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展　望

発達 的観 点 よ りみ た 斜線効果 現象

橋 本 憲 尚
＊

加 藤 義 信
＊＊

OBLIQUE 　EFFECT 　FROM 　 A 　 DEVELOPMENTAL 　POINT 　 OF 　 VIEW

Norihisa　 HAslllMQTQ 　 AND 　 Yoshinobu　 KATO

　　Summary ： It　is　wel レknown 　that 　younger 　 chi 】dren　 up 　to　the 　age 　of 　about 　6　yr ．　have

much 　di伍 culty 　in　discrimination　between　 oblique ！ines　 in　 contrast 　 with 　 relative 　 ease 　 in

that 　between 　horizontal　 and 　 vertical ．　 This　 phenolnenorl　 is　 called 　
“

obhque 　 e 旺ect
”

and 　 a

laige　a 皿 ount 　 of 　studies 　wele 　 conducted 　 over 　 the 　 past　 twenty 　years　for　determini  the

causes 　 of　 such 　 effect ．　This 　 paper 　 review 巳d　these 　 experimental 　 studies 　 in　匙erms 　Qf 　the

develoP田 ent 　Qf　the 　children
’
s 　strategies 　in　encoding 　and 　st   ring 　information 　of 　oblique

orientation 　in　memory ，　Some 　recent 　infant　studies 　 revealed 　that 　even 　a　baby 皿 ight　have

bis／her　categorical 　 abi 且ty　of 　orientation ，　so ，　during　ear 】y　childhood ，　the 　orientational

categories 　 should 　 beぞmuch 　 elaborated ，　 and 　 several 　 encoding 　 strategies 　 for　 non −speci 丘c

orientation 　 such 　 as 　 oblique 　 should 　 be　 developed三n　 an 　 appropriate 　 way 　 to　 each 　 stimulus

context ，　This　 course 　 of 　the 　 deve】op 皿 ent 　 seemed 　 to　 be　 confirmed 　 on 　 the 　 whGle 　 fro皿 the

present　overview 　ef 　the 　 studies 　cQncem 巳 d，　This 　con 丘rmation 　 afforded 　 a　basis　fQr　fuTther

discuss［ons 　 on 　a 　deve星opmerltal 　hieiarchy　in　orientationat 　 categories ．

　　Key　wDrds ： oblique 　effect
，
　encoding 　strategies ，　orLentatiQnal 　categories

，　develoP【nen し

　垂直あ る い は 永平 に 対 し，斜 め の 方位 （・ rientati ・ n ） が

生 活体 に と っ て 異 な る 心理学的意味を持 つ こ と は，古 く

か ら知 られ て きた。既に 前世紀末、Jastrew（1893） は ，

様 々 な方位 の 線分 を視覚的 に 提 示 しそ れ を再 現 させ る と，

垂直 な い し水平 の 線分 に 比 較 し斜 め 線分 の 方位の 再 生 は

そ の 正 確さに お い て 劣 る こ とを報告 して い る。Appelle

（1972 ）は，生 活 体 の 斜 め方位の 刺激 へ の パ フ ォ
ー

マ ン ス

が
一

般 に 垂直，水平 に 比 べ て 劣 る とい う事実 を斜線効果

（oblique 　effect ） と名付 け，従来の 研究 を概観す る 中 で ，

人 間 お よび 動物 に お い て視覚に関係す る 領域 （視力，静

止 網膜 縁の 消失，錯視，刺激方位 の 再生，刺 激方位 弁別 等）で

広 くこ の 現象 が 認 め られ る こ とを指摘 し た 。発達的観点

か ら は，Sutherland （1957，1958，1960） に よ る タ コ の 方

位弁別学習実験に刺激され て ，Rudel ＆ Teuber （1963）

が ，3 歳半 か ら 8 歳半 まで の 子 ど もに お い て 斜線 を含む

方位弁別学習 の 実験を行い
， こ れ が そ の 後の 子 どもに お

．，纏 　高知大学 （Faculty 　of 　Education ，　Kochi　University）

ける 斜線効果研究 の 発端 とな っ た 。

　本稿 で は ， 斜線効果 と呼ばれ る 現象 に 発達的視点 か ら

ア プ ロ
ー

チ した 研究を概観 し ， 現在の 研究 の 到達点と今

後 の 研究 の 方向を明 ら か に す る こ と を 巨的 と す る e

“

発

達的祝点 か ら
”

とい う限 定 は，斜線効果 の 名 の も とに 包

括 され て い る現象の 全 て が，本稿 の 検討の 対象 と な る わ

け で は な い こ とを 意味す る。論 を進 め る に あ た っ て ，ま

ず こ の 点 をあ らか じ め 明 らか に して お きた い 。

　Appel】e （1972） が 命名 した斜線効果 の うちに は，実は

性質を 異 にす る 2 種類の 現象が含ま れ て い る と考え られ

る eEssock （198e ） は，斜 め方位に 関す る パ フ ォ
ー

マ ン

ス を処理 の 水準 の 違 い と い う観点 か ら次の よ うな 2 種類

に 分類 して い る 。 そ れ に よ る と，ま ず第
一

種 は ，視力な

ど視覚系 の 基本的機能 を測定す る 実験 パ ラ ダ イ ム に お い

て 観測 され る 斜線効果 で ，斜 め 刺激そ の もの の 検 出 （de・

tecti・ n ） が垂直 ・水平方位の 刺激の 検出に 比 ぺ 劣 る 事 実

に 関係 す る。こ れ に 対 して ，第二 種は，刺激情報の よ り

高次の 処理 を必 要 とす る と考 え られ る 実験 パ ラダ イ ム で
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得 られ る斜 線効果 で，具体的 に は，何等 か の 記憶負荷 を

伴 う課題 に お い て 斜め刺激どう し の 弁別や分類が他 の 方

位間 の そ れ に 比 して 困難で あ る 事 実に関係 す る 。

　 と こ ろ で
， 視覚系の 基本的機能 の 多 くに っ い て は そ の

生 理 的対件を探 る 研究 が 比較的進 ん で い る と と も に ，近

年著 し い 発展 を逐 げ た 乳児 の 知覚研究 に よ っ て ，そ れ ら

は 生後間 もな くか ら比 較的高い 水準で備わ っ て い る こ と

が 知 られ て い る。第
一
種 の 斜線 効果 に っ い て も，そ の 生

理的基礎 を明 らか に しよ うとす る試み は既 に行わ れ て お

り （R 。 s．e ＆ BlakemOie ，工974 な ど ），ま た ，大人 と類鑁の

効果 が 乳児に お い て 観察 され た と す る 報 告 もあ る ．た と

え ば，L　 eehey ，　MQskowitz−Coolt，　 Bri！l ＆ Held （lg75 ）

は ，大入 と同 様 ，6 〜50週 の 乳児 の 斜 め刺 激 に 対 す る視

力 が垂直，水平刺激 に 対す る 視力 よ りも劣 る とい う事実

を報告して い る。こ の こ とか ら，第
一

種 の 斜線効 果 は 発

達 的 な変化 を被 る こ との 少 な い 現象で あ る と推定 さ れ る 。

こ れ に対 し第二 種 の 斜線効果 の 場合に は，認知 ， 記憶を

含 む 高次 の 処 理 水 準 の 関与 が 問 題 と な る た め ，年齢に伴

うなん らか の 発達的な 変化が 予 測 され る。事実，成人 と

子 ど も との 間 に著 し い パ フ z
．一一

・？ ン ス の 違 い が報告され ，

子 どもに 顕著 に観察 され る 効果 を 規定 し て い る 要因 の 研

究 が進 ん で い る の は ，こ の 第 二 種 の斜線効 果 で あ 1 ，従

っ て ，以下 ，本稿の 検討 の 対象 は こ の 第 二 種 の 斜線効 果

に 関す る 発達的研究に限定 され る。

　 な お ，第
一

種 の 斜線効果 を中心 とす る 研 究の 概観 と し

て は，既に Appelle （19．・72）の 論文 が あ る。ま た 新 し く

は ，Rudel （19B2 ）が第
一

種，第二 種 の 斜線効果 に 関 す

る 研究 を 共 に 含 む 展 望 を書 い て い る が，彼 女 の 場合 に は

Esso 。k の 提起 し た よ うな分類 が意識さ れ て お ら ず，も

っ ぱ ら一
種 ，二 種 の 区 分な く斜線効果 の 生理学的 メ カ ニ

ズ ム に 発生 的視 点 か らせ ま ろ う と す る 意図が強 い 。本稿

は こ れ ら 2 つ の 概観 と は異な っ て ，高次 の 情報処 理 過程

に 関係 す る 鷽線効果 の 発達的 問題 に 限定 し て 独 自の 整理

を試 み る 。

1． 子 ど もに と っ て なぜ斜綿弁 別が 困 難か

　子 ど もの 図形 や文字の 方向認知 に 関す る 研究 は 比 較的

古 くか ら行 わ れて きた が （Davids  n，1935 ；勝 井，1971 ；田

中，1966 ）， 後 に 斜線効果 と 呼 ば れ る よ うに な る 斜 め 刺激

ど うし の 弁別 の 困難さ，斜 め配列 の 対象 の 再生 の 困 難 さ

（O ］s 。n ，1970；Piaget ＆ Inhelder ，1948），斜 め線分 の 描画

再生 の 困難さ （Berman ，1976 ）な ど
， 子 ど もの 斜 め 刺激 へ

の パ フ ォ
ー

マ ン ス に 特 に 焦 点を当 て て 研究 が行 わ れ る よ

うに な ワ た の は そ ん な に 古 い こ と で は な い 。特 に ，斜 め

刺激ど うし の 弁別 の 問題 は 1960年代以降，系統的 に 問題

と され る よ うに な っ た。

　こ の 分野 の 先駆的な 研究 と し て は ，ま ず ，Rudel ＆

Tenber （1963） の 研究 が 挙 げ られ る。彼 らは 3 歳半か ら

8 歳半ま で の 子 ど もに 垂 直 と水 平 の 線分 ど う し．斜 め線

分 ど う し （鏡映的関係に あ る ）の 2 つ を含 む 4 つ の 弁別学

習 を 行 わ せ た と こ ろ ，斜 め 線分 ど う しの 弁別学 習 に 子 ど

も は著 しい 困難を示 す こ と を見 い だ した。特 に，年少 の

幼児 で こ の 傾向 は 顕著 で あ っ た 。Rudea ＆ Teuber は，

こ の 事実を発達途 上 の 子 ど も の 視覚系 に 固有 な メ カ ニ ズ

ム に 由来す る問題 と して 捉 え，Suther ｝and （1957，1958，

1960 ）の 軟体動物 を被験体 とす る 実験 に お い て 見 い だ さ

れ た同 様 の 事実 を念 頭 に お きな が ら ， 視覚系 の 生理 学的

メ カ ニ ズ ム 解明 に 資 す る 発生 的 な 視点か ら の デ
ー

タ の 1

つ と して 彼 らの 実験結果 を位置付 け た。し か し，既に

Es50ck （1980）の 分類を参照す れば明 ら か な よ う に ，

Rudel ＆ Teuber の 用 い た 弁別学習事態は ，視 覚 系 の

基本的 メ 方 ニ ズ ム に の み 出来す る 子 ど もの パ フ t 一マ ン

ス を見 る事態 と は言 い がた い 。彼 らの 実験 で は，各刺激

カ ードは 1枚 ずつ 提 示 され ，被験児 は そ の 都度 ，そ の カ

ー ドが
，‘1　一しい

”

カードで あ る か 鴇 違 っ て い る
”

カー

ドで あ る か 判断 を求 め られ る。反応 の 正 否 に つ い て は，

直後 に フ ィ
ー

ドバ
ッ ク が与 え られ る 。 被験児は ，

で きる

だ け 少 な い 試行数 で ，提示 され る 刺激 に応 じ て
一

貫 した

反応 を す る よ う，学 習 し な けれ ば な ら な い 。そ こ で は ，

前試行 に お け る刺激 の 方位 と実験者 に よ っ て 与 え られ る

正 否 の 情 報 の 記憶が 不 可 欠 で あ る 。従 っ て ，前試行 の 刺

激 と次 の 試行 の そ れ とは 異 な る 方位 の 刺激 に 対 し 同
一の

反応 が 生 じた か ら とい っ て， 2 っ の 刺激が視覚系 に 同
一

の 知覚的 イ ン プ ッ トを 生 じ さ せ て い る と は 限 らな い こ と

に な る。

　Rude］＆ Teuber に続 く，子 ど もに お け る斜線効果

研究 の 初期に まず問 題 と な っ た の は，斜線 閼弁別 の 困難

が 主 に 心理過程 の どの よ うな 処 理 水準の 関与 に よ っ て 生

じ て い る か と い う問題 で あ っ た。こ の 点 を確 か め る た め ，

Over （1967 ＞ は 弁別学習 の 技 法 に 代 え て ，知覚的処理水

準に依存 して 課題解決 が 可能な検出 （detecti・ n ）課題 （2

つ の 同一刺激 と 1 つ の そ れ と は 異 な る刺 激を 同時 に 提 示 し て ，

異 な る刺傲の選択に 対 して 強 化が 与 え られ る 課題）の 採用 を提

起 し，こ の 提起 に 沿 っ て 、Over ＆ Over （19G7 ） は ， 4

歳児 と 6 歳児に お い て 、Rudel ＆ Teuber の 用 い た 弁

別学習課題 に 類似 した 課題 で の 線分 の 方位弁別 の 成績と，

検 出課 題 で の 成績 を比 較 し た。そ れ に よ る と ， 弁別学習

課題 で は Rude1 ＆ Teuber の 実験 と同様，斜線 間弁別

が困難で あ っ たが，検 出課題 で は 特 に 6 歳児は斜線 ど う

し を垂直
一

水平 と同 じ よ うに 容易 に弁 別 で き た。
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　 Bryant （1969，1973 ） も Over と同様 の 問題関心 か ら，

刺激の 方位 の 記億が必 要 な継時 マ ッ チ ン グ 課題 と，標準

刺激 と比較刺激 の 知覚的照合 の み が要求 され る 同時 マ ッ

チ ン グ課 題 の 両 方 で ，幼児の 線分 の 方位弁別 の 成績が ど

の よ うに 異 な る か を調 べ た 。 そ の 結果，継 時 マ ッ チ ン グ

の 場合，4 歳児． 5 歳児は 斜線間 の 弁別 が 困難 で ある が ，

同時 マ ッ チ ン グで は 薑直
一

水平弁別 と変わ らず に 容易で

あ る こ とが 明 ら か とな っ た 。 以上 は い ずれ も正方形 カー

ド内 に描 か れ た刺 激練分間 の 弁別 と い う事態で 得られ た

結果 だ が，刺激線 分 に 視的枠組 を与 えない よ う工 夫 した

装置 を用 い て も，Bryam の 実験 と同様な斜線間弁別 に

関 す る継時 マ ソ チ ン グ と同時 マ ッ チ ン グの 成績差 が 見 い

だ され て い る （Harris ，　Le 　Tendre ，＆ Bishop，　1974）。

　 Bryant と同様 の 実験事態 を用 い て 、異 な る 結果 を報

告 して い る研究 と して は，Schaffer （1974） が あ る c そ

の 報告 で は ，斜線 間弁別 は 同 時 マ ッ チ ン グに お い て も継

時 マ
ッ チ ン グの 場合 と同様，困難で あ っ た。Schafferの

場合 は，被験児の 年齢 の 平均 は 記 して い る が （4 歳 うか

月） そ の 範囲 を明示 して い な い こ と，実験者 が 多数 に 及

ん だ と推定 され，各被験児 に 対 して と られ た 手続 の
一

定

性 に 疑問を投 げ か ける こ と もで き る な ど，Bryant の 結

果 と単純 に 比較で きな い 要素を含 ん で い る e

　以 上 ，デ
ー

タ に 不
一

致な点 を
一

部残すが ，初期 の 研究

は ，幼児に お け る斜線間弁別 の 困 難が弁別 学習 や 継時 マ

ッ チ ン グな ど記憶負荷 の 比較的高 い 課題 で の み 現れ る こ

とを 明 ら か に した と言 え よ う。そ うで あ る な らば ，こ の

事実 を Rudel ＆ Teuber の よ うに 視覚 系 に 同
一

の 知覚

的 イ ン プ ッ トが生 じて しま うた め と して 説明す る こ とは

で き な く な る 。問題 は む し ろ，傾斜角度 や傾斜方向 を異

に す る斜 め線分 が 子 どもに よ っ て相互 に ど の よ うに 異 な

る もの と し て 符号化 され記憶 され る の か と い う水準に あ

る と思 わ れ る 。

　近年 ，乳児研究 の 進展 に ともな っ て ，方位弁別能力 の

測定 が生後問 も な い 時期か ら可能 に な っ て きた が，斜線

間弁別 に 関 し て 得 られ た 乳児 の データ も，基本的 に は そ

の 問題が，幼児と同様，純粋に知覚的 な 課題 に お い て 生

ず る の で は な く，な ん ら か の 記憶負荷 を要す る 課題 に お

い て 現 れ る こ とを示 して い る 。

　乳児 の 方位弁別能力 は 通 常，馴化
一

脱 馴 化 の 実験 パ ラ

ダイ ム （habituation−dishabituation　paradigm ）に よ っ て 測

定 され る c そ こ で は ま ず，あ る方位の 刺激を繰 り返 し提

示 す る こ と に よ っ て そ の 刺激 に対 す る 馴化 （通常 ， 注視

時閔 の 誠少が 指 標 と な る ） をお こ させ ，そ の 後新奇刺激を

導入 して ，こ の 刺激 に 対 して 脱馴化が生 じ，前 の 刺激に

対 し て 馴化 が 持続 すれ ば，両刺激は弁別 され た と解釈 さ

れ る。こ こ で 注意すべ きは，こ の 技法 と並び乳児 の 視覚

研 究 で 最 もよ く用 い られ る 選好注視法 （Pieferential　lock−

ing　 technique ；対に して 提示 され る 2 つ の 刺激 パ タ ー
ン へ の 選

択 的注 視を 測定 す る 方 法） と の 基本的な違 い で あ る。前者

で は，馴化が生ず る た め に 反復刺激パ ター
ン の な ん ら か

の 特性 に 対す る 視覚的記憶 （visual 　memery ） が必 要 で あ

る の に対 し （鹿取，ユ984），後者で は 同時 に 提示 され る 2

刺激 へ の 畳示 中の 注視だ けが 問題 とな る か ら，刺激 に 対

す る 視覚的記憶 の 必 要 は な い 。

　 上述 の 馴化
一

脱馴化実験パ ラ ダ イ ム に よ っ て，ま ず，

We ｛ner ＆ Kagan （1976） が 5 か 月児 で 35
°
斜 め と水 平 線

分 の 弁別可能を 確 認 し，続 い て BornsteiE
，
　 Gross ＆

“
TO

］f （1978 ）が 4 か 月児で 45°斜め と垂 直線分 の 弁別 可

能 を確 か め た。Bornstein 　et 　al ．は さ ら に，4 か 月児 は

」“20 °

斜 め と右 70 °

斜 め線分 の 弁別 が 可能 で あ っ た こ と も

報告 して い る。そ れ よ り月 齢 の 低 い 乳児 で は，Maurer

＆ Mar しelle （1980） が 5 〜 6 週児 で鏡映像斜 め 弁別 （格

子縞・YT 　p ア ）が 可能で あ っ た と報告 して い る 。し か し，

馴化一脱馴化 パ ラダ イ ム とオ ペ ラ ン ト条件 づ けの 手法を

組合 わ せ た 吸啜反応法 （High−amplitude 　sucking 　peradigm）

に よ る 2 か 月児 の 鏡映像斜 め 弁別 の 実験 で は，肯定 的 な

結果 は得られ な か っ た CEsseck＆ SiqueLand，1981）。 彼 ら

の 用 い た 吸啜反応法 は，Maurer ＆ Martelle の 用 い た

標準的 な 馴化
一

脱 馴化 の 実験手法 に 比 べ 一
層手 続が複雑

で ，乳児 は単 に 方位 とい う刺激関連次元 へ の 注意や処 理 ，

そ の 想起 を行 え ば よ い だ け で な く，刺激 の 出現 と 吸啜反

応 との 問 の 随伴性 を 発見 し そ れ を想起 し な ければな らな

い 。こ の よ うな学習 の 必 要性 と よ り大きな記憶負荷が，

お そ ら く Essock らの 実験 に お け る 結果 を Maurer ＆

Martelle の 結 果 とは異 な る もの に し た と考 え られ る 。

　記憶負荷 の 大小 を変数 と して 導入 し，乳児の 斜 め 刺激

ど う し の 弁別 に つ い て検討 して い る の は，　Quinn，　Sique・

land ＆ Bomba （1985 ）で あ る。彼 ら は T 馴化 後 の 弁別

テ ス トを直後に 行 っ た 場合 と 3 分後 に 行 っ た 場 合 の 2 条

件 を設 け ，2 か 月児 と 3 か 月児に よ る垂直
一

水平刺激対

及 び 斜め刺激対の 弁別 を調 べ た。そ れ に よ る と，永平
一

垂 直刺激対 で は 直後，遅 延 の 両 テ ス ト条件 で と もに弁別

が 行われ て い る 証挺 が 得 られ た が，斜 め刺激対 の 場合 は

直後 テ ス ト条件 で の み 弁 別 が 可 能 で ，遅延 条件で は 弁別

で きな か っ た。つ ま り ， 駐化 後，斜 め 刺激 の 特定 の 傾き

に関す る情報 の 記憶は 非常 に短時間 しか 保持 され ず，時

間 と と もに 急速 に 消失す る こ とが 明 らか とな っ た。こ の

結果 は，以 下 の Bomba （1984 ）や Quinn ＆ Bolmba （lg86 ）

の 結果 と合わ せ 考 え る と大変興味 深 い
。

　Bomba は ， 4 か 月児 に 6e の 範囲内 で 変化 す る 斜 め 刺
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激 （例え ば傾 き22．S
°
t3e の 間 の 刺 激 〉 に 対 し て 馴化を生 じ

させ た 後 　テ ス ト試 行 に お い て こ れ と は 異 な る 傾き の 斜

め刺激 （45
°
） と垂直刺激を対提示 す る と，後者 へ の 有意

な 注視が お こ る こ とを示 した。こ の 選好 は，45e の 斜 め

刺激 と馴化 を生 じた 22，5
°

± 3°

の 斜 め 刺激が同
一

の 刺激

と解釈 され る の に 対 し，垂 直刺激 は こ れ とは 別 な新・
奇刺

激 と し て 捉 え られ る た め に生 じた と考 えられ る 。Bomba

は別 の 実験 で ， 4 か 月児 が上 記 実験 で 用 い られ た 2 つ の

斜 め刺激 （22．seと 45
‘
） を弁別 で き る こ と を示 して い る の

で，こ の 結果 は，4 か 月児 が ，弁別可能 な傾き の 異 な る

斜 め 刺激 を 垂 直刺激 に 対 し て は 同 じ カ テ ゴ リ
ーの 刺激 と

し て 扱 い うる 能力 を持 つ こ とを 示唆 して い る 。 Quinn＆

Bomba もほ ぼ 同 様 な 手続を 用 い て ，4 か 月児 で は，垂

直軸 を狭ん で 左 右に 異な る 方位 の 斜め刺激が 垂直 と は 異

な る 同 じ刺激 と して 反応 され る 傾向が あ る と報告 して い

る 。

　こ の 2 つ の 研究 と Ωulnn 　 et　 al．（1985） の 結果 の 意味

は，次の よ うな 点 に あ る と考 え られ る。即 ち，刺激 の 方

位 に 関す る情報 の 記憶保持 に は お そ ら く階層性 が あ っ て ，

個々 の 刺激の 特定 の 傾 きに関す る情報は非常 に 短時間 で

消失 し て し ま うの に 対 し ， 特定の 方位 の 刺激 が どの 方位

に 関す る カ テ ゴ リ
ーに属 し て い る か とい う情報は ，比 較

的長 く保持 が 可能 で あ る と 思 わ れ る 。こ の よ うな 方位に

関 す る情報 の 記憶保持 の 階層性 は ，遅 くと も生後 4 か 月

の 時点で 既 に 存在 して お リ，こ の 時期に は ，科 め ほ 垂 直，

水平 に対 し て ユ っ の カ テ ゴ リ
ーを 構成 し て い る 。こ の よ

うに 考 え る と J 記憶負荷 の 小 さい 事態 で は 乳児で も斜 め

どう しの 弁別が可能 で あ る の に ，記 憶負荷 の 大 き い 事態

で は，幼児期 に な っ て も依然 と して そ れ が 難 し い とい う

事実 との 関連 が 一
層は っ き りして くる よ うに 思 わ れ る。

お そ ら く．幼児 で も，記憶負荷 の 大 きい 継時弁別条件下

で は ，異 な る 斜 め刺激 は 同
一

の カ テ ゴ リーに 属 す る刺激

と し て 処理 され ，そ の よ うな カ テ ゴ リ
ー
水 準 の 情報 の 記

憶に 主 に頼 っ て 反応 が 行 わ れ る た め ，斜 め ど う し弁別 は

依然 と して 困難な の で あ ろ う。 従 っ て ，幼児期 か ら児童

期に か けて こ の よ うな弁別が記憶負荷 の 高 い 事態 で も可

能 に な っ て い く過程は ，斜 め方位内 の カ テ ゴ リーの 分化 ，

ない し は 比 較的長 い 記憶保持 に 必要 な新 しい 符号化 の 方

法 を獲得す る 過程 と し て 記 述 で き る 可能性 が あ る 。以 下 ，

本稿 で 試 み る 幼児期 の 科線効果研究 の 整 理 は ，こ の よ う

な観点 か らの も の で ある 。

2。　幼児に よ る斜線弁別の 方略

（1）　外的基準との 関係 の 符号化

　幼児 に と っ て 記憶に か か わ る斜線弁別 は 困難 で ある と
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い う現象に つ い て は，弁別課題場面に お い て 幼児が使用

す る 符 号化方略を推定す る こ とに よ り具体的 に 考察 を深

め て い くこ と が で き る。こ の よ うな方賂 に 関す る 仮説 と

し て Bryant （1973，1974） に よ リマ
ッ チ ・ミ ス マ ソ チ 符

号 （m ・t・h−mi ・ m ・ t・h ・ ・Xi・ ）仮説，　 Fishe・ （1980 ） に よ り限

定符号 （iestricted 　c ・de ）仮説 が 提唱 され た。い ずれ も幼

児 は線分方位 を刺激布置内の 手 掛 りとの 相対的関係 で も

っ て 符 号化 す る と想定 し て い る 点 で は 共逓 して い る が，

前者で は線分 と手掛 り との 平行関係 ， 後者で は線分 の 傾

斜方向 と手掛 りと の 位置関係 が 処 理 され る と想定 し て い

る 。 す な わ ち，斜線弁別 の 問題が 垂 直
一一水平 な らぬ

“
斜

め
”

で ある こ との 符号化 に あ る か，左 ある い は右 の い ず

れ か に 傾 い て い る か と い う傾斜方向 の 符号化 に あ る と考

え る か の 点 で 異 な る とい えよ う。

（A）マ ッ チ ・ミ ス マ ッ チ 符 号 仮 説

　Bryant は ， 幼児 の 斜線 マ ッ チ ン グ パ フ ォ
ー

マ ン ス が

継時条件で の み垂直
一

水平線分 間 よ り劣 る こ とを以 下 の

よ うに説明す る 。標準刺激 と比 較劇激対 が 同時 に提 示 さ

れ る 同 時条件 で は ， 後者 が 前者 と平行 か 否 か を検 出す る

だ けで 十分で あ る の に 対 し，標 準刺激提 示 終了 後 に 比 較

刺激対 が 提示 され る継 時条件で は ， ま ず刺激布 置内 に あ

る手掛 り線 分 （例 え ば ，刺激 カ
ー

ドや 部屋 の 縁 ） と前者 の 平

行関係 を処 理 して お き，続い て そ の 手掛 り線分 と後者 の

平行関係 を処理 し て各々 の 結果 を照合 し な くて は な ら な

い 。と こ ろ が ，通 常 の 実験場面 で の 視 的 枠組 を構成 す る

手 掛 り線分 は 垂直ま た は水平 で あ る た め，垂
’
e −一

水 平線

分弁別 で は 比 較刺激 の 必 ず
一

方 は手掛 り線分に マ ッ チ ，

他方 は ミ ス マ ッ チ と な る が，斜 線弁別 で は 比較刺激 の い

ず れ も ミス マ
ソ チ とな る た め弁別困難 とな る 。

　 こ の 仮説 が正 しい とす れ ば ，継時 マ ッ チ ン グで も標準

刺激と平行 な 手掛 り線分 が 恒 常的 に提示 され て い る 状況

で は，斜線弁別は容易に な る は ず で あ る。Bryant （196g，

実 験 2 ） は 正 方形 の 左右 2 辺 ，ひ し形 の 上 2 辺 の 一方 を

Coqd正ヒia冂

Starldafd

　 card

Choice

　 catd

　 ACC

一

　く
＿ 」

薗

Icc

唇］

F正G．1　 Two 　types 　o 正 oblique 　discrimjnat玉on 　dis．

　　　play　 with 　thick 　 line　 paraRel （ACC ），　 or

　　　n 。 n −pa・all ・1（ICC ）−t。　standflrd 　 line．（・d・pt。d

　　　fr。 m 　Bryant ，　 1973，1974）
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赤 ， 他方を青に 塗 ）分 け，各 存 の 枠内に刺激提 示 した場

合を比較 し，ひ し形枠組の 条件で の み鏡映斜線弁別 が 促

進 され る こ と を見 い だ した e さ らに Bryant （1973，実験

2 ） で は，試行中，常 に 選択肢 の
一一方 と平行 な 斜線 （赤

色，3 倍の 太 さ） が 提 示 さ れ て い る条件 （ACC ） で は ，選

択肢 の い ずれ と も平 行 で な い 斜線 が 提 示 さ れ て い る条件

（ICC），及 び 手 za　V とな る よ うな 斜線 が全 く提示 さ れ て

い ない 条件 よ り斜線弁別 が 良好で あ る こ とが 示 さ れ た

（FIG．1参 照）。また，こ の 仮説 に 従 う と，通常 の 提示条

件 で は手 掛 りとな る 線分 は 水平 も し くは 垂 直 で し か な い

の で ，どん な斜線 も手掛 り線分に 対 し て は ミ ス マ ッ チ と

な る，そ れ 故，比較刺激対 がい ずれ も斜線 で あ y さえす

れ ば鏡映 で あ ろ う と なか ろ うとそ れ ら の 弁別 は同様 に 困

難 で あ る は ずだ と説明 で き る。実驟，Bryant の 研 究 で

は ，鏡映 で な い 斜線 弁別 も鏡 映 斜線弁別 と同様に 困難 で

あ る こ とが示 され た だ けで な く ， 前述の 適切な手掛 り斜

線 の 提示 効 果 が い ず れ の 斜線弁別 に も等 し く認 め られ た。

　 と こ ろ が，そ の 後 の 研究で は手掛 り線 分 の 提 示 効果 は

認 め られ な か っ た。Fellows＆ Brooks （1973 ） で は 正方

形，ひ し形 の い ずれ の 枠組提示条件 で も鏡 映 斜線弁別 は

困難 で あ り，手 掛 り線分を色 づ け る ・し な い に よ る 影

響 も 見 ら れ な か っ た と い う。Williamson ＆ McKenzie

（1979，弐験 ／と 2）は 刺激 と手掛 り斜線を色分 け し て 円筒

内 に 提 示 し た が，手掛 り線分 が 比 較剰激対 の
一

方 と平行，

い ず れ と も平行 で な い の 2 条件 に お け る 斜線弁別 に 差 は

見 い だ されな か っ た と報告 して い る。

　Fellows ＆ Brooks は 　幼児がマ ッ チ
・ミ ス マ ッ チ の

符号化を 自発的 に 行 うこ とは な い と主 張 し．Bryant の

実験 で は教示 に お い て 視的枠組 に 注 目させ る よ うな何等

か の 示唆 が 行 わ れ た の で は な い か と 推察 して い る。ま た，

も し幼児 が複的枠組 を構成す る 手掛 り線分 との 平行関係

で 刺激線分 の 方位 を符号化 す る の な ら，垂直また は 水平

線 と斜線 の 弁別 は提示 され る 枠組 が 円形 で あれ ば 正 方形

の 場合 よ り困難 に な る は ずだ が，Berman ＆ Cunning ．

ham （1977 ） は全 く逆 の 結呆 を得て い る。し た が っ て，

マ ッ チ ・ミ ス マ ッ チ の 符号化 は線分方位弁別 に 際 し て 幼

児 が 使用 し うる ひ とつ の 方略 に すぎな い とい え る で あろ

う。

（B）限 定符号仮説

　Bryant の 実験 で は，比較 2 斜線 の 傾斜方向は必 ず 異

な っ て い た の で ，い ず れ か ・一方 の 斜線 と平行 な 手掛 り線

分 の 提示効果 が あ っ たと して も， そ れ は幼児が 斜線間の

平行関係を符号化 で き た か ら で は な く，斜線 の 傾斜方向

を符 号化 しや す くな っ た た め か も しれな い 。

　刺激布置が上 下 ，左右 の 各次元 に 関 して 全 く対称的な

環箋は 通常 あ り え な い
。
Thompson （1975）は ， 幼児 ｛i図

形の 垂直も し くは 水平 中心線 か らみ て ，方位弁別 に 関連

す る示 差 的 図形 特徴 （例 えぽ，三 角形 の 頂 角） が，背 景 の

片側 の み に 常 に存在す る 手掛 り特徴 〔例 え ぽ ， 実験室の 窓，

実験 器 具 ） と同 じ 側 に ある か 否 か を符号化す る の で は な

い か と考え た 。 彼 は ，
6 歳児に よ る 上下 反転 ・左 右反転

（鏡映）図形 の 弁別学習 の 相対的難易差が刺激提示 条件 に

よ り異 な る こ とを見 い だ した が．彼 の 仮説に従 っ て左右

反転図形 の 弁別 を説明す る と，比較刺激 が垂 直上下 に対

攝示 された場合 （同 時に 提 示 さ れ た 2 刺 激の うち
“
正 し い

”
方

を 推測す る ）や単独 提 示 さ れ た 場合 （継時 的に 提示 され る各

各 の 刺激に 対 し．て “
正 しい

”
か 否か を 推謝す る）に は，刺 激 の

示差的図形特徴 が 布置内の 左 右位置の 手掛 り と な る特徴

と同 じ 側 に あ る か 否 か を容 易 に検出 で き る が ，水平 左右

に対提示 され る と，一
方 の 図形 と手掛 り特微 との 問 に他

方 の 図形 が 介入す る た め ，検 出 が 困難 とな る故 に弁別が

難 し くな る と い う。

　Fisher（1980 ）の い う限定符号仮説
’
は，上述 の 反転図

形弁別 に 開 す る Th 。mpson の 仮説を もと に斜線弁 別 に

お け る幼児 の 方略を論じた もの の よ うで あ る。幼児は，

線 分 と刺激布置 内 の 近接す る 手 掛 り特徴 との 位置関係 を

符号化す る こ と に よ P線分 の 方位を記憶 す る 。 とこ ろ が，

そ の 符号 は あ る 特定 の 刺激布置内 に おけ る 非常 に 限定 さ

れ た 空間関係 を表 わ す に す ぎず，線分 と手掛 P特 徴 との

位置関係 が 変動す る と弁別 は 困難に な る とい う。 彼女は ，

5 〜6 歳児に よ る 鏡映斜線弁別 学習 が，Thompson が

反転 図 形弁別 で 見 い だ し た の と 同様，単独撻 示 条件 で の

方 が 水平左右 に 対提示 した 条件 よ t）容易 で あ る こ と を確

認 し （実験 1），さ ら に 単独提示条件 で あ っ て も通常 と異

な り提示 カ
ー ド枠内 の 位置 が 試行毎 に 変化 す る 場合 に は

困難とな る こ と を見 い だ した （実験 2 ）．例 え ば，右 上が

CUNsrAliT 　 SifじCESSIYE　5“ CCESSI りE 甲血民IED

日

□

□

□

□

□

呂用 ULT 酎‘Egus

凹

口

FIG．2　 Three 　 types 　 of 　 obllque 　 discrim｛nation

　　　disp！ay ．　In　t｝le 　first　（constant 　 successlve ），

　　　each 　 of 　 lines　 were 　 presen しed 　 successively

　　　in　a 丘xed 　position ，　 in　the 　secQnd （・u   e ・si・ e

　　　varied ），　each 　 of 　hnes　presented　successively

　　　changing 　Posit玉on 　f厂om 　trial　 to　tria1，　 and

　　　the 　last（sir τlultaneous ），　 a 　pai【　of 　lines　pTe−

　　　 sented 　 simultaneously ．（Fisher ，1980）
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橋 本 ・加 藤 ：発達 的 観点 よ りみ た 斜線効果現象

りの 斜線 は提 示 さ れ る 位置 が一定 して お れば，そ の 上部

が常に枠 の
“
中心 を指 して い る

”
あ る い は

“
中心 か ら離

れ た 方 を 指 して い る
”

の い ず れ か と して 同定 で き るが ，

提示位置 が左 右 に変動す れ ば，あ る と き は
‘‘
中心 を 指 し

て い る
”
，あ る とき は

“

離れ た方 を指 して い る
”

と同定さ

れ る の で 再認困難 に な る とい うわ け で あ る 。 （以 上，FIG ．

2 参照 ）

（2 ）　身体基準系 に 依拠 した 籍線弁別

　前述 の い ず れ の 仮説 に お い て も，幼児は線分方位 を視

的 枠組内 の 手 掛 り との 相対的関係 に 基 づ い て 符 号化す る

と仮定 され て い る 。
Bryant （1974） は，こ の よ う な幼児

の 図形方位弁別 の 方略 を，相対的符号化 か ら絶対的符号

化 へとい う認知 発達過程 に み られ る 過渡的性格 を もっ 方

略 と位置 づ けて い る。幼児期 に は，対象 と 同時 に 提示 さ

れ て い る 手 掛 り と の 直接比較 に よ っ て の み方位判断が可

能で あ P ，自 らの 身体基準系 に よ っ て 対象 の 方位 が 垂直 ，

水平 ，斜め の い ず れ か と い っ た 絶対的 な カ テ ゴ リ
ー

化 を

行う こ と は で き な い 。そ れ 故 ，継時的 に 提 示 され た 対象

間 の 比較判断 は ，前述の い ずれ の 仮説 に お い て も主 張 さ

れ て い た よ うに，常 に刺激布置内 に 存在 す る 手掛 り と対

象 との 関係 を検 出 して お き ， そ れ ら検出結果 に 基 づ い て

行 われ る の だ と い う。

　 そ れ で は ，刺激布置内に手 掛 りが な い 状況 で は ，線分

方位弁別 は幼児 に と っ て 困難 で あ る の だ ろ うか 。Fisher

（197g ）に よ る と 3 〜4 歳児 に 円形窓枠か ら刺激を の ぞ か

せ て 単独提 示 条件で 弁別学習課題 を与 え た 揚合 に は ，垂

直
一

水平線 弁別 ， 鏡映斜線弁別 の 難易差 は なか っ た が，

そ の 後 同 じ 被験者 を 用 い て テ
ーブル 上 に水平左右 に対提

示す る手続 で実験 し た と こ ろ，斜線弁別 が よ り困難 で あ

っ た とい う。っ ま ）L ，年少児で あ っ て も自己 身体基準系

に依る斜め の 符号化 が 可能 で あ る の だ が，刺激布置内 に

込 み 入 っ た空間関係情報 が もち こ ま れ た状況 で は 混乱 し

て し ま うの で あ る。

　 次 に ，幼児 の 斜線弁別パ フ ォ
．一

マ ン ス に影響 を及 ぼ す

刺激布置内 の 空間情報の 性質に つ い て 考察 し て お こ う。

Fisher＆ Helncke （1982 ） に よ る と弁 別 学習課 題 （円筒

内に 線分の み を 提 示 ）に お い て 水平左 右対提示条件で の パ

フ ォ ーマ ン ス が単独 提 示条件 よ り劣 る の は 傾斜方向 の み

が異 な る斜線 ，っ ま り鏡映 斜線弁別 の み で あ り，傾斜角

度 の み が異 な る斜線弁別 で は 両条件と もに パ フ tr マ ン

ス が 良好で あ っ た と い う。ま た，Fisher（ユ982） は，対

提示条件 で の 弁別学習 に 2 線分 の 配置効果 を見 い だ した。

通 常 2 斜線 は 垂 直軸 に 関 し て 対 称 的 に （鏡映像を 成す よ

う）配置され る が ，非対 称的 に 配置す る と垂 直一水平線

弁別 と同程度 に ま で 容易に な っ た と報告 し て い る 。 し か
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　　　　］ique　 line　 discrimination　 display　 in　 sym −

　　　　metrical 　 and 　asymmetricac 　1　 alignmen しs ，

　　　　（Fisher，1982）

も傾斜枠組 で 刺激対を囲ん で 対称 軸を強調すれ ば ，垂直

一水平線弁別 で も 対称的 配 置 で は斜線弁別 と同程度 に 困

難 で あ っ た と い う （FrG ．3参照 ）。以上 の 実験結果を 参照

す る限 り，身体基準系 ある い は視的枠組 で も っ て 規定さ

れ る 垂 直中心線 の 両側 に ま た が っ て弁別すべ き 2 刺激が

提示 され る と き ， 斜線弁別 に 有効 に作 用 す る 空間情報が

提供 され る と い え る で あ ろ う。

（3）　斜線 の 再生

　斜 め の 記憶表象 に つ い て 論 じる に は，弁別課題 よ りむ

し ろ 再 生 課題 を取 り上げ る 方が適切で ある よ うに思 わ れ

る 。
Olson （1970） は，斜線 配列 モ デ ル （rr ト リ ク ス 状に 並

ん だ 丸 を い くつ か 塗 りつ ぶ す こ とに よ っ て 料線を 示 す）をバ ル

ブ ボ ー ド上 （モ デ ル に 対 応す る バ ル ブ を押 した 時だ け点灯す

る） に 再 生する （バ ル ブ を斜め に 正 し く押 して行 く）こ と が

で きな か っ た 3 〜5 歳児 に対 し 2 とお りの 教示訓練 を行

っ た。一
方 の 群 で は モ デ ル を よ くみ て 点 灯 す る バ ル ブ に

対応す る 丸 は ど れ か指示 させ た後 ，ボード上 の 点灯す る

バ ル ブだ け を正 確 に す べ て 押 すま で 繰 り返 す （試行錯 誤

強 化群 ）， 他方 で は実験者 が 斜 め とは ど ん な も の か を示 し，

ど の よ うに すれば紙 の 上 で購成で き る か を正 方形 の 特性

を利用 し な が ら説明 〔例 え ば，「こ っ ち の 角 を 出て 間 を 横切 っ

て も うひ とつ の 角 まで ま っ す ぐ行 くん だ よ 。」） を加 え る （構造

化学 習群 ）手 続を と っ た。そ の 結果，訓練直後 の 転 移課

題 （傾斜方 向が反 対 の 斜線 の 再生） に お い て ，構造化 学習群

の 大半の 幼児が 成功 した の に 比 し，試行錯誤強化群 で は

ほ と ん ど が 失敗 し た と V・ う。ま た，Goldstein＆ Wick −

lund （1g73） は ，
モ デ ル どお り斜 め 配列 をチ ェ ッ カ ー ポ

ー ド上 に 再 生す る 課題 で は，実験者 が 単 に モ デ ル を構成

す る の で は なく，チ ェ ッ カーを置 く位 置 の 選択 を明示 し

な が ら構成 す る の を観察 させ て も効果 は な か っ た と報告

して い る。こ の よ うに ，再生課題 に つ い て は特定 の 反応

（バ ル ブ を押す，ある い は チ ＝ッ カ ーを 置 く） に 関 す る 学習 が

効果 を も た な い こ とが明 らか に され て お り，子 ど もが も

つ 斜 め の 表象 を評 定 す る に は 優 れ た 課 題 で あ る とい え よ
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う、

　 し か し，チ ェ ッ カ
ー

を使 っ て の 再 生 課題 で は そ れ ら と

モ デ ル と な る線全体 と の 関係 を知覚的 に 分析 し，部分か

ら全体 の 形態 を再 生 す る とい う余分 な 認 知負荷を 必 要 と

して い る．そ こ で斜め の 記億表象に っ い て よ り厳密 に 論

じ る に は，モ デ ル と同 じ 方位 に ひ とつ の 棒 を 置 く課題 や

モ デル と同 じ方位 の 線 を描 く課題 に お け る幼児 の パ フ ォ

ー
マ ン ス を検討す る 方が よ り適切 だ と考 え られ る。

　 Mandler ＆ Stein （1977，実験 2 ） に よ る と ，
5 〜6 歳

児に と っ て こ の タ イ プ の 課題 は継時 マ ソ チ ン グ課題 よ り

容易 で ある とい う。そ れ は お そ ら く前述 の ご と く，通常

の マ y チ ン グ課題 で は 刺激提示布置内 の 空間関係情報か

らの 干渉があ る か らで あろ う。彼 ら は，少 な く と も 5 歳

に は斜め の 正 し い 認憶表象 が 形成 され て い る と結論し て

い る が ，比較的単純 と思 わ れ る こ の よ うな課 題 に お い て

も視的枠組 の 効果 が観察 さ れ て い る。モ デ ル の 提示，再

生 を長 方形 テ
ープ ル 上 の 正 方形 カ ードで 行 わ せ た場合 で

は斜線 の 再 生 は 垂直 ・水平線に 比 して 困難 で ある が ，円

形 テ
ーブ ル 上 の 円 形 カー ドで 行 わ せ た 揚合 で は 水平線 の

再 生 も斜線 と同程度 に 困難 で あ っ た と い う （Berman ，
Cunningham ＆ Harkulich，1974 ；Berman ，1976）。っ ま り，

斜線効果 は 枠組 の 形態 に 依存す る の で あ る 。

　 こ こ で狂 目 して おきた い の は ， 枠組の 形態 に よ っ て斜

線 再生の 誤 リパ タ ン に違 い が あ る点で あ る 。前 述 の 3 研

究 の 結 果 を 総合 す る と，円形 の 揚合に は 誤 りに
一

定 した

傾向が 見 られ ない の に 対 し．正 方 形枠あ る い は 周囲 に 手

掛 りがあ る場合 で は モ デ ル と反 対方向 に 傾斜 す る よ う再

生 す る 率 が 非常 に 高い
。 す な わ ち，刺激布置内 の 何等 か

の 特徴 に よ り左右 の 傾斜方向 に関す る情報が 干渉 を受 け

る わ けで あ る 。Berman ら の 実 験 で は 記銘 ，再 生 が 同 じ

視的枠組内で 行 わ れ た た め，干渉が い ずれ の 過程 で 生 じ

る の か は 不明 で あ る。しか し，少 な くとも幼児 は ，ど の

よ うな 刺激布置 で あ っ て も斜線 を垂直線 や 水平線 とは 異

な る もの と して 認知 し て い る と考 え られ る。

3，　 総 括 討 論

　Olson は ，空間認知 の 発達 を対象 の もっ 諸特性 と そ れ

らの 関係 の 知覚表象 の 精緻 化 ，及 び知覚表象 の うち に隠

され て い る 空 間情報 を意識化 して い くこ とだ と主張 して

い る （OlsDn，1970；Olson ＆ Bialystok ，1982）。彼 に よ る と

人 類 の 文 化的発 明 （言語 ，科 学，芸 術な ど） は，子 ど も に

こ の 意識化 の 契機 を与 え，発達 を促す もの だ と い う。例

え ば斜め に 関 し て 言 え ば，対 角線 の 概念や遠近 画 法 の 修

得 は，我 々 の
“
斜 め

n

とい う心 的表象を よ り明 確な もの

に す る の に 役立 っ て い る の で は ない か と推察 さ れ る 。 （第

一の 側 面）

　 他方，心 的表象 の 操作技能 の 熟達と い う側面 も見逃せ

な い。例 え ば，将棋 や チ ェ ス で 駒 の 位置 を表現す る ，あ

る い は グ ラ フ 用紙 に座標軸 を設定 し て 点 を プ ロ ッ ト して

い く場合，明 らか に あ る種 の 心 的操作 が 必要 と され て い

る 。 即 ち，各 次元 に お け る符号 を 互 い に 独 立 し た概念的

要素と して 扱 い ，それ らを等価に あ る い は あ る 重 み を つ

け て 結合 させ ね ば な らな い 。（第 二 の 測 面 ）こ こ で は まず，

第 1 の 側面 を方位の 表象 の 階層性 の 観点 に お い て考察す

る こ と か ら始 め よ う。

（1＞　方位表 象の 階層における
“
斜め

”

　 方位表象 の 階層性 に 関す る 図示 の 試 み が，Olson （1970）

及 び Braine （1978 ） に 見 られ る 。
い ずれ も，互 い に 弁別

容易な方位 か ら弁別 困難な方位 へ と階層を重 ね て い く よ

う図示 され て い る。こ れ らの 記述 に お い て は上方向
・
下

方向，右方向 ・左方向とい っ た 方向性を も考慮 され て い

る が，既述 の ご と く斜線効果 に 関す る 研究 で は通 常，垂

直，水平 との 比 較 の み が 周題 と され て き た 。 乳児研 究で

明 らか に され た よ うに，斜め は 生後早 い 時期 で 既 に 垂 直，
水乎 と同列 に 扱 わ れ 得 る別 の カ テ ゴ リ

ー
を形成 して い る

と考 え られ る 。そ して T 幼児期 に お け る舞め方位表象 の

発達 の 問題 は 斜 め カ テ ゴ リ
ー

内 の 分化 の し か た に あ る と

考 え られ る 。そ こ で 以 下 ， 幼児 に よ る 斜線弁 別 の 困難 さ

の 要因 に っ い て の こ れ ま で の 議 論の 展開を整理 し た 上 で，

独 自の 方位表象 の 階層モ デ ル 提示 を試 み る。

　Corballis ＆ BeaLe （1976 ）は ，記噫課題 に お い て 鎧映

斜線弁別 が 幼児に と っ て 困難 で あ る 問題 を鏡映像 混同 に

帰着させ た。っ ま り幼児 の 生理 学的成 熟段階 に お い て は ，

利き手 が 明確 で な い こ と か ら も推察 され る よ うに ，神経

系 が内的非対称 （大脳半 璞の 左 右機 能分化 な ど） を生 じ る ま

で に は 発達 し て お ら ず，そ の た め に鏡映像混同が 生 じる

こ とが 原 因 に な っ て い る と推論 した 。と こ ろ が，継時 マ

ッ チ ン グ課題 に お ける斜線間混同 は 鏡映 関係 に な く と も

生 じ る と い う実験結 果 （Bryant ，1969
，
1973 な ど） か ら ，

問題 は鏡映像混同 で な く斜 め で あ る こ との 符号化 に あ る

と指摘 され て きた。

　そ の 後，傾斜方向，傾斜角度を組織的 に 操作 し て 弁別

の 正 確 さ を比較 し た研 究 が行わ れ ，斜 あ は 角度 と方 向 と

い う2 要素に 分解され て 議 論 さ れ る こ とに な っ た 。Wil．
li・ m ・。 n ＆ MeK ・n ・1・ （1979 ） は，角嵐 方向 の い ず れ

が幼児の 斜線弁別 に よ ）＋ 大 き く影響 して い る か を評定す

る た め ，傾 斜方向 は 同 じで あ る が 角度 は異な る 対，角度

は 同 じで あ る が方向 が 異な る 対 （鏡 映斜線 対 ），方 向 ・角

度 の い ずれ も異 な る 竝 の 弁 別 パ フ tr マ ン ス を比較 した 。

彼 らは 自ら得 た 結果 と以前 の 研究結果 と を対照 させ て い
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TABLE 　l　 The 　effects 　of　degree　 ar1｛I　direct三〇 n 　 of 　slope 　discrimination　 between　 oblique 　 lines，

　　　 　（adapted 　 from　 Williamson ＆ McKenzie，1979　 TABLE　5）

（）Dmbinatioi コ of 　oblique 　］ines

　 　 　 　 　 DiTectien
　 　 　 　 　 Degree

Research　 Age

Same 　 　 D 三妊erent 　Different
Different　 Same 　 　 DifferentPresentatiQn

　 　 ofalternatives

Successive 　 maching

　　 Bryant （1969）Exp ．2

　　　 　　　　 5yτ ．

　 　 Bryant （1973）Exp ．1

　　　 　　　　 4， 5， 6yr．1〕

Corballls　＆ Zal滋 （1977）
4− 6y1、

　 　 　 　 　 　 　 5yr．
Discrimination　learning

Mean 　percentage 　of 　 errors

4⊂1．7

42．25

47，14‘

　　　　42．S6
XVilliamson ＆ McKenzie （1979）Exp ．2 ＆ 4

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 43．38　　　　　47．5

Fjsher ＆ Helncke （1982）
Exp ．1　3− 4yr．

Exp ，2　3− 4yr．2 ）

44，7

41，25

sirlultaneous

sim 口1ヒ臼 口 eOUS

26 ．43 牟

　 simultaneOus

43．38simultaneOUS
Mean 　trials　to　learn（Percentage　 of 　 failures）

32，00’

（40．63）
　 9．13拿

（　 0）

26，06零

（28．13）
25．46

（　 60）

succes5Lve

simultaneOUS

・

D
の

between　two 　 numberg ．　 in　the　 same 　 row 　indicates　 a　significant 　differece　 at　pく．OZs　 or 　greater．
average 　pelcentages 　among 　three 　age 　groupes 　calcula 亡ed 　by　authors ．
subjects 　 succeeded 　in　1）oth 　tasks 　in　Exp．1，

る が，TABLE 　1 は彼 らがf乍成 した表に 基 づ い て よ り多 く

の 実 験結果を ま と め た もの で あ る 。 た だ し，各実験結果

か ら推論さ れ た 錯 め の 符号化 の 困難さ の 要因 は，傾斜角

度 と方向 の 絹互作用 （C。 rba ｝lis＆ Zalik，1977），斜 め で あ

る こ と （Will・ams 。 n ＆ McKenzie
，
1979

， 実験 2 と 4 ），選択

肢 を並列提示 した場合 に 限 り傾斜方向 （Fishe τ ＆ Heincke ，

19S2 ），とま ち ま ち で あ っ た。以上 の よ う に議論 の 焦点

は ， 傾斜方向 も し く は傾斜角度の い ずれ の 基準 で も っ て

斜め 内部の カ テ ゴ リ
ー
化 が進iむ の か に あ っ た。こ の こ と

を 踏 ま え た 上 で 方位表象 の 階層 モ デ ル を描 い た も の が

FIG・4 で あ る。まず ， 斜め は 垂 直 ， 水平以外 の 方位 と し

て 認知 され ，斜 め ど う しは 左右 の 傾斜方向 もし く は勾配

の 大 小 で も っ て 弁別 され る 。 尚，図中 の 言語 ラ ベ ル は分

化 の し か た を よ り明確 に す る た め の もの で あ っ て ，決 し

て 表象 の 分化 が ラ ベ ル の 成 立 に 依存 し て 生 じ る こ と を示

唆す る わ け で は な い 。

　 と こ ろ で ，幼児に よ る斜線弁別 の 方略 と して提唱され

て き た の は，こ の カ テ ゴ リ
ー

の 分化 基準で あ る と い え な

い だ ろ うか。マ ソ チ ・ミ ス マ ッ チ 符号仮説 に お い て は傾

斜角度 の 符号イ匕，限定符号仮 説 に お い て は傾斜方向 の 符

号化 が斜線弁別 に 有効 に 作用す る と考 え ら れ て い る よ う

に思 わ れ る。し か し な が ら，TABLE 　1を概観 した とこ ろ

で は ，幼児は斜線 の うち に幾 っ か の 種類が あ る こ とに気

づ い て い る の だ ろ うが ，そ れ ら の 違 い を傾斜方向，角度

の い ずれ に 基 づ い て 符号化す る か に つ い て は確定的 で な

い 。お そ ら く，刺激布置全 体が もた らす 空間情報，刺激

提示 の 文脈 な ど に よ っ て 幼児 の 符号化 方略 は変動す る の

で あろ う。FIG．4 に お い て ，斜線の 表 象分化 が 実線 に よ

っ て 示 され て い な い の は そ の た め で あ る。上 述 の 点 を よ

り明確に す る た め の今後の ユっ の研究方向 と し て ，種々

の 提 示 状況 に お け る 学習 訓練結果 の 分析 （例 え ば ，Jeffrey，

1966）を期待 した い
。
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（2）　心的表象の 操作技能の 問題

　次 に，心的表象 の 操作技能の 熟達 と い う空間認知発達

の 第 2 の 側面 に つ い て 考察 しよ う。 こ れ ま で 本稿 で 取 り

上 げて きた斜線弁別 ，再生 に 関す る従来 の 研究 は ， 専ら

幼児の 斜 め の 符号化形式 を 榛求 す る も の で あ っ た。しか

し，近 年 ， 斜線効果を表象の 操作の 観点か ら説明 し よ う

とい う試 み が 散見 され る よ うに な っ た。01son ＆ Bialy，

stok （1983 ） は 刺激 の 同
一

性判断が 正確 に 行 わ れ，る た め

に は ，2 分法的 填 偽指標
”

（binary］・gical　”truth　 index”）

形式 の 符 号の 結合 が 必 要 で あ る と主張 す る。例え ば，2

本 の 45
＝
斜め線分 を ひ と つ の 大 きな 正 方形 の 枠内 に提示

し た揚合，そ れ らの 提示位置及び傾 斜方向 の 各 々 を枠の

同 じ対 角線上 に あ る か 否 か に よ っ て 符 号 化 す る。そ して ，

2 っ の 符号 の 真偽が一致 して い る な ら 2 斜線 は 同 じ，一

致 し て い な け れ ば異 な る と反 応す れ ば常 に 正 答 に 導 か れ

る と い う．し か し，幼児 に と っ て は こ う し た 符合化 は 可

能 で あ っ て も，符合 を結合 さ せ て 2 重論理 に従 っ て反応

を 決定 す る操作は 困 難で あ る の で は な い か と推 測 され て

い る 。

　 Olson た ち の 考 え とは 少 し異 な る が ，　 FTye ，　 Clai’k，

Watt ＆ Watkins （1985）も論 理 的操作 の 発 達 と い う観

点か ら斜線効果 を 説明 し よ うと して い る。彼らは，幼児

に と っ て 斜め の 再生が困難で あ る の は，上 下 ・左右の 2

っ の 次元 に 関す る 情報 を協応 させ な くて は な ら な い こ と

に よ る と考 え，手 元 の ボ タ ン 入力 に よ っ て コ ン ピ ュ
ータ

・デ ィ z プ u イ 上 に 斜線 を 描 く課 題 を考案 した。通 常 の

デ ィ ス プ レ イ ・入 力装置条件 で斜線 を描くに は，上下方

向及 び 左 右方向 の ボ タ ン を 押 して か ら確定 させ る 手続 を

と らなければな らない が，デ ィ ス プ レ イ ・入力装置 を 45°

回転 させ た 条件 で は，斜 め は ひ とつ の ボ タ ン 操作 で 描 け

る こ と に な る。そ の 結果，通 常装置 条件で は 垂直 ・永平

線 よ り斜線 の 方が困 難で あ っ た の に 対 し ， 回転装置条件

で は そ の 難易が 逆転 （5歳児 ），あ る い は難易差が な か っ

た （8 歳児 ） と報告 して い る 。 こ の 研究 で は ボ タ ン 操作

を表象 の 操作 に対応 づ け て い る が ，今後，斜 め を扱 っ た

種 々 の 課題 に っ い て 表象 の 操作性 の 問題を詳 し く検討 し

な くて は な ら な い で あ ろ う。

　以 上 ，2 っ の 側面 を個別 に 取 り上 げて 論 じ た が，こ れ

らが錯綜 し た形 で 発達 が 進行 して い くもの と想定 され る ．

元来 ，
C’
斜 め

”
は 目常場面 に お い て は 問題 に され る こ と

は 少 な く，そ の 心 的 表象 は 自然 発 生的 に 獲得 され て い く

もの で は な い 。それ故 ，傾斜方向，角度 の い ずれ をも っ

て 弁別 が 行 わ れやす い か は確定 せ ず，課題解決 の た め に

は 状況に応じ た符号化 の 方略，あ る い は 構成要素符号 の

操作 が 必要 と され る の で は な か ろ うか 。

　斜め の 心 的表象が もっ こ の よ うな特性 は，現在 の と こ

ろ 十 分 に 明 ら か に され て い る とは い い が た い 。既述 の ご

と く， 従来の 幼児 を対象 とし た研究 は 斜線 の 弁別 や再生

の 難易度 の 測定 に 集中 して 行 わ れ て き た。つ ま り，斜 め

とい うカ テ ゴ リ
ーが ，例 えば 左 斜 め，右斜 め とい っ た下

位項 目 に分化 して い る 程度 が 問題 とされ て きた、し か し

なが ら，Bornstein　Qg84＞ に 従 う と，幼児期 に は 諸対象

か ら複数 の 次元 を超 え て 共 通 し た特性 を抽出する 機能，

す な わ ち，概念 的 に 等価 な カ テ ゴ リ
ー

化 （c・ nceptua ！equl ・

valence 　 categori ・atlen ） が 発達す る。そ れ は 斜 め の 概念 に

っ い て 言 え ば，傾斜方向．角度 とい う 2 つ の 次元 に お け

る符号 が 異 な る い くっ か の 斜線 が，斜 め で あ る こ とで も

っ て 1 っ に ま とめ られ る こ とを意味す る 。例 え ば，線 が

どれ くらい 傾 い て い る か に 関係な く左 に傾 い て い る こ と，

あ る い は左 右 ど ち ら に傾 い て い よ うと傾 きが 小 さ い こ と

に 意味 が あ る 状況 が あ る だ ろ う。 また，と もか く傾 い て

い る，斜 め で あ る こ とが 決定要因 で あ る揚合 もあ る か も

しれ な い 。こ の よ うな時 ， 各々 の 次元 で 異な る
“
斜 め

”

に 対 し，異 な っ た 反応 を行 うこ と は 環境 へ の 適応 とい う

観点 か ら言 っ て効率的で あ る と は 言 え な い だ ろ う。今 後

の 研究 に お い て は ，カ テ ゴ リ
ー

が下位項 目へ分化 し て い

く と同時 に ， 分化 し た カ テ ゴ リ
ー

下 位項 目が容易 に統合

さ れ うる と い っ た 性質，つ ま り分化，続合 の 融 通 が き く

とい う意味 で の 概念 の 可塑性 （Strauss＆ LcWIn，19Sl） に

着日 すべ き で あ ろ う。
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