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0．は じめ に

　 本小論では 、まず乳児 の行動指標を用 い た知覚認知

の 研究法に つ い て 述べ る。また、そ の方法 論 を用 いて

実際に乳児の知覚認知を調 べ る際に注意すべ き点に つ

いても 説明す る。な お、本小論で は、主 に視覚刺激を

用いた研究のみを念頭におい て お り、聴覚を含めた他

の感覚 モダリテ ィ の 研究 に つ い ては他の 文献 を参照 し

て い ただき たい 。

1．選好注視法

　 大人を対象と して 色知覚を調べ る場合は、言語を用

い た や り と り が主たる 方法とな る 。しか し、赤ち ゃ ん

の知覚 認知 を調 べ る ことは、言 葉が通 じな い相手 を対

象にするこ と で あるか ら、なん らかの 工 夫が 必要とな

る。当然で ある が、乳児は言語が使えない ため、言語

を 用い て 「何色 にみ え て いる か」な どの 内観をたず ね

る こ とはできな い 。 と同時に、こち らの ほ うがより深

刻で あ るが、言 語教示 がきか ないた め こ ち らの意 図 し

た心理学課題を遂行 して もらうこ とが簡単で はない 。

そ こ で、乳 児 の 知 覚認 知 に 関 す るあ る性 質 を利用 し、

行 動 を 観察 す る こ とで 乳児 の 知覚 を調 べ る こと にな

る 。 その 性質とは 、 乳児は自らの 興味に基づ き、あ る

対象 を別 の対 象 よ りも長 く見 る、と い う 「注 視」に関

するもので ある。

　 最もよ く知 られた方法は、「選好注視法」と呼ばれる

方法 で 、60 年代 にア メ リカの発達 心理学 者、Robert

Fantz に よ り 報 告 さ れ た （Fantz ，1958 ； 1961 ；

1963 ； 1964 ）。Fa ［tzは 、新生児 や生後数 ヶ 月の 乳

児が 、そ の 発達月齢に 応 じ て 、適切な視寃パターン を

選好す る こ とを見 出し た の で あ る 。Fantz は 、新生児

が図 1の よ うなパ ターン を好ん で 注視する こ と を報告

した 。 そ こで は、顔に似た もの、一様で はな く縞な ど

のパ ター
ン の あ る もの 、大き い も の 、数が多い も の 、

頂点が多い もの、輪郭の は っ き りした もの、な どな ど

のパタ
ー

ン を、乳児がよ り好ん で 注視する こ とが報告
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図 1　 乳児が選好するさまざまな図形
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されて い る 。 こ の 選好注視行動を手がか りに、彼は乳

児 の視 覚 弁 別 を調 べ る こ と がで き る と考え た の で あ

る 。そ の 論理は以下の とお りで ある。

　例え ば乳児に、（1）顔の ようなパタ
ー

ン と （2）同 じ

ようなパ
ー

ツ で 構成され て はいるが 、顔の配置とな っ

て い ない ようなパ ターン を用意 し、この 2 つ の 図形を

乳児 の 目の前 に呈 示 する。す ると、乳児は顔の よ うな

パター
ンを好んで 注視する ことが知 られて い るの で、

（1）の顔パタ
ー

ン へ の よ り長い注視時間が観察され る。

こ の とき、少なくとも乳児は、この （1）と （2）の図形

を 区別 し て い た と い う こ と は 明 ら か であろ う 。 と い う

のも 、も し区別でぎ ていな ければ、一
方を 他方よ りも

長く見る と い う選好その も の が成立 しない か らだ 。 も

ち ろ ん、選好がな い こ と は必ず しも区別で きな い こ と

を意 味 して いない 。 区別 はできるの だ けれ ど、好 き で

も 嫌いで も な い視 覚 パ タ
ー

ン とい うもの も 存在す る

だ ろ う。しか し、選 好 には、必ず 区別 で ぎる こ とが前

提とな る。したが っ て 、2つ の刺激 を呈示するこ と で

赤ち ゃ んが 何と何を区別 して い る か を知る こ と が で き

る 。

　 注意す べ き は 、こ の 選好が 月齢 によ り発 達 的 に変

化 する こ と で あ る 。 例え ば 、顔 の よ うな 図 形 に して

も、新生児であ れ ば目と 口だけで構成 され た単 純 な模

式 図形な どを好ん で 注視す るが、5 ヶ 月、8 ヶ 月 とよ

り月齢の進ん だ乳児では、もう少 し複雑 な顔パタ
ー

ン

の ほうをよ り好ん で 注視するよ うになる 。こ う した月
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図2　4週 か ら 20 週 の 乳児 の 選好を調べ た刺激セ ッ ト。

　 　 左上 と右下の 図形を左右の 対象な位置に呈示 し、左上の 夕
一

ゲ ッ トへ の 注視時間の 割合を測定 し た。

齢 に よ る 好み の 変化 を示 し た も の が、上記 の 図 2 で あ

る （Fantz ＆ Yeh ，1979 ）。 左側の A か ら Lまでの 図

形は、それぞれ が対で 呈示され た図形の 「組」で あ D 、

各組にお い て は、左上のもの と右下もの が左右に配置

され、同時 に乳 児 に対 して呈示 された もので ある。対

応する A から L までの グラ フ は、縦軸が各組の 左上の

図形に 対する注視時間の 割合を示 し、横軸が週齢を示

して い る。

　 こ れ ら 図 に よ れば、あ る パ タ
ーン があ る時期 に好 ま

れ たか らとい っ て、ず っ とその パタ
ー

ン を好んでみ る

わけで は ない こ とが わかる 。 例えば、A の よ うに、大

きな 二 重 円と小さな 二 重円 を対で呈 示 した場合、生 後

4週 か ら7週 ころ ま で は、大 きな パ タ
ー

ン へ の 強 い選

好がみられるが、 15 週 こ ろ にはその選好が消失 して

い る こ とがわ か る。あ る い は、 H の よ う に、生 後直

後で は整 っ たほ うに選好がみ られる にもか かわ らず、

11週 齢頃 にその 選 好が 逆転 し、乱 雑 な パタ
ー

ンが好

まれ るよ うになる場合 もある。さ らには、G、 1、 K 、

L など の よ うに、9週か ら 11 週齢頃に選好が生 じるよ

うな刺激パ タ
ー

ン も あ る 。

　 こ う した選好の 変化の背 後 には、初期 的な視覚能 力

の 発達や 、 よ り中枢的な立 体視などがかかわ っ て い る

も の と 思 わ れ る が 、い ず れ に せ よ 、選 好注視 法 を 用 い

て 2つ の 刺激の 弁別を調 べ る 場合 、 どの 週齢 ・
月齢の

乳 児が、ど の よ うな パ タ
ーン を選好 す る の か を 、あ ら

か じめ知 っ て おくことが重要 とな る。

2．強制 選択選好注視法

　 こ の 選 好注 視 と い う乳児 の 性 質 を、よ り洗練 され

た形式 で扱 えるよ う方法論 を整理 した ものが 、強 制選

択選好注視法 （forced−choice 　preferentiai　 iooking

method ）で あ る （Teller，「979 ）。 現在、多 くの 乳幼

児 の行動 実験の 研究論文で は、例え 明示 されで いな く

とも、この 方法論が用 い られて い る 。

　 TeRer は一連の文献を通 じて、選好注視という道具

をよ り客観的 に用 いる方法を考察 した。例え ば左 右に

刺激を呈示 したとして 、 選好注視法で は
一般に乳児が

右と左 の どち らを注 視 して いる かを 、な ん らかの客観

的な手続き で 決定す る必要が出て くる 。 この場合 、 乳

児 の 顔 の 向き、眼球 の位置 、体の 向 き、な どの様々 な

要因が、乳児 の注視する方向を決定する際の手がか り

となる 。 例えば動物行動学な どの分 野では 、観察対象

の行 動を ビデオな どに撮影 し、 1コ マ 1コ マ 行動力 テ

ゴ リ
ー

（こ の場合は 「右を見て いる か」「左 を見て い る

か」）を決定する 。 できるだけ観察対象の行動にのみ 注

目 して 客観的 で あろ うとす れば、そ の行動の基準 に つ

い て 議論せざ るを得ない 。

　 ところ で、こ れ は乳 児の注視行 動をある程度観 察 し

て みれ ばす ぐにわか る こ と で あ るが、あ る程度視角 的

距離が離れ て 配置されて い るもの に つ い て は、乳児が

左右のどち らを注 目 して い るか をかな りの確度 で判 断

可能 で あ る。しか し、この 「判 断」の根 拠 とな る物 理

的な体の動きの基準につ い て 問われると 、 明確に記述

で き な い こ と が 多 く、客観的 な 基 準と し て適切で な い

とする批判も成り立ち うる 。 そ こで T θ llerは 、 乳児の

行動 と そ の 行動 を判断す る 観察者 と を 1つ の 系 と し て

と らえ 、乳児が左右の どち らを注視 しで いるか を、観

察者 が 「強 制的 に」判断す る とい うことを考え出 した 。

重 要な こ とは、こ の 判 断を行 う際 、判断を下す観 察者

は左右の どち らに どの よ うな刺激 が呈示 されて いるか

を知 る こ とが で き ず見る こ とも で きな い という点 で あ
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る 。判断は総合的に下 され るが、そ の判断の もと とな

る資料は、乳児の 眼球、顔、体、な どの 体の動 きの情

報のみ に制限される こ と になる 。

　 こ こでは便宜的に、左右に 2 つ の刺激が呈示 された

場合の み を考え て い るが、実際には、モ ニ タ
ー

に 1つ

の刺激が提示され、その 注視時間を測定する場合もあ

る。そ こ で は、観察 者 によ っ て強 制 的に選択 す べ き選

択肢が 「モ ニ ター
の刺激を注視して いる」「注視 してい

な い」の 2 つ になるだけ で あ っ て 、特に左右 2つ の刺激

を墨示する場合と異なるわ け で はな い。

　 もち ろん、この方法が科学で ある以 上、観察者が神

秘 的な技術を持 つ 者 のみ に制 限さ れる ことがあ っ て は

な らない 。 ある程度の 訓練を経れば、誰に で も実施可

能である必要が ある 。 そ こで、論文な どでは しばしば、

乳児の行動をビデ オに記録 し、複数の熟練 した 観察者

が、同 じビデオ 映像を用 いてある瞬間 に 「右を見 て い

る」のか 「左 を見 て い る」のかの判断を行い 、そ の判断

の
一致度 をなん らかの続計的手法を用い て計算するよ

うな こ とが行わ れる 。 もちろん 、その
一

致度 の指標 を

どの よ うなも の にす べ きかは大い に議論の 余地が ある

が、いずれ にせ よ、客観的な方法論で ある こ とに間違

い はな い。こ うして乳児 の行動の基準を考察す るの で

はな く、観察者の判断をあわせ るこ とで、間接的で あ

るにせ よ、よ り精度の 高い研究 が可能 とな っ たの であ

る。

　 しば しば乳児の 行動観察に
ll

質れて い ない 方か ら、乳

児の注視 行動 を測定する方法 と して、眼 球運動 の測定

装 置な ど の 機械を用 い た ほうが よ り客観的で はな い の

か、との指摘を受ける ことがある。た しか に近年、画

像 処理 速度の 向上 によ り、非接触型 の 眼球運動 測定装

置が開 発され 、そ の 計測は容易に な り つ つ あ る 。しか

しなが ら、機械を用 い て さえい れば客観的である 、と

す るの は安 易な発 想 でもあ る。まず 、そもそ も機械 が

算出す る注 視位置 が、真 に乳児 の注視 位置 を反映 して

い るか どうか に関 して 疑問が ある。初期の キ ャ リブ レ

ー
シ ョ ン の 失敗な ど に よ り、視線 の 位 置 が ズ レ たまま、

データ が取得され て いる可能性が あるか らだ 。 さ らに、

そ の 値が ズ レ て い る かど うか は 、非接触型 の 測定機器

そ の も の で は 確認 しよ うもな く、確認 の た め に さ ら に

精緻な眼球運動測定装置 を用 いる ことは、本末転倒と

い わ ざ る をえない 。

　 また、目の形状や乳児の姿勢な どの 問題 によ り、そ

もそも機器 に よる眼球運動の 測定に馴染まない乳児も

一定の割合で存在 する 。
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　 こうした限界を理解 したうえで 、それ で も乳児の 行

動観察の訓練な どに時間 を費 やす ことが難 しい 医療や

教育の 現場で の 場合や、右か左 か の 判断を超え て 、よ

り詳細に画面 全体での乳児の注視位置を特定する必要

があ る場合など は、眼球運動測定装置を用いる こ と は

有効である 。

3．選 好注視法の具 体例 ：低次視覚

　 先に述べ たように、選好注視で明 らかになるの は2

つ の刺激の弁別である。注意す べ き は、何か の認知を

直接測定 している わけではない 、とい う点だ。しか し、

弁 別行動 をうま く用 い る ことで、乳児の 様々な知覚 ・

認 知能力を測定 する ことがで ぎる。その代表例 と して、

こ こでは 「視力」に つ い て説明 して みたい 。

　 多 くの方 にも経験 があるだ ろ うが、通 常大人の場合

は、様々 な大き さの C の文字 （ラ ン ドル ト環）を用い て

視力を測定する 。 その 際、あまり意識はされて いない

が、知覚心理 学におい て 閾値 を測定 す る際に用 い られ

る 「上下法」が 、簡便な形で用い られて いる 。 つ まり、

あ る大 ぎさの 「C 」の 切れ 目が 見える か どうかを尋ね 、

その 方向を適 切に答える こ とが で き た場合 （正 解の 場

合）、よ り小さな 「C」に つ いて尋ね る ことにな り、答

え た切れ 目が間違 っ て いた場合 （不正解の場合）、よ り

大きな 「C 」の方向を尋ねることになる 。

　 同 じよ うな や り方 を用 いて乳児 の視力 を測 定する こ

とが で き る。こ こ で は 「C 」の 文字で は な く、白黒の

縞パターン と、こ の 白と黒の 明るさの ちょ うど平均 と

なる明 る さの
一

様な 灰色パ タ
ー

ン の 2種 類の パタ
ー

ン

を用 い る こ と にな る。も し白黒 の 幅が 非常に 細か く、

視力の 限界を超えて いた ら、白と黒 は交 じり合 っ て
一

様な灰色 に見 え る。つ ま り、視力の 限界 を超え た 白

黒の 縞 と 、一
様な灰 色を左右に 呈 示さ れ る と 、2 つ の

一様な灰色 が見えて区別がつ かな い という ことがお こ

る。こ の 「ぎ りぎ り区別 で きな い」とき の 白黒 の 縞の

細 かさ こ そ が、いわ ゆる 「縞 視 力」と呼 ばれ て い る も

の となる 。

　 こ の 刺激呈 示 の 方 法 は 、大人の 縞視力を測る 際に も

用い る ことがで きるが 、 乳児に つ い ても同様に用 い る こ

と が で き る 。 先に も 説明 し たよ うに、乳児は 臼黒 の 縞 パ

ターン と
一様なパタ

ーン を対星示さ れる と、縞パ タ
ー

ンを選好 注視す る性質をも っ ている 。 仮 に乳児か ら見

て 、縞パ タ
ー

ン が視力の 限界 内の太 さに とどま っ て お

り見る ことがで きる のであ れば、縞パタ
ー

ン に対す る

有意 に長い注視が生 じるはず で ある。したが っ て 、様 々

な太さ の縞パ タ
ー

ンを用意 し、こ の パタ
ー

ン と
一

様な
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灰色を対で呈示する ことで 、大人の 視力検査と同 じよ

うな手続きで視力の測定が可能となるの である。さら

なる 細かい手続ぎ は省略するが、様々 な縞パ ターン と

上記 で説明 した強制選択選 好注視法 を用 い 、上下 法な

どを用いて 閾値である視力が計算される ことになる 。

　 100 ％ の コ ン トラ ス トをもつ 完全な黒 と白の縞 を

用 い た場合の縞視力の測定か ら、お およそ乳 児の視力

は、「月齢cyole ／degree」で ある こ とがわか っ て おD
（Atkinson ，2000 ）、その視力をラン ドル ト環 を用い

た な じみ の もの に変換すれ ば、生 後 1ヶ 月以下で はお

お よそ0．02 、6 ヶ月で は 0 ．2 、とい う値になる 。

　 この 0 ．2とい う値 の意味 であ るが 、我々大 人 で あれ

ば、「視力が悪 い」とい う こ とは レ ン ズの 調節能力の問

題 である が、乳児 にと っ てみ れば、調節能力を含めた

網膜と視覚野の ネ ッ トワ ークの未熟さか らくるも の で

ある、とい う点は留意すべ きである 。

4 ．馴化法

　 選好注視が観察 されな い か らと い っ て 、弁別で ぎな

い ことを必ずしも意味 しな い ことはすで に述べ た とお

りである 。2つ のパ タ
ー

ン を比 べ た とき 、区別は で き

て い る も の の 、好き で も嫌い で もない よ うな組み合わ

せ のパタ
ー

ン はい くらで も存在す る だろ う．この よ う

に、2つ の刺激の組み合わせ に、選好の順序が存在 し

ない場合、当然の ことながら選好注視法は役に立たな

い 。こ の ような とき、馴化法が有効となる こ とがある。

　 馴化法は、多 くの発達心理学の 教科書などで解説が

な されて いるた め、乳児の知覚 認知 の研究法 と しては

む しろ選好注視法よ りも よ く知 られ て いる。発達心理

学 に お い て は 、低次 の知覚 よ り も 、言葉や 物の 概念と

い っ た 、よ り高次の認知 に興 味 が向け られる ことが多

い 。馴化法は、より高次の認知を検討するの に適して

いるた め、多 くの発 達心理 学の教 科書 では言及 され る

こ とが多 いよ うであ る。

　 選好 注視 法 と 同 様 、 馴化 法 も、基本 的 に は2 つ

の 刺 激の 間 の 注視 時間 の 違 い に よ り、乳 児の 認 知

を検 討す る 。 違 っ て い る の は 、新 奇 選 好 （novelty

preferenoe ）と呼ばれる乳児の性 質を利用 し、刺激の

組み合わせ に よ らず 、よ り
一

般 的 に 2つ の刺激 の弁 別

を調べ る点にあ る。新奇選好と は、慣 れ て しま っ て 飽

きた刺激よ りも、新奇で 新 しい 刺激を乳児 が好ん で 注

視する とい う性質の ことである。

　 一
般 的 に は 、 短 い 期 問 に 人 工 的 に 「慣 れ

（habituation ）」の状態を作 り出して おき、新奇な刺

激 へ の 注視時間 を測 定する こ と で 、「慣れ」て い る刺激

と 「新 奇な」刺 激と の 弁別を検討する。こ の と ぎ、慣

れの期間に用 いる刺激と、新奇と定 義され うる刺激と

の組み合わせを様々 にする ことで、乳児から見 て何 と

何を 同 じもの と判断し、何と何を区別 して い る の か を

調べ る こ とが で きる。

　 例えば円、正 方形、三 角形の 3つ の図形 を便宣 的 に

考え て みよ う。馴化 刺激 と して 正 方形 を、新奇 か どう

かをテス トするテス ト刺激と して、円 と三角形の 2 つ

を考えてみ る 。 ま ずは、乳児 に対 し、正 方形をひたす

ら呈示 し て 慣れ の 状態を作り 出す 。 もちろ ん、最初は

新 しいパタ
ー

ンである か ら、あ る程度 は乳児 の注視 を

引き出す こ とが で ぎる だろ うが、次第に飽 き て
，1fiれ の

状態が形成され る。どこ まで注視時間が下がれ ば 「飽

き た」といえ る かど うかは、色々 と基準 があ るが 、一

般的には最初の 数試行の 注視時間がある範囲におい て

半分以下 になる、などの基準が用 い られる。こうして

飽 きて しま っ た ところで 、まず円を呈示 し、そ のパタ

ーン に対する注視時間を測定す る 。 続い て、三 角形も

呈 示 し、これ も注視時間 を測 定 する。も ちろん この ま

ま で は、最初に呈示 した 円の ほ うが新奇性が強い と考

えら れ るの で、被験者間 で、墨 示の順序を変 える、な

どの工夫 が必要であ る 。

　 仮に乳児からみ て、正方形 と円が同 じようなパター

ン に見え て い て 新奇で な い とするな らば、注視時間は

た い して 回復しな いだろ うe

一
方、も しも新 しい パ ター

ンである なら、新奇選好の性質に基づき、注視時間の

有 意な 回復が見 られ る こ とにな る。こ う して 、注視 時

間が回復 した場合は、乳児は正方形と円を区別 して い

る こ と に な り、回復 しな い 場合 は 、円 と 正 方形を同 じ

種類の視覚刺激と して判断してい るという ことにな る。

　 最近で は 、こ の馴化法を用 い て 、 Tつ ずつ 刺激を呈

示す るの では な く、新 奇 か どうか をテス トす る際 に 2

つ の刺 激を左 右 に対 呈示 する ような こ とがよ く行われ

る 。 つ まりこの例の 場合であれば 、 正方形へ の馴化の

後、円 と三 角形を左右に対呈示 し、どちらを長く注視

す るかを検 討す るので ある 。 この対呈 示の場 合 は、馴

化 の際にも 2 つ の 同 じ正方形 を左右に対呈 示 し馴化さ

せ る ことで、よ りテス ト期の 反応を有効 にす る ことが

きる。さ らに、こ の 場合で あ れば、馴化す る前に事前

に 三 角形と円の 対呈示を行い、自然な状態 で の選 好を

調べ るこ とがよ く行われ る。つ ま り、何も慣れがお こ

っ て い な い 状 態 で の 三 角形 と 円 と の 選好を あ ら か じ め

調べ て おき、正方形になれて 飽きた後で の 選好と比較

する の で あ る。こ こ に差が あ れ ば、慣 れ の 刺激と テ ス
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ト刺激の 問に、乳児 か ら見 て 同 じに見 える もの と、違

っ て見えるもの が確実に存在する とい うこ とになる 。

　誤解な きよ う明記 して おきたい が、乳児 は正方形 や

円 に つ い て 、こ の よ うな行動パ ターン を示す わけ で は

な い 。 お望 みで あれ ば、この正 方形、円、三 角形、の

3つ を、緑、赤、青、と い う色 におき かえ て も ら っ て

もかまわ ない し、泣き顔、怒 り顔、笑い 顔、な どの 表

情に置 ぎ換え る こ ともでき る。と にか くこの馴化 法の

よ い ところは 、 もともと乳児に選好がない ような刺激

の組に つ いて も、うまくすればその 弁別を調べ る こと

が で きる とい う点にある 。

5 ．その他の 方法

　 以 上主 に注視行動を用 いた 2 つ の 代表的な方法を紹

介 した 。 発達心理学の教科書 には、こ の 2つ 以外にも、

例え ば眼球運 動 を用 い る方法 や、心拍 数 の 変化 を用 い

る方法、な ども紹介されてい ることがある 。 さらには、

脳波を用 い た方法で 、乳児の知覚を調 べ る方法も紹介

され て い る。しか し、基本的な論理はどの ような方法

にお い て も、（強制選択）選好注視法と、馴化法の バ リ

エ
ー

シ ョ ンとい うことができ るだろ う。 つ ま り、「2 つ

（以上 ）のパ タ
ー

ン の弁別 を調 べ る」とい う こ とが す べ

ての方法に共通の論理なのである 。

　 た とえば 、運 動視の実 験で 、縞 パ タ
ーン を右 も しく

は左 に動か し、その動き に対 応す る眼球運 動が生 じる

かどうかをも っ て運動視を検討する方法があ る。こ れ

は大人 でも 同じことであ るが、縞 パタ
ー

ン を
一

方向に

動か すと、パ タ
ー

ン を追従 し急速 に戻 る といういわ ゆ

る視運動性眼振 （optokinetic 　nystagmus ，　OKN ）と

い う反 応を 引き起 こ す。こ の追従がどち らの方 向に生

じ急速なも ど りがどち らの方向にお こ っ て いる かを判

断す れば、被験者がどち らの方向 に運 動を知覚 してい

るかが判 断 で きる e こ の判 断を乳児の 顔の映像 か ら 「強

制的」に右か 左かの 判断を行わぜ る こ と で 、乳児 の 運

動視 を検討 する の が OKN を用 い た方法 の 論 理 で あ る 。

こ の 考え方は、基 本的には強制選択選好注視法とよく

似て い る 。

　 また心拍数の 変化を調べ る方法でも、馴化法におけ

る テス ト刺激が、新奇か否 かの判断を、心拍数の有意

な上昇によ っ て 判定する ことになる 。 こ こ でも、用い

られて い るもの は生理 的指標で はある が、最終 的に調

べ ら れ て い る の は 、馴 化の 際 に用 い られ た刺激 と、テ

ス トの際 に用 い られた刺激 との弁別であ る 。

　 ある い は脳波 を用 い た初 期 の乳児 研究で も 、1秒間

に何 回も 早い タイ ミ ン グで刺激 を切 り替 える とい っ た

L三 ニー コ 156

方法 が用い られるの で あ るが、基本 的 には、切 り替え

る際 に同 じカテ ゴ 1丿一ど うしの 変化 （例えば 正方形 か

ら三 角形 ）の際 に は脳波 が活 動 しない が、違 うも の へ

の 変化 （正 方形 か ら円）の 際に は脳波 の 活 動 がみ られ

る、とい っ た形で 、 2つ の刺激の弁別を調べ る ことに

なる 。

　 人に よ っ て は、脳波や心 拍な どの 指標の方が客観的

だ と思 い込 んで いる方がお られる が、最 終的に は 2つ

の 刺激の 弁別を調べ るため の ツ ール とい うこ と で い え

ば、すべ ての方法は等価で あるとい うことになる。本

小論で は詳 しく述 べ なか っ た が、実際 に乳 児が 2つ の

刺激を、実験者が仮定 し た ポイ ン トで 弁別 し て い るか

ど うかは、多 くの コ ン トロ ー
ル刺激を用 いた実験 の組

み合わせ によ っ て 結論付けられ るこ とが 多い。よ り低

次な知 覚属 性や実験 者 が 仮 定 して い な い よ うな手 が か

り を用い てい な い ことを 、うま く排除 で き る よ うな

コ ン トール 実験を行 うこ とが、乳児の知覚や認 知を調

べ てい くに は最 も重要 な こ ととなる。そ の 具 体例 に

つ い て は、下記 に我々 の ラ ボが 発表 し て き た 多 くの

論文が リス トとな っ てい る URL ア ドレス を挙 げて お

く （http：／／c −faculty．chuo −u ．aG ．jp／
『
ymasa ／labo／

gyosekr ．htm ［）の で、ぜひ参考にして い ただき たい 。

そ の苦労の
一

端を理解 して い ただけもの と信 じて いる。
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