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精神薄弱 児の 眼瞼条件反射成立機構 に お け る

特性 に 関 す る研 究
一 US の 生 体 へ の 効果 か らの 検討一一一一一

小 ーー丿 巖
＊

問 題

　眼瞼条件 づ けを用 い た精神薄弱 児 の 主 た る研究結果 に

つ い て 概観す る 。精神薄弱児 の 眼瞼条件反射 （眼 驗 CR ）

研究 に お け る 当 初 の 霞 旬は，健常児 との 比 較 に お い て そ

の 生起率 の 低さを ， 彼 らの 知能の 低 さに 関連 させ 記述 し

よ う と す る もの だ っ た と言 え る （c．f．，　Lipman ，1963）。

眼瞼 CR の 条件づ け可能性 と MA との 聞 に ， 正 の 相関関

係 が ある と し て ，眼臉条件 づ け の 知能テ ス トと して の 有

効性 を指摘 し た Rendle−short （1961）の 研究 もみ ら れ る 。

しか し ， こ の 研究に お い て，条件づ け手続の 十分 な 統制

が行わ れ て い な か っ k こ と， CR の 基準が 不明確で あ っ

た こ と，お よ び 実験結果 の 統計的処 理 が な さ れ て い な か

っ た こ と等は，上 記 L．た 指摘の 妥当性 の 低 さ を示 す もの

だ と考 え られ る。ま t ，MA と眼 wa　CR 生 起率 と の 関係

に つ い て検討 した 研究 と して，　 Cromwell ，　 Palk．＆

Foshee（196工）ら の もっ が あ げ ら れ る が，眼瞼 CR 生起率

と MA と の 問 に は 低い 相閲 し か 見出せ な ，・ と ， 彼 ら は 結

論 し て い る e

　 こ の よ うに ，知 能 テ ス トで 測定 され た 知的 レ ベ ル （MA ，

IQ） と，眼ts　CR 生起率 との 間 に は，必ず し も対応関係

が な い こ と が示 され て い る。そ れ で は，精神薄弱児の ど

の よ うな 性質 が 眠瞼 CR の 獲得 に 関係す る の か ， 次 に あ

げ る Franks ＆ Frank （1962） らの 実験 は ， そ れ に 関す

る ひ と つ の 解答 を与 え る もの だ とみな され る 。

　実験 の 結果，精神薄弱児 の 眼瞼 CR は ，知能 テ ス トで

測定 された知的 レ ベ ル よりも， む し ろ脳 の 器質性 の 障害

の 有無 と関連が あ る と Franks ら は結論 して い る 。器質

性障害 の 認 め られ る 精神薄弱児の み が，他 の そ れ が 認 め

られ な い 精神薄弱児お よ び 健常児 に 比 べ
， 眼瞼 CR 獲得

の 劣弱性 を有意 ；：＃1し た の で あ る 。 こ の よ う な Franks

らの 実験 は ， 以 下 2 っ の 理 由 か ら，精神薄弱児 を用 い た

眼瞼条件 づ け の 実験の 中で ，信頼性の あ る もの だ と言 え

＊ 　広 島大学 大 学 完教 育 学 研 究 科

る 。 そ の 理 由 の ひ とつ と し て ， Llpman 　（1963）が 述 べ て

い る よ うに，被験者 の 選択 お よび 実験 手続に お い て 十分

な 統制が な され て い た こ と が あげられ ，他 の ひ とつ と し

て ，実験条件 で あ る 被験者間 の CA の 統制 が ， 古典的条

件 づ け の 有効性 を発揮させ る もの で あ っ た こ とが あ げ ら

れ る 。 なぜ な ら，古典的条件 づ け は，学習 を神経生理学

的 プ ロ セ ス に 関連 づ け る 最 も有効 な 学習形態 で あ り， 健

常児 と精神薄弱児 と の 学習過程 の 差異 を得 る可能性 は，

CA を統制す る こ とに よ っ て 高 め られ る と考 え られ る か

らで あ る （Ross ，　1966）。そ し て，こ の よ うな彼 らの 実験

結果 は ， 脳 に 器質的欠陥が 認 め られ る精神薄弱 児 の 神経

生 理 学的特性 が ，眼瞼条件 づ けの 結果 に ， CR 生 起率 の

劣弱性 と し て 表 わ れ る こ と を示す もの だ と み な さ れ る

（c・f・・KpaeHorOPCKH 且，　1958 ）。

　以上，眼瞼条件づ けに よ る精神薄弱児の 研究結 果 に つ

い て概観 して 来 た 。こ こ で，その 研究 に お け る観点の 変

化 に つ い て 要 約 す る と，以 下 の よ うに な る 。 すな わ ち ，

精神薄弱児 に お け る，知能 レ ベ ル と条件づ け可 能性 との

関連性を検討 し よ うとす る，相関的研究 の 観点 か ら，条

件 づ け 叮能性 を低 め る 要因 と して ， 中枢神経系 の 障害を

指摘 し ようとす る，神経生 理 学的観点へと移 っ て 行 っ た

と い うもの で あ る 。

　上述 し た よ うな 2 つ の 観点が ， 精神薄弱児の 眼瞼 CR

研究に お い て あげ られ た が，さ ら に，こ れ らの 観 点 に立

っ た 研究に 加 え て ，精神薄 弱 児 の 古典的条件 づ け に よ る

研究 の 貫的 を彼 らの 学習過程 の 特質 の 解明 に お く，第 3

の 観点 に 立 つ 研究が示唆 され る 。す な わ ち，学習研 究法

に お け る第一段階的研究 （Hilgard ，1964 ）の 視点 に基 づ

く．精神薄弱児 に お け る 学習過 程 の 基礎的
・
理論的研究

で あ る 。

　本研究は， こ の よ うな研究 の 観点 に 立 つ もの で あ り，

い わ ゆ る知能障害 を もつ 精神薄 弱児
一

般が，どの よ うに

CR を獲得 し て 行 くの か と い う眼瞼 CR 成立機搆 に お け

る，彼 らに 特有 な性質 の 分析検討 を主 た る 目的 と す る。

な ぜ な ら， 精神薄弱児に お け る学習能力の 劣弱性 を，た
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だ単に ， 中枢神罍系の 障害の 有無に よ っ て 記述す る の に

くら べ ，上述 し k 観点か らの ア プ ロ
ー

チ が，精神薄弱児

一般を教育的 ・鵠床的 に 理解 し よ うとす る際に，よ P 多

くの 基礎的 ・理論的資料 を提供す る で あ ろ うと考 え られ

る か らで あ る。

　以 下 ，眼 鹸 CR 成 立機構に お け る特性 が，ど の よ うな

視点 か ら ア プ ロ
ー

テ で きる の か に 関 して 述べ る 。

　Braun ＆ Gejselhart （1959）ら は ，年齢 と眼 愈 CR と

の 関係を検討する実験に お い て，老人 の 条件 づ け可能性

の 低 さを見出 し た 。 そ し て 彼 ら は，そ の 原 因 と して，老

人 に おけ る 空気 の 吹きつ け に 対す る ま ば た き の 順応度の

高さ をあげ，そ の ため に CR の 形成が低水準に な っ た の

で は な い か （adaptation 　hypothes 三s） と考 え た 。彼 らは ，

ま ば た きの 潜時 に よ り こ れ を検討 した が，検証 で きなか

っ た 。そ の 後，Kimble ＆ Pennypacker （1963）らは，

習得期に お け る 無条件反応 〔UR ＞の 振幅 を， 順応度の 指

標 と し て 上記 の 瞑説 を検証 し て い る 。

　ま た ，内藤 〔1969） は，乳 幼児 に お け る 眼瞼 CR の 低

水準性 の 原因 と L て ，UR 生起率 自体 の 低 さ を立 証 し た 。

さ らに 彼 は，UR 低水準性 の 原 因 を上記 し た研究に な ら

い
， 順応度 に よ っ て 検討し た が，乳幼児 に お け る 有意な

順応 は み られ な か っ た の で あ る 。彼 は 以後 ， 習 得期 に お

け る ま ばた き等 の 運動 に つ い て 記 録 され て い る 波形 の 分

類 を通 し て，被験者 の 強化中 の 状態に つ い て 検討 し た 。

そ し て ，そ の 結果 ，被験者 の 外的状態 の ほ と ん ど が，

CS お よ び US を うけ入 れ る の に 好 ま し い 状態に あ っ た

こ とか ら，UR の 低水準性 を産み だ し た 乳幼児の 内的状

態 に 関連す る 以下 の よ うな 推論 を導 き 出 し て い る 。 すな

わ ち，神経系 の 未 成熟 に 起因す る 保護制止等 に よ っ て

UR 生 起 率 が 低 め られ ，そ の こ と が CR の 形成 を低水準

に 規定 し た とい うもの で あ る 。

　上記 し た 内藤 の 研究 は ， 弛化 中の 記録波形 の 分析 に よ

っ て，乳幼児 の 眼 瞼 CR 成立過程 に お け る UR 低水準性

の 原因 に つ い て 検討 して い る 。

　 こ の よ うな方法 論的問題 に 関 し て，本研究に お い て は ，

UR 生起率 を 低 め て い る UR と 認 め ら れ な か っ た 記 録波

形 自体 を詳細に分析す る こ とに よ っ て ， 眼瞼　　　　　TABLE 　1

る 。

　眼ua　CR 成立機構に お け る特性 へ の ア プ ロ
ーチ の 問題

に関し て 以上述 べ て 来た。本研 究 に お い て は ， 以下 の こ

と をそ の 目的とする。す な わ ち，US の 生体へ及 ぼ す効

果 の 指 標 と し て の ，UR 成起率 と こ れ に 作 用 す る 要 因 と

して の US に 対す る 順応度 の 検討，お よ び UR と認 め ら

れ な か っ た 波形 の 分析を通 して ，同 年齢 の 健常児 と の 比

較 に おい て ， 精神薄弱児の 眼瞼 CR 成立機構 に お け る 特

性 を検討す る 。

　 また ， 従来 の 研 究に お い て は ， CR 形成 の 結 果 で あ る

CR 生起率 に よ っ て の み ， 精神薄弱児と健常児と の 比較

が な され て 来て い る 。しか し，CR の 形成過程 に お い て

も精神薄弱児 の 特性 が 表 わ れ て い る こ とが 予想 で きる 。

本研究で は，眼瞼 CR の 学習 曲線 を，そ の 形成過 程 か ら

も分柝す る 。

　本研究 の 員的は 以 下 の よ うに 要約 され る 。

　精神薄弱児 の 眼瞼 CR 習得期に お け る，　 CR 形成 の 結

果 お よ び そ の 過程 の 特性 を，同年齢の 健常児 と の 比 較 に

お い て 記述す る 。 さらに ，
US の 生体 へ の 効果 の 指標と

し て の ， UR 生 起率 と UR の 順応性 の 検討，お よ び UR

と認 め られ なか っ た波形 バ タ ン の 分析，以上 の 3 点 を通

して ，精神薄弱兇 の 眼瞼 CR 成 立 機構 に お け る特 性 に関

し て ， 健常児と の 比較に お い て 検討す る 。

法

　被験者　精神薄弱児群お よ び健常児群 の 人数，月齢 ，

な ら び に IQ は，　 TABLE1 に 示 し た 通 りで あ る 。精 神 薄

弱児群 と健常児群と の 年齢間 に有意差 は認 め られ なか っ

た 。 精神薄弱児群の CA と 1Q の レ ベ ル に 関 し て ，空 気

の 吹き つ け と い う嫌悪刺激を用 い る本実験 の 性質上お よ

び，随意的 な ま ば た きを統制す る た め の 教示 を理解 させ

る 必要上 か ら， CA を中学校の 段階 に，　 IQ の レ ベ ル を

中程度 の もの に 規定 し た 。 尚，精神薄弱児群は 中学校特

殊学級 の 生徒 を，健常児群は 同校普通学級の 生徒 を，各

各被験者 と した 。

　実験装置 　CS は 直径 4．〔辷m 　25w の 赤色電球 で ，内

　　 被験者 の 生活年齢 （CA ）と知能指数 〔IQ＞

CR 成立機構 に お け る特性 に ア プ ロ
ー

チ す

る 。な ぜ な ら ，
UR と認 め られ な か っ た波形

は ，被験者の まばた き以外 の 運動 で あ る 外的

状態，お よ び被験 体内 の 内的 （生 理 的）状態

に 直接起玉 し た もの だ と考え ら れ る か らで あ

り， こ れ ら を分析 す る こ と に よ っ て，眼瞼

CR 成立 機構 に お け る 精神薄弱児の 特性 の 明

確 化が 可能に な る こ と が予想 され る か らで あ

＼
＼ 騰 。

．
．　 ・ A 　 l　 ・ Qtt

−

。 ＼ 　 Meanl 　Rang ・

．
… SD 　IMean　 R ・・g ・ ！・p−

｛違　　常　　児　群　　　15　：
171．O．　155−188　　9．81　　ユ22．8　　110

−149　　8．14
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 炉

精 神 薄 弱 児 群 　15　173．6 　15レ 198 ．18．78 ．40．8 　　34− 49　5．57

　 1｝ N は 被験者数 をあ ら わ す．2）CA は実 験実 旄 日当 H （S54．7）に お け る 月齢

　 で あ る、3）IQ に 関 し て ，健 常児群 は 数研 式 知 能検査 （S54．5 実施 ），精薄 児

　 群 itまW叮SC 　（Ssi；．5実 施）　［二よ る もの で 哲）る ，
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部 を黒色に し た の ぞ き箱 僚 35cmx 駮 3〔iCmx 輿 行 き

80cm ！の 中心 に お か れ，200ms 問呈 示 され た 。　US と し

て の 空気の 吹き つ けは，メ ガ ネ に装着され た ポ リ エ チ レ

ン
・チ ュ

ーブ （i“口 内径 約 1．　5mm ）をi勇して 左 眼 に 与 え

られ た e 目と の 題離 は 約 1．5cm で あ っ た。空気圧 は，

上記 の チ ュ
ーブ を固定 した 全長 Lgm の ゴ ム 管 （内 綴

1cm ） の 元 の 減 圧 弁 の と こ ろ で 2．　Okg ／cm
°，ポ リエ チ レ

ン チ ューブの 出 口 の とこ ろ で お よ そ O．3kg 　cm2 で あ っ

た 。US の 呈 示時間 は 2D3ms で あ っ た 。

　 まば た き反応 の 電気生理学的測定法 に 関 して ，皿 電極

が被験者の 左 眉毛 の 直上，お よ び 鼻側 の 頬骨の 直下 に 装

着 され た （Osborne、　Roach1 　Gendreau ，＆ Gendreau，
1974 ）。電極間 の 電位変化 は 直流増輻器 （三 栄 測 器 社 製

19〔B ） で DC 増幅 され， 4 チ ャ ン ネ ル 式 ペ ン 書き オ シ ロ

グ ラ フ （同 社 製 8S）の 2 チ ャ ン ネ ル に 記 録 され た 。校 正

電 圧 は 500，aV 時定数 ls で あ り ， あ らか じ め 500μV が，

振幅値 10mm に な る よ う に 増幅謂整 が行わ れ た 。ま た，

CS お よ び US の 呈示時閤間隔は，タ イ マ
ー 2 個（オ ム P

ン TDS 型） に ょ っ て 調節さ れ た 。そ し て 上記 の タ イ マ

ー
に マ グネ ッ トリ レ ー

（オ ム ロ ン LY 型） を接続 し，　 CS

お よ び US の 呈示 され て い る 間，　 DC 　1．5V の 電流が オ

シ ロ グラ フ の 1 チ ャ ン ネ ル と 3 チ ャ ン ネ ル に 入 力 され ，

矩形波 と して 記録 され た。そ し て，こ の 矩形波 を手 が か

り と して ，そ の 呈 示時閤内 に 記録 され た 波形 が ど の よ う

な も の で あ る の か ，あらか じ め 得 られ た，ま ば た き ・眼

球運 動
・
そ の 他頸部 の 運 動等の 記録波形 と の 比較 の も と

で，同 定 が 行 わ れ た （c ．f．．　TABLE2 ）。尚，実験室 は 防音

室 を用 い た 。室 の 明 る さ は，被験者 の 頭上 の 位置 で ．

4・0】x ，の ぞ き箱 の 前方の 目の 位置 で ユ．11x，赤色電球 が

つ い た と き 1．　51x で あ っ た 。

　手 続 被験者 は 上記 し た メ ガ ネ をか け，の ぞ き 箱 の

前 に あ ご を固定 し て 坐 らせ られ，電極 を装着さ れ た 後 に ，

随意的反応を統制す る た め に 次 の よ うな主 旨の 教示 が 与

え られ た 。

r
こ の 実験 は ， 光 とその 他の 瑚激 に 対す る リ

ラ ッ ク ス 度を調 べ る もの で す。で す か らで き る だ け リ ラ

ッ ク ス し て ，光が つ い た り消 え た りする の を身体 を静か

に して 見 て い て 下 さい 。 与 え られ た 刺激 の こ とは 考え ず

に そ れ 以 外 の こ と を 自由 に 考 え て い て 下 さい 。尚まばた

きは 自然 に ， 自分 の 意志 を働 か し て は い け ま せ ん 。 」

　尚，精神薄 弱 児 に 関 し て は，実験実施 日の 約 2 週間前

よ り，第 1 実験者と各被験 者との 問 に ラ ボ ー ト を形成す

る 期間 が 設 けられた。そ し て ，実験 に お い て は ，各被験

者 の 理解力 に応 じた 表現 に よ っ て ， 上記 した 主 旨 の 教示

が与え られ る よ うに考慮 され た 。

　以下，次の 4 つ の 手続 に 入 っ た 。

　 〔手 続 1 〕　 CS の 単独呈示 を4 回 行 っ た 。

　 〔手続 2 〕　 US の 単独呈 示 を 4 回行 っ た 。

　 〔手続 3 〕　CS の 単独呈示 を 3回行 っ た 。

　 以 上 3 つ の 手続中，まば た きが誘発 さ れ た被験者は 除

外 され た 。

　 手続 の 1 は，CS と して の 光刺激 に 対 す る 反応 で あ る

α 反応 　（a
−response ） を統制す る た め の もの で あ ），

以後 の 2 つ の 手続 は US の 増感作用 に よ る 偽条件 づ け

（pseud 。c。nditioning ）の 可能性 を統制す る た め に 行 わ

れ た もの で あ る （c ，　f．，Htt11，1969）。 暗「賃応 に よ っ て 鋭敏

化され た光 CS に 対す る反応 で あ る ．8 反応 （r3
−
response ）

を統制す る た め に，実験室 に は あ る 程寰 の 窯明を用 い た

（Grant，　 Norris，＆ Bolssurd ．1947）。

　 〔手続 4 〕強化試行で あ る 71 試行か ら な る習得期 に 入

っ た 。こ の 中で，第25，40，61，71 試行 は ， テ ス ト試行 と

し て CS の 単独 呈 示 を行 っ た 。

　 条件づ けの 方法 は，同時条件 づ け を採用 し た 。 ま た試

行時間間隔は， 1．5 秒 か ら 5．5 秒の 鬧 で ，そ の 時諞問隔

は 時間反射 を統制する た め に 各群に お い て無作為 に 設け

られ た 。

　尚，実験 中，第 1 お よ び 第 2 実験者 に よ っ て ，習得期

に お け る 被験者 の 状態 が 記録 され た 。

　 条件反射 の 基準　眼職 CR は，　 UR あ る い は，α ，β反

応 か ら， その 潜時 ， 反応 の 大 きさ， まば た き波形 の 形等

に よ っ て 区別 され る 。 潜時 お よ び 反応 の 大 きさ（振 幅）は ，

CS お よ び US の 大 きさ ， そ れ らの 呈示時 間，　 CS−US 　e＄

閔間隔 に よ っ て 規定 され る （Kimble ，196篇 Grant ＆

Norris，1947）。 本実験 の 場合 ，
　 CR の 潜時 に 関 し て は ，

「CR は US を除 去 した 際 に，か っ て UR が み られ た 時

間的 ・空間的位置近傍に US に よ る UR と類似し た反 応

が み られ る （坂 野 ，1973）。」 とす る 基準 に準 じ た 。また

反応 の 大 き さ に 関 し て ，本実験 に お い て は，お よ そ 自然

な ま ば た き反応 の 大き さ に 匹敵 す る と 思 わ れ る 振福

2mm （1COgV ）の もの ， あ る い は そ れ 以 上 の もの を CR

の 振幅 の 基準 と し た 。

　以上 よ り，本研 究 に お け る CR は ，　CS 呈 示後 0−200ms

の 間 に 生 起 し た，ま ば た き波形 の 振 幅 が 2mm （100μV ）

以上 の もの とされ た 。

結果お よび 考察

　FIG ．1 は ，2 群の 眼瞼 CR 生起率 に 関 して 最小 2 乗法

に よ っ て 得られ た 学習曲線 （指数 曲 線）で あ る 。そ の 経験

方程式 は ，健常児群，精神薄弱児群 の 順で，y ；21．83x ・5e2

（Pyx＝．94）．　 y ＝15．89x・414 （Pyx＝．63｝で あ る 。

　 2 群に お け る 眼 瞼 CR 形成 の 結果 で あ る ，4 っ の テ ス
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FIG．3　 4 つ の ブ ロ ッ ク に お け る 2群 の 平均反射量

ト試行にお い て 得 られ た CR 数の 中央値の 差 を検定した

結果，精神薄弱児群の そ れが，健常児の もの に 比 べ て 劣

る傾向が し め され た （X2＝・3．47，　df ； 1，　P ＜。1）〔fi
’
fi果（1）〕。

　次に，上 記 した指数曲線を用い て両群の 眼瞼 CR 形成

過程にお げる性質 を検討する 。

　こ こ で ， 指数曲線の 一般式 y ＝ axb に お い て ， 定数 a

お よ び bの 意味す る もの を考 え る。b に 関 して，　 y の 増

加率 （ProPortional　increase）は x の 増加率 の 100・b ％

で あ る 〔Guiiford，1954）こ と か ら，
　 b は 条件 づ け可 能性

（c ◎ nditionab 三lity） を示す指標だと考え られ る 。 また ，

a は テ ス ト試行の 第 1 試行で得 る CR 生起率だ とみ な さ

れ る。そ して y は，a お よび b の 大 小関係に よ っ て 規定

され る u 以上 の 概念に基 づ き，両群の 眼瞼 CR 生 起率曲

線に つ い て 検討 して み る 。

　 2 群の 指数曲線式 の ， a お よ び b に っ い て 各々 比較す

る 。 健常児群お よ び 精神薄弱児群をそれぞれ N ，R で 表

わ す と，aN ・aR の 大小関係 は ，
　 aN ＞aR で あ る 。

　 b に

つ い て み る と，bN＞bR とい う大小 関係 に な っ て い る 。

こ の よ うな a お よ び b の 大小関係 か ら， 以下の よ うな 傾

向が 示 されて い る 。 すなわ ち， 精神薄弱児 に お い て は ，

テ ス ト第 1試行にお け る習得 の レ ベ ル お よび条件づ け可

能性の両者が，健常児と比較して低 い た め に，全 テ ス ト

試行にわ た っ て CR 形成の 劣弱頗向が あ る とい うもの で

あ る 〔結果  〕。

　以 上，精神薄弱児の 眼瞼 CR 形成 の 結果〔c．f．，結果（i）〕

お よび過 程 〔c．f．，結果  〕の 特性 を健常児との 比較に お

い て 述 べ て 来た が，以後，本研究に お い て は 問題 で 述 べ

た よ うに，精神薄弱 児 の 眼瞼 CR 成立機構 の 特性 に 関 し

て，US の 生体 へ の 効果 の 視点 か らそ の 分析検 討 をす す

め る 。

　FIG 、2 は ，習得期の 4 っ の ブ ロ ッ クに お け る UR 生

起率 の 角変換値を図示 した もの で あ る。第1 プ 卩 ッ ク と

は ， 第 1 テ ス ↑・試行ま で の強化第 1試行か ら第 24試行ま

で の 試行間隔 を し めす。以下 ，第2 ，第 3 ，第 4 ブ u ッ

ク とは ， そ れ ぞれ26試行 か ら39試行ま で ，41試行か ら60

試行まで ，62試行か ら70試行まで の 試行間隔を しめ す も

の で あ る 。尚， UR は2mm （1 OμV ）以上 の 振幅を もち，

か つ US が 呈 示 され て か ら 20Cms 以内に生起 した も の

と した。

　4 つ の ブ ロ ッ ク に お け る 各被験者の UR 生 起率を角変

換した の ち に，ブ ロ ッ クの 条件 と群の 条件 によ っ て 分散

分析を行 っ た 。そ の 結果，群 の 主効果 が認 め られた （F ＝

8．50，df；1〆28，　P＜・OI）。 さらに 単純効果の 検定 の 結

果，1 ，2 ，3 の 各ブ ロ ッ ク に おい て そ れぞれ 1 ％ ，
5

％，5 ％ の 水準 で 有意差が み られ た （1 ブ ・
ッ ク ： F ＝＝

7．69，df＝1／11212 ブ ロ ッ ク ：．F ＝ 5．39，　 df＝＝ 1，il12 ； 3

ブ ロ ッ ク ： F二4．81， df＝1／112）〔結果  ］。

　次 に FIG ．3 は ， 2群 の UR 平均反射量 （皿 m ）の 習得期

の 4 つ の ブ ロ ッ ク に わ た る変化 を図示 した もの で ある 。

各被験者の 4 つ の ブ ロ ッ ク に お け る平均反射量 に関して ，

群 の 条件お よ び ブ ロ ッ クの 条件につ い て 分散 分折 を行 っ

た結果，ブ ロ ッ ク の 条件 の 主効果 が 認 め られ た （F ＝5．28
，

df＝3／84，　P 〈．Ol）。さ らに単純効果の 検定の 結果，健

常児群 に お い て の み 1 ％水準 で そ の 効果 が認 め ら れ た

（F 二5．89
，
df畢3／84）　L糸吉果（4）〕。
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TABIIE 　2UR と認 め られ な か っ た記録波形 の 分類

とそ の と きの 被験者の 状態

、皮緊 者の 状 慈
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彎
　以上，結果（3＞よ り，精神薄弱児の UR 形成の 劣弱性が

しめされ た 。 しか し ， 結果   よ り， 精神薄羽 児に お い て

有意な US に対す る順応は生 じ て い な い こ と がわ か っ た 。

これ ら2 つ の 結果 か ら以 下 の こ と が示 唆され る 。すな わ

ち ， 精神薄弱児 に おける UR 生起率 の 低水準性 の 原因 と

して ， US に 対す る ， 彼 らの 順応されやす さを単純 に想

定す る こ とは で き な い とい うこ とで ある 。

　 さて，こ こ まで は ， UR 生起率 とそ れ に 関連す る と思

わ れ た 順応度に関 し て 検討 し て 来 た が ， 門題 で 述 べ た よ

うに以後 は，UR と認 め られ な か っ た 波形パ タ ン を分析

する こ とに よ り，眼瞼 CR 成立機偽に お ける特性に つ い

て の 検討をすすめ て 行く。

　TABLE2 は，　 UR と認 め られ な か っ た 波形 を，
　 a ・b

・c ・d ・e の 5 つ の タイ プ に分類 したもの で ある 。 波

形 の分類基準お よ び ， その と きの 被験者 の 状態 は 表 tこ し

め し た 通 りで あ る 。

　次 に ， FIG，4 は ，
2 群 に お ける 各波形パ タ ン の ，全強

化試行 に対す る割合 をしめ し た もの で あ る。b タイ プに

a 輟

ン

　

タ

¢

パ

　

形

b

皮

e

　駆 q ．4 　2 群にお け る 5 つ の 波形パ タ ン の 全強化試

　　　　　行 に 対す る 割合

お け る 2 群問の 差 は 0．1％水準で有意 で あ っ た （x2 ＝

51．35，df＝1）。ま た c タイ プに お い て は 0．5％ 水準で有

意差が 認 め られ た （x2 ＝9．65，df・・1）。し カ し，他の 乱 ，

d ， e の 各 タイ プ に 問 し て 有意差．よ認 め られ な か っ た 。

この こ とか ら， 精神薄弱児群にお ける U獄 生起率低水準

の 原因 と し て ， b お よ び c タイ プの まば た き波形の 割合

が大 きい こ とが 指摘 で き る 。ま た，両群 に お け る b お よ

び c を持 つ 者と持たない 者の 人数比 に 関 し て ， 5％水準

で 有意差 が忍 め られ た （x2 ・＝4．26，　df・＝1）。そ し て さ らに ，

1人 あ た りの b お よ び c の 個数の 平均ガ精神薄弱児群に

お い て多い こ と （t・・2．46，df＝，28，　P〈．05）カ1
’
わ か っ た 。

以上 よ り，波形パ タ ン bお よ び c を精神薄弱 児群の 特徴

として 認 め て よい と考え られ 母。

　以後，こ れら 2 っ の 波形パ タ ン に つ い て検討する。

　（a）波形パ タ ン b に つ い て　波形パ タ ン b は，前強化試

行 における 吹きつ けの シ ョ ッ ク に起因す る と思 わ れ る頭

部等 の 運動 　CS で ある赤色電球 を疑視し な い た め の 眼

球運動，お よび吹きつ けの シ ョ ッ ク とは 直接関係が ない

とみ な され る上半身の 運動等 に起因す る波形 で あ る 。 後

者 の 上半身 の 運動と して は，一部の 被験者に み ら れ た

「光 を凝視 せ ず に ， の ぞき箱 の 外 をみ よ うとす る行動」，

「頭部を前後左右に ゆ らす行動」，「上半身を ゆす る 行

動」等が観票 され た 。 こ の よ うな行動は，電球を凝視し

な い 、こ と と同 じ く，精神薄弱児が指示 に従い 頭部を静止

させ 電球 （CS） をみ っ づ け る こ とが困難で ある とい う，

い わ ゆ る精神薄弱児 に お け る注意の 被転導性 （distra’cta −

bility） の 高さ と して 指摘で きな い で あろ うか （c ．　f．，　Mc −

Gh云e　 1969）。
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小 川 ；精 神 薄 弱 児 の 賑 瞼 条件反 射成 立 機構 に お け る 特性 に 関 す る 研 究 ユ5

　（b）波形 パ タ ン c に つ い て 　波形パ タ ン c は ，吹きつ け

呈示後直ち に ， UR と認 め られ る ま ば た き が起 こ らず，

そ の 後 200　ms よ Pあとに 生ず る か ， あ る い は 次の 強化

試行 に E る ま で ま ば た きが 起 こ らなか っ た もの で あ る 。

こ の よ うな現 象の 原因 と し て，第 1 に ま ば た きの 随意的

統制 が考え られ る 。し か し ， ま ば た き を こ らえ る こ とは

明 らか に 不快で あ る こ とか ら，こ の よ うな随意的要因 の

可能性 は低い こ と が 予想 され る 。 従 っ て，他の 要因 と し

て ，被験者の 意志 とは 無関係な もの が想定 され る。す な

わ ち， 反応 の 喚起 を遅 らせ る よ うな被験体内の 性質 で あ

る。内藤 （1969）は，乳幼児に お け る UR 低水準性 の 原

因 の ひ とつ と し て ，神経系 の 未成熟 に 起 因 す る 保護制止

を あげて い る 。 本 実験 の 揚合，保護制 止 に よ P ま ば た き

の 生起が 遅 れ た か ど うか 明白で は な い が，波形 パ タ ン C

が，健常児 に 比 べ 精神薄弱児 に お い て 有意 に 多 い とい う

事実は ， まば た きの 生起 を遅 らせ る な ん らか の 神経生理

学的性 質の ，精 神薄弱 児 に お け る強 さ を想定 さ せ る も の

だ と考 え られ る 。

　本研究 に お い て 用 い られ た US は，吹 きつ け の 圧力 （お

よ ’｛　O・　3kglcm2 ＞と そ の 呈 示時間 （200　ms ）の 両者 と もに ，

通常用 い ら れ て い る 圧 力 iC80mmHg −一ユ00mmHg ｝ お よ

そ 0．11kg ！cm り， 呈示時 間 （100　ms ）に 比 べ （c ．f．，坂 野，

1973），強度 の 強い もの で あ っ た 。こ の こ と が ， パ タ ン

c の よ うな 精神薄弱児 の 特性 を顕著化 させ た と も 考 え ら

れ る 。
い ずれ に せ よ ， 本研究 に お い て 用 い られ た US に

関 し て ， 健常児 と精神薄弱児 と に お い て は ，US の 生体

に及 ぼす効果が異な っ て い た こ と が示 唆さ れ る 。

　 こ の よ うな精神薄弱児 の 特性が本実験結果 か ら指摘 さ

れ た が ， こ れ が 精神薄弱 の 原 因 と し て の 生 理 学的，あ る

い は 病理学的要因 と関連があ る の か とい う問題 を検討 す

る た め に は，序 で 述 べ た よ うな 神経生 理 学的観点 に 立 っ

た 研究 に よ っ て 検討 され る 必要 が あ る と 考 え られ る 。 す

な わ ち，種 々 の 医学的検査 に よ っ て 明 ら か に され た精神

薄弱 の 原因別 に 精神薄弱児群 を構成 し，そ の 群間 に お い

て ， 上記 し た特性 を比較検討す る とい うもの で あ る 。 そ

うす る こ とに よ っ て 本実験 に お い て 指摘 された特性 が ，

ど の よ うな 神経生理 学的基盤 に 基 づ くもの な の か 検討可

能に な る と考え られ る 。ま た，病理 学的要因 に よ っ て は，

そ れ に 竭応 す る 新 た な 眼瞼 CR 成 立 機構 に お け る 特性 が

明確化 され る こ と も予 想で き る。

　以 上 ，精神薄弱 児群に お け る 2 つ の 特 性 が指摘 され た

が ， 最後 に ， 精神薄弱児群 の CR 生起率 が ， 統計的有意

差 に 至 らな い まで も，健常児群に 比 較 して 低 か っ た lc．　f，，

結果（1｝〕こ と に つ い て 考察す る 。

　 CR 生起率 の 問題 に 関して ，序で述 べ た よ うに，内藤

（1969）らは， UR の 低水準性が，　 CR を低水準に規定す

る と考察 し て い る 。こ の ような考察に従 い ，本研究に お

い て は ， UR 成起率 の 低水準性 の 原因 で あ る上記 の 両特

性 が ，CR を低 水準に規定 し た と推論す る 。 す な わ ち，

er　1の 要 因 と し て の ，強 化試行に おけ るCS ・US の 同時

呈 示 に 対 し て ，ま ば た き の 生起が 遅 れ る こ と，お よ び，

第 2 の 要 因 と し て の 波形 パ タ ン b に 関 し て ， 条件づ け の

形成 に 重要 なCSへの 注意 （足 位反 応 ） （c．　f．，　Dykman ，

1965＞ に お い て 被転導性 が 高 い こ と ， 以上 の 2 点が CR

形成に お ける劣弱性 の 要因 で あ る，とする 推論 で あ る 。

　以 上 ，本実験結果 よ D ，精神薄弱 児の 眼瞼 CR 成 立 機

構 に おけ る特性 と し て ， 第 1 に ，
US の 呈 示後直ちに 有

意 な まば た き反応が生 じ な い こ と，第 2 に．CR の 形成

に お い て 重要 な CS へ の 注 意に お い て ，そ の 被転導性 の

高 さが み とめ られ る こ と，以上 の 2 点が指摘され た 。 こ

こ で ，第 1 の 点 は ，US の 生体への 効果 が ，健常児 と精

神薄弱児と に お い て 異な っ て い た こ と を示唆し て い る と

考察 さ れ た 。そ し て ，こ の よ うな 特性 が ，精神薄弱児 に

お け る CR 生起率の レ ベ ル を，低水準 に 規定 し た と推論

され た 。

　 こ の よ うな ， 眼瞼 CR 成 立 機構 に お け る 精 神薄弱 児 の

特性 は ，精神薄弱 に 関す る 病理学的観点 を考慮 した 以後

の 学習過程の 分析的研究に よ っ て ，さ ら に 詳細 に 検討 さ

れ る こ とが望 まれ る 。
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ABSTRACT

DISTINCTIVE  NATURES  OF  THE

CHILDREN  FOR  ACQUISITIONAL

EYELID  CONDITIONING

   An  investigation from  the  effects  of

Iwao

 The  purpose  of this study  was  to inyestigate dis-

tinctive natures  of  the mentally  retarded  children

for acquisitional  rnechanisms  of  the  eyelid  conditien-

ing, through  the  effects  of US  upon  erganisms.

In equal-CA  comparisons,  fifteen mentally  retarded

children  and  normal  children  in the $ame  junior high

school  were  cenditioned  by  CS  as  a  light and  US  as

an  air  puff : eyelid  respenses  were  recorcled  by  the

electromyograrn.

 Results  were  as  fol]ows: (1>For CRs,  in cemparison

with  the normals  the inferiority through  the acqui-

sitional  perlod ior the retarded  children  was  sugges-

ted.  (2) For URs,  the retarded  subjects  did not

form  stabLe  URs  to the air  puff in comparison  with

the  norrnals,

MENTALLY  RETARDED

MECHANISMS  OF  THE

the  unconditioned  stimulus

Ogawa

  Then, ta investigate the  natures  of  the mentaily

retarded  children  in the acquisitional  process  of the

eyelid  conditioning,  recordings  for movements  of  the

eyelid  responses  were  analized.  The  main  findings

were  as  follows :<a)In  the rnentally  retarded  children,

a rnarked  trend was  shown  : the significant  eye:id

responses  did not  occur  immediately  from  the  on-

set  of  the US. (b) The  lack of  concentration  in the

CS  for the mentally  retarded  children  proved  to be

higher.

 Finally, the  feltewing  points were  discussed. O)
Fer  two  groups,  the  US  did not  produce  the same

effects  on  organisms  [c. i.Results<a)]. (2) Results<a)
and(b)  were  factors regu;ating  the oceurences  of CRs

at  a  lower  level.
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