ らの 予測 を 】

討す る 。

方 法

　被験者　幼稚口児 64 名 （・
1見 32 名，女 児 32 名），平

均午齢 5歳 3　，1　”．　，年 1諭の 軋 刑 4 歳 8 か 月 ・− 5tug か 月，

平 均知能指数 U7 ．9 て あ っ ん。

　 装　置　実験 1の 装呂 と同 じ。

　 刺　激　本実験で は，三 角形一ド行四 辺 形弁別 課題 ，

中ぬ き止 方形一一1・［着色 ⊥E方 形弁別 課題 の 2 コ の 弁別 叭 逗

が用 い られ，こ 。原学習 で は，W 縛，　 P 群お よび S 群 に は y

こ オしら 2 コ の 弁別 課是塞が 用 い られ、た カミ，Cont 牽仁こは，三

角形
一

平行匹1辺 ル升矧J高、赳 の み が 用い られ た。

　 三 角形
一

平行 四 辺 ！l彡弁別課題』、lj淑 に は ，11三三 チ」1レ （［1fi

和 7．〔｝cm2 ） の カ
ードと平行四 辺形 （fi］1．i　7．　O　cm2 ）の カ

ードが，中ぬ き．rに方形一中着色正 方ル 弁別課題刺激 には．

中ぬ き 正 方形 （・i・、・氾
∫
亜 IIづ ノ V．’．外 lIz）Il］吾｛O．5cm ，面

fi、9，0　cmP −）の カードと 1
．
「唱色正 方形　（外打の 自 色 1．5ψ）

　lC ．4cm ，　 A 色 、1［le，ユ．cm の 止 戸 彡，　 穫 9．Ocm2 ）の

カ
ードが 用い られ た。正 三 髭：［彡，　tt一行 匹［辺 Tl中冨 きエE方

形 お よび 中着色正 方形 は，匚1地 の カードに 青仁 また は赤

色 の ラ ッ カ
ー『

擯 か れ た もの で あ る、、刺滋 カ
ードの 人 き

さは 5Cm × 5Cm で b っ た 。色 tS ：イ 丿．＿切次 ノ亡で り　た 。

　 実験手続

　　
一↓
N 的 f ノ 　 ）丶倹 1 と同 じ 。

　 4 示 　気 固 と 嘱 じ e

　 厂　　　当w　　宇Rト
」ミ≠で：　二三fli」「　一〕1乙辛尹［1　比 ．II彡プ1、晃1」 こノL．，　rli≧〜a

L ［1 方形
一．・一中倡 仁 1三方〕「ノ；

Σ

別諏 」の 2 ．ユ の 弁別 bl．1、，d“t っ

い て 非乱 rl 津で 訓秣 を父け た 。世 し．，　 CGnt君 ノ）被駄者

ば 三 fi形一
i
二行1）匚辺 IIノ 弁別 ム

lL
，一つ い て の み非ハ1 ［三法 で

i瞬イ を爻け1： v2 コ リ ズ 別言
．
［

璽の ⊥ET示 II頂b ヒよ u 億の ラ ン

ダム 系列に よ っ て ，ま｝＿了「刺賦 の 位 Ii も バ ．の ヲ ン ダ！

系列 に よ っ て 決
「
さ九 た ♂ ：rl、  脚 お よ び

［i　 ILトト［∴以 灰
．
1

と 1弓 じ天 　） っ ；こ 。

　 Lr　iS ［j川iIエ　イメ 〜爽‡1て｛）≧i　 ttv〔f＿〔、し」：
t’

L ノ 砂 1・，さ ら に 2D

敵彳了ま た lk ．1　
．
天冂  つ 「1

重訓，
、」．」1［さ

厂
した。つ よ り

〜
？vl

．
t客

P 洋お よ び S ｛Tの 3群 の lk ・・
． i
’
の 3隊 は 2・訊 丁干の

、
・ji［i

』

が，Cont島の i．xV 丶｛f’の ’
「尠 、　：

「．　Li
’
ユの i［1，c・＊が 阡亅ノし」さ薄 

た 。W べ
Pp

群お よ び S ．、ま 2 ：：の 弁別誄 ∠に つ い て ？
tt

：；」打 の 丑　「1［濠 を受けて い る 。し rこ が．．
） て 各弁別源題 呼

に は L1 ．k行 の Ul 副．1［i
「
i 又 ナて い る の で ，　 CO’C，t 詳の 過

乗rI
．川団一と ：〕｛γ弁乃」遥し叱∠：こ

一
t−）い

『
ぐLよ〆、な らな い 。　 flk

’
野武者

は 原学習の 成1賠姑
1 つ い て で きる ／．lh ぎ PT ］ 9一に な る よ う

に 辻1刑 」1凍 群と標．｛L 「1｛　SI こ分 1戸 ，れ た。

　辿 1＿、学：早尋　　　過槧1」　J「11」こを受 1・1ナ，一丿旦禾LJII，陳唱羊1・よ，　　iL ，業j　」「1｛蓑

終了後 た だ ちに 当 該 の 迂 、云学石．副 t下 で，粛 、一過剰 1，！r聯
』
を受 け な い レ、、｛Lt川練イ、脅よ原学1气「

元 威後！：一だ ち に 当議の 逆

Isi−i
・
』兼件下で 訓練 を受けた。　W 、卩．

「
1で は ， 三 角形

一
平行

四 辺 形弁別 ト県題，中ぬ きユ三力形
一il

．
匸
1 色正 ：方形弁別課匙

の 2 コ の 弁別課返 が と もに 同［1寺、こ逆 添 され た 。1 群 で は s

三 角形
一

平行四 辺 形弁別諜岨
の み が 疋転 され，rトぬ き正

方形一中着色正 方形弁別謁題 ぱ逆 1云され
』i”

に 従前旭 りの

一 42 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

中 川 ： 幼 児 に
・ピ 1一る 併行 弁 別 キ 占

1
に 及 ぼ す き邑別 JII練 JJ 果 43

調練を受 け た eS 群 で は，三 角形
一平行四 辺 形弁別課題

の み が逆転され，中ぬ き1［lt方形
一

中着色 正 方形 弁 別 課 返

は除去 され た 。Cont塀で は ， 三 角形
一一

平行 四 辺 形弁別

課題 が逆転 され た 。Cぐ）nt 羃 の 被験者 は ， 厨 j 習の 成績

に 基づ い て で き る か ぎP 妥」頁に な る よ うに W 詳 P 群 お よ

び S 殫の 3群 の
．
ド位群に分け られ た。学卍」 ナ トお よ び 、艮

酬 は 原 詐習時 の そ れ ら と 1司 じで あ っ た 。

結 果

　結朱 ぱ ：乏21こ尓され て い る。測変に は，fJI 円規準 1＿達

す る ま て 1 要 し ）
T＿　

／1JL1
」
『数 力弐用い られ た 。

　原学習 TABLE 　2 の Original の τt［に は ，三 向 丿レ
ー

千行 四 辺ル弁別課題
レ
．つ い て 学 自

「
規準 に 乏す る ま で に妄

し 乙 武行枚 の
’
ピヵ恢の ／弓勹仁 と 1二準偏差力 苫 きれ て い る 。

原学習の 咸績をも と に して，霹分け抗作の 初禾をみ る ，こ

め に，過。J！r絹 の 有無 （予 定）ノn
’丶．，び に辷 メ の 墾 ぽ ）

の ノ

嬰冂の 分散分析 を行 つ 、ヒ占果 ， rtl．
，1剰訓 1人 り 1録、ミ （予

定） の 　 抗果 ， iL　iT，の kl 〔⊥
ワ
’
の の 主効呆 お よ び交互 隹

用 は い ず れ も 7rゴ意で な か っ 广．（そ れ 一  ，　 F く Ll，1），df；

1／・／0；F ＜L ，
．
，df＝：S／40 ；：F・＜L．U．．，　df＝3／1、：）D

　 2 コ の

主遘果 の 乏二厩 ，ま 1一ズ 互 ！1用 の ．．£功もレ 、ず 1一しも十分に

小 さ い こ ．“t）tb ，4
」 ？」．ゆ 岐

「 di
’
の 学

’1
虍力 し廴 持に ｝、童異 な

ら よい とい え る 。

　逆 L」≠ IT　 T 八BLE2 の Rvo 　、1の 項 こ は，　 t
イ形一

平行 四 辺lI彡弁別 果」 ＿つ い て
’
：罫

可
∫  駒 三

一
釘る よ で に JK

：

した ト議厂丿
「
（の 平力｛艮の 平均 1［目

’
と　 H 　

，， う  」
、、∫わ て い る 、，

TABLE 　2 に 矛 され て い る，，」．，L−、壇 も と 1こ し て 心 ぶl！l〕r旨 『の

イ丁乱な らし に ＿，の
「「の ？要閃 の 分 休 分1∫「ご 行　 二川 ［1県、

氾刑
一
川休 の 羊 17 ）−1 力果 と kii ：作用がそ ／ レ 　　1∵：1＿、で あ

吃 　
’
二　（そ

「
　一一　　，　F ＝5．14，　df −・］／リ6，　P ぐ二二　 ；F ＝ti．37，

df＝31
卩
6　 Pく ∴ の 。 そ こ で ∵純 三 訪呆 を娼 1．レ lill朱，

W ，＃￥
一．は lll・rii）lll木 1： よ・：コ て 促進され，　 S 祥お よ び Cort4TL

i
−
、い ずれ

’
｝、促進

’
Srしる 1蜜1・・1が み られ 〜二が，｛ ［

「
IVに 右忌

ノkて　1二〕＿　しな ！う、 ・
⊃ 冫．　（ギ71t 　．　し

，　F ＝［／1．7 】
，　df− ］／L）G，

P く二Ul ；1，− 3．、、8，　 i　
− 1／5臼 ； F ．＝2，73 ，　 dlf＝−1〆　丿。イ［彑

九 　P 群 ：蚊 ニエ され ／t．．（F 　
1．！］・［1

，
dF 耳

一
ゴ：

，
　 P釈 ，〔〕の D

過 ∫「」
’

」「［圦 眉牛下 で は ， w 釋，　 P ．1
’1，　 S群お よ び Cこmt 洋

の 4 石イ目に 差 が み られ ，こ （F ＝li．66，　 clf＝3声 」，　 P＜・〔
甲
）・

つ よ りW 祥 は S 群 ，
Cont 祥およ び 工祠切 1

♂
、ずれ よ t） も

早 く学習現 紙こ達 しに （そ れ ぞ ．T　1．，　tr2 ．06，　 df＝1・d
，
　 P＜

．C ，；t＝
1．43，　df二14，　 P＜．　e5 ；t；5．73，　d　−11 ，　 P＜

．Gユ）。そ し て S 群および Cont 群 は ともに P 挿 に 較べ て

早 く学習リ見彗LlL メ圭 し ，L （！
1
し

二ぐれ ，
　 t＝3．IY，　 df＝ユ’t，　 P

＜．01　； t・； 3，23，　df＝14，　P＜．　Oユ）n 　イ直方 ，　ノfξ準　「［」帰条

件下 で は，4 群問 に差 が み ら れ な か っ た （Fr1 ．02 ，　 df＝

　TABLE 　2　Means 　and 　SDs 　through 　root 　transfo −

rmation 　 Qf　 the 　 numbcr 　 of 亡rials 　 to 　 criterion 　 in

originai 　 and 　 reversa 乱learnings
’．．丶

丶 　　 Groups

Learning 　　
、
＼

＿　　　　Phases＼

WholePartialSepa
・a
−
C。 nt ，。l

ted
　　　 I

Origina！

NeTIM レ・・7 「・・567 ・896 …

SDL ・肩 。，961 ・．・7　 L ・・

　　　　　　　　

。TIM ．1一乳 9417 ’63 乳 75

　…SDI 〔）・851 。・711 ・62 ：

　　 M 　 〔5，et 　 ．1．．7615 ．ア8
NOT 　 　

−一．．．
　 　 　 　 　 　

一

6．28L525

．79

Reve τ sa ↑

．
OT

SD 　　　　　l　1．3i 　
．

1．61　　 ！．’」　1’

M 　　　3．2．冫　1　6．46　i　4。50　　　4，59
　 　 　 　 　 　 　 　 　 1

SD 　　l　i1　　　1．王
’
　　　1．32　　　1．19

3／56）。し か し P 署
11

は W 群 に 校べ て 早 く学 野九準 に送す

る 傾 II髄がみ られ た が，奉　【
』
的 に イ玩 鳶水塩 一辷 し な か っ た

（t；・1、8・1，d蛋＝目 Ilcil
一

察

　遣 　
．
汽Lll課 遺に つ い て ）分M ，Tの 結 果 ，　 ildi！丿1L禄が全 fn

逆 「．《瀞 の 1
’
L　［1⊃］

’
　Tlを紅進 し，　 L

一
らに 分岨逆転巾羊お よび t充

｛lir坤1侮）逆
』

γ：
コ 「

」 、［LL する IL
』
1kl辷示 し〆こガ ， 、1彫  

⊥ 　al4

の 迂 広 i：：習 か 遅 廻〔し た U こ び）よ う）kl
「

果 は 彳11」⊥ノ仮 rJIL／ iこ 丿よ

つ く予 測に．一．・致す る。辷 ノ
II　II［練が全 fi逆 レ祥の 逆転 」 IL

と ［．，1≦ノ以 二区の そ れ へ 及 、弓 効渠の
’
罠 は 「吩 逆 「．、溜 ）踵

転学
．
，Ti［　 逝測lIrI，・し よ ゲ

．
Cン1彡成 これ i’，t手 1．トリIJ合が ，i

：is

分強化 仁 受U て い る ため 1二 ，　亅、」卜1丿i
「
合 の 分解 が L 堆 に

な る こ と を1r唆 し て い る 。ノ｝1丁逆 ！
1洋と統 ll］峅［羊の 2 認に

お い て ， し 刮 ［1 こに よ 丿 て そ の 辺 ；．、∫：習力 侵進 冥 しる 1レ1

向がみ られ， こ とは ， U 剰 〕rl摂 胆 il に 朿r」如 ） ナイ ン 性

に 対す る 学召 が 行 わ れ て い る こ と i 示唆す る
．
もの とノ え

ら れ る 。

　 さらに 辿系」 〕1、林 層 1二下，こ お い て ， 生 fド逆 、云伺　 分離 竺

Il脇 統制群お よ び 吩 」と諏 群 に 比 べ て 早 く、E　 tt　Yi成
し，分〆丿

’
伝君ど，川 Ill 、ll 爾：と も1 弔分遡 喟

ll
こLfべ て 早

く 」 e」 ど ）」J丸）」
”
110 こ オ

厂
しらσ丿弄凵 溺 匙し土 1レ枳叮1 ，　2 ：こ

一
丿ズ
ー
章
1

る 。全体逆 ，祥 の 逆 凶 ￥ 自
「
か 分誰 ユ耳縫群お よ び 統制群 の

そ れ に 比 べ て 早 く L 戈され た こ と 1 ぺ 尹卦 り詰合に 丿盡つ く

和 r：作用 が機能 し ！こ ＿．とを明 らカ 1 こ して い る と考えられ

る。分離逆1レ、穉 お よび iぐ

旧旙 の 逆拡学誓が部分逆彰群 の

そ れ に 工Lべ て 早 く完成 され た こ と も丁掛 り結合に 某 つ く

相 互 作用 が磯能 し た こ と を 1男らか に し て い る と考えられ

る。
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　標準訓練条件下 に お い て ， 部分逆転群 の 方 が 全体逆転

群 に 比 べ て 早 く学習 を完成す る 傾向が み られ た 。 こ の 結

果 は 逆拡 され な い 弁別県題 が逆法学習 の 嗣始時 に 生起 し

やす い ラ ン ダ ム 反応 を抑制す る こ とに灯 『ナる もの と考

え られ る 。

　以．トの よ うな本失験 の 絃果 は，過 剰 。川，i束測間中に 形戊

され た 丁掛 り結合 が 2 コ の 弁別誄越 遂行間に 相互 作用 k

もたらす こ とを 明ら、う，こ した もの と考え られ る。

実　験　且盟

　前』 の 笑験 ⊥tに よ っ て， ？ コ の 弁 別 r、果遺 か 併行 して ，川

練 され る 亨態 に お い て ， 過剰訓凍 をへて 形成され た 手卦

り結 合 が 2 コ の 弁 別 p果題 ，逐行間 に 相 E／一｛
’

1三用 を もた ら す こ

とが巨月らか に され 九 、

　そ こ で本実強で は， 3 コ の 弁別 p未迫 が併行 し て 訓束さ

れ る 事怨 に お い て も過 剰 rll：［練 を へ て 丁 ｛．：トリ結白 が 形成 さ

れ ， そ し て 相互 作用か もた ら され るか 否 か を杁 譜す る ．

こ の 目的の た め に本実極 こ お い て 畝，
’「
kノ） 3 コ の 条件が

ヨ殳、ナられ，こ 。条イ牛 1 ：3 コ の プけ引」『果、」力玉と もに 同 障寺に逆

転され る 条件 （．イ十1L　 ［：，　 W ）， 条件 1［： 3 コ の 弁別Lk

遠 の うち の 1 コ の 乗件 1果運 の みが 辻 1．^ぐ オし，茂 P の 2 コ

の 弁別課題 は逆転 され な い 条件 （口1．ノ〉逆
．

L −
」 7P

−

1）　ミゴFUI； 3 ニユ 〔7）ナ｝男r！μ未是亘ψつ つ
」
ら1） 2 ニユ C「）チrV：・l！，／、i夏カヨ

逆 スされ ，限 りの ］、コ の プ1乃r！課，己 ま逆 広 され な い 兼 作

〔，1巨分 遵
L．’

羊一 IL，　P − U）。

方 法

被験者　　tJJTI
’
：園

「ト16
〔  ∫1≦「　〔丿　　

】 3C卜 苔．　」気丿13（冫名），　
 
ド

　T ・嬲 L 駐 3　　Means 　 and 　 SDs 　 through ！quare 　 root

transforユnatien 　〔）f　th ヒ　number 　of 　trials　to　criterion

on 邑
一
厂   di呂crimination 　task　in　origina 工 and 　reversal

learnings　（Xli： whole 　rever5aL 　le∈ming ，　 P− 1 ； Pユ rtial

reversanearnin9 − 1，　P．　1亙： part 量a 】reversal 　learn呈ng
一工王，OT ： overtrain 三ng 　 condition ，　 NOT ： standard

trai血 g 　condition ）．

＼ L 。．a 血 g
　 　

＼
＼ 　 Phase

（　　　　　　　　　　　
、、、

brOUPS 　　
丶

　Originnl

GT 　 　 NOT

Reversal

W

oTNOT

P．−1

均午齢 5 歳 1 か 刀 ， 年齢 の tl
’
囲 4歳 8 か 月〜5 歳 9 か 月，

’

：’t］均知能指数 118．9 で あ っ た 。

　装 置 実験 1 の 装直 と 同 じ。

　剰　激　本実験で は，正 三 角形一平行 四 辺形弁別課題 ，

台形の 大小 弁別課題，中ぬ き正 方形一rl 着色正 方 形 弁別

訝題の 3 コ の 弁別課題が 用 い られ た。

　台ル の 大小弁別課題刺激に は ， 大きい 等脚台形 （「CL｛
−

7．5cm2 ） の カードと小 さい 等脚 台形 （面 下／3．Gcm2 ）の

カードが用 い られ た 。三 角ル
ー

平行四 辺 形弁別 課邊 お よ

び中ぬ qT 方形一中着色正 方1；弁別諜題 は 大瞼 Hに 用 い

られ iこ もの と同 じで あ っ た。刺激 カ
ードの 色 お よび軋礁

ヵ
一ドの 大 き さ等 は実験 H と 「司 じ で あ っ た。

　実験手 続

　一一d殳的手 続　教示，練詠 よ実験 1 と 同 じ で あ っ た 。

　『掌
．
1り　楓 験者 は 三 角形

一
平彳」四 辺形弁別課題，台形

の 大小弁別課題，中ぬ き正 方形一中着色止 方形弁別訓
1
題

の 3 コ の 弁別 釆遺 、」つ い て 非矯 「E方 て
一
川練され た 。3 コ

の 弁別課題 の 提示順序 は 砺 重の ラ ン ダ ム 系列 に よって，

ま た 正 恥 畝 の 仁 1産も　種 の ラ ン ダム 系列 に よ っ て 決定さ

れ に 。学習規準 お よ び報1「
「
IIは 実験 1 と同 じで あ っ ，ヒ 。

　過剰 Jrl練　恢 駅者 の 半数 は 厂学羽 の 学習完成後，さ ら

に 30 訊 行 の 川練が附力冂され た 。級「武者は原学習 の fitk　
’

に det つ い て で き る カ どり 一質 に な る よ ）に 辿 剰 ，川f 牌 と

1餌 　ll諌群とに分け られ た 。

　逆転
’
i：：習　過剰 1陳 看‡は 過 剩訓紳終 了後，ま ！こ原 F，Jl［

紳群は 原学習完成〆 た だ らに そ れ ぞれ当該の 逆啻 藷
冖
兼

件 の もとで 川練 され た 。W 膳で は，3 コ の 弁別課題 が と

もに ］LU 寺に 逆 保され た。　 P − 1祥で は， 1−1 形 び 大小J［別

課題 の みが 逆転 さ れ，以 りの 2 コ a 弁別課題 は 逆転 され

な い で 従前迪 りの 訓 藍 を受けた 。P一且群で は，台ル の

大 小 弁別 果遺 と L陣 λ さ rl方形
一

中 訂色 正 方」亅彡弁別 F県題 と

が逆転され ， 残 りの 弁別 果返 は逆 、f｛され ない で 従「］［∫通 り

の
一
H練 を受 けた。

　過 利訓譲弾，漂 埠 調 束群 の そ れ ぞ 2．の 脚陥  は原学羽

の 成 莓ミ，一基 づ い て で き る 冫う ぎり会丁 鼻に な る よ うに W ，P

− 1，P − U の 3 コ の 下 位群 に 分け ら れ た 。こ れ ら以外

は 原 掌習 と同 じ で あ っ た 。

M 　 　 　6．115 ．788 　 3．587
：

SD 　 　 ⊥．9G4 　 　1，593

　 　 　 　 5．xl・30

1．226　　1．王48

M6 ・仙 ti・酬 ・・8貝 13・
　2｛；8

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

SD 　　　　］．837　　　1．143 　「　1．eRl　I　1．〔）20
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1

P −II
5．8〕．8　　 工，245

結 果

！i　　　 5．563 　　　6．157

SD 　　 1，5且 1 ］．02工　　1，〔i24 ！ 廴 125
　 　 　 　 　 　 1

　結果 は T 　NBLF ．　3 に 示 され て い る。測 ⊥Kr ＿は ， 学習基

渠 L 達す る ま で に 要 した試行数が用い られ ，二 。

　原 学 習　TABLE 　3 の Origina1 の 項 に は ，学習規準 に

乏 す る ま で に要 し r一武 彳∫数の 平方根 の 平均値 と橡準偏差

が示 さk，Lて い る 。 原学召 の 成債 を もとに し 、祥分け の 効

果 をみ る た め に ，過剰訓練 の 有無 （予 定）， 逆転の 型 （予
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定〕 な らび に 弁別課題 の 種類 の 3要因 の 分散分析を行っ

た 結果 ， い か な る 主効果 もい か な る 交互 作用も有意で な

か っ た （1 ・ず 、）一し もF〈 1．OG）。 い か な る 主効果 の 変動 も，

ま た い か な る 交 互 作用 の 変動 も十分 に 小さい こ とか ら，

各群の 被験者の 学や匚

1
能プ丿は特に は異ならない とい える 。

　逆転学習　TABLE 　3 の Reversal の 項に iよ， 共通 な

逆転課題 に おける 学習規準 に達す る ま で に要 した 試行数

の 平方根 の
Llえ
均値 と標準偏差が示 され て い る。TABLE 　3

に 示 されて い る 学習成績を も と に し て ，過 剰訓練 の 有

無 な らび に迂転の 型 の 2 要 因 の 分散分析を行 っ た結呆 ，

過剰訓練 の 有無 x 逆 伝の 型 の 交E 作用の み が有意で あ っ

た （F 羸・8．38 ，
df＝2／54，　P ＜、G1）。そ こ で iit純 主 効 果 を

検 r「寸した 1誹呆過乗脳i鰊 はW 群の 逆伝学習を促進 しk一が，

P 一
亙群お よ び P −− ll群 の 逆転学習 を と もに 遅能 し た

（そ7れ ぞ．・　1−，F ＝8．〔，3，　 dfL−1ノ
〆54，　Pく。0／ ；F ； 4．51，　df

二1／5・1，〕）く．し5 ；F ＝・］．99．df− 1／54 ，
　P＜。〔冫5）g 過剰コ川

練条件
’
ドで は， 3 群問 に差がみ られた ， ま た標準云「rl練条

件下 に も 3群 問 に 差 か み ら れ た （そ れ ぞ 、馬 F ＝5．53 ，

df＝2／54．　 P ＜ 〔．　C5 ；F ＝4．44 ，
　 dfr2／54 ，

　 P ＜．　e5）。

　 P − 1群 と P − II群 に お い て 逆転 さ才しな い 弁娼rj課1担に

お け る 誤反応 を分 L「1す る 。三 角形
一

平行 四 辺 形弁別 課 題

に お ljる誤反応の 平均 は ，
　 P一 正塀 の 標準 「，」「；練条件 で は

2．t7，過 剰訓練条件で は ， 3．　2・1で あ り，　P − H群 で は ，

2．〔｝2 と 4．19 で あ り， 中ぬ き正 方形一中着色 」1：方形弁別

言果題 に お い て は ， 　P −．1イ洋で は，　1．98 と 3．C8 て∫あ っ た D

三 角形
一

平行 四 辺 形弁別 課 題 に お け る 誤 反 応 は，P − 1

群 ，　P −一！！記羊と もに過系：1百川｝陳に よっv
〔∫曽大 した C・とれ ぞ

：｝、．，t− 3．73，　 d亙＝18，　 Pく．〔：・1 ；t＝3．27，　df＝　 ］8，　P く

．⊂の。そ して P − 1…群は P 一 正群に 比 べ て 仁1：準i蒜諌条作，

過 剰訓練条姓 の い ずれ に おい て も多くの 誤反応 を行・・た

（そ ｝L ぞ ・L，t二Lt．9，0 ，　 dfニー18，　 P＜．　G5 ；t−−2．別 ，　 df厂・

］S，P＜．　c5）D さ ら に，　 P − ．1群 に廴「tiぬ き ［L方形
一

中着

色正 方形弁別課題 に つ い て も，遏剰訓練 を受 け る こ と に

よ っ

曾
〔‘呉iズ亮こカヨJ噂丿く1．ドλ二　（t＝＝r．86，　df＿：．18，？

・
（，　Cl）。

考 察

　逆 1：レ学 習課題 の 分 1丿fの s，

T
「果，全体逆 広群 の 逆 陰i

・’
：
f：悌 よ

過剰訓練 に よ つ て で丿」
「

進 ざれ ；に が．部分 逆 広
一 1，　1「群 の

逆転学習 は遅短さ九 る こ とが明 らか に な っ ！こ 。 さ らに 療

準 訓練条件 と追源ll訓 練 条件 下 に お い
一
ぐレ企 l！£ 逆転 1洋の 逆

転学習の 逮 さ と 部分逆転群 （〔お 、1：び 1「イの の 逆転学 習

の 速 さが 逆聞係に な る こ ご が 明 ら か に され た。こ れ ら の

絆果 は 31 コ の プ1
」

肌課題 をσi行 し
7
（ 1劃練す る 討i：恁 に お い て

も，　過衆qFLI「［｛爿ミ4リjlllll］rll｝こ　3　コ じつ勇Σ刄lj昆艮∫ε夏遂彳了をIShl．1〕幺’ゴFt≧O

メ カ ニ ズ ム ，つ よ り千 掛 り結合が 生 起 して い る こ と を示

一45

唆し て い る もの と考え られ る。

　部分逆転群 の 逆転 され な い 弁別課題 の 誤反応 の 分析の

結果，過 剰訓練は 誤反 応 を増大す る こ と が 明 らか に な っ

た e こ の 結果は 過剰訓練期間 ii「に 3 コ の 弁別課題遂行 を

関 遮 づ け る メ カ ニ ズ ム ，つ ま ）手掛 り結合 が生起 し ， 3

コ の 弁別課題遂行に 机 η：作用 を及 ぼ し て い る こ と を明 ら

か に し て い る もの と考 え られる 。

　 以 上 の こ と か ら， 3 コ の 弁別課題 を併行 し て 訓練す る

‡態に お い て も，過剰訓練に よ っ て 手 掛 P 結合 が 形成 さ

れ，そ して 十冂互作用をもた らす こ とが明らか に な っ た 。

要 約

　本研費 は 3 コ の 実験 か ら な っ て い る 。実鹸 ［で は ，併

行弁別 lili瞼 事態に お い て 過 剰訊棟に よ っ て 手 掛 り結合が

形成 され る か 否 か が ， 実験 1 で は，手 掛 り結合に 基づ い

て 2 ；ユ の 弁別課題遂行蔚 に †卜「互 イ窪
・
用が 生 じ る か 否 か が ，

実験 iHで は ，
3 コ の 弁別課題 が’ili彳」

』
し て 訓練 さ れ る 4｝1醤i

に お い て も過剩訓練 に よ っ て 手1卦り結合 が 形成 され ， そ

して 相 乃：作用が 生起す る か 否か が桧 討され た 。

　実験 1で は，32名の 幼児は 2 コ の 弁別 「果題 を用い た 併

行弁別訓練 を受 け ， そ し て 遍秉「訓 綜 （2’ll噌 ｝r：　11’lt．O 武

勧 を受け之 後，テ ス トを受 け た 。テ ス ト条件 ： 群 「は

2 コ の 弁別刺激対 の 負刺激が互 rこ入れ替る 条件 で あ り，

群 ll［は 2 コ の 弁別刺激対 とともに 1京学習時の 正刺激が残

右 し ， 負刺激が と もに 耽 し い 刺撤 に 替 る 彡長件 で あ り，群

坪は 2 コ び）介別刺激刈 と もに原学習時 の 蛮束1蹴ヒが残存し，

」E刺激 が 」・・もに新 し い 刺激 に替 る 条件で あ り， 犀洋1［は鮮

1と同 じ条f’トだ が，過剰荊練 を受 U な い 条件 で あ る 。主

嬰 な結朱 は 次 の 通 りで ある 、、 t
， ｛ri笥 ， ］膕お よ び N の 弁

別遂行間 に差 が み らliしな か っ た 。 し か も；二れ．ら 3 群 の テ

ス トで の 弁別遂行は 過寒・亅1：1．「練劃制 】i1の 弁！引j遂行 に 比 べ て

そ こ な う こ と が な か った ロ2 ，群 且は 他の 3 群 に比 べ て

弁別遂行 が 劣’
丿 て い た 。

　実験 耳で は ，C・名 の 幼児は ？ コ の 弁別課題 を用 い た 併

行弁別 ；」牒 を受け，遇剰訓 繰 （2〔）試 子r；亅：，tt一は 1凱 凝 ，と

GIIYkt「） を受け た後，逆転学習 の 調練 を受け た。逆 1「髦1学

習 条件 ： 得 1逆 転 1洋は 2 コ の 弁別 課題 三 更〕に i翊 拳に 逆 賦

され た。1
卩
｝：1分逆転罵は 1 コ の 弁別 μ果題 の み が 逆 1云され，

もう 1 コ の 弁別 i1果題 1ユ逆伝され な か つ た いラ｝飜逆 iiL，．II￥は

1 コ の 弁 別 濃 題 の み が 逆 r竃．IV，z，も う 1 コ の 弁別蕨 題 は

除去され に 、，繍 II第Il！は 原学習 ， 逆伝学習 と もに ユ コ の 弁

別謙題 の i川緑 を受 ：づた 。 1要 な結果 は 次の 通 9 で あ る 。

1，過 剰 iTII「練 を受 け tcと き，全 体逆転群は 他 の 3 群 よ ）

早 く，ま た 分齢逆 賦群と統「ll［1群は部分逆転群に 比 べ て 早・

く迎糲学習を完成 し itこ。2 ， 全体逆 1
」伝群 の 逆転学古

「
は 過

N 工工
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刹訓練 に よ っ て 促進され ， 分離瑳 ，群お よ び統制群 の 逆

転学習 もfL進 さ璃 る 似向が み られ た が ，
　 plS分逆荘群 の 逆

転学習 は 遅 延 され た 。

　実 次 m で は ， 6L名の 幼児は 3 コ の 弁別課雇 を用い て 併

行訓状 を爻け ， 造1刊
一
月］朿 （3［，」六 41 と ） 1／JS ，丿う　を受 け た後，

逆転学習の 剥柿 乞 受け ／こ 。逆転学習条件 ：全体逆素群は

3 コ の 弁別 課題 と もに 逆1：
’
J，駈 ゴ ニ。部分迂

’
ほ
一 IPA

’
1よ 1、

コ の 弁 別 課適 の み 逆 』 され， ♂ の 2 コ の 弁別 颪 斥Llよ逆

転されなか っ に 。 部分逆憊
一 1群

 
ま 2 ： tの 弁別肓

冂
迫が と

もに逆 伝され，もう 1 二 の 弁別 ， 題 は逆 lt−、さ賭t なか ワ た 。

主要 な結未 は 弋の 通 〕で あ る。］
， 1

’
孑

．
lI床条件下 と」．」

剰訓 1 乗件下 と に お い て ，iif’。 丿司 ド群 の 1−　
「

の 1屈虻と部

分之転祥 （Ill　．L び Uai ．k ： ） の ぞ ．tL と 力 逆閣係 に な

つ 、ヒ 。
2

， 部分逆払鮮 （1　　　 　llr と 1， 1 ） の 逆転 さ

れ ない 弁別課 r9 に お け勺

一一
更嘘 ．吐 利　i9 二よ っ て 増大

した 。

　　　　　　　　　 tt−　　　　　　　　　　　　　　ア　／t
　 　 　 　 　 　 　 　 　 、な　　　　「筑

聾1ackintosh，　N ．」．！965 　Se．し　巨＞ e 　at 亡e　　三σ t｝　｛11　animal

　　discrilll三旦 ati で）n 　le　　
−
9．　1）sJ，c／iolcgica ！ Bt．t〃L　 iw，

　 　 6・，り
’− 150

中川志 rE　 　 　 二「ネズ ミの 弁hv．r省 、こ わ け る 辿 1．贈 rll

　　伽 ∬転 に お よ ぼレ 辺刈JII　 rvu　7t　． ．［，大学、L5士 rtl文

　　 （未十「」）

中川．L．正 　1F）i ［；　 a ン 卩 ネ ズ こに ：．・，ナる 部分
一
全 1ド逆 1云学

　　 L 「

「
に お 紹 す L 詔 川練泓 乗　 ぼ川大ぞ孜育学 州 究

　　」L 、千腎，　ムづ1　ト1≦，　し一tり ，　77−．｛〔i

ウ川、L ．E 　ll馮 b ン ロ
1
．ズ ミ に ≧3 け る全 r！’− 14卜分逆．萬 学

　　齢 こ お よ ぼ ゲ　丁臼 1医 鋤巧こ．こ つ い て 　，．［本心 」1
学 会

　　弟 39 目大会 va文．．ll　 266

rド川，bt 正 　 76　a 　シ 卩 ネ ズ ミ の 弁別逆
．
1二峯口、こ お よ、ゴ

　　す過剰訓練効果◎ 日本心理学会第 4e 回大会論文集

　 　 541 −542

中川 志 正 　1976b 　幼児 の 勇別逆転半 爵に お よ ぼす 過 剰

　　訓練効果9 　香川大学教育学部研 ノ 尸β，弟 1部，

　　 ⊥
噌
号 ，　43−59

rii川恵正 　1977 ・a 　逆転移行牛 1气乏 次元 外 ラ行学習 に 及

　　ほ す辿刑
一
II［練効果　香川大学教育学部研究報告，弟

　　 工 1．，IS，　43号 ，　2・17−269

L卜「川恵止 　］．977b 　COT・CLIrrtnt 弁別 に お け る 弁別逆転

　　学習 に 及 ぼす過剰副諌劫果 　悉川大穿 改育 、め 研究

　　幸it告，　第 工書匡，　43号，　271−289

［iリ［「唐 J1： 1977c　シ ロ ネ ズ ミ の 弁別逆転学 1イに イ よ ぼ

　　す巴禾1訓練効果［⇒
一一2 コ の 課遺の 相互作 AIの 叡融

　　口本心理 学会fil　・t　1同大会論文禾， 焦 广 489

中川恵 「
「
モ 1978a シ ・ ネ ズ ミ の 弁 男1惇 習 に お よ ぼ す 池

　　剰 「1川朿幼呆　心］L学研究　 19，7〔
’−7γ

中川恵 rE　 1麟 偽 Copcurrent弁別学習 に 及 ぼ す 辿 刈

　　
一
川絆易朱　香川 大 学教膚学祁研矢 撮告 ， 第 1部，45

　 　 r
， 工11一ユ34

中川 JL　1　i　 1　 ”8　c　シ ロ ネ ズ ミ の 弁別 逆 試
凋 一，に及 ぼ す

　　
・＿可 川 “ 効呆紬　日本心湿 学幺 」J2 回大会論文集，

　 　 572一し73
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・
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T− t　ig6．　丘．1｛£逆転 ］
’
・習と部分逆転 肇

　　習　曳　大斗教 二 学部人文科学利 r ゴ，49輯，心 哩

　　∵li［ 工35−159
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JSsiっ っ　NTai｛agawo ．

　 The 　 study 　consi3ted 　 of　three 　 exo
，
　eriments ．］n 　Ex −

perirr！elt〕t　I，　：3　Kirtder／．ar
’Lcn　ch 三1cしren 　（rnean 　age ：

5，4，mean 　IQ ユ　，つ　wc 　 given　tWQ 　independon し

discrilnination　tasks 　either 　to　the 　criterion 　or 　under

the 　ovcrtraining 　condition ，　 and 　it　was 　examined 　whe −

ther 　the　 cue −assQciation 　 was 　 establi ．hed 　during　 the

一一46 − 一
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evertraining.  The  main  results  were  as  follows:There

'was
 no  differenceoin the number  of  correct  responses

en  the test stage  among  the three groups  (Group T,

in whichnegative  stimuli  werL.  interchanged  between

two  tasks after  accomplishing  oyertraining,  Group

IIL in which  positive stitr,uli  in both  tasks  remained,

and  negative  stimuli  were  replaced  by new  stimuli

aiter  accomplishing  overtraining,  and  Group IV, in

which  neg,ative  stirnuli  in both  tasks remaincd  and

positi.ve t,timuli  replacedi'  fvr new  stimuli  aft'er  acco-

mplishing  overtraining),  There  viere  mo/e  correct

responses  on  the test stage  in these t'ltree groups

than  tho/sc in Group  II, where  neg, ative  stimuli  were

interchanged  betwee.n twe  tasks  after  reachiv,Lt.' the

･criterion Df  original  learnin.p.', 

ri"he
 dic.c.' im,lnr,tion per-

'formanct
 in these  tiu t'e groups  (GJ'ov.ps I, III, &  ]V)

on  the  tc/st tstage  us  well  as  during osrertrainiv,f.,t,,

,sug.o-:esteCl t.'hat' cue-:.E,'='ocintt,on  were  es,tablishcd  clui'i-

ng  evertraitting.

  Tn Exp･L.ri.ment 1/I', 6,t Kind/.rgartes.). ehikj.ren  (mean

age:5;  3, rnean  IQ:  Lj7. 9) were  g,ri'ven two  indo':]e-

p.dent  disE:rimination tasks either  /:o  tke criterion  .:r

under  the  evertrakn.ing  condi'L'ion  and  the rEci'proc.,,1

effect  on  a  basis of  cut'-as.[,;ociatior/･  up.on  tlia. reversal

learning was  examinecl/.  [i 1ie etr'ect･ cf  the reciprecal

uction  exercisecl  upon  the  rever,r.:.Ll ]euriiii'!g wcre  as

fol]o"rs: 1[n Gr,oup SV, both  t'.r,sks, were  re'versed,  and

iacilitation was  obsorvcd,  In Groul.'･ I, ov.e  oi  the

tasks w:a･s  re'hm-rse[1', u"d  a  clelny  was  observed.  In

･Group S, in whiclh  one  of  tas.lr.s ""e,.s rever'sed  aRd

Oi,fT-,J}SileYiR  }Li 2sZJm' 
-i･･
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the others  omitted,  there was  some  facilitation effect,

In Group Cont., only  one  task  was  trained  and  revers-

ed  ; there  was  aiso  some  facilitf.Ltion effect.  Group

W  remembered  the  reversal  tearning fe,ster than  did

Groups  S, Cont., &  P  ; and  both  Groups  S and  Cont,

observed  the  reversal  learni-g f:.stter thun  did Group

P ; sugges','ing the reciprecal  effect  exercis:d  en  disc-

rimination  porformances.

  In Experiment  II], 5C Kincl:rgarten children  (niean
age:t5;1,  mean  I'Q: US. 9) were  giv･en t'hree indep-

endent  dis･cri'minatit.]n tasks  eit'hei' to the  critt.rion  or

under  the  overtraining.  It was  exami/,.", ed  "rhether  cue.-

asscciatien  wae;  established  duri!:.g cvertr.aining  und

whether  the  cue-assoc;iation  maae  t'he  raucipyocul  efie-

ct  upon  dj.scrimjnution perforrnamees on  thL.s./-/･ three

tasks, The  effecLs  oi ov･ertrniL･:in.ry  ui-jon  
'L'he

 reversal

learning'  were  ab' follows ; In Gro'vp 1,Kr, [,tll three ts.sk

were  reversed  ar.d  fzcilii/ation w.o,:i  obseri,fu.d.  i'n Grc-

up  P-I, one  t[,Lsk wE;,,s reversed  and  
'the

 other  two  not

revers･-vc:,, a delay was  observed.  In Group P-II, two

tasks  weL'/,. reverF,ed  as  the  other  one  wEis  nct  reversed

z  de.lay was  ebserved.  I)ifference of  I.e;.iriiing speeds

among  these  three ,f.rroul)s  undei'  the  ove/,'training  was

opposite  t'.o fiT,e differ･ 
,.tnce

 ui  Leuy=･in.u., speeds  undier

the mastL.ry  co'itclition,  and  erroz's  on  the  nonevertra-

inEd tasl<s in bcth  Greups  ?-I niid  P-II incTeased by

overLraini:ng,  su.ge'.resti'.,g that  cue-associs.tivn  was  est-

ablished  by  evttrtrainisg'  
'.Lnd

 cue-ass:ci?.tion  has re-

cl'proc;al  ei'iects  upon  di:-eriTninaticTL pa-rf,orvnanceL,, on

three  diL,vf'/･'imination task[.'.
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