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偶発記憶課 題 に お け る児童 の 注意配分 と

選択 的記憶 に 関す る研究

佐　 藤　 公 　 治
＊

問 題

　近年 の 認知心理 学 に お い て は情報 の 選択
・
排除に関わ

る情報 の 制御機構 と し て の 注意 （attention ） の 役割の 重

要性が広 く認識 され て きて い る 。同様の こ とは 認知発達

の 分野 に お い て もい え，な か で も記憶発達 で は情報処理

の 第 1 ス テ ッ プ と して，必 要 と され た 情報 の み を選択的

に 記 憶過程 に 送 り込 む 選択的注 意の 機能 の 発達が は たす

役割が指摘 され て い る （Hagen ＆ Hale ，ユ973）。

　特 に ， 注意の な か で も本論文 で問題 に し て い る とこ ろ

の ，ある 特定 の 梼報 に選択的 に 注意 を向け る こ と が要求

され る選択的注意
＊＊

の 揚合 は どの 情報 を選 択的 に 処理 す

る か とい う意識的な統制と長期記憶に貯蔵され た既有 の

知 識 との 照合 に 基 づ く高次 な レ ベ ル の 注意配分の 方針に

よ っ て行わ れ て い る （Nomman ，1976 ）。 そ の 意味 で は 選

択 的注意の 発達は 自己 の 認知 過程 の モ ニ タ リ ン グ と認知

活 動 の 制御 を行 っ て い る 指令過程 （executive 　 process）

の 発達と も密接 な関わ りを持 っ て い る とい え よ う 。 事実 ，

指令過程 の 出現に よ っ て もた ら され る認知機能 の 1 っ に

選 択的注意 の 発達 を上 げて い る者もい る （Mussen ，　Con −

ger ＆ Kagan ，1979）。 こ の 指令機 能 は 認知能力 に お け

る 質的変化 を もた らす もの の 1 つ と い わ れ て お り，お よ

そ 7 ・8歳 か ら急速に 発達 を始め，12 ・13歳頃ま で に は

主 な機能は 出来一ヒが っ て くる と い わ れ て い る （Mussen

et 　aL ，　1979）e

　 選択的注意 の 発達 は こ れ まで 弁別学習事態 （Stevens。n
，

1972）や 偶 発 記 憶課 題 （Hagen ＆ Ha 】e ，1973），　 compo −

nent 　seiection 課題 （Hale，
1979）に お い て ，あ る い は視

覚的走査 の 発達 （Day ，19751Vurpillot ＆ Ball，ユ979）と

い う形 で と り上げ られ て きた が，な か で も最 も組織的 に

検討が な され て い る の が Hagen に よ っ て 始 め られ た 中

＊ 　 北 海 道 教 育 大 学

＊＊ BerSyne（1969）は 注意 を 大 き く注 意 の 集 中 的 側 面

　 と 選 択 的 側 面 に 分 け て い る
。 前 者 に は 注 意 の 強 さ J

　 集 中，覚 醒 とい う 3 つ の 異 な っ た 意味 が あ る こ と，
　 後者 の 選 択的 側 面 に は 選 択 的 注 意 ， 抽 象 化 ， 探 索 行

　 動 と い うそ れ ぞ れ の 側 面 が あ る こ と を 指 摘 し て い る。

心
一
偶発学習課題 （central −incidental　learning　task）を用

い た 研究 で あ る 。こ の 課題 は 偶発学習 の 型 と し て は タ イ

プ コに 属す る もの （Postman ，ユ9〔竕 で ， 2 種類 の 線画

（動 物 と 目 用 品 〉 を対 に し た 刺激 を継時的 に 1枚 ず つ 提

示 し，すべ て が提示 され た 後 に 中心 記憶の 課題 と し て動

物の 絵 の 位置の 再生 が 求 め られた 。

一
方 ， 憶え る 必 要 が

な い と教示 され た 日用 品の 絵が ど の 動物 の 絵 と対 に な っ

て提 示 さ れ た か を同定す る 課題 が偶発記憶課題 と し て与

え ら れ た。こ の パ ラ ダ イ ム で は 記憶す る よ うに 要求 され

た 中心刺激 の 方 に どれだけ注意 が 選択 的 に 向け られ ， 情

報選択 が行わ れ た か は 中心 と偶発の 2 つ の 記憶成績 の 比

較に よ っ て 推測 され て い る 。 こ れま で の 中心
一
偶 発学習

課題 を用 い た多 くの 研究 で は ， 中心刺激の 想起量 は 6 歳

か ら14歳 ま で 直線的 な 増 加 を す る こ と，偶発 の 想起量

は 11 ・ユ2歳まで は ほ とん ど変化 せ ず ， 有意 に 減少 して い

くの は こ の 年齢以降 で あ る と い う発達的 な パ ターン が 共

通 に得 られ て い る 。こ れ らの 結果 か ら，年少 の 児童 の 場

合に は 偶発刺激 の 再生数 の わ りに は 再生 で きた 中心刺激

の 数 が 相対的 に 少 ない ，つ ま り中心刺激 の 情報 を選択的

に 処理 す る能力が低 い 水準に あ る と考え られ た 。こ れ に

対 し て 年長 に な る と偶発刺激に 対 す る 中心刺激の 再生数

の 割合 は 高 くな り， 中心刺激 の 情報 が も っ ぱ ら多 く処理

され る 選択的注意の 能力 が 増 し て くる と結論 し て い る

（Hagen ＆ Hale ，1973）。そ し て ，偶発 の 想起 量 が有意

な 減少 を示 す 12歳頃 か ら情報の 選 択性 が 明確 に み られ る

よ うに な る と言 わ れ て い る 。

　 Hagen らは 以上 の 中心 一
偶発学習課題 で み ら れ る 選択

的注 意 の 発達 は 主 と して 中心刺激 へ の 注意維 持能力 の 発

達 に 依 っ て い る と 考 えて い る （Hagen ＆ Hale，1973）。

彼 らは 選択的注意の 過程 と し て 中心 と偶発 の 刺激を視覚

的 に 弁別 す る 段 階と，そ れ に続 く中心刺激 へ の 注意維持

の 2 つ の 過程 を区別 して い る が ， 刺激の 視覚的弁別性 を

操作 した 多 くの 実験的研究 で は い ずれ も中心刺激の 想起

量 に は 効果 が み ら れ ず，ま た 偶発 の 想起量 も刺激 の 弁別

性 を高めた時 に わずか に減 少す る だけ で 有 意な効果 は な

か っ た 。 し か もこ の 減 少 は どの 年齢 の 被験 者 に も同 じ よ
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うに み られ，年少 の 児童 の 選択性 の 欠如 の 原因 を中心，

偶発の 2 つ の 刺激弁別 と注意の 焦点化 を行 う最初 の 段階
に 求 め る こ と は で きな い と結論 され た 。 そ し て む し ろ ，

原因 は 後 の 中心 刺激への 注意維持の 段階が不十分 で あ る

こ と に よ る と考 え て い る （Hagen ＆ Stanovjch ，1977）。
年少の 児童が注意維持 の 過程に 問題 が あ る こ と は被験者

の 内省報告 （Druker ＆ Hagen ，1969）や刺激 の 提示数や

提示時間 を操作 した Baker （1970）お よ び Hale ＆ Alder−

man （1978）の 研究 で 直接示 され て い る。Hale＆ Alder−

man は年少 の 児童が 中心 刺激 に 注意 を集中 ・
維持 す る

こ と が 不十分 で あ る と仮定す る と，刺激提示 の 時間 を長

くす る と偶発情報が それ だ け多 く入 力 され る こ と に な り，

想起 量 が 増加 し て くる と予想 し た が，結果は こ の 仮説 を

支持す る もの で あ っ た 。 8 ・9歳 の 児童 の 揚合 に は 通 常
の 刺激堤 示条件と 比べ る と偶 発 の 想起量 が有意に 増加し

た 。

一
方 ユ2歳児 の 場合に は す で に選択的注意の 能力が

発達 し て い る の で 提示時間 が 長 くな っ て も偶発 の 想起量

が 増加す る こ と は な く，中心 刺激の 想起量 の 方が増加 し

た の で あ る 。

　 こ の よ うに 中心一
偶発学習課題 を用 い た研究 で は 注意

方略 の 発達的特徴や さらに は 選択的注意の 発達 の 規定要

因 とい っ た点に つ い て 検討が加 え られ て い る が ，こ れ ま

で 行 わ れ て き た 研究 の 大部分 は 記憶成績の 結果 か ら刺激
に 対す る 注意配分 （attention 　all 。 cation ） の 方略 を間接

的に 推論 し て い る に す ぎ な い 。ま た Hagen ら （1973）は

Broadbent流 の 単
一

チ ャ ン ネ ル の 考 え方 に基づ い て ，中

心 と偶発 の 情報は 入力段階 で 拮抗 （trade −off） し 合 う関

係に な っ て い る と考 え，年長の 児童 の 中心刺激の 想起量

が全体の 想起量 に 占め る割合が 高 くな っ て い くの は 偶発

情報が そ れ だ け 選 択的 に 排除され，中心刺 激 の 情報の 入

力 の た め の 処理 ス ペ ース が増え た た め と結 論し て い る が ，
こ の 考え方 の 背景 に は 記憶成績 は 入力段階 の 選 択性 の 水

準 に よ っ て 直接規定 され て い る こ と，従 っ て 逆 に 中心 と

偶発 の 記憶成績 か ら入力段階の 選択的注意 の 様相 を推定

し得 る とい う前提 が あ る と い え よ う。 しか し ， Peters（19
77） は 通常 の 中心 一

偶発学習課題 と中心刺激 の み を提示

した 場合の 2 つ の 中心刺激 の 想起量 を比較 した と こ ろ ，

両条件 間 に差 は み られ ず，偶発刺激 の 堤示 に よ っ て 中心

刺激 の 記憶 が 必ず し も妨害を受け て い ない こ と ， 中心 と

偶発 の 記樋 成績 の 比率 を指標と し た 選択的注意の 発達的

変化 は 記憶能力の 発達に大 き く規定 され た もの で あ る，
と結論 づ け られ た。中心

一
偶 発 学習課題 で は た し て 選択

的注意の 発達 は とらえ られ て い る の か ， あ る い は そ こ で

み ら れ る もの は単な る 記憶発達 の 問題 に 還元 され て し ま

い うる もの な の か と い う論議 も中心 と偶発 の 2 つ の 記憶

成績に よ っ て の み入 力段階に おけ る情報選択を論 じて い

る こ とか ら生 じ て い る とい え よ う 。

　 もち ろ ん ， 近年 の 注意理 論 で 強調 され て い る よ うに ，

情報選択 は 入 カ レベ ル で単独に行 わ れ て い る もの で は な

く，記憶系に お け る情報の 意味的特徴や既存 の 長期記憶
の 知識と の 照合等 の 高次 の 処 理 に 基 づ い て 行 わ れ る もの

で あ り， 入力段階の 情報選択 の み を問題 に す る だ け で は

不 十 分 で あ る こ と は 言 うまで もな い こ とで ある 。 ま た情

報の 流れ に し て も，か つ て の Breadbent の 単
一

チ ャ ン ネ

ル で は な く，注意され な か っ た 惰報 も入力され ， 処理が

あ る程度 まで行わ れ る とい う並列チ ャ ン ネ ル の 考え が有

力 に な っ て き て お り（No   an ，1976），
　 Hagen ら の 言 う

よ うな中心 と偶発 の 情報が拮抗関係 にあ る とい う考 え方

も妥当性 を持 つ とは い えない 。従 っ て もは や入力 段階 に

お け る 情報 選 択なの か ，入 力以降 の 記億過程に おける 選

択なの か とい っ た 二 者択一
的 な論議は無意味な こ と に な

っ て い よ うが，一連 の 情報処 理 の 流 れ と し て情報選択 の

過程 をと らえて い くた め に も各処理系の 悋報選択 の 様相

を具体的に お さえた 上 で そ れ ら各系 の 相互関連を検討 し

て い く こ と が 必要 と い え よ う 。 こ の よ うな意味 か らも記

憶成績 に の み基づ くの で は な く，入力段階 で 行 わ れ て い

る 情報選択 の 過程 を直接 と ら えうる よ うな方法 の 工 夫が

必 要 に な っ て い る と い えよう 。

　そ こ で本研究で は，Hagen の 中心
一
偶発学習課題 を用

い な が らも，課 題 遂行中に 刺激に 向け られ た注視 を入力

段階 に お け る 選択的注意の 指標 と して 用 い ，具体的 な 注

意配分 の 方略 の 発達的特徴 を明 ら か に す る 。こ の よ うな

方酸 を用 い る こ と に よ っ て ， よ り詳細な選択的注意の 過

程が分析 され 得 る ば か りで な く，記憶成績 と の 比 較 を通

して記憶系に お け る情報選択 との 関連性 に つ い て も検討

する こ とが可能に な る 。 なお ， 本論文 で は 便宜上，入力

段階に お け る 情報選択を選択的注意，記憶過程 に お い て

行わ れ る 情報選 択 の 過程を選択的記檍 と呼 ん で 区別 し て

お く。以上の よ うな 選 択的注意 の 発達 を記憶成績 か らだ

け で な く，注意 の よ り直接的な 資料 となる指標を用 い て

検討 し よ うと い う試 み は最近 Miller＆ Weiss （1981）に

よ っ て も行わ れ て い る。彼 らは 中心 ，偶発 の 刺激 に 一枚
ず つ 厚紙 の 覆 い を し，こ れ らの 覆 い をど の よ うに あけな

が ら刺激 を記銘 し て い くか を記録，分析す る 方 法 に よ っ

て 注意配分の 過 程 を分析し て い る。

　本研究 で は Miller らの 方法 と 比 べ て さ らに 注意 の 直

接的 な 指漂 で あ り，よ り詳細 な 分析 が 可能な眼球運動が

指標 と して 用 い られ た 。実験 1 で は ， こ の 眼球運 動の 分

析 か ら幼稚園児 小学校 2 年生 ， 6年生 の 刺激へ の 注意

配分 の 方略の 発達的変化 と 各年齢段階の 特徴 を明 らか に
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す る 。 さ らに この 注意配 分 の 方略 の 特徴 と中心 s

’
偶発 の

再生成績 と を比較 し，入 力段階と記憶過程 の 2 つ の 過程

に おけ る 情報選択 の 関連性 に つ い て 検討す る 。．実験 2 で

は ， こ れまで 中心
一
偶発学習課題 に お け る選択的注意 の

指標 と し て用 い られ て き た再 生成績 に加 え て再認成績が

あわ せ て 用 い られ， 2 つ の 記憶成績の 比較 か ら記憶過程

に お け る 選択的記億の 様相 とそ の 発達的変化 を検討する。

実　験　 1

　 方　法

　被験者　幼稚園児25名， 小学校 2 年生 39名， 6 年生37

名、実験に先立 ち，各年齢群内の 知能水準と記憶能力 の

等質性 を保つ た め に被験者全員 に 2 種類 の 記蠹 テ ス ト

（1 枚 に 3 ；6 ほ0個 の 具 体物 の 線 画 が 描 か れ た 3 枚 の 刺

激 σ）名 前 の 自 由再 生 課 題 と， 順唱，逆 唱 が そ れ ぞ れ 9 項

目か ら 成 る 数 唱諜 題 ） と知能検 査 が行 わ れ た 。知能検査

は幼稚園児は 田中 ビネ
ー

， 2年 と 6 年生 は教研式 の 集団

式知能検査が用い られ，小学生 の 場合は 学校で 実施した

知能検査 の 結果をそ の ま ま使用 し た。こ れ らの 成績の 特

に低い 者は被験者と し て用 い ず，さ ら に 眼球運動の 記録

の 不鮮明な者も除か れ，最終的 に は TABLE 　1 に 示 し た

72名の 資料が分析に用い られ た 。

　課題及び刺激材料　動物と 日用品の 線画 をそれぞれ中

心学習 ， 偶発学習 の 刺激 として 用 い
， それ らが対に して

提示 され た 。こ こ で は 8 対 の 刺激が用意されたが ， それ

らの 刺激材料 と対 の 組合 せ は TABLE 　2 の 通 りで あ る。刺

TABLE 　1 実験 1 の 被験者 の 内訳

雛 。甥 ・牲 （N − ・・）6牲 （N − 26）

平 均 年 齢 15 ・5 歳 17 ・6 歳 1L6 ．歳

記 憶 甦 1・… 5 （… 8） ・4・78 （1・18） ・5・・  （・・98）

テ ス ト 数唱 17．30 （2．19＞ 7．78 （1．84） 12．99 （2．69）

IQ 　 127．7  （16．86） 57．82†（6．13） 52．87†（8、39）

激材料 の 動物 と日用品 は い ずれ も幼稚園児 に も見知っ た

もの ばか りで ， こ の こ とは あ らか じめ 同年齢の 他の 幼児

に よ っ て 確認 し て あ る 。刺激賛形 は 20．．
crn 四方の 白い 厚

紙に黒 の フ ェ ル トペ ン で 線書きされ ， 大きさは 約 15cm
，

視覚 に して 約 20°

で ある。動物 と目用品 の 提示位置 は左

右 に ラ ン ダム に配置 された 。 2 つ の 刺激 の 境に は幅5cm

の 黒色 の つ や消 し の 紙が 縦 に 貼 られ ， その 中央 に は 眼球

を撮影す る ための ij ・円 （直径 4　 cm ）が あけられて い る 。

　眼球運動測定装置　注視点の 測定は被験者の 眼球角膜

表面上に反射 し て写 っ て い る提示刺激 の 鏡映像 と瞳孔 の

中心 と の 重畳部分か ら注視点 を同定する と い う Wide−

angle −reflection 　eye 　camera の 方式 に よ っ 1（行 わ れ た 。

こ の 方法 は被験者が注視した対象の 像は そ の 被験者の 瞳

孔 の 中心部に反射して 写 っ て くる とい う原理 を応用 し た

も の で ，Mackworth （1968＞に よ っ て 方法論的 に は 発展

させ られ た もの で あ る 。 従来 の 光学系 を用 い た opthal −

mograph や EOG 法 で は 頭 の 動 きや そ れ に 伴 な う装置 の

ズ レ 等 で 幼児 ・児童の 測定 は むずか し か っ た が，こ の 測

定方法 で は頭や体 の 動きがあっ て も角膜部分が常時撮影

さ れ て い る だ け で よ く，ま た装置 の 調整 の 必 要もな い の

で 長時間の 連続的な測定が可能 で あ る とい う大 きな利点

をもっ て い る。本実験で は フ ィ ル ム 撮影 の 代りに 通常 の

VTR シ ス テ ム に よ る記録 が行 わ れ，接写機構付きの 望

遠 レ ン ズ （Minolta　MC 　Macro 　Rokkor 　Lens　100　mtn

F3 ．5） を取 り付 けた テ レ ビカ メ ラに よ っ て角膜部分 と

反窮像 と が拡大撮影 され た 。 FIG．1 に測定 シ ス テ ム の 全

体 の 概略を示す。眼球表面上 に は刺激 の 白い 厚紙 とそ こ

に描か れ た線画 だ け が写 る よ うに な っ て お り，左 ま た は

右眼 の どちらかの 眼球部分 を撮影した 。眼球表面上 の 反

封像 が鮮明 に写 し 出され る よ うに提示刺激 の 反射光を左

右 の レ フ ラ ン プ （500W ）で 増 加 させ た 。 こ の 照明光は同

（ ）の 数字は 標準偏差値

† 知能偏差値

TABLE 　2 刺激リス ト

s。b

TV 一

12345678メ

キ

電

金

う

や

べ

ガ

犬

リ

さ

か

ッ

ネ か

本

レ

に

ン
ー

テ　　　　 ビ

話
一

か　　　 ば

魚
一

ア イ　ロ ン

ぎ 一 時　　　 計

ん
一

に わ と　 リ

ド ー
ち　 ょ　 う

カ メ ラ

VTR

FIG ．1 眼球運動測定装置 の 略図 （上 か ら見た 図）
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FIG．2　再生され た 映像 の 模式 図

時に 虹彩 と瞳孔 の 部分が 明瞭 に 区分 され て 撮影され る た

め に も用 い られ ， 照明 の 方向 と位置 は そ の 都度撮影前 に

調整 された 。 録画 され た もの は VTR に よ っ て ス ロ
ーモ

ー
シ ョ ン 再生 され，注視点 が 分析 され た 。FSG ．2 に モ ニ

ターテ レ ビ 上 に再生 され る映像を模式的に 示す 。 こ こ で

は 堤示 刺激以外の 部分に 向けられ た 注視 （そ の う ち の 大

部 分 は レ ン ズ 部 分 への 注 視 で あ ワた ）は 回 数もわ ず か で ，

学年差 もみ られ な か っ た た め 後 の 結果 の 項 で 述 べ る 注視

点 の 分析 で は削除され た 。

　手 続 （a ）教示 ： 「こ れ か ら動物と 日用品 （幼稚園児 に

は 「生 き も の 」，「家 の 中 に あ る も の 」 と い う言 葉 が 用 い

ら れ た ） の 絵が一緒に で て き ま すか ら， そ の うち どん な

動物が で て きた か よ く覚え て 下 さい 。」 動物 の 方 を覚 え

る こ とが 重要 で あ る こ と を強調 し，日用品 は 別 の 学級 の

子 ど もた ち に覚え て もらう方 で あ る と説明 した 。 そ の 後 ，

「絵 を全部見終 っ て か らで て きた 動物 の 名前 を言 っ て も

らうの で，で きる だ け た くさん 言 え る よ うに覚え て 下 さ

い 」 と い う教示 を続けた
＊。（h：ト 被験者 を刺激提示 核 の 前

に 着席 させ ，提 示 板 の 中央 に 動物 と 日用品 の 絵が 一組ず

つ 順次出て くる こ と，動物の 位置は 左 右 ラ ンダ ム に 出 さ

れ る 旨 の 教示 を与 えた 。 （c）刺激提 示板 か ら約 50cm の 距

離に 固定 され た顔 面固定器 に被験者の あご をの せ ，テ レ

ビ カ メ ラ，照明等の 調整 を行 っ た 後 に VTR の 録画 を開

始 し，同時に 刺激 の 挺 示 を開始 す る 。 実験者の 1 人 は刺

激提示板の 背後 か らテ レ ビカ メ ラ を操作した 。（d：喇激 の

＊ Hagen タ イ プ の 課 題 で は 刺 激 の 系 列 位 置 の 再 生 課
題 が 用 い られ て お り，本 実 験 で 用 い た 名 前 の 自 由再

1課 題 と は 測 度の 上 で 若干 の 違 い が み ら れ る 。 し か

し，事前 に 行 わ れ た 予 備 実 験 の 結 果 で は Hagen ら

lO 結果 と 比 べ て 得 点 そ の も の は 異 な っ て い る が ，中

心 と 偶 発 の 成 績 の 発 達 的 な 変 化 の パ タ ・一ン は 近 似 し

て お ），発 達的 変 化 を 検 討 す る 上 で ば 自由 再 生 の 成

漬 を 用 い る こ と に 大 き な 問 題 は な い と 判 断 さ れ た
。

8

7

6

尸
O

4

3

2

ユ

0
幼 2年 6 年

FIG・3 学 年 毎 の 中心 と偶発 の 再生数

提示 は もう 1 人の 実験者に よ っ て 行 わ れ ，提 示 時間 は 5

秒間 ， ISIは 1 秒 で ある 。 提示時間の 判断は テ
ー

プ レ コ

ーダーに録音された ク リ ッ ク音に よ っ て 行 わ れ た 。（e ）刺

激提示 終 了 後，直 ち に 中心 ， 偶発 の 順に提示 された刺激
の 名前 の 自由再生 が 求め られ た 。再生時間は 特別設けず，
こ れ以 上 再生 が で きな い こ とが 確認 され た時点 で 終了 し ，

そ の 間 2 ， 3 回 の プ ロ ン プ トが与 え られ た 。

　 結果 と 考察

　記憶再 生 成績　FIG ，3 は 年齢別 の 中心 と偶発刺激の 平

均再生数を 表わ して い る 。中心刺激 の 再生数は年齢の 関

数 と し て直線的 な増加 を示 し て お り，分散分析 で は 年齢

の 主効果 が み られ た （F ＝74．64，df＝2！69，
　P＜．005）。

一
方，偶発刺激 の 再生数に は こ の よ うな発達的変化は み

られ ず （F ＝2．54，df・＝2／69，　n ．　s ）， 3 っ の 年齢 を通 し て

ほ ぼ 同 じ様 な再 生成績 に な っ て い る 。6 年生 の 偶発 の 再

生数は 他 の 学年と比 べ て 少 な くな っ て い る が，有意な ほ

どの 減少 で は な い 。 こ の 結果 は こ れ まで の 中心 一
偶発学

習 課題 を用 い た研究 で 示 され て い る発達的傾向 と一致 し

て お り，Hagen らが 選択的注意の 指漂 と して 用 い て き た

中心 刺激 の 再生数が 偶発 の 再生数 に 占め る割合 は 年齢 と

共 に 増加 し て い る。

　注視 点 の 分 析　 そ れ で は， こ の 中心
一
偶発学習課題 を

遂行 し て い る 時 に刺激 に 対 し て ど の よ うな 注意配 分 が 展

開 され て い る の だ ろ うか 。こ こ で は 注意配 分方略 の 特徴

を以 下 に み る よ うない くつ か の 注視点 の 分析か ら検討す

る 。
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FIG．4　学年毎 の 中心 と偶発刺激への

　　　　平均注視数

TABLE 　3 中心一
偶発刺激問 の 注視移動回数

2，0

1 ．5

1．0

0．5

0

　　　　　 幼　　　　　2年　　　　 6 年

FIG ．5 刺激提示 の 前半 と後半 に お ける 中

　　　　 心 イ禺発 問の 注 視移動 回数

注 視移動回数 t 一
値

幼 稚 園 川

2　 　年 　 　生

6　 年　 生

3，27

（1．00）．
2．66

（0．99）
1．76

（0，54）

幼 一2 ：

　 t＝2．03 ＊

2 − 6 ：

　t＝：3．C9 ＊＊

　 ＊ P〈、05 ，
＊＊ Pく．01

　FIG ．4 は中心 ， 偶発 の 両刺激に向け られ た注視点 の 平

均を表わ し たもの で ある 。 中心刺激で は幼稚園児と 2 年

生 の 間 で 有意 な注視数の 増加 が み られ （t＝ 2．49，df＝44
，

P＜．05），偶発刺激 の 揚合に は 2 年か ら 6年 にか けて 有

意な減少が示 され た （t ＝ 3．25，df＝49，　P ＜．　Ol）。 FIG．4

か らわ か る よ うに，幼稚園児 の 揚合 は 中心 ， 偶発 入 の 注

視数 に は 大きな差 は なく， 全体 の 注視数 の 約 55％ が 中

心刺激 に 向け られ て い る に すぎず ， 中心刺激 へ の 注意 の

選択性 は ほ とん どみ られ ない 。2 年生 に なる と中心 刺激

に 向け られ る注視数は急激に増加し，この 年齢あ た りか

ら中心刺激 へ 注意 を選択的に 向ける とい う注意配分 の 方

略がとられ る ようにな っ て い る こ とがわか る 。 し か し 2

年生 の 段階で は 偶発刺激 へ も依然 とし て か ts　Ji多 くの 注

視が向 け られ て お り，偶発情報を意図的 に 排除する とい

う注意方略 は まだ十分 で はな い と考 えられ る 。 そ し て 幼

稚園児や 2年生の 偶発刺激の 注視数 が 多 い の は ， 次に述

べ る 中心 ， 偶発荊激問 の 注視の 移動の 分析か ら，彼 らが

中心刺激 に注意 を維持 し な い で 刺激問 の 移動を頻繁 に 行

っ て い る こ とを反映 し たもの で ある こ とがわ か る 。 6 年

生 に な る と 中心刺激 へ の 注視数 の 増加 に 加 え て偶発刺激

へ 注視が向け られ る 回数も減少して お り， 不必要 な 情報

の 意図的な排除が同時に行 わ れ ， よ り完成 され た選択的

注意の 配分方略 が展開され て い る と判断 され る。し か し，

こ こ で注 目され る こ とは 2 年生か ら 6年生 に か け て み ら

れ る偶発刺激へ の 注意配分 の 変化 と先 の 偶 発 刺激 の 再生

成績の 結果と は必ず し も対応関係が み られ な い こ と で あ

る 。 こ の こ とに つ い て は 後の 注視過程 と記億成績との 関

連 を検討す る とこ ろ で 触れ る こ とに す る 。

　TABLE 　3 は 左 右 に 対提示 され た 中心 と偶 発 の 刺激間 の

注視 の 移動回数 と各学年間 の 平均値の 差の 検定の 結果で，

こ れ は 中心刺激 に どれ だけ注意が維持され て い た か を示

すもの で あ る。移動回数は 年齢 と共 に ほ ぼ 直線的 に 減 少

を示 して お り， 特 に 2 年生 か ら 6年生 に か けて の 減少が

大 きい 。 こ の 刺激問 の 注 視の 移 動 の 様子 を さ らに 5秒間

の 刺激提示時間を前半と後半 に分けて 詳 か くみ た の が

FIG ．5 で あ る。前半部分の 移動回数は 3 つ の 学年問い ず

れ に も有意差は み られ な か っ た が，こ れ は前半部分 の 刺

激間の 移動で は 主 と して 中心剃激 に 注意 を焦点化する 前

段階と して 中心 と偶発の 刺激 を比較 し区別す る ため に行

わ れ て い る の が 多 い た め と 考え られ る 。とい うの は，中

心と偶発 の 刺激 は左右に ラ ンダム に提示 され て お り，中

心刺激 の 同定 の た め に は最初に注視を向 け た方がた また

ま中心 刺激 で あ っ た時以外 は 中心 と偶発の 刺激問の 比較

一一41 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

206 教 育 心 理 学 研 究 第 30巻 第 3 号

を行 わ な け れ ば な らない か ら で あ る 。 従 っ て，偶発刺激

に 1度 も注視が向け られ なか っ た頻度は全刺激項 目を通

して み て も幼稚園児 は 0 ％． 2 年生 2．5％ ， 6年生 で も

4．3％ ときわ め て わ ず か で あ っ た。刺激提示 の 後半部分

で ほ 刺激問の 注観 の 移動回数は 学年 と共 に 急激 な減少 を

示 して い る 。 特 に 6 年生 で は 前半部分で中心 と偶発刺激

間の 比較を行 っ た 後 は 注視の 大部分 を中心刺激の 方 に集

中 し ， 偶発刺激に注視 を移す こ とは わずか し か ない こ と

が わ か る 。 こ れ に対し て幼稚 園児の 場合は前半部分 の 移

動回数よ り もさらに 多くの 移動が 後半 で み られ，中心刺

激 に 注意 を集中 ・維持す る こ とが少な い と い う注意配分

の 特徴 がよくあ ら わ れ て い る 。こ れ らの 注視 の 移動回数
の 結果 は Druker ＆ Hagen （1969），

　 Hale ＆ Alderman

　（ユ978＞ に よ っ て 出さ れ て い る 8 歳前後ま で の 児童 に み

ら れ る 注意維持 の 欠如 の 可能性 を直接支持す る もの で あ

り，中心
一
偶発学習課題 で み られ る 選択的注意 の 発 達 の

背景 に は Hagen ＆ Hale （1973 ）が主張 して い る ような

注意維持 の 能力 の 増加があ る と い え よ う 。

　 以上 の 注視過程の 分析 を通 し て 中心一偶発学習課 題 で

と られ る注 意配分 の 方略 に は各年齢に特有 の 特徴 と発達

的差異 を指摘す る こ と が で きる 。幼稚園児 は 中心 刺激へ

の 選択 的 注 意 が 不十分 な ぼ か りか，中心刺激 へ 注意を維

持す る こ ともきわ め て低い レ ベ ル に あ る。2 年生 に な る

と 中心刺激 の 方に 注意 を選択的に 向け る と い う注意配

分の 方略 が とられ始め る。一
方 ， 6 年生 で は 中心刺激 へ

の 選択的注意 に 加 え て ，注意 を中心刺激 に 集 中 ・維持す

る 能力が 高 ま り，偶発刺激 の 情報の 混入 を入力段階で未

然 に 防 ぐよ うな 方略 が 積極的 に と ら れ る よ うに な っ て い

る。従 っ て 中心
一
偶発学 習 課 題 で み られ る注意配分 の 方

賂 の 発達 に は ， 幼稚園児か ら 2 年生 に か け て み られ る中

心 刺激 へ の 注意 の 選択性 と い う側 面 と，さ らに そ れ に加
え て 2 年か ら 6 年生 の 間 で 変化 が大 きくみ られ る 中心刺

激 へ の 注意維持 が発達す る とい う2 つ の 側面か ら成 っ て

い る と い え る 。 目縹の 清報 に 注意 を選 択 的 に 向け る と い

う本来 の 選択的注意の 意味 か らす る と こ の 能力 は 基本的
に は 2 年生 の 段階か らみ られ る と言 うこ とが で き る。

　注視行動と 記憶 成績 と の 関 連　注意配分方略 の 発達 と

記億成績 の 発達的変化 と を比較 して み る と，両者の 問に

は 必 ず し も直線的な対応関係 は ない こ と が わ か る 。特 に

幼稚園児や 2 年 生 が 偶発刺激の 方に多 くの 注視 を向け て

い る に もか か わ らず再生数は それ と比 べ て さ ほ ど多 くな

い こ と，さらに 注 目すべ き こ とは 2 年 生 か ら 6 年生 に か

けて 偶発 の 注視数が 大 きく減少 し，中心刺激 に 注意が集

中 ・
雑持 され る傾向が顕著 に な っ て い る が そ れ に対応 し

て 再生数 が 減少 して い な い 。こ れ ら の 結果 か ら考え られ

る こ とは 入力され た情報は 記憶過程に お い て さらに情報

の 選択が行わ れ て い る可能性があ る こ と で ， 佶報選択は

入カ レ ベ ル で 行われ る もの と 入力以降 の 記憶系で 行 わ れ

る もの との 2 段階の 流れ を想定す る こ とが よ り妥当で あ

る ように思わ れ る 。 こ の こ とは先の 注視点 の 分折 で もど

の 学年 の 被験 者 も最低 1 回以上 ほ偶発刺激 の 方に注視 を

向け て い る こ とを示 し て お り，偶発清報は実際 に は 再生

成績 か ら推測 され る よ りももっ と多 くの もの が入 力 され

て い る可能性 が 高 い の で あ る 。そ して 実験 1 の 被験者の

再生時の 様 子 や被験者か ら得 られ た 内省報告 で は 再生 は

で きな い が再認 レ ベ ル で は想起が可能な視覚的な形態で

入力され て い る 情報が特に 偶発刺激 の 方 に は 多 い こ とを

示唆 し て い る 。従 っ て 入 力段階で 行 わ れ て い る蓿報選択

が最終的な もの で は な く，さらに 記憶系に お い て 情報 の

か な りの 量 が 選 択的記憶 に よ っ て ふ る い 落 とされ て い る

こ と，再生成 績 で 示 され て い る 中心 と偶発の 情報 は 実際

に は こ の 選択的記臆に よ っ て 選択 さ れ た 最終結果と して

出 され た もの で あ る こ と が予 想 され る 。 また，もう 1 っ

の 別 の 仮説 と し て，中心 と偶発 の 情報は 処理 され る情報
量 の 違 い ば か り で な く，処理様式の 点 で も違 っ て い る可

能性 も考え られ る 。

　次 の 実験 2 で は ， 選 択的記憶 に よ っ て どの よ うな情報

の 選択 が 行われ て い るの か を実験的に検討す る 。

実　験　 2

　実験 1 の 注視点の 分折 か らは 入 力段階 に お ける情報選

択，特 に 偶発情報の 選択的な排除は 再生成績で示 され て

い る ほ ど完全 な もの で は ない こ と，選択的記憶 に よ る情

報選 択 が 行 わ れ て い る こ とが示唆され た 。 そ こ で実験 2

で は こ れ まで 用 い られ て きた 再生成績に 加 えて ，刺激が

入力 され た 否 か が 再生成績よ り も直接的 に 反映さ れ て い

る と考え られ る 再認成績 を用 い ， 再生，再認 の 2種類 の

記憶成績 の 比較か ら中心，偶 発 の 情報 が 記憶過程 の な か

で どの よ うな選択 を受 け て い る の か を推 測 す る。

　方　法

　被験者　実験 1 の 被験者と は 別 の 幼稚 園児23名，小学

校 2 年生 24名 ， 6 年生 25名。

　課題及び刺激材料　実験 1 で 使用 し た 中心
一
偶発 学習

課題 の 刺激と同 じ もの を約半分 の 大 きさに縮少 し た もの

（約 28x20 　cm ）を用 い た 。 刺 激対 の 組合せ ，提示 順序は

実験 1 と同じ で あ る 。 再認課題 の 材料 と し て は こ れ らの

記銘刺激材料 と デ ィ ス トラ ク タ
ー

剃激材 料 が 8 枚ず つ 合

計16枚が 用意 され た。こ れ は お よ そXt　15cm ，横 10　c皿

ほ どの 大 き さ の 白い 厚紙に 1 枚ずつ 描 か れ て い る 。

　手　続 （a＞教 示 ： 実 験 1 と 同 じ く動物の 絵 の 名前を覚
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え る こ と，日用 品の 方は覚え る必 要が な い こ と を強調し，

絵 を全部見終わ っ た後に で て きた動物の 名前 を言 っ て も

らう旨の 教 示 を与えた （実 際 に 行 わ れ た の は再 認 記 憶課

題 で あ る ）。（b｝記銘刺激を 1 組ずつ 継時的に提示 し，提

示 時問 は 各 5 秒間，ISI は 1 秒 で あ る 。 （c ）刺激提 示 終了

後 ， 中心 と偶発 の 順に 真偽法 に よ る 再認課題が与え られ ，

記銘刺激と して 揚示 され た もの が 「あ っ た 」 か 「な か っ

た」 か の どちらか の 反応が求め られ た 。記銘刺激 と デ ィ

ス トラ ク ター刺激は ラ ン ダム な順序 で 一枚ず つ 提示 され

た 。 実験 は す べ て 個別 で 実施 された 。

　 結果 と考察

　FIG ．6 に各年齢毎 の 平均再 認 率 の 結果 を示 す 。再 認 率

は 正 再認率 （ヒ ッ ト率 〉か ら誤再認率 （誤警報 率 ）を引 い

て 求 め られ た 。再 認 成績 の うち 偶発 の 方 は 幼 稚 園 児 が

55．4％ ， 2 年生 542 ％ ， 6 年生 で も 44．・5％ と い ずれ も

約半数 の 項目は再認 され て い る 。F ］G ．3 の 再生成績の結

果 と比較 し て わ か る よ うに ， 再生 が 可能だ っ た項 目よ り

もは る か に多 く再認 され て お り，再生成績で示 され た 以

上の 偶発情報が記憶系に 入力され て い る こ と を示 し て い

る 。 こ の 偶発情報 が多数入力 され て い る とい う事実 か ら

先 の 実験 1 の 注視点 の 分析で幼稚園児や 2 年生 の 偶発 の

注視数 が 多 か っ た の に もか か わ らず ， 再生 で きた 偶発情

報が少 なか っ た とい うズ レ もうま く説明し得る よ うに 思

わ れ る 。再 生 成績は 入 力段階に お け る清報選 択 を必 ずし

も反映す る もの で は な い と い え る 。む し ろ次の 注視行動

〔％）

100

go

80

70

60

5D

，10

o
　　　　　 幼　　　　　2年　　　　6 年

　 FIG，6 学年毎 の 中心 と偶発 の 再認率

と再認成績と の 比較か らわ か る よ うに ， 再認成績 の 方が

入力段階に お け る選択的注意 の 指標 と し て より妥当で あ

る と い え よ う。
FIG ．6 か らもわ か る よ うに ， 申心刺激 の

再認 率 は 幼稚園児 か ら 2年生 に か けて 有意 に 増加 し （t＝＝

2．68，df ＝ 45，　P〈 ．05），偶発刺激 の 方 は 2 年生 か ら 6 年

生 に か け て 有意 な減 少 が み られ た （t＝2．69，df；47，　P〈

．01）。な お，平均値の 差 の 検定に あ た っ て は 再認率 をあ

らか じ め角変換値 に 換算 しなお した上 で行 わ れ た 。 こ の

よ うな再認成績 の 発達的変化 と実験 1 の 中心 と偶発刺激

の 注視数 （FIG ．4 ＞の 変化 と は きわ め て 類似 し た結果 を

示 して お り， 幼稚園児 か ら 2 年生 に か け て 中心刺激の 方

へ 注視 が多 く向 け ら れ る よ うに な る こ と と対応 し て 中心

刺激 の 再認成績 も上昇 し て い る 。 また 6 年生 の 偶発の 再

認 率 が他 の 学年 と比 べ て 有意 に低 か っ た の は ， 偶発刺激

の 注視数の 減少で 示 され て い る よ うに ，偶発刺激の 方へ

注意 をで き る だ け向 けな い よ うに す る注意方略 が と られ

て い て 入 力 され る情報そ の もの が 少 なか っ たため と考え

ら れ る。以上 の よ うに注 意配分 の 方賂 の 発達的変化 は 再

認成績に よ く反映 され て い る の で ある 。

　 Hagen に は じ まる 中心
一
偶発学習課題 を用 い た 研究 で

は 明らか に 入力段階に お け る 情報選択の 発達 の こ と を問

題 に し て い る が，そ こ で は 再生成績が どれ だ け 入力段 階

に おけ る 情報選択 の 過程 を反映 し て い る の か と い う点 の

検討 もな しに 無条件に 用 い られ て きた 。あ る い は ，入力

段階 に おけ る 選択的注意 と記憶過程 に お け る言 わ ば選択

的記億 とは 明確に 区別 され て い な か っ た と もい え よ う 。

し か し，こ れ ま で 述 べ て きた よ うに ， 再生成績と入 力段

階 に お い て 展 開 され て い る選択的注意の 活動と は 必 ず し

も対応 は み られ な い し，さ らに 再生成績 は 記億の 発達に

大き く規定 され て い る こ とを考え る と，再生成績 の 指標

だ け で は 中心
一
偶発 学習課題 で と らえ られ て い る の は 選

択的注意の 発達 な の か ， 記憶 の 発達 なの か も明確 に 区別

する こ と は で きな くな っ て い る 。

　 実験 2 の 結果か ら示 され て い る よ うに 入 力 され た情報

がす べ て再 生記憶と し て出力され る の で は な く， 記憶系

に お い て さらに あ る 情報 に は 再生 が 可能な深 い レ ベ ル ま

で 処理 が行 わ れ ， 他の もの に は浅 い レ ベ ル の 処 理 で終わ

っ て い る と い うよ うな 「処 理 の 深 さ」 が異 な る 情報処理

が 行 わ れ て い る と 考 えられ る 。 選択的注意 は 情報処理 の

量的側 面 ば か り で な く，質的 な処 理 様式 の コ ン トロ
ー

ル

とい う機能 を持 っ て い る （佐 藤 ，1982） こ と を考 え る と

偶発情報 に は 浅 い レ ベ ル で 処理 され た もの が多 く含まれ

て い る こ と も考え ら れ る。実際，実験 1 の 再生数を再生

率に なお し て 再認率 と比 べ て み る と ， 小学校 2 年や 6年

生 で は 中心刺激よ り も偶発刺激の 方が は る か に 再認一再
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生率間 の ギ ャ ッ プ が 大 きく，偶発刺激の 情報 は 再認 レ ベ

ル の 浅 い 処理 に よる もの の 占め る割合が高い こ とを示 唆
し て い る 。しか し本論文 の 結果だ け で は 以上 の こ と も推

論の 域 を出 る もの で な く，さ らに 処理様式の コ ン トロ
ー

ル と して の 注意と そ の 発達 に つ い て の 具体 的 な検討が 必

要 で あ る。

結 論

　 実験 1 で は 中心一
偶発学習課題 に お い て ど の よ うな選

択的注意 の 活動 と情報選択 の 過程 が 展開 さ れ て い る か が

入 力段階 に お け る刺激への 注視過程の 分折に 基 づ い て 検

討 され た 。そ こ で は 再生成績だ け で は 推測 の 域 を出 る こ

とが な か っ た 注意配 分 の 具体 的 な 過程が明 らか に され ，

こ れ らの 結果か ら次の よ うな注意配 分方略の 2 つ の 発達

の 側面 が あ る と結論 づ け る こ と が で き る 。

　 1 つ は ， 中心 刺激 へ の 選択的な注意配分の 発達 で ， こ

れ は 中心刺激への 注視数の 増加 とい う形で 表 わ され て お

り，幼稚園児 か ら 2 年生 の 間 で 大 きな変化がみ られ た も

の で あ る。こ の 結果 が 示 して い る よ うに ， 課題 で 必要と

され た情報 に 選 択的 に 注 意 を向 け る こ と は 2 年生 の 段階

で す で に か な りの 水準 に 達 し て い る こ とが わ か る。従 っ

て選択的注意の 能力 は 8 歳頃を境 と し て 上つ の 大 き な 変

化 を示 し て い る と い え よ う。 こ の 結果 は視覚走査方略の

発達 に 関す る 研究 で も課題解決 に 必 要 な情報 へ の 効率的 ，

組織的 な走査は 8 歳頃か らみ られ 始 め る と結論 し て い る

（Day ，1975） こ と と一致す る もの で あ る 。

　第 2 の 側面は 中心 と偶発刺激間 の 移動回数で 示 され て

い る 中心 刺激 へ の 注意の 集中 ・維持 の 発達 で ， こ れ は 主

と して 2年生 か ら 6 年生 に か けて 大 き く変化す る部分 で

あ る と考 え ら れ た 。2 年生 の 揚合 に は 中心刺激 へ の 注意

の 選択性は み られ る が ， 中心刺激へ の 注意の 維持 が 低 い

水準 に あ る ため刺激問の 移動が多くな り，そ の こ と が結

果的 に 偶発刺激 へ の 注視数 が 6 年生 の よ うに 少 な くな ら

なか っ た こ とや実験 2 の 偶 発 刺激 の 再 認成績 で 6 年生 と

比 べ て 有意 に 高 くな る こ と を もた ら した と思 わ れ る 。 6

年生 に な る と中心 と偶発刺激間の 注視の 移動は 両 刺激の

弁別 の た め に 必 要 に な る以 外は ほ とん ど行 わ れな くな り，

こ の こ とが 偶発 の 再認成績で み られ る よ うに他 の 学年 の

被験者 と比 べ て入力さ れ る 偶発情報 の 量 そ の も の が制 限

さ れ る こ と に な っ た とい え る 。 実験 1 で得られ た注意 の

集中
・
維持 の 機能 が 2 年生 か ら 6 年生 に か け て 増大す る

と い う結果 と 同様の こ と は Miller ＆ We ｛ss （1981）の 注

意配分方略 の 分析結果 で も示 され て い る 。 彼 らの 揚台 と

は 用 い られ た指漂 に 違 い は あ る が，こ こ で み られ た の と

同 じ よ うに ， 中心 刺激に 注 意を集中す る よ うな方略 を多

くとっ た の は 5 年 生 で ， 2 年生 と の 問 に は 明 らか に違い

が み られた 。

　従 っ て ， 中心
一
偶発学習課題 の 遂行 に あ た っ て は 中心

刺激 へ の 注意の 選択性 とさ らに 中心刺激 へ の 注意の 集中
・維持 と い う 2 つ の 注意配分方略 をと る こ とが 必 要 で ，

両方の 配分方略 を適切 に 使 っ て 課題 を遂行 し て い る の は

6年生 か らで あ っ た 。 そ して 後者の 注意の 集中 ・維持 と

い う配分方略が必 要 な の は ， こ こ で 用 い た課題が記憶課

題 で あ る こ とか ら来 て い る と思 わ れ る 。特に注意維持 の

方略 と言語的符号化方略 の 使 用 とは 密接 な 関連 を持 っ て

い る と思わ れ る 。 とい うの は，中心刺激 に 注意を維持 す

る こ と もた だ それ だ け が単独 に 行 わ れ て い る の で は な く，
同時に 言語的符号化 や リ … 一サ ル 等の 記憶方略が活発 に

展 開され て い る と考 えざる を得 な い か ら で ある 。 特 に 言

語的 ラ ベ リ ン グの 使用 に よ っ て 注意の 集中 ・維持が促進

され て い る可能性 は 十分考え られ る 。

　最近，Hagen ら （Hagen ＆ Kail，19751Hagen ＆ Sta−

novich
，

ユ977） は 中心一
偶発学習課題 で み られ る選択的

注意の 発達 と記憶要因 との 関連性 を積極的 に 問題 し て い

る 。 例 えば Dusek （1978）は 言語的 ラベ リ ン グの 使用 を

教示する こ とに よ っ て 中心刺激 の 想起 の 増加 と偶発 の 想

起 の 減少 と い う，言 わ ば 選択的注意の 水準 が 高 ま っ た こ

と を報告 して い る。しか し実験 2 で 述 べ た ように，選択

的注意 と記憶 の 発達の 関連性 を問題 に す る と き に も選択

的注意 の 指標 と し て 記億成績 の み を用 い る だ け で は 例 え

ば Dusek が 述 べ て い る 符号化方賂 の 効果 もそ れ が 入 力

段階 の 選択的注意を促進 し た こ と に よ る の か ，あ る い は

単 に 記憶過程の 促進 に よ る の か は 明 ら か に は な らな い 。

従っ て 記憶 の 要因 と の 関連 をさ ぐ る 場合 に も入 力段階 と

記憶過程 に お け る情報選択 が 区別され うる ような方法 を

用 い て検
．
討する こ とが 必要 に な る ＊

。

　次に，実験 1 と 2 の 結果 か ら中心一偶発学習課題 で と

られ る 情報選択 の 機溝 と し て は 以下 の よ うな 2 段階の 選

択 の 過程 が 想定 された。実験 1 の 注規 過 程 の 分 析 と実験

2 の 再認成績，特 に 偶発刺 激 の 再 認 率 の 結果 で は 偶発情

報 は 実際 に は か な りの 量 が 入力さ れ て お り ， 再 認 率 か ら

の 推定 で は少 な く と も項 目 の 半数は 入 力 され て い る と考

え られた 。 しか し再 生 された偶発情報 は き わ め て わ ずか

で 偶発情報 の 揚合 は 再認 と再生 成績問 の ギ ャ ッ プ が 中心

情報 よ り もは る か に 大 き くな っ て い る 。 こ の こ と は 偶発
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＊ 　本 論 文 で は 述 べ る こ と が で き な か っ た が 佐藤 （19
78） は 実 験 1 と 同 じ 課 題 と 注 視 測 定 方 法 を 用 い て 言

語 的 ラベ リ ン グ の 使 用 の 促 進 と制 限 を 実験 的 に 操 年
し た 時 に 入 力 段 階 に お け る 注 意 配 分 方 略 と 記憶成績
に どの よ う に 反 映 され る か を 検討 し て い る 。
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情報は 中心情報と比 べ て 浅 い レ ベ ル の 情報処理が多 く行

わ れ て い る 可能性 を示唆する もの で あ り，中心 と偶発で

は 処理 され る情報の 量 が 異 な る ば か りで な く，処理様式

も違 っ て い る こ とが 考 え られ る 。方向 づ け課題や 3 日後

の 遅 延 再 生 ・
再認課題 を用 い て 中心 と偶発情報 の 処理様

式 の 差異 を検討 し た佐藤 （1982） の 研究で は こ の 考 えを

支持す る結果 が 得 られ て い る 。 従 っ て ， 選択的注意 は 処

理 され る情報 の 量ば か りで な く処 理様式 の コ ン トロ
ール

と い う機能 を有 し て い る と も考 え られ る 。

　また本実験 の 注視過程 の 分析や 再認成績 の 結果 で 示 さ

れ て い る よ うに，6 年生 の 場合 で もか な りの 量 の 偶発情

報が入力され て お り，入 力段階で は情報選 択 は そ れ ほ ど

完全な 形 で は 行 わ れ て い な い と考 え られ た 。そ し て 処 理

の 機構 と して は単一チ ャ ン ネ ル よ P も並列処理 の モ デル

が よ り妥当 と 思 わ れ る 。

　最後 に こ れ ま で の 中心一偶発学習課題 で は 中心 と 偶 発

の 再生成績 の 比較 か ら入力段階 に お け る注意配分 の 過程

とそ の 発 達 が 論 じ られ て き た が，再 生 成績は 記憶 系 に お

け る脩報選択 を受けた 最終的 な処理結果 と して 出力 され

た もの で あ り，必ず し も入力段階 の 情報選択 を反映 して

は い ない と判断 され た 。 む し ろ，実験 1 の 注視過程 の 分

析結果 と の 比較 か らは再認成績が よ り入力段階 の 情報選

択 を反 映 す る もの で あ る と結論 づ け られ る 。
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ABSTRACTS

ASTUDY 　ON 　CHILDRENS 　ATTENTION 　ALLOCATIONT 　AND

SELECTIVE 　MEMORY 　ON 　INCIDENTAL 　MEMORY 　TASK

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kimiharu　Sato

　　Attention　is　 considered 　to　be　one 　of 　 the　ma ｛n

P 「ocesses 　 supPorting 　human 　cognitive 　activity ．　M （》
−

reover ，　亡he　abil 毫ty　to　select　 critical 　or 　relevant 　in−

formation 　and 　ignore　others 　is　 considered 　to　be　a
condition 　for　successful 　task 　perforrnance ，　and 　js

usually 　thought 　to　be　related 　to　the　executive 　furlc＿

tioning　deterted　after
‘［
the　five　to　seven 　sh 玉fピ・．

　　In　Exp ．1
，　the　attentional 　 processes　in　Hagen

’
s

central −incidental　leaming 　tasks　were 　 ana 互yzed 　by

uslng 　 eye
−tracking　 data，　 which 　 seemed 　 to　 reflect

attentio 皿 al　behavior 　more 　directly　than 　memory 　per−

formance　data．　The　eye ・movements 　of 　72　chlldren

（kindergarteners ： 21，2nd 　graders ： 25，6th　graders ：

26） were 　recorded 　while 　working 　on 　the 　tasks．　 Re−

sults ； （1） the 　 number 　of 　 fixations　 on 　 the　 central

atimuli 　in　2nd　graders 　was 　significantly 　greater　than

the 　kindergarteners；　（2）　a　significant 　decrease 　iτ1
the 　 number 　 of 　fixation　 shifts 　 between　 the　 central

and 　incidental　stimuli 　 as 　 the 　 age 　 increased ，　 Such

results 　seemed 　to　imply 　that 　sufficient 　attention

allocation 　did　 no し appear 　 below　2nd　grade ．　 It　was

also　 observed 　that 　even 　the 　6th　graders 　who 　fixated

least　on 　inciden亡al　stimulj
，
　stilt　fixated　at 　least　twice

on 　mcldental 　 stimuli ．　Therefore ，　 to　 assurne 　that

some 　information　processing 　 entering 　 the　 memory

process　had　 occurred 　during 　the 　f圭xation 　period　was

relevant ．　 Susk 　 observance 　 implied　 that　 the 　 recall

performance 　measure 　alone 　did　not 　comp 歪etely 　ref −

lect　the　 attenti ・nal 　pr 。 cesses 　in　the　entering 　P ・・i・d、

　　In　Exp ，2，　the　 recognition 　sceres 　of 　the　central

and 　incidental　stimu 玉i　of　another 　group 　of 　subjects
were 　 compared 　with 　the　 obta ｛ned 　scores 　 in　Exp ．1．
In　the　recognit ｛on 　test，　aU 　subjects 　in　three　age

groul ）s　showed 　more 　亡han　50％　of　correct 　responses

to　the　incidentai　stimuli ．　This 　result 　supported 　the

assumption 　made 　in　EXp ．1．

　Through 　the 　above 　experiments ，　it　was 　suggested

that 　infor皿 ation 　se星ection 　was 　carr 玉ed 　out 　in　two

processing 　 stages ： first，　 attentlon 　 was 　 devoted 　 to

the　 i叩 ut 　 stimuli ，　then 　 fellowed　by　 selective 　memo −

mzat 置on ．
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