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宮 由再生 にお ける 系列依存的体制 化

＼

高　 田　理 　孝
＊

1
序　論

　体制化 の 研究 は，過去20年 に わ た DI 言語学習 ・記憶

の 両領域 で 注 目を浴びて きた 分 野 で ある。体制化研 究の

中心 テ
ー

マ の 1 つ に，体制化 の 形成条件 と い う問題があ

る 。 従來，体制化 の 形成条件を問題 に す る場合 項目が持　　　　　
つ 特性間 の 関係 を取 り扱う事が多か っ た。こ の 代表的 な

もの が群化研 究で あ る 。 そ れ に 対 し，
’
体制化の 形成条件

の 中で ，項 目の 提示 順序 を取 り上げた 研究は 比較的少 な

い。歴史的 にみ る と，すで に Tulving ＆ Patkau（1962），、
Mandler ＆ Dean （1969） が，提示順序に よ っ て 起 こ さ

」

れ る 体制化 の 存在 に 言及 し て い る に もか か わ らず ， こ の

種 の 研究は来 だ少数 に と どま っ て い る。

　提示 順序 と記憶 を関連づ け た研究 は．実際 に は ，総数

と し て 少 な い もの で は な い
。 け れ ど も， そ の 研究の 流れ

は 以
hF

の 3 つ に大別 され る。  Waugh （1961）に始ま る

系列提示と ラ ン ダム 提示 の 比較，  Puff（1966），　Cofer ，
Bruce＆ Reicher （工966） に 始ま る プ ロ ツ ク提示 の 効果

の 検討，  Tulving（1966） に 始 まる 同＝ ・リス トを 高 体

制化順序 で 提示 す る時 と，低体制化順序 で 提 示 す る 時 の

比較 で あ る。　　　　　　　　　　　 ’

　 3 つ の 型 の 研究は ， 提示 順序 の 重要性 を指 摘 し て い

る。しがし，こ れ らの 研究は 主点 をそ れ ぞ れ   再 生量の

比較，  群化の 副次条件一ど ちらの 提示 法が群化 を起 こ

し やすい か 一の 検討 ，   個入問の 主観的体制化に一般的

傾向は あ る か，に置 い て い る。

　こ の ように，提示順序 に よ っ て 起 こ され る体制花の 砺

究 は，ほ とん ど行わ れ て い ない の が現状 で あ る 。 そ こ

で ．本研究 は，提示 順序 に よ る 体制化がどの よ うな形 で

生起 し，ま た それが体制化全体の概念 に ど の よ うな位 置

づ け を され る の 漆，検討す る 事 を 目的 とす る 。

　具体的 に 研究を 進 め る 上t’， 提示順序に依拠する体制

化を 「系列依存的体制化 」 という形で と らえ る 。
．
「系 列

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

＊　 筑 波 大 学

依存的体制化」 は，複数 の 試行間 で 項 目ゐ再生順序が ど

れ くらい
一

致 し，しか もそ こ に提示順序がどれ くらい 反

映 され て い るか の 程度を，表 わ し た もの で ある 。

　 こ れ は ，以下 の よ うな 手続を経て ，算出され る。ま ず

再生 系列同志の 順序 の
・−ft度で あ る 「体 制 化 率」 を，

’

Mandler ＆ Dean （1969） に よ る ITR〔2｝に よ っ て 算出 ・

す る。・ITR 〔2｝は，　 Beusfield ＆ Bous 丘eld （1966） の

O （ITR ）に 修正 を加 えた もの で あ る 。
0 （工TR ）と ITR 〔2）

は ， 2 試行で 反復 され た 同
一

項 目対 の 数 を計算す る 点 は

同じ で ある。しか し，以下 の 2 点で 異な る。  項 目対 を一

〇（ITR） が一
方向 で と る の に 対し，　 ITR （2）は 両方向で

と．る，  0 （ITR）が 反復 され た 項 目対の 数をそ の まま指 ・

標とす る の に 対 し，ITR   妹 そ れ を期 待され る 最大

0 （ITR ）値 で 割 る。例えば，　 n 試行で A ・ B ・C ・D ・

E ， n ＋ 1 試行で A ・C ・B ・D ・E ・F と 再生 された場

合 を考えて み よ う。
0 σTR ） に よれ ば，　 D詑 の み が両

試行 で 反復 され た 項 目対 と され； O （1
’rR）＝＝ 1 と な り，

こ れ が体制化の 指標の 基礎 となる。と こ ろ が ITR 〔2｝に

よれば1項 目対を両方向 で と る の で ，D −E，　B−C が両試行
で 反復され た項 目対 と され る 。さ ら に 体制化率 をITR  

で 表 わ す為に は ，こ の 2 つ の 反復項 目対 を期待され る 最

大反復項 目対数で 割 らねばな らな い 。こ の 揚合，期待さ

れ る 最大反復項 目対数 は，両 試 行で共通 に 再生 され た 項

目数5 （A ・B ・C ・D ・E）か ら 1 を減 じ た 4 で あ る 。

従 っ て ，
ITR 〔2）・＝2／（5− 1）薫0．5 とな る。

次 に，提示順序 と再生順序 の 一二
致度 で あ る

一r系 列 イヒ
率 」 を，や は り ITR （2）を用 い 算出す る ，

　以上の 計算を した 後，「系列化率」 と 「体制 花率」 の

重複する率を求 め ， 「系列依存的体制化率 」 を 出 す 。 ま

た 「体制化率」
・
が 「系列化率 」 を上回 っ て い れば ， その

上回 る 率 は 「系列 に依存し な い 体 制化 」 を表 わ し て い る

とす る 。

　さ て ， 先 に も述べ た が，提示 順序 が ど の よ うに体制化

を起 こ すか ， 見 よ うと した研究 は 少 な い
。

・
こ の 原因 は 1

つ に は勿論志向穿る 目的 の 相違 に ある が，適切な 実験 手
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続の 欠除に も原因が あ る の で は な い か ， と 考 え られ る 。

　そ こ で ， 本研究は，Mandle，r ＆ Dean （1969）に よ る

「1十 1 提示 法 」
＊ を用 い る。こ れは，提示川頁序が体制化

に及ぼす影馨を検討する の に 適切な 数少 な い 方 法 で あ

る。こ の 方法 は ， 被験者 に各試行で 1項 目の み を 提 示

し，そ れ ま で に 提 示 した全項 目に 対す る自山再 生 を求め

て い る。例えば ， 第 1試行 で A ，第 2 試行 で B を提示 し

た とす る。こ の 揚合，第1 試行で はA の み の 自由再生 を

求 め る が，第 2 試行で は A ・B 両項 目の 自由再生を求 め

る事 に な る。

　 こ の 方法 の 利点 と し て，次の 2 点が．．ヒげ られ る 。   新

し く提示 され た 項 目が，自巾再生 に どの よ うな形で 付け

加 え られ る の か を見る事がで きる。  初期 の 試行 で ，提

示項目数が被験者の 直接記憶の 範囲 を越 え る と，純粋 に

捷示 順 序が，再生 に 反映 され る 様式を見る の に妨げ とな

る 。 rl＋ 1 提示法」は，項自を各試行で 1つずつ 提示 す

る 事に よりジ こ れ を防ぐ。

　本 論 文 は；第1実験と第 H 実験か ら構成され て い る。

第 1実験 で は ， 主観的体制化 が 起 こ りう る状 況 で ，「系

列依存的体制化」 の生起 の 仕方 を検討する
。

こ れ は ，主

観的体制化が群化 よ りも包括的な体制化 と考え られ るか

ら で あ り （Tu ！ving 　1968，　 Kintsbh　1970），よ り包括 的

な体制化 の 中で ，「系列依存的体制化」 の 位置づ け を 検

討 し よ うとし た か らで あ る 。 実際 に は ， 相互 に 明確 な関

係 の な い 語を学習材料 とす る 事で ，こ れ は 行わ れ る。

　またその 際 提示 か ら再生ま で の 遅延 の 有 1無 と，材

料 （有意味綴 り・無意味綴 り） とい う 2 変数 を 導入 す

る 。
これ らの 変数 を入 れ た理 由は，以下 の と お り で あ

る。すなわ ち，提示 一・t

再生問の 遅 延 に は リ ハ
ーサ ル が行

わ れ る e こ の リノ
・一サル は ， 体制化を促進す る変数 の 1

つ と し て 上 げられ て い る （Allen ユ968）。リハ
ーサ ル に

よ っ で，「系列依存 的 体制化 」 は どの よ うな影響 を受 け

るか 。さ らに ，有意味綴 りと無意味綴 りで は，体制化 の

し やす さが違 うだ ろ う。そ の 場合 ， 「系列依存
．
的体制化j

の 生起の 仕方 に違 い は あ るか 。こ れ らの 点 を含め て の 検

討は，より 「系列依存的体制化 」 を 明確 に す る事に 結び

つ くと 考え られ る。

第　 1　 実　験

　　 目的 ： 自由再 生 に お い て ，「系列依存的体制化」 が ど

　 の よ うな形 で 生 起す る か ，提示か ら再生 ま で の 遅延 の 有

　　・無 ， 材料 （右 意味綴 り ・無意味綴 り） と い う2変数を

　 導入 して 検討する。

　　 方法 ： 1）実験計画 、2 （遅延 の 有 ・無 ）× 2 （有 意 味綴

　 り ・
無意味綴 り） に よっ て ， 次 の 4 条件を設定する 。

　　   直後再生一有 意味綴 り （直 ・有）

　　   直後再生．．一無意味綴 り （直 ・無 ）

　　   遅延再生
一．一有意味綴 り （遅 ・有）

　　   遅延再生
一無意味綴 り （遅 ・無）

　　 2）被験者及び実験期間　1975年 5 〜 6 月 ，東京教育大

　 学学生 ・院生計40入 を使用 。 各群に 10人 （男 5 ・女 5 ）

　 ず つ が割 り当て られ た。

　　 3）材料　有意味綴 りは ，高 田 d973） で 用い られ た 明

　 確な相互関係 の な い 清音 3音節名詞 16語 （イ ワ シ ・コ 白

　 イ ・セ リ フ ・タ イ ラ ・ツ イ カ ・テ イ レ ・ト ソ ヤ
・

ナ カ ミ

　　・・＝ソ ム ・ハサ ソ 。ミ ア イ ・ム ス ウ ・メ ァ テ ・ヤ マ イ ・

　 ユ クエ・ワ フ ク ）で ある。選択基準は ， 熟知価 （小 柳 ら

　 1960 ），出現率 （国研 1962），
’
意味分類 （国 研 1964），及

　 び静大生148人 を用 い た 語 間 の 関連度調査
＊＊

で あ る。

　　 無意味綴 りは，清音 2音節 16語 （ウ ヌ
・キ ホ ’シ ヒ ゜

　 ス ァ ・タ ム ・ツ ハ・ナ コ ・ノ イ ・フ ー＝・ヘワ
・々 ナ 。メ

　　ク ．ヤ ユ ・ヨ テ ・ラ エ ・V チ） で あ る 。 選択基準は，品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 P

　 詞集中度
・学習容易性 （今栄1968） で あ る 。

　　 な お ，相 亙 に 無関係な綴 りを用 い る と い う理 由か ら，

　 無意味綴 りが 2 文字 か ら成 っ て い る の に対 し，有意味綴

、　 りは 3 文字 か ら成 っ て い る 。
こ れ は 記憶 に どの よ うな影

　 響 を及ぼすだ ろ うか。こ の 点 に 蘭し Murdock （1961）の

　 研究が参考に な る だ ろ う。 すな わ ち，彼 は 3 子音 の 無意

　 味綴 り と ， 有意味綴 り 3 語 の 忘却 曲 線がほ ぼ等 し い 事 を

　 示 し て い る。こ れ は，無意味綴 りで は 各文 字が 1 個の 記

　 憶単位 に 相当す る の に対し，有意味綴りで は単語全体が

　　ユ個 の 記憶単位 を構 成 して い る 事を示 唆す る。従 つ て ，

　 今回 の 実験で も，文字数が少 な い が為 に ，無意味綴 りの

　 学習が有意味綴 りに 比 べ 有利 に な る と は い え な い だ ろ

　　う。

　　 4）手 続 実験 は 個 人 実験 で 行 わ れ ， 前 述 の 「1＋ 1 提

　 示法 」 を用 い た17試行 か ら成 る （16提 示 ・自 由 再 生 試 行

　　十 1 自 由再生 試行）。17番 目の 自由再生試行は，被験 者

＊　 Mandler ＆ Dean は ， 漸増 的 様式 （incremental

　manner ） と 呼 ん で い る。し か し，こ の 中 に は 「EI項

　 目 を そ の ま ま 提 示 し 続 け る
一文 字 通 り試 行 を 追 5毎

　に 提示 項 目数 が増 え て い く・．一方 法 を 含 め て い る の

　 で ，あ え て 区 別 す る 為，彼 らが 被 験 者 群 を 呼 ぶ の に

　用 い た coridition ．／＋ 1 を 転 用 す る 。

＊＊　こ の 調 査で は，前 記 3 つ の 墓準に
』
よ っ て 選 択 し た

　25語 で T ト リ ッ ク ス を 作 り， 各語 に つ い て 最 も関 連

　 が 強 い と思 う 1語 を被 調 査者 に チ i＝ ッ ク させ た。こ

　 の 関 連 の 性 質 は 具 体 的 に 指定 し て い な い 。最 終 的

　 に ，40 人 以 上 が 関連 が 強 い と 判 定 し た 9 語 を 省 い

　 た。
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s

・が予期しな い 最終再生 の 成績を見 る 目的 で設定され，被

験者 に あらか じ め 知 らされ て い な い 。

　 学習材料 は ，ス ラ イ ド・プ ロ ジ ＝ ク ターに よ り， 1語

1 秒 の 速度 で 提示す る。なお ， 単語 の 提示順序 は，単語

の 特定 の 結び つ きを排除す る為，各被験者毎 に変 えて あ

る 。

　 直後再生群は，提示 後た だ ちに 自由再 生をす る。再

生時間 は 90秒。遅延再生群は ， 提示後 10秒を置 い て か

ら，実験者 の 合図で自由再 生 を開始す る 。再生時間は 80

秒で あ る 。

　 作業仮説

　 直後再 生の 場合，以下 の 事 を予測 し た。

　 仮 説 1 ，有意味綴 りで は ， 材料 自体 の 持 つ 意味や，材

料 に 対す る 被験者 の 過去経験 に 基 づ い た体制化 が起 こ り

やすい 。従 っ て，体制化は ， 「系列依存的体制化」と 「系

列に依存 し な い 体制化 」 に 分 け られ る だ ろ う。

　 仮説 2 ，無意味綴 りで は ， 材料 自体 の 持 つ 意味 が 乏 し

く，「系列依存的体制化 」 の み が存在す る だろ う。

　仮説 3 ，再生率は，有意味綴 りの 方が，無意味綴 りよ

りも高い だ ろ う。

　 遅延再生 の 場合 ， 以下 の 事 を 予測した 。

　 仮説 4 ，有意味綴 りで は ， 直後再生時 と同様，体制化

が 「系列依存的体制化 」 と 「系列 に 依存 し ない 体制化 」

に 分けられ る だ ろ う。し か し ， 遅延 に よ っ て ， 材料 の 持

つ 意昧 は，直後再生時 に 比 べ 注目され や す く な る だ ろ

う。 従 っ て ，「系列に依存 し ない 体制化∫が体制化 に 占

め る 割合は，大き くな る だ ろ う。

　 仮 説 5 ，無 意味綴 りで は ，直後再 生 時 と 同 様，「系 列

依存的体制化」 の みが存在す る だ ろ う。しか し ， 遅延中

に行われ る リハ
ーサ ル に よ り， 体制化が促進 され る の

で ，直後再生時 に 比 べ ，「系列依存的体制化率 」 は 上 昇

する だ ろ う。

　仮 説 6，再生率 は ， 有意味綴 り ・無意味綴 りの 両者で

上昇す る。しか し，直後再生 時 と 同様，有意味綴 りの 方

が無意味綴 りよ りも再生率 は 高 い だ ろ う。

　 結　果

　再生率を FIG．1 に示 した。再生率は，直接記憶の 範

囲 か ら予想され た よ うに ，全条件 で 第5 試行ま で （直
・

無条件 を 除 け ば ， 第 7試 行 ま で ）， ほ ぼ 完 全 だ っ た。角

変換 を行 い ，直接記億 の 範囲 と され る 7 項 目まで をカ バ

ー
す る 1〜 7 試行 を前半 ， 試行数 をそ ろ える 意昧 で 11〜

17試行 を後半 と し ， 分散分析 を行 っ た。
’
その 結果，遅延

を入れ る 事 に よ る 有 意 な 差 （F ＝7．1505，df 　 ： 1，　36，

p〈0．05）， 及び 前半 と後半の 試行 Q 間 に 有意 な 差 （F ＝

66．8987，df ＝1，　36，　 p〈0．01） が，認 め られ た．し か
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FIG．1　各条件 に お け る再生率

し ， 材料聞 に は有意な差がなか っ た 。 交亙作用は，遅延

の 有無
・
材料 ・試行 の 問 に 存在 し た

’
（F ＝ 6．2175，df 漏

1，36，　p＜0，05）c，

　体制化率と系列化率 を各条件 で ま と め，FIG ．2 ・3 ・

4 ・5 に示 し た。体制化率 と系列化率が重複す る 「系列依

存 的体制化 率」 に お い て ，遅 延 を入 れ る 事 に よ る 有意な

差 （F ＝・4・8182，df ＝1，36，　 p＜0・05）， 及び 前半 と後半

の 試行の 間に 有 意 な 差 （F＝64．1161
，
df ＝1，36，　 p ＜

0．01） が 認 め られ た。し か し，材料間に は 有意 な 差が な

か っ た 。

　系列化率 か ら体制化率を減じ た 「系列に依存しな い 体

制化率」 に お い て，材料間に 有意な差 （F ロ7．1728
，
df

＝1，36 ， p＜O．　Ol），及 び 前半の 試行 と後半の 試行 の 問 に、

有意な差 （F＝＝5、　23， df ＝1，36 ，　 p＜0．05）が認 め ら れ

た。しか し，グラ フ で 示 され た 「系列 に 依存 し な い 体制

化率」 の 颪後再生 か ら遅延再生 へ の 縮少傾向は，、有意で

な か っ た 。 交互 作用 も認 め られ な か っ た。

　 考　察

　第 1実験 の 結果，「系列依存的体制化率 」 は，遅 延 に

よ り上昇する事が明 らか に な っ た 。 「系列 に依存 し な い

体制化率」 は，有意味綴 りの 方が無意味綴 り よ り高 い 事

が瞬らか に な っ た。再生 率 ・「系列依存的体制化率 」 は，

前半の 試行 の 方が 後半 の 試行 よ りも高 く， 「系列 に 依 存

し な い 体觸化率」 は，後半の 試行 の 方が高 い 事も明 らか

に な
．
っ た。

　作業仮説 1 ・2 ・5 は，支持され た とい
っ て 良 い だ ろ

う。

　直後再生 に お い て 有意味綴 りで は，体制化が 「系列依

存的体罰化」 と 「系列 に 依存 し ない 体制化 」 に 分 か れ る

と予想 した 。 実際 ，
こ の 条件 で は ， 体制化が 2 種類に 区

別 され た。これ は，提示順序 に 依拠す る 体制化 と共 に，

材 料 自体の 意味 とか 材料 に対す る 被験者 の 前経験が手 が

か りと な っ た体制化が ， 行 わ れ て い る 事 を示唆す る。
戸
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　直後再生 に お い て 無意味綴 りで は，「系列依存的 体 制
’

化 」 の みが存在す る と 予想 し た6 結果 は ， 「系列 に 依 存

し な い 体制化 」 は 小さく，「系列依存的体制化」が 優 勢

だ っ た。こ れ は，材料 自体の 意味が乏 し く
「
，被験者 は 提

示順序 に依拠する体制化 を行わ ざ る を得 な か っ た もの と

考え られ る 。

　無意味綴りを用 い 遅延再生 を させ た場合 ， 直後再生 で

みられた 傾向が拡大する と予想 した 。 繕果 は，こ の 条件

で，「系列依存的体制化 」 の み が存在する 事 を示 し て い

る。し か も，直後再 生 時 に比 べ ，・「系列依存的体 制化」

が 上昇 し て い る。従 っ て ， 直後再生 時 に行われ て い た体

制化 が ，
リハ

ーサ ル に よ りそ の ま ま促 進 され た と言 っ て

良い だ ろ う。

　作業仮説 3 ・4 ・6 は，完全 に は 支持 さ れ なか っ た。

　直後再 生 の 場 合，再 生率 は 有意味綴 りの 方が無意味綴

りよ り高 い と 予想 し た。しか し，実際に 信，両者 の 問 に

有意な差 は なか らた 。 けれ ども，再生率に お い て ，．遅延

の 有 。無，材料，試行 の 間 に交互作用が存在 した。これ

は，直後再生 をさせ た 時，有意味綴 りの 方が ，後半 の 試

行で 再生率 の 高か っ た事を示唆す る。

　有意味綴 りを用 い 遅延再生 をさせ た場合，直後再生時

よ りも，「系列 に 依存 し な い 体制化率」 が上昇す る と予

想 し た。結果 と し て は，「系 列依存的体制化率 」 の 上 昇

が見 られた。し か し ， 「系列に依存しな い 体制 化 率」 の

上昇 は 起 こ らな か っ た 。 む し ろ，グラフ か ら観測され る

よ うに ，「系列に依存し な い 体制化率」 の 停滞 な い し 下

降が生起 して い る 。
こ れ は ， リハ

ーサ ル に よ っ て ，意味

に よ る 体制化 よ りも，提示 順序に よる 体制化が，促進 さ
れ る 事 を示唆す る 。

　遅延再生 をさせ た 揚合，再生率は有意味綴 りの 方が 無

意味綴 り よ り高 い と予想 し た。遅延再生時 ， 再生率 は 直

後再生時に 比 べ ，有意味綴 りと無意味綴 りの両者 で上昇

し て い る 。
し か し ， 再生 率 の 上 昇 は，後半 の 試 行，無意

味綴 りに お い て よ り大きい 。そ の 結果，遅 延 再 生 の 揚

合，有意味綴 りと無意味綴 りで ，再生率がほ ぼ等し くな

っ て い る。こ れ は ，学習項目が少ない 事 に よ る 再生率 の

天井効果 を 反映 し て い る の か も知れ な い。

　体制化 に 焦点を絞 っ て考えrみた場合 ， こ こ で 最も興

味あ る 問題 とな る の は ， 作業仮説 4 が，完全 に は 支持 さ
1

れ な か 6 た 事 で あ る。す な わ ち，有意味綴 りを用 い た場
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合で も，直後再生時 に 存在す る 「系列 に 依存 し な い 体制

化」 が，遅延再生時に拡大す る傾向は 見 られず，む し ろ

停滞 な い し縮少 を し て い る の であ る 。 こ れ に 対 し，「系

列依存的体制化 」 は拡大 し て い る 。

　 こ れ は ， 有意味綴 りを用い た場合で も，提示 か ら再生

ま で 遅延 を置き，リハ
ー

サ ル ・チ ャ ン ス を与 え た 時，「系

列依存的体制化 」 が 行わ れ やす くな っ た 事を，意味する

の で は な い か 。 しか し，第 1実験 の データだ け か ら で

は，確定的な事は言え な い
。 こ の 点 を 明 らか に す る 為 に

は，遅延 時間 の 延 長が必 要だ ろ う。

・

　そ こ で ， 第 ll実験で は，有意味綴 りを用い ，遅延時間

を20秒 に し た 条件 を設定す る 。ζの 条件 は ， 十分な リハ

ー
サ ル ・チ ャ

・
ン ス を与え られ た 時，「系列依存的体制化」

が ど うな る か 見 よ うと設定 した もの で ある 。

　し が し，「系列依存的体制化」 に 対する リハ
ーサ ル の

役割 を多角的に 検討す る為に は，リハ ーサ ル の 延長だ け

で は な く， リハ ーサ ル を妨害する条件が必 要だ と考え ら

れ る ． そ こ で ， 篤 H 実験で は ， 10秒 の 遅延 時間に デ ィ ス

トラ ク ター （distractor） を行わ せ る 条件 も設定す る 。

第　∬　実　験

　 目的 ： 第 1実験 で は ゼ 2 つ の 変数 （遅延 の 有 ・無，有

意 味 綴 り ・無意 味 綴 り） を導入 し で， 「系列依存的 体 制

化」 が自由再生 で ど の よ うに 生起す る か，検討 し よ うと

．した ・ そ9で 瀾 題と な っ た の は・9 意味緲 を用 い た

揚 合，予想 に 反 し ， 直後再生時 に 存在 し た 「系列に依存

しない 体制化」 が，遅延再生時 に 縮少す る の で は ない か

と言 う事 で ある。他方，厂系列依存的体制化 」 は 拡 大 し

て い る。

　第 H 実験で は，リハ
ーザル の 妨害 と言 う変数 を導入 し

て ， こ の 点 を明 らか に する。

　方 法 ： 1）実験計颪 　「1＋ 1 提示 法 」 を使 う 2 つ の 条件

を設 定 し た 。

　  20秒遅延 条件 （20 ・遅 ）

　  IQ秒デ ィ ス トラ ク タ
L

条件 （10 ・D ）

　2）被験者及 び 実験期間　1975年 7 月，東京教育大学学

生 ・院生計20人を使用 6 各群に 10人 （W6 ・女 4）ずつ

が割 り当 て られ た。

　3）材料 第 1．実験 で 用硲 られ た も の と同 じ有意畩綴 り

16語 。

　4）手続　基本的 に は，第 工実験 と同 じ。た だ し，20秒

遅延条件で は ，再生時間を70秒 とす る。また エ0秒 ディ ス

トラ ク ター条件で は ， 実験者が材料提示後 口頭 で述べ た

3桁 の 数字 （例，782 ・534な ど ） を ， 被験者は ， 提示 後

再 生 ま で の 10秒間声を出 し て 3 つ ずつ 減算をせ ね ば な ら

な い
。

　作業仮説

　仮説 1 ．20秒遅延条件で は，リハ
ーサ ル が行われ るの

で ，直後再生時 に比 べ 「体制化率」 が上 昇 す る。し か

し，遅延時閲を 2 倍に し た結果，実験 1 で み られ た 「系

列依存的体制化率」 の 上昇が よ り大 きくな り， 「系 列依

存的体制化」 の み が，存在する よ うに な る だ ろ う。　 1

　仮説 2 ，10秒デ ィ ス トラ ク ター条件 で は ， リハ ーサ ル

が妨害され る の で・直後再生時に比づ， 「体制 化 率」 は

下降す る 。 そ の 際 ， 「系列依存的俸制化率」 も下降 す る

の で，体制化は，「系列依存的体制化 」 と 「系列に 依 存

し な い 体制化 」 に分け られ る だ ろ う。

　結　果

　導入 した実験条件 の 効果 を明示す る 為，実験 一1 の 直後

再生
：一

有意味綴 り条件 の 結果 を含め て ，分散分 析 を行 っ

た。

　再生率を FIG．6 に示 し た。再生率 で は，再生法 に よ

る 有意 な差 （F ＝6．459，df ＝2
，
27

，
　 p〈0．01）が認 め ら

れ た。多重比 較を行 つ た 結果， 5 ％水準 で 「10 ・D 」一

「直 ・有」 間を除き，各条件間に 差があ る と言 えた。ま

た 前半 と後 半 の 試行の 問に 有意な 差 （F ＝45．2506，df
＝1，27 ，p〈0，01）が あ っ た 。
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　　　　　 FIG．6　各条件 に おけ る 再 生 率

　体制化率と系列化率を各条件で ま と め ，

「
FIG ．7 ・8 に

示 し た
。

「系列依存的体黝 ピ率ユ に おい て，再生法 に よ
・

る 有意な差 （F・＝・16．　4961
，
df ＝2，27，

　 pく0，01）が認め

られた。多重 比 較 の 結果，5 ％水準 で ，「10 ・D 」
一「直

1

・有 」 の 間を除 き，各条件間 に有意な差があ る と 言 え

た。また前半 と後半の試行の 間 に有意な 差 （F ＝ 71．33，
df ＝1，27，　 p＜0．01）・が あ っ た』

』

　 「系列 に 依存 し な い 体制化率」 に お い て ， 再生法 に よ

る有意な差 （F ＝43992
， df 　f・　2，　27，　p＜0．05）が 認 め

られ た 。 多重 比較の 結果，5 ％ 水準 で，「10 ・D 」一 「20
・遅 ゴ を 除 き，各 条 件間 に 差 がある と言え た 。
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　考　察

　結果か ら見 る と，作業仮説 1 は支持 さ れ た 。 す塗わ

ち，20秒遅延条件 で は，「系列依存的体制化」 の み が 存

在す る と予 想 し た。実際，20秒遅延条件で は，直後再生

時 に 比 べ 「系列依存的体制化率 」 が有意に 上 昇 し，「系

列 に 依存しな い 体制化率 」 は有意に下降して い る。こ の

結果，「系列依存的体制化」 の み が存在す る ように な ？

た。従 っ て ，
1）
’
ハ
ーサ ル ・チ ー

r ン ス を与え る と，提示順

序 に 依拠 し た体制化．が促進 され る事 は ， 確認され た と言

っ て 良い だ ろ う。

　作業仮説 2 は支持 され なか っ だ。す な わ ち，10秒 デ ィ

ス トラ ク ター条件 で は ， 体 制化が 「系列依存的体制化 」

と 「系列 に 依存しな い 体制化」 に分けられ る と予 想 し

た。しか し ， 結果は ， こ の 条件 で 「系列依存 的 体 制 化

率」 は 下降せ ず，「系列 に 依存しない 体制化率」 の み が

有意に 下降す る 事 を示 し た。従 っ て，10秒デ ィ ス トラ ク

タ
ー
条件で も ， 「系列伝存的体制化 」 の み が存在す る よ

うに な っ た ．
こ れは ， 意味 に依拠 した体制化が干 渉 に 弱

い の に 対 し，−ee示 順序 に依拠 した体制化 は 干渉 に 影響 さ

れ な い 事 を示唆す る。

討　論

　今回 の 実験 で 明 らか に な っ た 事 は ，以下 の ように ま と

め られ る だ ろ う。

　 i）． 今回用 い た すべ て の 実験条件で，「系列依 存 的

体制化」 が存在 し た。ageg興味深 い の は，体制化 が 「系

列依存的体制化 」 と 「系列に 依存 しな い 体制化」 に 分 け

られた 「直 ・有条件 」 と， 体制1匕が妨害された 「10 ・D

条件」 との 問 に，「系列依存的体制化率」 の 差がな い 事

で ある 。 ま た有意味綴 り に 比 べ ，体制化が し に くい 「直

・無条件 」 の 「系列依存的体制化率」 が ， 上記 の 2 条件

に 近 か っ た 事 も興味深 い
。

　こ蕊らは，人 間 が学習を進 め て い く上 で ，「系列依 存

　　 Lit一 ＋ 一
「
一

＋ ｝
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ・・f： 、行 　数

　　　　　FIG．810 ・D 条件に お け る体制化

的体制化」 を行 う傾向 を ，

一
定 レ ベ ル 持 っ て い る事 を示

唆す る。

　　ii）． 提示 か ら再生 ま で に 遅延 を置 き，リハ
ーサ ル ・

チ ャ ン ス を与える と ， 有意味綴 り ・無意味綴 りに関係な

　く，「系列依存的体制化 」 の 体制化 に占め る割合が 大 き

　くな った。こ れ は，体制化 を行 うの に 有利 な場 合，「系

列依存的体制化 」 が行 わ れ やすい 事 を示唆す る。

　　iii）． 「系列依存的体制｛t」 は ， 再生 と関係の あ る 事

が わ か っ た 。すな わ ち，有意味 ・無意味両綴 りの 学習 に

お い て，リハ
ーサ ル ・チ ャ ン ス があ る と，「系列依 存 的

体制化率」 と共に 再生率 は 有意 に 上昇 し て い る 。 他方，

　リハ
ーサ ル 妨害がある と，「系列に依存しな い 体制化率」

が有意 に 低下 して い る に もか か わ らず，「系列依存 的 体

制化率 」 と再生率は低下 し て い な い 。、

　　し か し，「系列に依存 し ない 体制化 」 が再生 に 無 関 係

で あ る ， と言 う訳 で は な い 。何故 な らば，直後再 生 時，

試行の 後半 で 有意味綴 りの方力嘸 意味綴 りよ りも再生 率

が高か っ た の は，「系列に依存し なV）体制化 」 の 存 在 に

帰せ られ る か らだ 。

　 本実験 に よ っ て，提示順序 に よ り起 こ さ れ る 体 制化 、
が ，肉由再生 に 存在す る事 は 明 らか に な っ た。こ の実験

・的 に 導き出 され た 「系列依存的体制化 」 は，従来 の 体制

化概念の 中に どの ように 位置づ け られ 母べ きだ ろ うか 。

　 従来 の 体制化分類 で ，最 も定着した型 に な っ て い る の

　は，Tu 且ving （1968） の もの であ ろ う。彼 に よ れ ば，体

制化は 1次的体制化 （Primary 　orgqnization ） と 2 次的

体制化 （Secondary　organization ） に 分 け られ ， 2 次 的

体制化 は ，さ らに 群化 と 主観的体制化 に 分 け られ て い

　る 。

　　1次 的体制化 は ， 「新近性効果 」 に代表 され る よ うに ，

学習材料自体の 特性 と は無関係 に 起 こ る。 2 次的体制化

　は，項 目間 の 意味関係 ・音関係，ある い は 材料 に 対する

被験者 の 前経験 に よ っ て，支配 さ馴て い る もg と定義さ
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れ て い る。

　群化 と主 観的体制化 の 違 い は，体1岡化 の 指標と して ；

前者が実験者 に よ っ て 材料中に あち か じ め 想 定 され た 単

位を測定す る の に 対 し，後者が材料中に 項 目間の 相互関

係 を設定す
』
る 事な く被験者産出 の 単位 を測定す る 所 に あ

る。

　今回の 実験 で は ， す ぺ て の 条件 で r 被験者 が 提示順序

に そ っ て 体制化を し よ うとする 傾向が見 られた s 実験者、

に よ っ て 想 定 され た 単位 とい う点 か ら考 え る と，こ れ

は，提示順序が群化 に お け る カ テ ゴ リーや連想 な ど と同

じ位概 づ け をされ る 事 を示唆する。従 っ て ，群化 と f系
列依存的体制化 」 は，主観 的体制化 と対置 され る客観 的

体制化 （Kintsch 　 1972）の 下位分類 を構成す る と考 え ら

れ る。

　 「系列依存的体制化 」 は ，学習材料自体の 特性や それ

に対す る 被験者の 前経験 と無関係に 生 起す る と い う点

で ， 1 次的体制化 の カ テ ゴ リーに入 る の で は な い か ，と

考え られ る か もしれな い 。しか し ，1 次的体制化 の 典型

で ある 新近性効果が，同時に ，急速な 忘却を 1 つ の 条件

とす る短期記憶の 典型 で もあ る事 を考え る 時，長期記憶

をも扱 うと思われ る 「系列依存的体制化 」 との 間 に は，

区別が為され ね ばな らな い だ ろ う。

　本実験 ｝ま， 提示順序が起 こす体制化の 検討を試 み た 。

と もあれ，「系列依存的体制化 1 の より明確な位置 づ け

の 為に は ，さ らに 多 くの 実験が必要で あ ろ う、

要　約

　本研究 は ， 提示 順序が引き起 こ す体制化 を 「系列依存

的体制化 」 と し て と らえ，検討 した 。

　被験者 （大 学 生 ・大 学 院 生 ）は ，「1 十 1提 示 法 」

（Mandler ＆ Dean 　1969） に よっ て ， 項 目を提示 され 自

由再生 を求 め られ た 。 こ の 方法 は ， 各試行で 1 項 目の み

を追加的に 提示 し ， そ れ まで に 提示 され た 全項 目の 自由

韓生 を被験者 に 求 め る もの で あ る。

　今回用い たすぺ て の 条件 （第 1実験，  直 後再生一有

意味綴 りジ   直後再 生一無 意味綴 り，  遅 延再 生
一

有意

味 綴 り，  遅 延 再 生一無 意味 綴 り，第 H 実 験，  20秒 遅

延，  10秒 デ ィ ス ト ラ ク タ ： ） に，「系列依存的体制化1
が存在 し た。また リハ

ーサ ル ・チ ャ ン 貞が与 え られ た 揚

含，有意味綴 り，無意味綴 りに 関係 な く，「系列依 存 的

体制化 」 は 拡大 レた。　　　　　　　　　　 ず
　最後に，体制化概念 に お ける 「系列依存的体制化」の

位置 づ け を検討 し た。そ こ で は t2 次 的体制化 を主 観的

体制化 と客観的体制化 に 区別 し，「系列依存的体 制化 」

は群化と共 に ， 客観的体制化 の 下位分類を構成す る と考

え た 。
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