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　言語 レ ス ポ ン デ ン ト条件づ け の 標準的な手続 き で

は、単語 を US、無意味綴 り を CS と し、単語 に よ り

誘発され る正 また は負 の 評価的な反応 が
、 それ と 近接

して 提 示 され る無意味綴 りに お い て も誘発 され るか

を調 べ る。 こ の 条件 づ け の 最初 の 研 究 は Staats ＆

Staats（1957）に よ っ て 報告され た 。大学生を対象 と し

た彼 らの 研究で は 、 正 、 中立 、 負 の 評価的な反 応 を誘

発す る合計 108 個 の 単語 と 6 種類 の 無意味綴 りが 1

っ ず っ 対提示 され た。そ の 終了後に 、各無意味綴 りに

対 し て 、どの 程度 の 評価 的な反応が 生 じ る か を調 べ る

た め に、セ マ ン テ ィ ッ ク ・デ ィ フ ァ レ ン シ ャ ル （SD ）

尺 度を用い て 良い か ら悪 い ま で の 7 段 階で 評定 させ

た。そ の 結果 、beautyや win などの 正 の 評価反 応を誘

発す る単語 と対提示 され た 無意味綴 り （YOF ）の 評価

点 と thiefや sad な どの 負 の 評価反応 を誘発す る単語

と対提 示 された無意味綴 り （XEH ）の 評価点 との 間に

統計的な有意差が見出 され 、 これ に より言語 レ ス ポ ン

デン ト条件づ け の 成立が確認 され た。

　本研 究で は、Staats＆ Staats（1957）と 同 様 の 手続 き

を用 い て 、 言 語 レ ス ポ ン デ ン ト条件 づ け の 効果 が 再現

で き るか 、さら に、条件づ けが 成立 した 場合、そ れ が

仮想 の 清涼飲料水 の 選好 へ 転移す るか を調 べ る こ と

を目的 と した 。 なお 、言語 レ ス ポ ン デ ン ト条件 づ け に

お い て 、単語 に よ り誘発 され る 正負 の 評価的な反応 は

生得性 で はな く学習性 の レ ス ポ ン デ ン ト行動で ある

こ とか ら、以 下 で は 単語を CSI と、また そ れ と対提

示 され た 無意 味綴 り を CS2 と位置づ け る こ とにする。

【方法 】〔参加 者〕集団実験場 面 にお い て大学生 95

名 （平均年齢 】9 歳）が参加 し た 。 こ の うち 、 実験の

目的や 刺激 間 の 随伴 関係 に気 づ い て い た と判 断 され

測定する た め の 記 録用紙を用意 した 。前者で は、良い

か ら悪 い ま で の 7段 階尺 度 が 、後者で は 、紙 コ ッ プ に

各無意味綴 りが プ リン トされた絵が
、 使用 され た 。

〔手続き〕 1 セ ッ シ ョ ン は 54試行 よ り構成 され 、 1

試行に っ き 1 個 の 無意 味綴 り （CS2 ＞ と 1 個 の 単語

（CSI ）が対提示 され た 。各試行にお い て 、まず無意

味綴 りが ス ク リ
ー

ン 上 に 2 秒間提示 され た 。 そ の 提示

終了直後に、実験者 の 口頭によ り、単語が 1秒以 内に

提示 された、試 行間間隔は 2 秒で あ っ た。単語が提示

された直後 に、同 じ単語 を声に 出 し て 1 度だ け繰 り返

すこ と が 、参加者に 要求され た。条件づ け終了後 に、

記録用紙 を用 い て 、 各無意 味綴 り に対す る条件づ け の

程度と 選好 へ の 転移を測定 し た。後者で は、3 っ の 清

涼飲料水 に対 して 、最初に飲みた い もの か ら順 に ユ、

2 、3 の 順位 をっ ける こ とが 求 め られ た 。 そ の 他 の 詳

細は Staats＆ Staats（1957）の 手続き に準 じた 。

【結 果 と考 察 】

各 参加 者 の 7 毅

階 尺 度 の 評 定 結

果に対 して、最 も

良 い か ら最 も悪

い ま で の イ メ
ー

ジ の 各段 階 に、順

に 7 点 か ら 1 点

を与えた。図 1 は、

各無 意 味綴 り に
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図1　昏懸意味纏り に 対するOア段蘭尺 度の 平 均髀駈点〔”！＃T〕

対す る 評価点 の 平均を示 し た もの で あ る 。 分散分析 と

多重比較の結果よ り、平均値 は RJG 、　 ZDL 、　 QHX の

順に有意に 大 き くな り 、 言語 レ ス ポ ン デ ン ト条件づ け

の 成立 が 確認 され た。さらに、個人 レ ベ ル で条件 づ け

た 8 名を除く 87 名 を 以下 の データ分析 の 対象 と し た。の効果が み られ た 26 名を 対象に 、清涼飲料水 の 選妊

〔材料〕条件づ け の 単語 （CS1）と し て Staats＆ Staats 順位を符号化順位検定 で 分析 した結果 、
正 に条件づ け

（1957） で使用 され た lo8 個の 単語 の うち 54 個 の 単　られ た無意味綴 り （QHx ） の 清涼飲料水が最 も好ま

語 を 日本語 に 訳 し たもの を使用 した。54 個の 単語は 、 れ、負に条件づ け られ た無意味綴 り （RJG）の それ が

正 、 中立 、負 の 3 種類 の 評 価的な反 応を誘発する 18　最も好まれ ない こ とが 示 され た。同種 の 無意味綴 りと

個ず っ の 単語 で 構成 され た。また、こ れ らの 正 、中立、

負の 単語 と対提示 され る無意味綴 り （CS2） として 、

QHX 、　 ZDL 、　 RJG を用 い た。無意味綴 りは視覚刺激

と し て ス ク リ
ー

ン 上 に、単語 は聴覚刺激 と し て 実験者

の 口頭に より提 示 された 。 さらに、各無意味綴 りに対

する条件づけ の 程度 と清涼飲料水の 選 好 へ の 転移を

単語 を用 い た Bames −Holmes　et　al．（2000）は、条件性

弁別課題 と機能 的等価性 の テ ス トを行い
、 正 または負

の オ ペ ラ ン ト条件づ け の 結果 が、実在する清涼飲料水

に対する 選 好に転移する こ と を報告し て い る。本実験

の 結果 は、 レ ス ポ ン デ ン ト条件 づ けを用 い た揚合 も 、

選好転移の現象がみ られ る 可能性を示唆 し た。
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