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資料

幼児の 弁 別学習 に 及 ぼ す過剰 訓練効果

一Schaeffer＆ Ellisの 手掛 り群 化説 の 検討一

中　川　恵 　正
＊＊

　 EFFECTS 　 OF 　 OVERTRAINING 　 ON 　 DISCRIMINATION

　 　 　 　 　 　 LEARNING 　 IN　 YOUNG 　 CHILDREN

− Examination 　 of 　 Schaeffer ＆ 　E］iis
’
s　 Cue −Cluster　Hypothesis 一

Esho 　 NAKAGAWA

　　The 　 present　study 　was 　 designed　to　investigate　whether 　 or 　 not 　 a 　cue −cluster ，　 as

advocated 　 by　 Schaeffer＆　EIIis（1970＞，　 was 　 established 　 as 　 a 　result 　 of 　 overtraining ．

Subjects　were 　80　 young 　children 　with 　a 　mean 　 age 　 of 　 five　 years　 and 　 one 　 month ．　 they

were 　 given　 two 　lndependent 　 discrimination　 ta5ks 　 either 　to　 the 　 criterion 　（five　 successive

correct 　 responses 　on 　each 　task）or　under 　 some 　 overtraining 　condltions 　 of 　OT −6， 0T −12，

OT −18，　 and 　OT −24．　 Complet｛ng 　 a　given　 overtraining ，　 they　were 　g皇ven 　6　test　trials　with

apair 　 of 　comp 工ex 　 s ヒimuli　 consisting 　 of 　 two 　positive　 stimuli 　 and 　tWo 　negative 　stimul 土

used 　 in　 the　original 　learning．　 The 　 main 　 results 　 were 　as 　fol1Qws； The 　 number 　 Qf 　 correct

responses 　on 　 test　increased　 as 　 the　 amount 　 of 　overtraining 　 increased．　 The 　 discriminatjon

perfDrmance （ratio 　of　correct 　 responses ）on 　test　of 　Group 　OT −24　was 　 not 　inferior　to　the

one 　during 　 overtraining ，　but　those　of 　other 　groups 　were 　significantlly 　inferior　to　the

one 　during 　overtraining ．　 These　 results 　suggested 　that 　the 　cue £ 1　uster 　may 　be　established

as 　 a 　result 　of 　 ove 「t「ainin9 ’

　　Key 　words ： Conourrent　discriminat｛on 　leaming ，　 Overtraining ，　 Complex 　stimuli ，　Cue −

cluster ，　 Young 　 children ．

　従来 ，幼児に お け る 弁別逆転学 習 へ の 過剰 訓練 の 促進

効果は，過剰訓練 期間 中に 刺激 の 適切次元 へ の 高 ま り

（Mackintosh 。1965），あ る い は 適切 次元 の 抽出 〔Espo −

sito ，　19．　73）に よ っ て 説明 され て い る。こ れ に対 し て 過剰

訓練 の 弁別逆転学 習 の 促進効果 を Bogartz ，　 W ，（1965）

は ， 媒 介連合 の 形 式，あ る い は逆 反応方略 （extraexpe −

rimental
“doing　 the　opposite

”
） に ょ っ て ，　 Schaeffer

＆ Elhs （1970） は 移行 の 弁号IJ容易性 （shift 　discrimina −

bi］ity） の 増大，あ る い は 手擾 9 の 群化 （cuet ］u9−　ter）の

形成 に よ っ て ， ま た 中沢 ・国本 ・祐宗 （1978） は 課題 の

＊
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気づ き易 さの 増大 ， そ して それ に基 づ く逆反応方略 の 形

成 に よ っ て 説 明 し て い る。中川 （1978a ） は 、 2 つ の 弁

別課題 を同時 に 併行 し て 訓練す る併行弁別事 態 に お い

て ，過剰訓練 の 効果 を検討 し て ，併行弁別事態 に お け る

過剰訓練 の 逆転学習 に 生起 す る 効果 は ， Mackintosh や

Esposito などの 主張す る 次元性 の 媒介要因 で は 説明 が

十分 に で き な い こ と を明ら か に し て い る 。

　上述 の よ うに・Bogar 亡z （1965），
　 Schaeffe「 ＆ Ellis

（1970），中沢 ・国本，祐宗 （1978），中川 （197S　a ）の 4
つ の 研究 は ， 過剰訓練 が生起す る逆転学習の 促進効果に

は ， 次元性 の 媒介要因以外 に，媒介連合，手 掛 リ の 群

化 ，移行 の 弁別容易性，逆 反 応 方 略 な ど の 要 因 が あ る こ

と を示唆 し て い る 。し か し な が ら手掛 り の 群化 が 過剰訓

練 を へ て 形成 され る とい うこ とは ，今 B ま だ 実証 され て

い な い の が 現状で あ る 。
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　Schaeffer＆ EIIis（1970）に よ れ ば ， 過剰訓練期問中

に 同一反応 を要請され て い る 刺激 を結 び つ け る た め に，

物 語 や 文章 を作 っ て 意味的 に 群化 （stjmuli 　cluster ） を

形成 した ；），あ る い は刺激 の あ る 特性 に 注 目 して 知覚的

に 群化 を形成 し，そ の 群 化 され た 刺激は 等価に な る と説

明 し て い る 、中川 （1980　a ） の 実駿 iで は，過剰訓練 に よ

っ て， 2 つ の 弁別課題問 に 刺激 の 互 換性 （2 つ の 課 題 間

に お い て ，互 に 負 刺 激 を ノ、れ 替 え て も 弁 別 遂 行 が 揖 な わ

れ な い と 」・う こ と） が成立 す る こ ．とが 明 らか に され て い

る。こ れ ら の 結果 は ， 過劇訓練 に よ っ て刺激等価が成立

す る こ と を示 唆 して い る 。 し か し，こ れ らの 結果 は，過

剰訓練 に よ っ て 手 掛 IOの 群 化 が 形 成 され る こ と を仮定 し

な くて も， 過剰訓練期 間中に個々 の 刺激 へ の 反応 を強 め

て ， 弁別 刺激対 の 一方の 刺激 の み を手掛 り に し て 反 応 す

る こ と に よ り て 生 起 す る も の と解釈す る こ と が 可能 で あ

る 。 そ れ故 に ， 過剰訓練 を へ て 手掛 りの 群化が 形成 され

る こ と を直截 に 検 討 す る必 要 が あ る の で あ る 。

　過剰訓練をへ て 手 掛 りの 群化が成立す る こ とを検討す

る方法 と し て ，先行弁別学習に 用 い られ る 2 つ の 弁別刺

激対 に お い て ，正 刺激同士あ るい は 負刺激同士 を 1 つ の

刺激 カ
ードに 描 い た 複合刺激対 を用 い て ，テ ス トし，テ

ス トに お け る 弁別遂行が 過 剰訓練期間中の 弁別遂行と 比

べ て 劣 らない こ とを明 ら か にする方法 が考え られ る 。 こ

の 方法 に よ れ ば ，過剰訓練 の 量 の 関数 と し て 手掛 りの 群

化 の 形成過建が 明 らか に な る と考 え られ る の で あ る。

　そ こ で 本研究 で は，上述 の 方法 を用 い て ，過剰訓練が

手掛 りの 群化 を形成す る か 否 か を検討 し よ うとす る もの

で あ る 。 こ の よ うな目的 の た め に ， 本研究 に お い て は ，

被験者 は 原学習 で ぽ 2 つ の 弁 別 課 題 に つ い て 併 行 弁 別

訓練 を受けた 。 そ し て 過剰訓練条件 と して   試 行 条 件

〔OT −0 群 ）， 6 試行条件 （OT −6 群 ），12試行条件 〔OT −

12群），24試行条件 （OT −24群）の 5 条件が設け られ た 。

被験者は 原学習完成後，い ず れ か 1 つ 過剰訓練条件 の も

で 訓練 を受け ， 続 い て 複合刺激対 を用 い た 6試行 の テ

ス トを受け た e こ の よ うな実験事態に お い て，過剰訓練

が 手掛 りの 群化 を形成す る な ら ば，OT −0 条件下 の テ ス

トの 正 反応率 は チ ャ ン ス ・レ ベ ル に あ り，そ れ 以後過剰

訓練量 の 増大に と もな っ て ，テ ス トで の 正 反 応率は増大

す る こ と が 予 測 され る。こ れ に対 して，過剰訓練 が 手 掛

りの 群 化 を形成 し なけれ ば ， 過剰訓練量 の い か な る 水準

で の テ ス トに お け る 正 反応率 に も差が生 じ な い こ とが予

測 され る 。
こ れ ら の 予測 は，過剰訓練 を へ て 手 掛 りの 群

化 が成立 し，そ れ に 基 づ い て 2 つ の 弁別刺激対に お け る

正 刺激同 士 あ る い iま負刺灘同士 が統合的 に 認知 され る よ

うに な る で あ ろ うとい う仮定 に 立 脚 した もの で あ る 。本

実験は こ れ らの 予瀏 を検討す る もの で あ る 。

方 法

被験者　被験者 は 高松市内の 某幼稚園に80名（男 先 40名，

女 児 40名 ） で あ り，平 均年齢は 5 才 1か 月 （範 囲 は 4 才

6 か 月〜5 才 7 か 月）で あ っ た 。

装置　本実験 に は ，同時弁別装置，反応 レ バ ーボ ッ ク

ス ，調整器 お よび 2 個の デ ジ タル タ イ マ
ーが 用 い ら れ

た 。詳細 は 中川 （198e　a ）を参照 の こ と。

刺激　本実験に は，十字形 （面 積 7・Gcrn！
〉，　 T 宇形 （面

憤 7・　3cm ！
），等脚 台形 （上 底 2．　Oc皿 ，下 底 4．　Ocm ， 高

さ 2．　5cm ，面 積 7．5cm9 ．正 方形 （
一

辺 2．7cm ，面 積

7．　3cm ！

）の 4 つ の 刺激が用 い られ た 。各刺激 は 白色 カー

ド 〔厚紙 に 白色ラ ッ カ
ー

（神 東塗 料 KK ，
　 No．2） を吹 き

つ けた もの 〕 に 赤色 （No．4）， 青色 （NQ．9冫， あ る い は

黄色 （No ．5）の ラ ッ カーで描か れ た もの で あ る 。刺激カ

ードの 大き さ は，5cmxscm で あ っ た 。こ の よ うな各

刺激 に よ っ て 構成 され て い る 十字形 一T 字形弁別刺激対

と台形
一
正 方形弁別刺激対 と の 2 つ の 刺激対 の 難易度は

中 川 （1981） に よ っ て 明白 な よ うに 等 し か っ た 。

　複合刺激対 に は ， 十字形 ・正 方形複合刺激 ， 十宇形 ・

台形複合刺 激，丁字形 ・正 方形複合刺激，T 字形 ・台形

複合刺激 の 4 つ の 複合刺激が用 い ら れ た 。こ れ らの 複合

刺激は原学習 に お い て 用 い られ 2 つ の 弁別刺激 対 問 の

正 ・負刺激の 組合わ せ に よ っ て 決定さ れ た の で あ る 。複

合刺激対 も原学習 に おけ る 2 つ の 弁別 刺激対問 の 正 ・負

刺激 の 組合わ せ に よ っ て 決定 さ れ た 。複合刺激 に用 い ら

れ た 丁 字 形 の 大 き さ は 1．　75cm ！，十 字 形 の そ れ は 1．75

cm2 ．正 方形 の それ は 1．69cm2，等脚台形 の それ は 1．95

cm2 で あ っ た 。各刺激 の 色 は原 学習 に 用 い られ た 刺激 の

それ と同 じ で あ っ た 。 原学習 に 用 い られ た 刺激対 と，そ

れ を基 に し た複合刺激対 の
一一例が FIG ．1 に 示 され て い

る 。
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実験手続

　一般的手続　被験者は レ バ ーボ ッ ク ス の 前 に すわ ），

刺激対が刺激提示窓 に 提示 され る ま で 手 は ひ ざの 上 に置

き，刺激対が提示 され た ら， 反応 レ バ ーを持 ち，提示 さ

れ た刺激対 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 、各試行 の 問 で は 常 に

手 は ひ ざ の 上 に 置 くよ うに 要請 さ れ た 。

　教示　 「○○ ち ゃ ん，これ か らカ
ー

ドの あ て っ こ遊 び

を し ま し ょ う。こ の 2 っ の 窓 （実 験 者 が 指 で さ し 示 す 〉

に 1 枚ず つ カ ードが で て き ま す 。 カ ードが で て くる ま で

は，手 は い つ もお ひ ざの 上 に置い て い て 下 さい 。 カ
ード

が で て きた ら，す ぐに こ の 棒 （実 験 者 が レ バ ーを 指 で さ

す） を も っ て 下 さい 。こ の 棒は前，後，左，右 の 4 つ の

方向 に 動 きま す 、窓 に は い ろ い ろ な カ
ードが で て き ま す

が，ど ち ら か
一
方 の カー ドが い っ もあ た りで す。カ

ー ド

に よ っ て あ た ！の 場所 が 決 っ て い ま す。よ くカ ー ドをみ

て ○○ちゃ ん が あ た りと 思 う方向 へ 棒 を倒 し て 下 さ い 。

あ た り の と きに は ラ ン プが つ き，ブザーが鳴 りま す 。 は

ずれ の と きに は ，ラ ン プ もつ か な い し，ブ ザ
ー

も鳴 りま

せ ん 。は じめ の う ち は，ど ち らか の カ
ー

ドが あた りか わ

か D ませ ん が ， だ ん だ ん と わ か る よ うに な り ま す か ら，

続 け て た くさん あ た る よ うに 頑張 っ て 下 さい 。 カ
ードが

で て くる ま で は ，手 は お ひ ざの 上 に お い て，カー ドがで

て き た ら，す ぐ棒 を も っ て あ た りと 思 う方向 へ 倒 し て 下

さい
。」。

　練 習　実験装置 に なれ，し か も要請され て い る 反応の

しか た を被験者に 習得 させ る た め に ，練習用弁別刺激対

に つ い て 8 試行 の 練習 を行 っ た 。

　原 学習　被験者は 正 方形
一台形弁別課題 と十 字形 一T

字形 弁別課題 と の 2 つ の 弁別課題 を用 い て 非 矯 正 法 で 併

行 して 学習規準 に 達 す る まで 弁別訓練 を受 けた 。 学習規

準は 次の よ う に定め られ た 。す な わ ち，各弁別 課 題 に つ

い て 連続 S 回正反応 が生起す る こ とをも っ て 学習規準 と

定 め られ た 。 2 つ の 弁別課題全 体 の 学習規準 に つ い て

は ， 2 つ の 弁別課題 が と もに 同時 に 上 述 の 規準 を充足 す

る こ と を も っ て そ の 学習規準 と定め られ た 。

　正 反応 に対 し て は，黄色 ラ ン プの 点 灯 と ブザー音 との

非言話的報酬 と，「あ た りで す 」 と い う言語 的報酬 と の

複 合 し た 報酬が与 え られ た 。

　 2 つ の 弁別課題 の 提示 順序は 4 種 の ラ ン ダム 系歹奪に よ

っ て 決定 さ れ，ま た 正 刺激 の 提示位置 も 4 種 の ラ ン ダ ム

系列 に よ っ て 決定 され た 。 なお 12Q 試行 の 訓練 を受け て

も学 習規準 に 達 し な い 被験者 が 4 名 い た 。こ の 4 名 の 被

験者は 本実験 か ら除去 され ， 新た に 4 名の 被験者が補充

され た 。

　過剰訓練　被験者は 原学 習完成後，原学習 の 成績 を基

に し て で きる か ぎ り等質に な る よ うに OT −0 群 ，
　 OT − 6

群，OT −］2ge，　 OT −18群，お よ びOT −24群 の 5群 に 分 け

られ た 。

　テ ス ト　各群の 被験者は 所定 の 過剰訓練 完了後 ， た だ

ち に複合弁別刺激対 に つ い て 6 試行 の テ ス トを受 け た 。

テ ス ト試行 に お い て は ， 被験者が い ずれ の 複合刺激を選

択 し て も， 報酬が与 え ら れ た 。

結 果

　結果 は TABLE 　 1 と Flo，2 に示 され て い る 。

　原学習　TABLE 　 1 の Origina1 の 項 に は， 学習規準

に 達す る まで に 要 した 試行数 の 平均値 と標準偏差 とが 示

さ れ て い る。こ の 成績 を基 に し て 群 分け操作 の 効果 を検

討 す る た め に ， 弁別課題 の 種類 な らび に 過剰訓練量 〔予

定 ） の 2 要 因 の 分散分析 を行 っ た 。そ の 結果 ， 弁別課題

の 種類の 主 効果，過剰訓練量 （予 定 ） の 主 効果，お よ び

そ の 交 互作用 は い ずれ も有意で は な か っ た （そ れ ぞ れx ，

F＝1．42， df＝1／75 ； Fく 1，00，　df＝4〆75； F＜ 1，00，　 df
＝4／75）。す な わ ち， 2 つ の 主効果 と そ の 交互 作用 の 変

動 は い ず れ も十 分 に 小 さ か っ た 。こ の こ とか ら，各群 の

被験者 の 学習能力 は 特 に は 異な らない とい え る ．

　過剰訓練 　過剰訓練期間中 の 誤反応 の 生起率 は 次 の 通

）T で あ っ た 。QT − 6 条件 で は 9 ％，　OT −12条件 で は 3 ％，

OT −r8条件 で は 6 ％，　 OT −24条件で は 5 ％ で あ っ た 。

　テ ス ト　 テ ス トに お け る 正 反応数の 平均値と標準偏差

とが TABLE 　 1 の Test の 項 に 示 され て い る D こ の 成 績

を基に分析 し た結果，過剰訓練量が増大す る の に と もな

TABLE 　 l　 Means 　 and 　 SDs 　 of　 the　 number 　 of

　　　　　 trialS　tO　 CriteriOn 　 in　Original 　 lear−

　　　　　 ning 　and 　of 　the　nun 、ber　of　correct

　　　　　 responses 玉n　 test、（　）： SD ，

Original　Ieaming　Leammg 　phase

＼
　　　　Task

　Group ＋¶ ロー□ i・…

　 　 　 　 　 　 　 　 　 1

Test

OT − 0
．一h

　　．1 ．
24．含8
（16．48 ）

23，88　 155 ．63
　 　 　 　 　 　 　 　 1

（18・84）　 「（37 ・39）

　　　　．−
3．56
〔L56 ）

OT − 6
23．呂Il
：18．ゼ4） 、罪知 嬲 、

3．94
（L6 −D

　　　 OT 一
ユ2

一

25．94
（18．oの 、ll：劉 、ll：晶

・L81G
．24）

OT − 18
26．06
（17．32）

27 ．ユ3　 15ヨ．13
（16．59）　1（3327 ）

4．88
〔1．11＞

OT − 24
20．63
〔12，07 ）

25 ，31
（16．67）

53 ．75
（32．24）

5 ．56
〔G．86）

一 79 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

264 教 育 心 理 学 研 究 第33途 第 3 号

（
獣）

拐

g
ヨ

ω

o

費
o

臼
曾
一

u
 

辷
o
り

｝

o

ぢ
8
お
偶

lo（1

yo

80

70

　L

：1［
．
L ＿ ＿ ＿ ＿

　 　 　 0　　　　　 6 　　　　　 12　　　　　18　　　　　24

　　　　　　　　 0 、
「
ertraining

FIG ．2　 Percent 　 of 　correct 　resPonses 　in　 test　t「ials

　　　 as 　 a　 function　 of 　overtrainin9 ・

っ て ，テ ス トで の 正 反応数 が 有意 に 増大 し た （Fm5 ．51，

df＝4〆79，　P＜，0玉）o

　FIG ，2 に は，各 テ ス トに お け る 正 反応率 （先行弁別 で

の 正刺激 を選択 した回数 ÷ テ ス 5試行数 x100 ）が図示 さ

れ て い る。F五G ．2 の 成績 を基 に し て 分析 した 結果，　 OT −

O 群 と OT − 6 群 との 2 群問 に は ， テ ス トで の 弁別遂行

に 差 が み られ な い が ，こ れ ら 2 群 の 弁別遂行 は い ずれ も

OT −12群 の テ ス トの 弁別遂行に 比 べ て 有意 に 劣 っ て い た

（そ れ ぞ れ，　X 三く1，00．df＝1； X2；9．88，
　 df＝L　 P〈

．Ol； X2＝5．17，　 df 」 1，　P＜．05）。ま た OT − O 群 と OT −

6 群の 2群の テ ス トの 弁別遂行は い ず れ も OT −18 群 の

そ れ に 比 べ て 有意に劣 っ て い た （そ れ ぞ れ ，XL’＝11．00，

df ＝ 1，　 P ＜．　Ol ； X コ＝6．01，　 df＝1，　 P 〈，05）。OT −12群

と OT −18群 の 2 群問 に は ， テ ス トで の 弁別遂行に差が

み られ な い が，こ れ ら 2 群 の テ ス トで の 弁 別 遂行 は い ず

れ も OT −24 群の そ れ に比 べ て有意 に 劣 っ て い た （そ n

そ れ，X2＜ 1．　00，　 df＝1； X ？＝＝ 6．41，　 df ＝ 1，　P ＜．05 ； Xz
； 5．56，df ＝＝ 1，　P ＜．05）。

　最後 に ， テ ス トで の 弁別遂行 が 過剰訓練期間中の 弁別

遂行 と比 べ て損な わ れ る か 否 か を検討す る こ と に す る 。

す な わ ち，過剰訓練期間 中の 正 反応率 と各群 の テ ス ト時

の 正 反応率を比 較検討す る ．こ の た め に，比 較基準 と し

て OT −24 条件 で の 弁別遂行 を用 い る こ と に す る 。OT 一

0 群 ・ OT − 6群，　 OT −12 群，お よ び OT −18群 の 各群 の

テ ス トで の 弁別遂行 は い ずれ も過剰訓練期間中の 弁別遂

行 に 毘ぺ て 有意に劣っ て い た が，OT −・24ev の テ ス トの 弁

別遂行 は 全 く損な わ れ な か っ た （そ れ ぞ れ，X ！；89，36，

df≡1，　P＜．01 ；X2＝　66．　51，　 df＝！，　P〈．01 ；X2 ＝21，88，
df＝ 1，　 P く．　Ol ； X2；19．32，　 df ＝ 1，　P ＜．01 ； X2〈 1．00，
df＝1）。

考 察

　本研究は幼児を対象と し て ， 2 つ の 弁別課題が併行 し

て 訓練され る 併行弁別事態 に お い て ，過 剰訓練 をへ て 群

化が 形成され る か 否 か を複合刺激対 を用 い た方法 で検討

し たもの で あ る 。

　結果 の 分析 よ り明白 な よ うに ， テ ス トで の 正 反 応 数

は ， 過剰訓練量：の 増大 に と もな っ て有意に増加 した 。 こ

の 結果 は 予測 に
一

致す る もの で あ る 。す な わ ち，こ の 結

果 は，過剰訓練 を へ て 手掛 りの 群化 が 形成 され る こ と を

示 唆 して い る もの と考え られ る 。 し たが っ て ， こ の 結果

は ， Schaeffer＆ Ellis（1970＞の 手 掛 りの 群 1ヒ説 を支持

す る もの と考え ら れ る 。

　FIG．2 に よ っ て も明白な よ うに ，テ ス トに お け る 弁別

遂行 は 3 相 ，す な わ ち，正 反応率 が 59〜66％ の 段階，80

〜81％ の 段階，93％の 段階 に分 られ て い る こ と が明 らか

に な っ た。こ の よ うな結果 は ，過 剰 訓 練期間 中 に 習得 さ

れ る もの が，過剰訓練量 の 増大 に ともな っ て ， 質的 に 変

化す る こ と を示 唆し て い る もの と考え ら れ る 。す な わ

ち，こ の よ うな結果 は 次 の よ うに 考 え られ る。過剰訓練

量 が 少ない 時期 に は ， 原学習 に て 習得 され た個 々 の 刺激
一

報酬結合 の 学習が最強 に な る。さ らに 過 剰訓練が 進 む

に と もな っ て ，Schaeffer ＆ Etlis（1970）が 主張す る よ

うに ，同
一

反応 が 要請 され て い る 刺激 を結 び つ け る た め

に ， 物語あ る い は 文章 を作 っ て 意味的 に，あ る い は あ る

特性に 注 目 し て知覚的に刺激 を群化す る こ とが 学習 され

る 。そ し て さ ら に 過剰訓練が 進 む と，こ の 群化 が 強固 に

な る こ と を示唆 し て い る もの と考 え られ る 。 こ の こ と

は ，過剰訓練 中の 弁別遂行，つ ま り正 反応率 が OT −12条

件 で 97％ な り，OT 一工8条件 で 94％ に な P，さ ら に OT −

24条件 で 95％ 1二 な っ た こ とか ら も十分に推測で き る の で

あ る。

　結果 の 分析 よ り明 らか な よ うに ，OT −24群の テ ス トで

の 弁別遂行は 過 剰訓練期問中の そ れ と比 べ て損な わ れ な

か っ た が，他 の 4 群の テ ス トで の 弁別遂行は 損 な わ れ

た 。 こ の 結果 は ， 過剰訓練 を 十分 に 受け る こ と に よ っ

て ， 同
一

反応が要請 され て い る刺激が群化 され ，そ の 群

化 を基 に し て ，正 刺激同 士 あ る い は 負刺激同 士 が 統 合的
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に認知され る よ うに な る こ と を示 唆 し て い る もの と考 え

られ る 。こ の こ とは ，過剰訓練量 の 増大に と もな っ て ，

テ ス トで の 正 反応数が 増加す る こ と に よ っ て も十分 に 推

測 で き る の で あ る 。そ れ は ，OT −12 条件 で の 弁 別 遂 行

（正 反 応 尋り が 97％ に な っ て お i ， こ の 条件下 に お い て，

個 々 の 刺激一報酬結合 が 最強 に な っ て い る 。し た が っ て

本実験 で の テ ス トに おい て ， 被験 者が個 々 の 刺激 に 対す

る 反 応 を基 に して 選 択 反 応 を遂行 し て い る と す れ ば，

OT −12群 の テ ス トで の 正 反応率 が他 の 4 群 に 比 べ て 優れ

て い る は ず で あ る が，しか し なが ら FIG．2 に よ っ て も

明 自な よ うに，OT −24群 の 正反応率 が 他 の 4 群 に 比べ て

優れ て い る こ とか ら十分推論 で き る の で あ る 。 そ し て こ

の 結果 ，
つ ま り OT −24 群 の テ ス ト で の 弁別遂行が 過剰

訓練期問中の そ れ に比 べ て 全 く損な わ れ な か っ た こ と

は ，本実験 に 用 い た 複合刺激対 に よ る テ ス ト に よ る 方法

が ， 手掛 りの 群 化が過鶏訓練 をへ て 成立す る こ と …t検討

す る方法と し て 有効 で あ る こ と を示唆 し て い る もの と考

え られ る 。

　以上 の よ うな 本研究 の 結果 は ， 過剰訓練 に よ る 刺激 の

等価 を明 らか に し た 中川 （1980a＞ の 実験 1 の 結果 と併

せ て ， 2 つ の 課題 を用 い た 併行弁 別事態 に お い て ， 過剰

訓練 を へ て 手掛 ！）の 群 化が成立す る こ と を示唆 し て い る

もの と考 えられ る 。

　手di　／） の 群 化が ，
　 Schaeffer＆ Ellis（1970）が考 え て

い る よ う に 物語 あ る い は 文 章 を作 っ て 意味 的 に，あ る い

は 知覚的 に 形成 され る もの か ， そ れ と も中川 （1978　b，
1980　a，b，王981） が 考 え て い る ように 刺激

一
報酬 関係 を

基 に して ，正 刺激に対 する反応 を助長す る機制 と，同時

に負刺激に 対す る反応 を抑制す る 機 制 ， つ ま り反応 の し

か た （刺 激 手 掛 り の サ イ ン 性 に 対 す る 反 応 の 学 習 ） を基

に して 形成 され る もの か 否 か は ，本実験 の 結果 か らは 明

らか に す る こ とが で きな い の で あ る 。

　本実験 よ P，複合刺激対 を用 い た テ ス トに お い て ，被

験者が正刺激同士 あ る い は 負刺激 同士 を統合的 に 認知 し

て 選択反応 を遂行 した か 否 か の 結論 を出す こ と は 困難 で

あ る p そ れ 故 に，統鋤条件 （2 つ の 弁 別 課 題 の う ち の い

ず れ か
．．一

方 の 課 題 の み に つ い て 過 剰 訓 練 を 受 け，そ れ か

ら 複 含 刺 let　，U を 用 い た テ ス ト を受 け る 条 件 ） を設 定 し，

テ ス トに お い て ，正 刺 激 1司士 あ る い は 負刺激同士 を統合

的 に 認知 して 選択反応 が遂行され る か否か を直截 に検討

す る こ とが 今後 の 問題 と し て 残 っ て い る の で あ る 。

要 約

　本研究 は 幼児 を対象 と し て ， 2 つ の 弁別課題 が併行 し

て 訓練 され る併行弁別 事態 に お い て，過剰譲練 をへ て 手

掛 りの 群化 （eue −cluster ） が形成さ れ る か否か を，複合

刺激対 を用 い た テ ス ト法 で 検討 し た もの で あ る 。

　被験者は 80名 の 幼児 （5 才 児） で あ っ た 。 被験者は 十

字形
一T 字形弁別課題 と正 方形一台形弁別課題 と の 2 つ

の 課題 に つ い て，学習規準 （各 課 題 に つ い て 5 回 達続 正

反 応 ） に 達 す る ま で 併行 し て 弁別訓練 を受け た 。 原学習

の 学習規準達成後，原学習の 戒績を基 に し て で き る か ぎ

P等質 に なる よ うに 標準訓練群（OT − 0 ），過剰訓練 6試

行群 （OT − 6 ），過剰訓練12試行群 （OT −12），過剰訓練

18試行群 （OT −18），過剰訓練 24試行群 （OT −24）の 5 群

に 16名ずつ 分け ら れ た 。原学習 に お け る 正 反応に 対す る

強化 は
‘‘
あた りで す

”
と い う言語的強化 と ， ブザ

ー
音 と

ラ ン プの 点灯 の 非言語的強化と の 複合 した も の で あ っ

た 。各群 の 被験者は 所定 の 過剰訓練終 了後 ， 複合刺激対

に つ い て 6 試行の テ ス トを受けた 。 テ ス ト試行 に お い て

は ， 被験者 は い ずれ の 複合刺激 を選 択 し て も原学習時 の

正 反応 と同様 な強化 を受け た 。

　主 要 な結果 は 次の 通 りで あ っ た 。

ω，過剰訓練量 の 増大 に と も な っ て ，テ ス トに お け る 正

反応数は増大し た 。

（Z），OT −24群 の テ ス トで の 弁別遂行 は ， 過剰訓練期間 中

の 弁別遂行 と比 べ て 全 く損な わ れ な か っ た が，他 の 4 群

の テ ス トで の 弁別遂行は そ れ に 較 べ て 損なわれた 。

　以 上 の よ うな結果 は ，併行 弁 別事態 に お い て ，過剰訓

練 が 手掛 P の 群化 を形成す る こ と と ， 複合刺激対 を用 い

た テ ス トに よ る方法 で ，手掛 P の 群化が過剰訓練 をへ て

成立す る こ と が 可能 で あ る こ と を示 唆 し て い る 。
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