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は じ め に 発 生 す る 知 覚 は 可 変 的 で あ る

精 神 物 理 学 に始 ま る知 覚 心 理 学 の 主 流 で は,感 覚 か

ら認 知 に わ た る過 程 が 仔 細 に 分 析 され て き た 。 現 象 論

的 に論 じる にせ よ機 械 論 的 に論 じる に せ よ,諸 研 究 は,

確 定 さ れ た 過 程 を 経 た 結 果 と して 現 わ れ る,代 表 的 な

知 覚 の モ ー ドを 理 念 と して き た 。 そ れ は,被 造 物 の 精

緻 な 知 覚 は,完 成 さ れ た,あ る い は 完 成 に 近 づ い た メ

カ ニ ズ ム の 所 産 で あ る,と い う 認 識 が 共 有 さ れ て き た

か ら と 考 え る こ と が で き よ う 。

主 流 に平 行 して,知 覚 の 発 達 的,発 生 的 研 究 の 流 れ

も幾 多 の 成 果 を 残 して き た 。 そ の 大 部 分 も,発 達 段 階

論 に 代 表 さ れ る よ う に,未 完 成 な 知 覚 が い か に 完 成 に

近 づ い て ゆ くか に 関 心 を 払 っ て き た と い え よ う 。 しか

し一 方 で,行 動 の 発 達 的,発 生 的 研 究 に お い て 駆 使 さ

れ る,比 較 と い う 方 法 は,完 成 と い う こ と ば の 意 味 を

相 対 化 して き た 。 発 達 や 発 生 の 行 き 着 く先 に,絶 対 や

完 全 と い う意 味 で の完 成 は な い 。 お そ ら く進 化 論 以 降,

す な わ ち 実 は 知 覚 心 理 学 の 始 ま っ た と き か ら既 に,行
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動 研 究 の 対 象 と し て の 知 覚 は,完 成 さ れ た メ カ ニ ズ ム

の 所 産 と して の 座 か ら立 ち去 る こ と を 強 い られ 続 け て

き た と い う こ と も で き よ う 。

**

「知 覚 は 可 変 的 で あ り,そ れ は 発 生 や 発 達 に 由 来 す

る 。 」 こ う い う 認 識 は,知 覚 研 究 の 主 流 に お い て は 重

視 さ れ て こ な か っ た 。 逆 に,「 完 成 さ れ た 代 表 的 な モ ー

ドは 固 定 的,恒 常 的 で あ る 。 従 っ て,知 覚 に 変 化 や 差

異 が あ る と す れ ば,そ れ ら は 測 定 誤 差 の 原 因 に しか な

ら な い 。 」 受 容 器 の 感 覚 過 程 か ら 出 発 し て,厳 密 に メ

カ ニ ズ ム を た ど っ て 行 こ う と す る 研 究 者 の 多 く に,こ

う し た 意 識 が 働 い て い た と し て 不 思 議 で は な い 。

し か し生 活 体 は,変 化 す る 環 境 ・事 態 の 中 で 生 き 抜

く た め に,知 覚 を 発 生 させ,変 化 さ せ て い る の で あ る 。

そ れ は 物 差 し の よ う な,歪 み の な い も の で は な い 。 こ

の 意 味 で は 生 活 体 の 知 覚 は そ れ 自 身 が 錯 覚 的 と も い え

る 。 あ る い は ま た,幾 何 学 的 錯 覚 な ど の 錯 覚 も そ れ 自

身 発 生 し変 化 す る も の で あ る と い う 認 識 も 必 要 で あ る 。

そ れ は,常 に 用 い ら れ る 完 成 さ れ た 処 理 過 程 か ら,恒

常 的 な 錯 覚 量 で 生 じ る 様 な も の で は な い は ず で あ る 。
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錯 覚 も 含 め て,知 覚 に は 単 一 の 代 表 的 な モ ー ドな ど な
舜

い,と 考 え て か か ら な く て は な る ま い 。

**

知 覚 の 可 変 性 の 現 れ と し て,文 化 差,年 齢 差,ま た

個 人 差 等 が あ る 。 そ れ ら は 個 体 発 生 あ る い は 系 統 発 生

の 産 物 で あ る 。 ま た 現 実 の 知 覚 は,生 活 の 場 面 場 面 に

応 じ て 主 体 が 要 求 を 満 た す た め に,そ の 場 そ の 場 で 発

生 し,そ の 時 そ の 時 で 変 化 す る 。 こ の 刻 一 刻 の 可 変 性

は,現 実 発 生 に 由 来 す る も の と し て と ら え ら れ る 。

知 覚 は,主 体 が 生 き 抜 く た め に 展 開 す る 行 動 全 体 の

一 環 を な す
。 知 覚 の 可 変 性 は,ま さ に 生 き る こ と そ の

も の の 現 れ で あ る 。 そ れ を 系 統 発 生,個 体 発 生,現 実

発 生 を 通 じ て 見 通 し て お く こ と は,知 覚 の 本 質 を 見 失

わ な い た め に 不 可 欠 で あ る と い え よ う 。

**

本 研 究 で は 知 覚 の 諸 現 象 の 中 で も特 に 錯 覚 を 量 的 に

扱 う 。 そ して,知 覚 の 現 実 発 生 的 な 可 変 性 と,そ こ に

み られ る発 達 的 な 差 異=個 体 発 生 に つ い て,「 構 え 」

の 概 念 を 援 用 しな が ら検 討 す る も の で あ る 。
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1章 知 覚 の 可 変 性 と 構 え

本 章 で は ま ず,知 覚 の 可 変 性 を 現 実 発 生 の レ ベ ル か

ら と ら え て み る 。 そ の 上 で,現 実 発 生 の 概 念 の 修 正 を

提 案 し,順 応 や 残 効 と い う 知 覚 の 可 変 性 が,個 体 発 生

の 概 念 と現 実 発 生 の 概 念 と の 橋 渡 し に な り得 る 可 能 性

に つ い て 論 じ る 。 続 い て,構 え 心 理 学 の 理 論 と 方 法 を

紹 介 し,順 応 や 残 効 を 現 実 発 生 の 新 し い 段 階 と し て 論

じ る上 で の 有 効 性 を,実 験 を 交 え な が ら明 らか に す る 。

1・1現 実 発 生 ・順 応 ・残 効

現 実 発 生 と 知 覚 の 可 変 性

刻 一 刻 知 覚 は 変 化 し て い る と い う 認 識 は,現 実 発 生

の 概 念 を 援 用 す る こ と に よ っ て 明 確 と な る 。 こ の 概 念

に つ い て,先 ず 簡 単 に 振 り返 っ て お く こ と に す る 。

現 実 発 生(Aktualgenese)の 概 念 は,ド イ ツ の ラ イ プ

チ ッ ヒ 学 派 の 諸 研 究 の 中 か ら 生 ま れ た(Sander,1928,
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1930;Flavell&Draguns,1957;Frohlich,1984;Draguns,1986)o

そ の 後,発 達 研 究 で 知 ら れ る と こ ろ のWemer(1935;

1956)がmicrogenesisと 英 訳 し て,こ の 概 念 を 適 用 し た

研 究 を 残 し て い る 。 ま た 神 経 心 理 学 で も こ の 概 念 が し

ば し ば 採 用 さ れ,脳 組 織 の 損 傷 と 機 能 の 現 実 発 生 と を

対 応 さ せ る 研 究 の 歴 史 が 古 く か ら 続 い て い る(e.g.,

Pick,1913;.Yakovlev,1948;Schilder,1951;Brown,1988;Hanlon,

1991)。 ス ウ ェ ー デ ン の ル ン ド 学 派 で は1960年 代 か

らpercept-genesisと い う 枠 組 み の 中 で,現 実 発 生 過 程 の

個 人 差 と パ ー ソ ナ リ テ ィ ー 構 造 と の 対 応 が と ら え ら れ

て き た(Kragh&S㎡ 甑1970;Smith&Westerlundh,1980;

Smith&Hentschel,1993)。 ま た 近 年 の 発 達 心 理 学 で は

Wertschら(Wertsch&Stone,1978;Wertsch&Hickma皿,1987)

やSiegler&Crowley(1991)が,認 知 発 達 研 究 に 有 効 な

ア プ ロ ー チ と し て,こ の 概 念 を と り あ げ て い る 。 比 較

的 近 年 に 知 覚 の 現 実 発 生 を 論 じ た 研 究 と し て は,

Reynolds(1978),Calis&Leeuwenberg(1981),Bachmann

1987,1989,1991),Nakatani(1995a,b)等 が あ る 。

刺 激 の 提 示 か ら 反 応 に い た る 間 に,知 覚 は い く つ か

の 異 な る 相 を 経 て 発 生 す る 。 こ の,非 常 に 短 い 時 間 に
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お け る 発 生 が 現 実 発 生 で,同 様 の 過 程 は,思 考,記 憶,

言 語,等 の,認 知 過 程 一 般 に 想 定 さ れ る 。 現 実 発 生 の

初 期 や 移 行 期 に お け る 前 駆 的 知 覚 は,刺 激 条 件 が 不 適

切 な 事 態 で の 知 覚 と本 質 を 一 に し,極 端 な 瞬 間 視,暗

い 照 明,小 さ い 刺 激,周 辺 視,等 か ら も 窺 う こ と が で

き る 。 ま た,発 生 を 途 中 で 止 あ る,あ る い は 妨 害 す る

方 法 と し て,逆 行 性 マ ス キ ン グ の 事 態 も 用 い られ る 。

提 示 時 間 を 増 や す な ど,提 示 条 件 を 変 え て,刺 激 の

鮮 明 さ が 徐 々 に 増 し た 場 合,最 初 の 段 階 で は 不 明 瞭 で

未 分 化 な 全 体 が 知 覚 さ れ る 。 次 の 段 階 で は,図 と 地 に

あ る 程 度 の 分 化 が 生 じ る が,知 覚 の 内 容 は 依 然 と し て

曖 昧 で,定 ま っ た 形 を も た な い 。 次 に,輪 郭 と 内 容 が

あ る 程 度 は っ き り し,あ や ふ や で 不 安 定 な 形 が 生 じ る

段 階 に 移 る 。 最 後 の 段 階 に お い て,そ れ ま で の 段 階 で

存 在 し て い た 骨 格 的 ゲ シ ュ タ ル ト(Gestaltgerust)を 修

正 し,洗 練 し て,ゲ シ ュ タ ル トの 形 成 が 完 了 さ れ る 。

刺 激 の 鮮 明 さ を 徐 々 に 減 じ た 場 合 は,こ れ と逆 の 順 に

変 化 が お こ る 。

進 化 や 発 達 の 概 念 と 同 様 に,現 実 発 生 に お い て も,

よ り 複 雑 で 変 化 に 富 ん だ 環 境 ・事 態 に 対 し て,主 体 は
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よ り 大 量 で 複 雑 な 情 報 を 扱 う こ と に よ っ て 対 応 し て ゆ

く過 程 が 念 頭 に お か れ て い る と い え よ う 。 現 実 発 生 の

研 究 で は こ の 過 程 を,development(Entwickelung),時 に

はevolutionと 表 現 し て い る 場 合 さ え あ る 。 知 覚 に お い

て は そ れ が 分 節 化 さ れ て ゆ く 過 程 と考 え ら れ る の で あ

ろ う 。 しか し,我 々 は 日 常 い つ も 完 全 に 分 化 さ れ 統 合

さ れ た 知 覚 を 達 成 し て い る わ け で は な い 。 様 々 な 事 態

で,知 覚 は 多 様 な 発 生 を し,分 節 化 の さ れ 方 も 変 化 す

る の で あ る 。

現 実 発 生 概 念 の 拡 大

上 述 の 現 実 発 生 の 概 念 で は,ミ リ秒 の 提 示 の よ う に,

刺 激 の 不 明 瞭 な 条 件 に 注 目 さ れ て き た 。 しか し,明 瞭

な 刺 激 に 対 し て も 現 実 の 知 覚 は 変 化 す る 。 例 え ば,ゲ

シ ュ タ ル トの 形 成 が 完 了 し た 後 に,図 一 地 関 係 や 多 義

図 形 に み ら れ る よ う な 知 覚 の 転 換 が 生 じ る 。 運 動,音,

,振 動 等 の 知 覚 は 比 較 的 長 い 時 間 軸 上 で 展 開 さ れ,変 化

す る 。 そ し て 時 間 誤 差,順 応 と 残 効 等 の 継 時 的 効 果 は,

明 瞭 な 刺 激 の 持 続 視 や 繰 り 返 し に 現 れ る 知 覚 の 変 化 で

あ る 。 こ う し た 知 覚 の 可 変 性 も,発 生 の 産 物 と 考 え る
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な ら ば,個 体 発 生 よ り短 い レ ベ ル の 現 実 発 生 の 範 疇 に

含 め ら れ る べ き で あ ろ う 。

さ て 錯 覚 は,現 実 発 生 に お け る 知 覚 の 分 節 化 に 伴 っ

て そ の 量 を 増 大 さ せ る 。Piaget(1963)は,錯 視 一 般 に

お い て 瞬 間 視 の 提 示 時 間 を 増 や し て い っ た 場 合,100

～200ms ,と き に は500～800msで 錯 覚 量 が 極 大 に 達 す

る の が,幼 児 に も 成 人 に も 共 通 す る こ と を 指 摘 し て い

る 。 一 方,Reynolds(1978)はPonzo錯 覚 お よ びZ6皿ner

錯 覚 に お い て,50msの 提 示 の 後,100ms以 内 に マ ス

キ ン グ を か け る と 錯 覚 量 が 減 少 す る 結 果 か ら,現 実 発

生 に お け る150ms以 上 の 段 階 か ら 錯 覚 が 生 じ る に 至

る と し て い る 。 こ れ ら は 方 法 論 も結 果 も 異 な っ て い る

が,現 実 発 生 の 初 期 に は 錯 覚 が 少 な く,あ る 時 点 ま で

増 大 す る と い う 見 解 で は 一 致 し て い る 。

と こ ろ が,piaget(1963)の 場 合 に も,極 大 に 達 し た

錯 覚 量 は そ の 後 も 提 示 時 間 を 増 や し て い く と 今 度 は 減

少 し て い く の で あ る 。 彼 ら の 関 心 は 錯 覚 量 が 増 大 す る

過 程 に 払 わ れ て い た の で あ る が,そ れ に 続 く減 少 は,

知 覚 の 可 変 性 を 考 え る 上 で,増 大 と 同 様 に 重 視 さ れ る

べ き も の で は な い か 。 以 下 の 諸 現 象 は,知 覚 の 現 実 発
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生 的 変 化 と し て 本 質 を 一 に し,時 間 軸 上 で 互 い に 連 続

し あ う も の と 考 え る こ と が で き る 。

a)Piaget(1963)の 指 摘 の よ う に,時 と 場 所 を 同 じ

く し て 提 示 さ れ る 刺 激 の 要 素 間 で 生 じ る 「同 時 的 錯 覚 」

が,極 大 の 錯 覚 量 の 後,提 示 時 間 の 増 加 と と も に 減 少

す る 。

b)Muller-Lyer錯 覚 の 測 定 の 場 合 で も 知 ら れ る よ う

に,瞬 間 視 の 場 合 の 方 が 持 続 視 の 場 合 よ り も 錯 覚 量 が

小 さ い 。

c)練 習 効 果 。 同 一 の 提 示 が 繰 り返 さ れ る と錯 覚 量

が 減 少 す る 。

d)プ リ ズ ム 視 に よ る 曲 線 効 果 な ど に お け る ,順 応

過 程 に 伴 う い わ ゆ る 基 準 化,す な わ ち 知 覚 さ れ る 湾 曲

な ど の 減 少(normalization;Gibson,1933,1937a,b)。 こ の 現

象 は 逆 転 眼 鏡 な ど に よ る 変 換 視 の 文 脈 に つ な が る 。

e)残 効 。 プ リ ズ ム 視 の 順 応 後 に 生 じ る 残 効 ,図 形

残 効,随 伴 性 残 効,固 定 構 え 法 に よ る 構 え 錯 覚 と よ ば

れ る 残 効 。

しか し,こ れ ら の 現 象 が 現 実 発 生 と の 関 係 か ら 論 じ

ら れ る こ と は こ れ ま で な か っ た 。 そ こ で,こ れ ら も 包
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含 す る よ う な 範 囲 ま で,現 実 発 生 の 概 念 を さ ら に 長 時

間 の 過 程 と して 拡 大 す る 試 み が 要 請 さ れ よ う(図1)。

す る と 問 題 は,順 応 そ し て 残 効 と い う 継 時 的 効 果 に 連

続 し て ゆ く の で あ る 。

順 応 と 残 効

知 覚 の 現 実 発 生 の 概 念 を 拡 大 す る こ と に よ り,短 い

提 示 時 間 の 様 な 刺 激 条 件 が 欠 如 し た 段 階 だ け で な く,

刺 激 条 件 が 適 切 な 場 合,そ し て 過 剰 で あ る 場 合 ま で,

可 変 性 を 連 続 し て と ら え る こ と が で き る 。 そ れ は 知 覚

学 習 の 分 脈 に お い て,剥 奪 に よ る 経 験 の 不 足 と 同 時 に,

過 剰 経 験 や 順 応 も 論 じ ら れ る の と 同 様 と 考 え て よ い 。

順 応,練 習,学 習 と い う 問 題 も含 め る と,現 実 発 生 は

日 や 年 の レ ベ ル に ま で わ た り,個 体 発 生 と 接 す る と こ

ろ ま で 論 じ ら れ る こ と も 可 能,そ し て 必 要 と な ろ う 。

逆 転 眼 鏡 を 用 い た 研 究 パ ラ ダ イ ム で も,長 時 間 の 順

応 と そ れ に 伴 う 残 効 の 生 じ る の は 広 く知 られ る と こ ろ

で あ る 。 ま た,単 一 の 刺 激 を,よ り長 い 間,い わ ば 過

剰 に 提 示 す る こ と に よ っ て も 順 応 や 残 効 は 生 じ る 。
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← 広 義 の 現 実 発 生 →

図1狭 義の現実発生/持 続視 ・練習効果と順応/広 義の現実発生

提示時間を変数とした錯覚量の増減を指標とする。
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(
図2Gibson(1933)が 見いだ した曲線の順応 と残効

(8)

t9)

TestI:プ リズムを装着す ると網膜像は湾曲 し,直 線が湾曲線に知覚 され る。

TestII:持 続視 に伴 う順応によって,網 膜像は変化 しないのに湾曲が減少 して

知覚 され る。 これは規準化 といわれ る。after-effect:プ リズムを外す と残効が

生 じ,網 膜 には直線が映るのに,湾 曲 して知覚 される。湾曲はプ リズムを着けて

いた ときとは逆方向 とな り,対 比 的な負の残効 とい うことになる。 同様の現象が,

手でボール紙を触 る事態でも生 じた。 また,屈 曲線,及 び傾斜線にっいても,同

様の順応 と残効が報告 されている(Gibson,1933,1937a,b)。
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Gibson(1933,1937a,b)が プ リ ズ ム を 用 い て 実 験 し た ,

傾 き や 湾 曲,屈 曲 の 順 応 に お け る規 準 化 と 残 効(図2)

は,比 較 的 短 い,し か し ミ リ秒 の 現 実 発 生 よ り は 長 い,

分 以 上 の 単 位 で 生 じ る 。

Piaget(1963)に よ っ て 示 さ れ た 錯 覚 量 の 増 減 と ,プ

リ ズ ム 視 な ど で の 順 応 と は,現 実 発 生 に お い て 同 様 の

過 程 を た ど る も の と 考 え る こ と が で き よ う 。 提 示 の 最

も 初 期 は 狭 義 の 現 実 発 生 の 過 程 で,錯 覚 が 増 加 す る 。

プ リ ズ ム 視 の 場 合 も,こ の 過 程 で 線 分 の 湾 曲 等 の 知 覚

が 形 成 さ れ,湾 曲 が 誇 張 さ れ る 錯 覚 等 が 発 生 し 増 大 す

る と 考 え ら れ る 。

そ れ に 連 続 す る 広 義 の 現 実 発 生 の 過 程 で 錯 覚 の 量 は 減

少 す る の で あ る が,こ れ と プ リズ ム 視 の 順 応 で 傾 き 等

が 減 少 す る の と は 同 一 の 現 象 に 違 い な い 。 プ リ ズ ム の

順 応 も 錯 覚 の 減 少 と 同 様,実 際 に は 分 と い う 単 位 を 待

た ず し て,非 常 に 早 い 段 階 か ら そ の 過 程 は 始 ま っ て い

る も の と考 え ら れ る 。 ま た 錯 覚 の 場 合 も,減 少 の 後 は

プ リ ズ ム 視 の 順 応 の 後 の 残 効 と 同 様 の 効 果 が 生 じ得 る

と 考 え ら れ る 。

残 効 は 順 応 に 連 動 し て 生 じ る,一 般 的 に は 継 時 的 な
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対 比 現 象 で あ る 。 プ リズ ム 視 の 残 効 に 類 似 の 残 効 は,

図 形 残 効 や 随 伴 性 残 効 の 枠 組 み で も と り あ げ られ て き

た 。 日 常 で も 同 様 の 現 象 は,重 い も の を 持 っ た 後 で 重

くな い も の を 持 つ と軽 く感 じ られ た り,熱 い 湯 を さ わ

っ た 後 で 水 を さ わ る と冷 た く感 じ られ た り,急 な 坂 を

登 っ た 後 で 緩 い 坂 を 登 る と平 坦 に感 じ ら れ た り,と い

う 具 合 い に しば し ば 経 験 さ れ る 。 こ の 種 の 現 象 に お い

て も,知 覚 は 場 面 場 面 で 発 生 の 過 程 を 経 て 変 化 す る の

で,ま さ に 現 実 発 生 の1つ の 側 面 な の で あ る 。

順 応 と残 効 は,狭 義 の 現 実 発 生 を 広 義 の 現 実 発 生 に

拡 大 す る だ け で は な く,現 実 発 生 の 概 念 と個 体 発 生 の

概 念 と を も結 び 付 け る も の か も知 れ な い 。 プ リズ ム に

よ る順 応 と残 効 の 現 象 は,変 換 視 等 の 知 覚 学 習 ・発 達

の 分 脈 と,図 形 残 効 や 随 伴 性 残 効 の 分 脈 の 接 点 に あ る

と考 え る こ とが で き る 。 前 者,変 換 視 等 の 研 究 は 個 体

発 生 過 程 に お け る 空 間 知 覚 の 構 造 化 ・再 構 造 化 や,知

覚 一運 動 協 応 の 体 制 化 に 示 唆 を 与 え る も の で あ る し,

後 者,図 形 残 効 等 は 現 実 発 生 過 程 の 新 た な 段 階 と し て

位 置 づ け る こ と が で き る 。

順 応 と残 効 に み られ る知 覚 の 可 変 性 は,広 義 の 現 実
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発 生 に お け る知 覚 の 分 節 化 が,個 体 発 生 に お け る 知 覚

の 分 節 化 と連 動 す る可 能 性 を示 して い るの で は な い か 。

あ る い は,現 実 発 生 の 産 物 が 個 体 発 生 を 直 接 に 構 成 す

る と い う 可 能 性 も あ る 。 個 体 発 生 に お け る,経 験 や 学

習 と は そ う い う も の か も知 れ な い 。 しか し,変 換 視 や

知 覚 発 達 の 研 究 で 図 形 残 効 等 に 言 及 さ れ る こ と も,そ

の 逆 の 言 及 が行 わ れ る こ と も,こ れ ま で ま ず 無 か っ た 。

こ こ で の 問 題 点

現 実 発 生 の 枠 を 広 げ て,順 応 や 残 効 ま で も含 ん だ 錯

覚 と そ の 現 実 発 生 の 問 題 の 中 か ら,知 覚 の 発 生 と可 変

性 に 一 貫 す る,新 た な 知 見 に め ぐ りあ え る 期 待 が 生 じ

て き た 。 しか し,順 応 や 残 効 を 取 り扱 う 既 存 の 知 覚 研

究,錯 覚 研 究 に そ の 道 を 期 待 す る こ と は 難 し い で あ ろ

う 。 錯 覚 の 説 明 に は,神 経 モ デ ル も含 め て 無 数 の 説 が

提 出 さ れ て き た の で あ る が,単 一 の 現 象 に 関 して も 様

々 な レ ベ ル の 諸 説 が 整 理 さ れ て お らず ,広 範 な カ テ ゴ

リー を ま とめ る 結 論 も 出 さ れ て い な い 。 む し ろ,多 く

の 研 究 者 は,錯 覚 を 統 一 的 に 説 明 す る こ とに 否 定 的 な

見 解 を 述 べ て い る 。 ま た,錯 覚 の発 生 過 程 に 関 して も,
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piagetの1940年 代 の 発 達 的 諸 研 究 を 凌 ぐ よ う な 新 し

い 見 解 は 見 当 ら な い 。

錯 覚 全 体,ひ い て は 知 覚 全 体 に 一 貫 し た 見 通 し が 得

ら れ な い の は,主 体 が 生 き て ゆ く た め に は 発 生 や 可 変

性 が 当 然 の 帰 結 で あ る,と い う 観 点 が 欠 乏 し て い る か

ら で は な い か 。 生 き る 主 体 に 変 化 が あ れ ば,知 覚 も 当

然 変 化 す る 。 刺 激 一 反 応 と い う 心 理 学 の 古 典 的 な 図 式

に 従 え ば,同 一 の 刺 激 に 対 し て は 同 一 の,す な わ ち 恒

常 ・不 変 の 知 覚 が 成 立 す る こ と に な る 。 しか し,同 一

の 刺 激 に 対 す る 知 覚 が 可 変 的 で あ る と い う 認 識 を も て

ば,刺 激 と 反 応 の 間 の 主 体 に こ そ 注 目 し,そ こ に 何 ら

か の 発 生,変 化 が 生 じ る と 考 え ざ る を 得 な い の で あ る 。

こ の 主 体 の 発 生,変 化 に 注 目 し,可 変 的 な 知 覚 ,特

に 残 効 と 同 一 の 現 象 を 取 り 上 げ て き た の がUznadze(

1966)ら の グ ル ジ ア 学 派 の 一 連 の 構 え 心 理 学 研 究 で あ

る 。 彼 ら が 実 験 的 に 取 り扱 っ て き た の は,構 え 錯 覚 と

呼 ば れ る 継 時 的 な 錯 覚 で あ る が,そ れ に よ っ て 論 じ ら

れ る の は 錯 覚 と い う 知 覚 内 容 で あ る 以 上 に,主 体 の 状

態 と そ の 変 化,す な わ ち 構 え で あ る 。 本 研 究 で は こ の

先,構 え 錯 覚 を 実 験 的 に 取 り 扱 い な が ら,知 覚 の 現 実
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発 生 的 可 変 性 と発 達 を 論 じ る 。 そ れ に 先 だ っ て,構 え

心 理 学 と そ こ で 用 い られ る 固 定 構 え 法 に つ い て 概 略 を

述 べ て お か な くて は な ら な い 。

1・2固 定 構 え 法 と 構 え の 心 理 学

固 定 構 え 法 と 構 え 錯 覚

固 定 構 え 法 の 基 本 的 な 手 続 き は,視 覚 的 大 き さ 比 較

を 例 に す る と,以 下 の 通 りで あ る 。

固 定 構 え 法 は 構 え 固 定 場 面 と検 証 場 面 に 分 け られ る

(図3)。 ま ず 構 え 固 定 場 面 で,直 径 の 異 な る 円 を2

つ 左 右 に 配 置 した 刺 激 を タ キ ス トス コー プ を 用 い て 瞬

間 提 示 し,右 の 方 が 大 き か っ た か,左 の 方 が 大 き か っ

た か の 評 定 を 被 験 者 に 求 め る 。 同 じ刺 激 を 用 い て こ の

試 行 を 連 続 して,通 常5～15試 行 繰 り返 す 。 こ れ は い

わ ば 順 応 の 事 態 に 相 当 す る 。 続 く検 証 場 面 で は 直 径 の

等 し い 円 を 左 右 に 配 置 し た 刺 激 を 瞬 間 提 示 し,構 え 固

定 場 面 同 様 に 大 き さ の 判 断 を 求 め る 。 こ れ も通 常 何 試

行 か 繰 り返 され る 。 こ ち ら は い わ ば 残 効 の 事 態 にな る 。
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構 え固定場 面
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検証場面
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見 えの大 き さ

図3大 きさ比較における固定構え法によって生 じる対比錯覚

構え固定場面で大きさの異なる2円 を提示した後,検 証場面で左右に大きさの

等 しい2円 を提示すると,構 え固定場面の2円 の大きさ関係と逆の関係で,す な

わち対比的関係で大きさが異なって知覚される。
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検 証 場 面 に お い て,検 証2円 の 直 径 は 等 し い に も関

わ らず,多 くの 場 合 は 大 き さ が 異 な って 知 覚 さ れ る 。

これ は 継 時 的 な 効 果=残 効 で,構 え 錯 覚 と呼 ば れ る 。

構 え 錯 覚 に は 同 化 と対 比 の そ れ ぞ れ の 場 合 が あ る 。 検

証 場 面 で2円 の 大 き さ が 構 え 固 定 場 面 の2円 の 大 き さ

関 係 と 同 じ関 係 に 見 え た 場 合,例 え ば 構 え 固 定 場 面 で

右 側 の 方 が 大 き い 刺 激 を 提 示 して お い て 検 証 場 面 の 右

側 の 方 が 大 き く錯 覚 さ れ た 場 合,が 同 化 で あ る 。 一 方,

検 証 場 面 の2円 の 大 き さが 構 え 固 定 場 面 と逆 に 見 え た

場 合 が 対 比 で あ る 。 こ れ ら構 え 錯 覚 は,検 証 場 面 の 試

行 を 繰 り返 す に つ れ て,や が て 消 失 し,左 右 が 等 し い

通 常 の 知 覚 に も ど る 。

構 え 錯 覚 は 固 定 さ れ た 構 え の 働 き に よ って 生 じ る と

説 明 さ れ る 。 弁 別 の 課 題 の も と,構 え 固 定 場 面 で 直 径

の 異 な る2円 を 繰 り返 し知 覚 す る と,大 き さ の 異 な る

2円 の 知 覚 を 準 備 す る よ う に 分 化 さ れ た 構 え が 固 定 さ

れ る 。 こ の 構 え の 分 化 の 仕 方 は,続 く検 証 場 面 で 提 示

さ れ る 等 し い 大 き さ の2円 を 知 覚 す る に は 不 適 切 で あ

る 。 と こ ろ が,構 え は 固 定 さ れ て お り,す ぐさ ま 適 切

な 知 覚 を 準 備 す る こ と は で き な い 。 一 時 的 に 不 適 切 な
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構 え に 基 づ く知 覚 が 生 じ る 。 こ れ が 構 え 錯 覚 で あ る 。

しか し 検 証 場 面 で 大 き さ の 等 し い2円 を 繰 り返 し 知 覚

す る う ち に 構 え は や が て 転 換 し,固 定 さ れ た 不 適 切 な

構 え か ら新 し い 事 態 に 応 じ て 分 化 し た 適 切 な 構 え に か

わ り,錯 覚 は 減 衰 し て ゆ く。

こ こ で み ら れ る 様 な 継 時 的 な 対 比 の 現 象 は ,Fechner

(1860)に よ っ て 最 初 に 論 じ ら れ,後 に プ リ ズ ム の 残

効 や 図 形 残 効 お よ び 随 伴 性 残 効 の 分 脈,ま た 順 応 水 準

の 分 脈 で 扱 わ れ た も の 等 と 類 似 な い し は む し ろ 同 一 の

現 象 で あ る 。 し か し,こ れ を 図 形 残 効 で い う 刺 激 の 痕

跡,あ る い は 順 応 水 準 で い う 刺 激 の 平 均 化 さ れ た 体 系

の 効 果 と し て 論 じ る の で は な く,主 体 の 全 体 的 な 状 態

と して 構 え とそ の 変 化 を 論 じる の が 構 え 心 理 学 で あ る 。

構 え の 心 理 学 の 成 立

グ ル ジ ア 学 派 の 構 え 心 理 学 は,1920年 代 にD.N.

Uznadzeに よ っ て 構 築 が 始 め られ た 。Uznadze自 身 は ラ

イ プ チ ッ ヒ 大 学 で,Wundtら の も と で 学 ん だ 後,新 し

い 心 理 学 を 目 指 し て 故 国 に 心 理 学 研 究 室 を 創 設 し た 。

構 え の 研 究 は,現 実 発 生 の 研 究 と 同 じ 由 来 を ラ イ プ チ

19



ッ ヒ に た ど る こ と が で き る と も い え る が,構 え の 概 念

に は,知 覚 が,そ し て 行 動 が,場 面 場 面 で 発 生 す る と

い う 考 え が 含 ま れ て い る と 考 え られ る 。

実 験 と そ れ に 基 づ く理 論 は,1950年 のUznadzeの 没

年 ま で に 概 ね 体 系 化 さ れ(Uznadze,1966),以 後 も グ

ル ジ ア 科 学 ア カ デ ミ ー の 心 理 学 研 究 所,お よ び ト ビ リ

シ 大 学 の 心 理 学 研 究 室 に お い て 継 承 さ れ て い る 。 現 在,

グ ル ジ ア の 心 理 学 者 の 過 半 数 は,構 え の 理 論 に 依 拠 し

て 研 究 を 行 な っ て い る と 聞 く 。 知 覚 の 領 域 に お い て も

図 形 残 効 理 論,恒 常 性 理 論 を 中 心 に,既 存 の 研 究 法 へ

の 批 判 的 研 究 が 多 く残 さ れ て き た(Bzhalava,1961,1963,

1969;Natadze,1966;Prangishvili&Gersamiya,1983等)。

一 方 ,モ ス ク ワ 学 派 で も1950年 代 か ら3a皿oPo鼠eu

(1960)ら を 中 心 に,グ ル ジ ア 学 派 の 知 見 を 再 検 討 す

る 諸 研 究 が 行 わ れ,構 え の 全 人 格 性 を め ぐ る 議 論 な

ど で,独 特 の 見 解 を 持 つ に 至 っ て い る 。

わ が 国 で の 構 え 理 論 の 紹 介 は,1960年 代 の 終 わ り

か ら 川 口(1969),千 葉 と 黒 田(1977),に よ っ て 試

み ら れ て い る が,中 で も 川 口 は,そ れ 以 降 構 え 理 論 に

基 づ い た 実 験 を 継 続 し て,独 自 の 研 究 体 系 を う ち た て
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て い る(Kawaguchi,1980,1984;丿II口,1984)。

Uznadze(Usnadze,1931*注:こ れ は ド イ ツ 語 で 著 さ れ
,

名 前 も ド イ ツ 語 式 に 綴 ら れ て い る が,本 稿 に お い て

Uznadzeの 名 は 原 則 と し て 英 語 式 に 表 記 す る)は ,大

き さ 一 重 さ 錯 覚 と そ れ に 類 似 し た 錯 覚 が,motorische

Einstellung(Muller&Schumann,1889)の よ う な 末 梢 的 過 程

に よ る も の で は な い こ と を 明 ら か に し て ゆ く 作 業 に お

い て 固 定 構 え 法 を 考 案 し た 。 言 語 や 概 念 形 成 な ど の 研

究 で 始 ま っ た 初 期 の 段 階(Usnadze,1924,1927,1929a,b)

で は,構 え は ま だ 説 明 概 念 で あ っ た 。 し か し 固 定 構 え

法 が 開 発 さ れ,そ れ を 主 要 な 方 法 と し て 実 験 的 諸 研 究

を 行 な っ た1930年 前 後 か ら は(Usnadze,1929,1931,1939),

構 え は 操 作 可 能 な 実 体 概 念 と し て 扱 わ れ る こ と に な っ

た 。

大 き さ 一 重 さ 錯 覚 はHubimpulseが ひ き お こ す 持 ち 上

げ 動 作 の 飛 び 上 が り あ る い は 貼 り 付 き と い う 印 象 の 結

果 と し て 起 こ る,と い うmotorischeEinstellungの 理 論

に 反 証 す る た め に,Uznadze(Usnadze,1931)は 持 ち 上

げ 動 作 に よ ら な い 錯 覚 を2つ 見 い だ し た 。 重 さ 一 大 き

さ 錯 覚 は,大 き さ 一 重 さ 錯 覚 の 裏 返 し で,重 量 が 異 な
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る と 等 し い 大 き さ の 対 象 が 異 な っ た 大 き さ に 錯 覚 さ れ

る 。 大 き さ 一 圧 錯 覚 で は,大 き さ が 異 な り 重 量 が 等 し

い 対 象 を 圧 秤 に 乗 せ る と,静 止 し た 指 に か か る 圧 力 が

異 な っ て 錯 覚 さ れ る 。 こ れ ら は,末 梢 的 な 筋 運 動 に 特

異 で 持 ち 上 げ 動 作 に 伴 うmotorischeEinste皿ungが 介 入 し

な い で も,大 き さ 一 重 さ 錯 覚 と 同 様 に 生 じ る 。Uznadze

は 大 き さ 一 重 さ 錯 覚 以 下3つ の 錯 覚 は 同 一 の メ カ ニ ズ

ム,す な わ ち 構 え の 働 き に よ っ て 生 じ る と 結 論 づ け た 。

そ し て,固 定 構 え 法 に よ っ て 錯 覚 が ひ き お こ さ れ る こ

と で,そ の 証 拠 と し た 。

Uznadze(1966)は,「 心 理 学 は 心 理 現 象 で は な く ,

心 理 現 象 を 有 す る 生 き た 主 体 か ら 出 発 し な け れ ば な ら

な い,」 と い う 命 題 か ら 構 え を 研 究 の 中 核 に 据 え た 。

Wundtの 内 容 心 理 学 に 対 抗 し た 作 用 心 理 学 ,そ し て ゲ

シ ュ タ ル ト心 理 学 に 至 る 系 譜 と は 別 に,Uznadzeは 主

体 の 心 理 学 を 目 指 し た と い え よ う 。

彼 の 提 唱 し た 構 え は,要 求 を も っ た 主 体 が 外 的 事 態

に 出 会 う こ と に よ っ て 生 じ る,主 体 の 全 体 的 な 行 動 準

備 状 態 で あ る 。motorischeEinstellungの よ う な 末 梢 的,

特 異 的 過 程 で も な く,い わ ゆ る 心 構 え や,心 的 態 度 と
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い う 意 識 的 な 過 程 で もな く,動 物 も含 め た 生 活 体 が あ

らゆ る 行 動 を 引 き 起 こ し,調 節 して ゆ く上 で の 統 合 的

な 過 程 と して,構 え は 以 下 の3つ の 特 徴 で 表 わ され る 。

構 え の 無 意 識 性:構 え は 無 意 識 の 水 準 で の 心 理

過 程 で あ る 。 す な わ ち,被 験 者 が 内 省 し実 験 者 が 記 述

し た も の が 生 活 体 の 行 動 を コ ン トロー ル して い る わ け

で は な い 。 こ れ はFreudが 精 神 分 析 に よ っ て と らえ

よ う と した,意 識 の 対 立 物 と して の 無 意 識 と も異 な る 。

構 え は 意 識 の 下 部 構 造 と して,意 識 と葛 藤 す る の で は

な く,意 識 と補 完 しあ い な が ら行 動 を 制 御 す る 。 し た

が って 当 然 ヒ ト以 外 の 動 物 に も働 い て お り,行 動 の 進

化 に は 構 え の 進 化 が 寄 与 して い る 。

構 え の 一 次 性:行 動 の 準 備 状 態 と し て の 構 え は

行 動 に 先 立 って 生 活 体 の 内 部 に 現 わ れ る 。 構 え が 決 定

す る の は 生 活 体 の 要 求 と外 的 な 事 態 の 出 会 っ た と き で

あ る 。 こ れ に 基 づ い て 行 動 は 副 次 的 に た ち現 わ れ る 。

構 え は 要 求 と事 態 の 変 化 し あ う 流 れ の 中 で 活 性 化 し,

分 化 し,固 定 し,転 換 す る 事 に よ っ て 行 動 を 適 切 に コ
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ン トロ ー ル す る 。 意 識 は,こ の 構 え に よ る行 動 の 進 行

を 一 時 的 に 停 止 さ せ た と き に 機 能 す る 「客 観 化 」 を 契

機 に 働 く。

構 え の 全 人 格 性:構 え は 知 情 意 と い っ た 心 理 諸

機 能 と 同 列 の 一 種 で は な く,行 動 す る 主 体 の 統 合 的,

全 体 的 状 態 で あ る 。 心 理 諸 機 能 は,知 覚 で あ れ,記 憶

で あ れ,思 考 で あ れ,そ して 情 動 で さ え もが 構 え に よ

っ て 決 定 さ れ,コ ン トロ ー ル さ れ る 。 行 動 を 統 合 的,

全 体 的 に 決 定 す る 構 え は,主 体 の 全 体 的 特 性 を 表 す 全

人 格 的 な 構 造 を 有 す る 。 そ れ は,発 達 し,差 異 を も た

らす も の で あ る 。 個 々 の 心 理 機 能 は 主 体 あ る い は 人 格

の 概 念 か ら 出 発 し て 説 明 され な け れ ば な ら な い 。 た だ

し,構 え 理 論 の 評 価 に お い て は こ の 全 人 格 性 に 対 し て

最 も 意 見 の 分 か れ る と こ ろ で も あ る 。

様 々 な 次 元 の 構 え 錯 覚 と 般 化,拡 延

構 え が,統 合 的,全 体 的 な もの な らば,あ らゆ る 知

覚 の 平 面 で,構 え は 知 覚 を 発 生 さ せ,そ の 可 変 性 を も

た らす と考 え られ る 。 グ ル ジ ア 学 派 で は,固 定 構 え 法
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を い く つ か の 知 覚 の モ ダ リ テ ィ ー や 次 元 に 適 用 し,構

え 錯 覚 が 同 様 に 生 じ る こ と を 明 ら か に し て い る(

Uznad蹌1966)。 大 き さ の 錯 覚 で も 視 覚 だ け で は な く,

触 覚 に お い て も 生 じ る 。 ま た 筋 肉 運 動 感 覚 的 な 重 さ や

か た さ に お い て も 大 き さ と 同 様 の 錯 覚 が 生 じ る 。 聴 覚

的 な 音 の 大 き さ に お い て も 構 え 錯 覚 は 生 じ る 。 皮 膚 の

温 度 感 覚 に お い て 同 様 の 錯 覚 の 生 じ る の は,例 え ば 風

呂 の 湯 加 減 を 見 る と き な ど で も 日 常 的 に 経 験 さ れ る こ

と で あ る 。 そ の ほ か 圧 力,時 間,明 る さ,数 の 多 さ 等

に 固 定 構 え 法 は 適 用 さ れ て い る(表1)。

さ ら に,構 え 錯 覚 に は 知 覚 様 相 間 の 拡 延 や 般 化 と 言

わ れ る 現 象 も 見 ら れ る(表2)。 例 え ば 大 き さ の 構 え

固 定 を 触 覚 に お い て 行 い,検 証 を 視 覚 に お い て 行 な っ

て も 多 く の 対 比 錯 覚 が 生 じ る し,視 覚 に お い て 構 え 固

定 を 行 な い,触 覚 に お い て 検 証 を 行 な っ て も 効 果 が み

も 盛 ん に 研 究 さ れ て い る 。

ま た,構 え の 固 定 一 転 換 の 過 程 を 組 織 的 に 調 べ る こ

と に よ っ て,構 え の 個 人 差 に 関 す る 知 見 も 得 ら れ て い

る 。 構 え の 固 定 に 要 す る 試 行 の 数 か ら 構 え の 活 性 化 の

指 標 が 得 ら れ る 。 固 定 さ れ た 構 え の 消 去 の 過 程 か ら,
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表1圧 力,音 の強 さ,明 る さの構 え 錯 覚(反 応 のパ ーセ ンテ ー ジ)

(Uznadze,1966)

知 覚次 元 対 比 同化 等 疑

圧 力45.625.015.014.4

音 の 強 さ57.019.021.03.0

明 る さ56.616.621.65.2

表2構 え を 固定 した知 覚 様 相 か ら異 な る知 覚 様相 へ の構 え錯 覚 の 拡 延(反 応 の

パ ーセ ンテ ー ジ)(Uznadze,1966)

拡 延 の様 相 対 比 同 化 等 疑

触 覚 → 視 覚48.08.421.52.2

視 覚 → 触 覚13.333.326.626.6

筋 肉運 動感 覚 → 触 覚46.66.613.333.3

触 覚 → 筋 肉運 動感 覚13.313.320.053.3

視 覚 → 筋 肉運 動感 覚26.66.613.353.3

筋 肉運 動感 覚 → 視 覚20.033.326.620.1
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ら れ る 。 こ う し た 拡 延 は 様 々 な 感 覚 器 官 の 間 で 認 め ら

れ て い る 。 ま た 視 覚 的 に 円 を 用 い て 構 え 固 定 を 行 な っ

た 後,他 の 図 形 に よ っ て 検 証 を 行 な っ て も 構 え は 般 化

す る 。 す な わ ち 四 角 形 や 線 分 な ど の 大 き さ が 錯 覚 さ れ

る 。

こ れ ら は 構 え が 末 梢 的,特 異 的 な 過 程 で は な く,中

枢 的,一 一般 的 な 過 程 で あ り,諸 心 理 過 程 を 統 合 す る 全

体 的 な 働 き し て い る た め で あ る,と さ れ る 。 構 え 錯 覚

に 現 わ れ る 知 覚 の 可 変 性 は,構 え の 分 化 ,固 定 の メ カ

ニ ズ ム に よ っ て も た ら さ れ る ,知 覚 過 程 に 一 般 的,普

遍 的 な 事 象 と し て と ら え ら れ る 。

構 え 研 究 の 諸 局 面

固 定 さ れ た 構 え の 効 果 は,大 き さ の よ う な 量 的 な 錯

覚 だ け で は な く,質 的 な 知 覚 に お い て も 現 わ れ る 。 そ

し て,こ の 場 合 に 効 果 は 同 化 的 に 生 じ る 。 例 え ば 「貴

婦 人 と 老 婆 」 の よ う な 多 義 図 形 の 知 覚 に お い て ,あ ら

か じ め ど ち らか の 構 え を 固 定 して お く と ,固 定 さ れ た

構 え に 基 づ い た 方 の 知 覚 が 生 じ る 。 こ の よ う な 効 果 は

知 覚 だ け で な く,思 考,言 語,学 習,記 憶 等 の 場 面 で
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動 的 一 静 的,可 塑 的 一 不 活 発 と い っ た 指 標 が 得 られ る 。

そ の ほ か 構 え の 恒 常 性,安 定 性 と い っ た 指 標 も 固 定 構

え 法 を 用 い て 得 ら れ て い る 。 そ う し た 指 標 か ら人 格,

精 神 病 理 に 関 す る 差 異 心 理 学 的 研 究 も 積 み 重 ね ら れ て

い る 。 ま た,個 体 発 生 や 系 統 発 生 の 観 点 か ら,子 供 や

動 物 の 構 え の 研 究 も 行 な わ れ て い る 。

1・3円 の 大 き さ 比 較 に 適 用 し た 固 定 構 え 法 の

実 験

固 定 構 え 法 を 用 い た 諸 研 究 の 中 で も,2つ の 円 の 大

き さ 比 較 の 課 題 が 用 い ら れ る 場 合 が 最 も 多 い 。 そ の 検

証 場 面 で は,直 径 の 等 し い2円 を 提 示 す る の が 通 常 で,

例 え ば10回 の 検 証 試 行 で10名 の 被 験 者 が 左 右 ど ち

ら の 円 を 大 き い と 評 定 し た か,合 計100の 反 応 に お け

る 左 右 の 比 率 を 指 標 に 固 定 さ れ た 構 え の 効 果 を 測 定 し

て い る 。

そ れ に 対 し て,Bzhalava(1968)や 川 口(1984)は,

検 証 場 面 で 左 右 の 円 の 直 径 を 変 化 さ せ る こ と に よ っ て,
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左 右 の 反 応 が 均 衡 す る 一 左 右 の 直 径 が 異 な る の に ,

構 え 錯 覚 に よ っ て 等 し く 見 え る 一 相 を と ら え て ,均

衡 化 点 と よ ん で い る(図4)。 均 衡 化 点 の 意 義 に つ い

て は,3章 で 改 あ て 論 じ る こ と に す る が,こ の 結 果 か

ら,川 口 の よ う に 均 衡 化 点 を 構 え 錯 覚 の 量 と す る の で

は な く,一 定 の2円 を 提 示 し た 際 の,検 証 場 面 と 対 照

実 験 と の 間 の 反 応 の 差 を 固 定 さ れ た 構 え の 効 果 と し て

読 み と る こ と が で き る 。 そ う す る と,2円 の 大 き さ が

異 な る 場 合,そ の 大 き さ の 違 い の 程 度 に よ っ て 固 定 さ

れ た 構 え の 効 果 が 変 わ っ て く る こ と が う か が え る 。

こ の よ う に 検 証 場 面 で の2円 の 大 き さ の 違 い に よ っ

て 効 果 が 変 わ っ て く る 現 象 は,残 効 理 論 や 順 応 水 準 理

論 か ら は 予 想 で き な い 。 以 下,検 証 場 面 で2円 を 組 織

的 に 変 化 さ せ る 実 験 を 行 な い,構 え の 活 性 化 と い う 観

点 か ら の 説 明 を 試 み る 。 こ の 実 験 の 手 続 き は ,次 章 以

降 に お け る 諸 実 験 の 手 続 き の プ ロ トタ イ プ と な る 。

方 法

左 右2っ の 円 を,白 ケ ン ト紙 に,0.5㎜ の 黒 い 輪

郭 で 撒 ・た 刺 激 を 用 い た 。2円 の 円'躙 は66㎜ と
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図4川 口(1984)に よる均衡化点の測定

対照実験および検証場面 において,左 右の2円 の大 きさを変化 させた ことによ

る,左 右反応の変化。対照実験で は,2円 の等 しい(40:40mm)条 件付近で

左右反応が均衡するが,検 証場面では構え錯覚 によって均衡化点が移動す る。

(a),(b)は 成人の結果,(c),(d)は 幼児の結果。
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し た 。 構 え 固 定 場 面 の 円 の 大 き さ 条 件 に よ りAシ リ ー

ズ とBシ リ ー ズ と が 設 け られ,検 証 場 面 で は 左 側 の 円

の 直 径 が 条 件 に よ り 変 化 さ れ た 。 そ れ ぞ れ の 円 の 大 き

さ 条 件 は 表3に 示 す 通 り で あ っ た 。

刺 激 は 観 察 距 離800㎜ の タ キ ス トス コ ー プ(竹 井

機 器 工 業,特 注)に よ っ て500ms提 示 さ れ た 。 被 験

者 に は2円 の 大 き さ を 比 較 し て 大 き か っ た 方 を 「右 」

か 「左 」 の2件 法 で 答 え る こ と が 求 め ら れ た 。 等 疑 反

応 は 行 な わ な い よ う に 教 示 が な さ れ た 。

構 え 固 定 場 面,検 証 場 面 と も5試 行 ず つ か ら な り,

試 行 間 の 間 隔 時 間(ISI)お よ び 構 え 固 定 場 面 と 検 証

場 面 と の 間 隔 時 聞 は5000msで あ っ た 。 間 隔 時 間 中 は,

円 心 間 の 中 点 に 相 当 す る 位 置 に 凝 視 点 が 提 示 さ れ た 。

被 験 者 は13名 の 大 学 生 で 各 々A,B両 シ リ ー ズ の

計14条 件 を ラ ン ダ ム な 順 序 で 行 な っ た 。

対 照 実 験 は 左 円 が38㎜,39㎜,41㎜,42㎜ の 条

件 に つ い て,検 証 場 面 と 同 じ 手 続 き で 構 え 固 定 場 面 を

先 行 さ せ ず に 行 な っ た 。

予 備 的 計 測 で は,恒 常 法 に 準 じ て,検 証 場 面 の 刺 激

の 内5種 類 を10回 ず つ,計50回 を ラ ン ダ ム な 順 序
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表3視 覚的大きさ比較に適用した固定構え法 左右 円の直径 φmna

構え固定場面 Aシ リーズ

左30

右60

Bシ リーズ

左60

右30

検証場面 A,Bシ リ ー ズ 共 通

左37,38,39,40,41,42,43

右40

99

左go

反

応80

の70

パ60

150

セ40

ン30

テ20

1

ン10

1

37383940414243

左円の直径 のmm

図5円 の大 きさ比較に適用 した固定構え法において,直 径40mmの 右 円よりも

「左 円の方が大 きい」 とした反応Aシ リーズの構え固定場面で 左 〈右 の2

円を提示 した後の検証場面,お よびBシ リーズで 左〉右 の2円 を提示 した後の

検証場面 における左反応のパーセ ンテー ジをZ変 換 して表 した値。直線 は構え固

定 を行わな い対照実験,お よび予備 的計測からえ られた回帰直線。
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で提 示 して反 応 を 求 め た 。

固 定 構 え 法,対 照 実 験,予 備 的 計 測 は 各 々 別 の 日 に

行 な っ た 。

以 上 の 合 計 で(14条 件 ×13名)+(7条 件 ×13

名)+(1条 件 ×13名)の,延 べ286名 の デ ー タ が

用 い ら れ た 。

結 果 と 考 察

左 を 大 と し た 反 応(左 反 応)数 を 集 計 し た 。A,B

両 シ リ ー ズ の 検 証 場 面 で の 左 反 応 数 を 図5に プ ロ ッ ト

し た 。 回 帰 直 線 は 対 照 実 験 お よ び 予 備 的 計 測 か ら そ れ

ぞ れ 得 ら れ た も の で あ る 。

ま ず,予 備 的 計 測 の 回 帰 直 線 に お い て,Muller-Urban

法 に よ る と,直 径40㎜ の 右 円 に 対 す る 左 円 の 主 観

的 等 価 点(PSE)は40.10㎜,対 照 実 験 に お け る 左 円 の

PSEは40.07mmで あ っ た 。 構 え を 固 定 す る 以 前 に ,僅

か に で あ る が 左 円 を 過 小 視 す る 傾 向 が い ず れ の 結 果 に

も現 わ れ て い る こ と に な る 。

た だ し こ の 結 果 に お い て は,大 き さ の 同 時 的 対 比 に

注 意 し て お か な け れ ば な ら な い 。 一 般 に,2円 の 大 き
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さ が 異 な る 場 合 に は,同 時 的 対 比 に よ っ て 大 き い 方 が

よ り大 き く,小 さ い 方 が よ り小 さ く知 覚 され る 。 本 実

験 の 結 果 で も,2円 の 直 径 差 の 大 き い 条 件 ほ ど こ れ の

生 じ て い る 可 能 性 が 高 くな る とい え る 。 予 備 的 計 測 に

お い て,僅 か の 左 側 過 小 視 を 除 け ば,等 しい2円 は 正

確 に 知 覚 さ れ て い る と し て も,2円 の 大 き さ に差 の あ

る 場 合 は,こ の 回 帰 直 線 に は 同 時 的 対 比 が 反 映 さ れ,

「正 確 な 」 弁 別 そ の もの を 表 わ して い る こ とに は な ら

な い の で あ る 。

さ て,構 え を 固 定 した 結 果,検 証 場 面 で は 継 時 的 対

比 効 果 が 生 じた 。 図5に 見 られ る と お り,Aシ リー ズ

に お い て は 検 証 場 面 で の 左 反 応 は 全 般 に 対 照 実 験 の レ

ベ ル を 上 回 って い る 。 構 え 固 定 場 面 に お い て2円 の 大

き さ が 左 く 右 で あ っ た の で,左 反 応 の 増 加 は 対 比 の

現 象 を 表 わ して い る 事 に な る 。 こ こ の 結 果 で は 左 反 応

の み を 集 計 した 訳 で あ る が,主 観 的 な 大 き さ の 見 え は

も ち ろ ん 左 円 の 増 大 だ け で な く,右 円 の 収 縮 とな っ て

い た は ず で あ る 。Bシ リー ズ に お い て は 構 え 固 定 場 面

で 左 〉右 で あ っ た の で,図5に 見 ら れ る 左 反 応 の 減

少 は や は り対 比 を 表 わ して い る。 主 観 的 に は 左 円 の 縮
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小 と 右 円 の 増 大 が 生 じ た 事 に な る 。

構 え 錯 覚 と して の 継 時 的 対 比 効 果 の 量 を 図5の 検 証

場 面 と 対 照 実 験 と の 反 応 の 差 か ら 読 み と っ て い く と ,

A,Bそ れ ぞ れ の シ リ ー ズ に 左 円 の 直 径 の 条 件 差 が 見

られ る 。Aシ リ ー ズ で は 左 円 が 大 き い 条 件 よ り 小 さ い

条 件 の 方 が 効 果 は 大 き い 。 ま たBシ リー ズ で はAシ リ ー

ズ の 逆 で,か つ 相 似 の 関 係 と な っ て い る 。 固 定 さ れ た

構 え の 効 果 は,左 右 の 円 の 直 径 が 等 い ・40㎜ の 条

件 で 得 ら れ る だ け の 強 さ で 恒 常 的 に 生 じ る の で は な い 。

検 証 場 面 で の 条 件 の 違 い が,固 定 さ れ た 構 え が 活 性 化

す る た め の 事 態 の 違 い と して 働 い て い た と 考 え られ る 。

以 下,そ れ を 中 心 に 論 議 を 進 め る 。

1・4構 え の 活 性 化 と 事 態 の 類 似 性 ・ 連 続 性

構 え の 活 性 化(excitability)

Uznadze(1966)は,固 定 構 え 法 に お い て ,構 え 固 定

場 面 の 提 示 回 数 が 増 え る に し た が っ て,構 え は 分 化 さ

れ る と と も に 強 く 固 定 さ れ,そ れ に よ っ て 検 証 場 面 で
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の 活 性 化 が 増 進 す る と し て い る 。 活 性 化 に は2種 類 の

閾 値 が 考 え ら れ,1つ は 構 え 錯 覚 が 生 じ る た め の 最 少

の 提 示 回 数 で,も う1つ は,最 大 の 構 え 錯 覚 を ひ き お

こ す の に 最 適 な 提 示 回 数 で あ る 。

構 え 錯 覚 が 生 じ る こ と 自 体,固 定 さ れ た 構 え が,そ

れ 自 身 に は 適 合 し な い 事 態 に お い て 活 性 化 さ れ て し ま

っ た こ と を 表 し て い る と い え る 。 ま た,構 え 錯 覚 に 般

化 や 拡 延 が 生 じ る の は,固 定 さ れ た 構 え が,あ る 範 囲

の 中 で 相 違 を も っ た 事 態 で も 活 性 化 す る こ と を 示 し て

い る 。 こ れ ら は,固 定 さ れ た 構 え の 活 性 化 の 度 合 の 高

さ を 表 し て い る 。 固 定 さ れ,一 定 の 活 性 化 の 度 合 を 得

た 構 え は,事 態 の 不 適 合 性 や,相 違 を 乗 り越 え て,そ

し て 不 適 合 性 や 相 違 に 応 じ て 活 性 化 す る と い え よ う 。

と こ ろ が,構 え が 強 く 固 定 さ れ て,活 性 化 の 度 合 を

高 め た か ら と い っ て,必 ず 検 証 場 面 で 活 性 化 す る の で

は な く,検 証 場 面 の 事 態 が 活 性 化 の 条 件 と な っ て く る 。

Uznadzc(1966)は,固 定 さ れ た 構 え が 検 証 場 面 で ど の

様 に 活 性 化 す る か に つ い て,検 証 場 面 の 条 件 を 変 数 に

し た 検 討 を 行 な っ て い な い 。 し か し,上 の 実 験 の よ う

に 検 証 場 面 の 事 態 を 操 作 し た 場 合,構 え 固 定 場 面 で 同
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様 に 固 定 さ れ,潜 在 的 に活 性 化 の度 合 を 増 した 構 え も,

検 証 場 面 に お い て 常 に 同 程 度 に 活 性 化 す る の で は な い

の で あ る 。

構 え 錯 覚 は,固 定 され た 構 え の活 性 化 が 著 し い た め,

2つ の 対 象 を 知 覚 す る 同 時 的 場 面 で 通 常 活 性 化 す る 構

え の 活 性 化 が 阻 止 さ れ た 結 果 で あ る,と い え る 。 逆 に

固 定 さ れ,一 定 の 活 性 化 の 度 合 を 得 な が ら構 え が 活 性

化 さ れ ず,い わ ば 活 性 化 を 潜 在 化 させ た 場 合 は 同 時 的

場 面 の 通 常 の 構 え が 活 性 化 し,構 え 錯 覚 は お こ らな い 。

検 証 場 面 で は,そ の 事 態 に 応 じて,2種 類 の 構 え が

互 い に 拮 抗 す る 様 態 を 変 化 さ せ て い る と 考 え られ る 。

定 常 的 構 え:大 き さ の 等 し い2対 象 を 知 覚 す る

と い う,歴 史 的 に 繰 り返 さ れ た 経 験 の 中 で 分 化 さ れ ,

強 く 固 定 さ れ た 構 え 。2対 象 の 比 較 と い う事 態 で 定 常

的 に 活 性 化 して,大 き さ の 等 しい2対 象 の 知 覚 を 準 備

す る 。 予 備 的 計 測,対 照 実 験 の 結 果 に は,基 本 的 に は

こ の 構 え の 働 き が 現 わ れ て い る 。

固 定 さ れ た 構 え:構 え 固 定 場 面 を 通 じて 一 時 的
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に 固 定 さ れ た,大 き さ の 異 な る2円 の 知 覚 を 準 備 す る

構 え で あ る 。2円 の 直 径 が 異 な る事 態 に 適 合 す る よ う

に 分 化 を 進 め た も の で あ る 。 こ の 構 え が 検 証 場 面 で 活

性 化 す る こ とに よ り,継 時 対 比 的 な 構 え 錯 覚 を 生 じる 。

事 態 の 類 似 性 ・連 続 性

検 証 場 面 で,2種 類 の 構 え の い ず れ の 方 が よ り多 く

活 性 化 す る 機 会 を もつ か,に 検 証2円 の 僅 か な 条 件 差

が 大 き く影 響 す る 。 上 の 実 験 のAシ リー ズ で は,固 定

さ れ た 構 え は 左 く 右 の 関 係 に あ る2円 の 知 覚 を 準 備

して い る ゆ え に,検 証 場 面 で 左 円 が 小 さ い事 態 で の 方

が 大 き い 事 態 よ り も,固 定 さ れ た 構 え が さ れ る確 率 が

高 い 。 こ の 固 定 さ れ た構 え の 働 き に よ っ て 継 時 的 対 比

効 果 が 多 く生 じ る 。 検 証2円 の 左 く 右 の 関 係 に 同 時

的 対 比 が 生 じ た と して も,継 時 的 対 比 が そ れ を 打 ち 消

して 左 〉 右 の 知 覚 が も た ら さ れ る 。 い わ ば,同 時 的

錯 覚 に 可 変 性 が も た ら さ れ た こ と に な る 。

一 方
,検 証2円 の 左 〉 右 の 関 係 に,定 常 的 構 え に

よ る 同 時 的 対 比 が 生 じ た と して も,そ れ に継 時 的 対 比

が 相 乗 的 に 作 用 す る こ と は 極 め て 少 な い 。 固 定 さ れ た
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構 え が 活 性 化 し に く い た め で あ る 。Bシ リ ー ズ で はA

シ リ ー ズ と 逆 で,検 証 場 面 で 左 円 が よ り 大 き い 条 件 に

お い て,固 定 さ れ た 構 え が よ り 活 性 化 し,継 時 的 対 比

効 果 が よ り 多 く 生 じ る 。

構 え が 活 性 化 す る 条 件 と し て,検 証 場 面 の 事 態 は 構

え 固 定 場 面 の 事 態 と類 似,連 続 し て い る 必 要 が あ る 。

す な わ ち,構 え 固 定 場 面 で の 事 態 と 検 証 場 面 で の 事 態

と の 間 に,ど の 程 度 の 類 似 性 が あ る か に よ っ て ,固 定

さ れ た 構 え の 活 性 化 が 左 右 さ れ,構 え 錯 覚 の 量 が 決 定

さ れ る 訳 で あ る 。 あ る 条 件 で 大 き な 対 比 効 果 を も た ら

す よ う な 構 え も1㎜,2㎜ と い う 働 ・の 条 件 差 で 活

性 化 の 様 相 を 変 え る,そ の よ う な 微 妙 な 知 覚 の コ ン ト

ロ ー ル を,構 え の 活 性 化 の メ カ ニ ズ ム に よ っ て 実 現 し

て い る と い え る 。

こ こ で い う 事 態 の 類 似,連 続 の 要 因 は,2つ の 対 象

の 大 き さ 関 係 が,構 え 固 定 場 面 と 検 証 場 面 と で 類 似 ,

連 続 し て い る か,し て い な い か に 関 わ る も の で あ る が,

般 化 や 拡 延 も 事 態 の 類 似,連 続 の 問 題 と し て と ら え る

こ と が で き よ う 。 ま た 川 口(1984)は,別 の 角 度 か ら

事 態 の 類 似 性 ・連 続 性 に つ い て 検 討 して い る 。 そ れ は,
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2つ の 対 象 の 絶 対 的 大 き さ が,構 え 固 定 場 面 と検 証 場

面 と で 類 似,連 続 し て い る か,し て い な い か に 関 す る

も の で あ る 。

例 え ば,2円 の 大 き さ が20㎜ と40㎜ の 図 形 を

提 示 し て 構 え を 固 定 し た 場 合,検 証 場 面 の 等 大 の2円

が,20㎜ な い し40㎜ の 条 件 に お け る 対 比 効 果 に

比 べ て,20㎜ 未 満,あ る い は40㎜ を 超 え る 条 件

で の 対 比 効 果 は 少 な くな る 傾 向 が あ る(表4)。 絶 対

的 大 き さ が,構 え 固 定 場 面 と 検 証 場 面 と で 類 似,連 続

し て い る 方 が,固 定 さ れ た 構 え の 効 果 が 大 き い こ と に

な る 。 こ れ も,本 実 験 の 結 果 と 同 様,固 定 さ れ た 構 え

の 活 性 化 が,類 似,連 続 し た 検 証 事 態 に お い て 促 さ れ

る,と い う 説 明 が 当 て は ま る も の と 考 え ら れ る 。

A,Bの 双 方 向 へ の,そ して 相 似 の 知 覚 の 可 変 性 は,

そ れ が 可 逆 的 で あ る こ と を 物 語 っ て い る 。 ま た,A,

Bの 固 定 さ れ た 構 え が,検 証2円 を 知 覚 す る 中 で,2

円 を 適 切 に 知 覚 す る 構 え と 拮 抗 し,や

が て 転 換 し て 対 比 効 果 が 減 衰 し て ゆ く過 程 も,知 覚 の

可 変 性 が 可 逆 的 で あ る こ と を 示 し て い る 。 構 え の 働 き

と し て と ら え た 構 え 錯 覚 は,恒 常 的 な 知 覚 の メ カ ニ ズ
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表4事 態 の連続性 ・類似性に よる構え錯覚の変化 構え固定の2円 の直径は

左:右 が(a)で は20:40mm,(b)で は40:20mm。 直径が変化 され る対

照2円 は構え固定 に先立 って10回 提示,同 様 に検証円は構え固定の後 に10回

提示 された。反応は検証円の大 きさ比較 によるもので,(a)で は左(1)反 応

が多 く,右(r)反 応が少ないほど対比の構え錯覚が著 しい と見な され,(b)

ではその逆 となる。各条件10名 の幼稚 園児を被験者 とした結果。一般 に検証円が

20～40mmの 条件で構 え錯覚が多い。対照円の提示 によって構 え錯覚の増減す る

場合がある。(川 口,1984)

(a)

構 え円(20:40mm)と の遡続性
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ム に 一 時 的 で 一 方 向 的 な 歪 み が 生 じ た と い う よ り も,

知 覚 が 構 え に 準 備 さ れ て 常 に 可 逆 的 に 可 変 的 で あ る 結

果 に よ る こ と を 物 語 っ て い る 。

1・5図 形 残 効 理 論,順 応 水 準 理 論 と 固 定 構 え

法

さ て,円 の 大 き さ 比 較 に 適 用 し た 固 定 構 え 法 の 手 続

き は,本 質 的 に はKohler&Wallach(1944)に 始 ま る 図

形 残 効 の 実 験 手 続 き と 同 じ も の で あ る 。 上 の 実 験 と 同

様 に 輪 郭 円 を 用 い,円 の 大 き さ 判 断 に 現 れ る 図 形 残 効

に 関 し て も 多 く の 実 験 が 行 わ れ て き た 。 図 形 残 効 で の

inspection図 形(1図 形)の 凝 視 は 固 定 構 え 法 の 構 え 固

定 場 面 に 相 当 し,test図 形(T図 形)の 観 察 が 検 証 場

面 に 相 当 す る 。 ま た 一 方,順 応 水 準 の 理 論 か ら は,対

比 効 果 は プ ー ル さ れ た 刺 激 の 量 に 基 づ く 順 応 水 準 の 変

位 に よ る も の と し て と ら え ら れ て き た(Helson,1964;

Abresch&Sarris,1975)。 継 時 的 な 対 比 も,先 行 し て 提 示

さ れ た 刺 激 が 順 応 水 準 を 変 位 さ せ た 結 果 と い う こ と に
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な る 。

そ れ に 対 し て 構 え 心 理 学 の 諸 研 究 で は,図 形 残 効 も

構 え の 働 き に よ る も の と し て 説 明 さ れ る べ き で あ る と

い う 立 場 か ら,図 形 残 効 理 論 で は 説 明 が つ か な い よ う

な 事 例 が い くつ も 提 出 さ れ て い る(Bzhalava,1963,1969;

Kawaguchi,1980,1984;川 口,1984)。 本 章 の 実 験 結 果 に

も,図 形 残 効 や 随 伴 性 残 効 の 残 効 理 論 や,係 留 効 果 等

の 順 応 水 準 理 論 を 適 用 し た 場 合 説 明 が 困 難 な 事 実 が い

くつ か 指 摘 で き る 。

図 形 残 効 理 論 と 構 え 錯 覚

図 形 残 効 は 一 般 に,図 形 の 輪 郭 や 面 が 脳 に 及 ぼ す 効

果 が,継 時 的 に 相 互 作 用 を と り行 う 結 果 と し て 考 え ら

れ て き た 。Kohler&Wallach(1944)は,先 に 提 示 さ れ

た 図 形 の 輪 郭 や 面 の 作 用 に よ っ て,後 で 提 示 さ れ た 輪

郭 や 面 が 先 の も の か ら 空 間 的 に 遠 ざ か る 変 位 に よ っ て

図 形 残 効 が 生 じ る と し た 。 そ う す る と 輪 郭 や 面 が,時

間 的,空 間 的 に 接 近 し て い れ ば い る 程,変 位 は 大 き く

な る の が 自 然 で あ る が,空 間 的 に 近 す ぎ る と か え っ て

効 果 が 小 さ く,距 離 の パ ラ ド ッ ク ス と よ ば れ て い る 。
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あ る 一 定 の 距 離 を も つ と き に,極 大 の 図 形 残 効 が 得 ら

れ る の で あ る 。K6hler&Wallach(1944)の 飽 和 説 で は,

あ ら ゆ る 図 形 残 効 が 変 位 と 距 離 の パ ラ ド ッ ク ス と で 説

明 さ れ る 。

Sagara&Oyama(1957)は 日 本 で の 図 形 残 効 の 諸 研 究

を 評 論 す る 中 で,距 離 の パ ラ ドッ ク ス で い う よ う な 残

効 の 極 大 点 が,輪 郭 円 を 用 い た 諸 実 験 の 結 果 を 通 じ て

共 通 す る こ とを 表 し て い る 。 彼 らは,残 効 の 大 き さ を,

1(inspection)円 とT(test)円 と の 直 径 の 比 率 を 関 数

と し た 曲 線(1/T曲 線,図6に 模 式 図)で 表 し た 。

残 効 の 極 大 点 は1/Tが1/2の と き と2/1の と き

に み ら れ る 。 さ ら に 後 に は,対 数 変 換 し て こ の 曲 線 を

描 く と,特 徴 検 出 器 理 論(Blakemore&Sutton,1969)に

倣 っ た 大 き さ 検 出 器 の 働 き と し て 説 明 が つ く と 述 べ て

い る(Oyama,1977)。

そ れ に 対 し て,Bzhalava(1963)やKawaguchi("1

お よ び 川 口(1984)は 固 定 構 え 法 に よ る 対 比 効 果 の

中 で,構 え 固 定 円/検 証 円,を1/Tと し て,1/T

曲 線 に は 当 て は ま ら な い 結 果 を 報 告 し,図 形 残 効 理 論

の 不 適 切 さ を 指 摘 し て い る 。 そ し て む し ろ,図 形 残 効
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の 諸 結 果 は 構 え 錯 覚 と し て 読 み 取 っ て ゆ け る も の と し

て い る 。 本 章 の 円 の 大 き さ 比 較 の 実 験 の 中 で も1/T

曲 線 に 当 て は ま ら な い 結 果 が 生 じ て い る(図6)。

1/T曲 線 で は1/Tが1/2の 時 にT円 の 拡 大 が

最 大 と な り,2/1の 時 に 縮 小 が 最 も 著 し い 。 一 方,

図5の 大 き さ 比 較 の 固 定 構 え 法 の 結 果,Aシ リ ー ズ で

左 円 が38㎜ の 場 合(1/T=30/38)と42㎜ の

場 合(1/T=30/42)と で は38㎜ の 方 が 対 比 効 果

が 著 し い 。 しか し こ れ は1/T曲 線 を 当 て は め る と,

右 円 は1/Tニ60/40で 一 定 と し て,左 円 の1/

Tが1/2に 近 い42㎜ の 方 が 拡 大 の 錯 覚 が よ り 強

く現 れ る は ず に な っ て い る 。Bシ リ ー ズ に お い て も 同

様 に,38㎜ の 場 合(1/T=60/38)と42㎜ の

場 合(1/Te60/42)と で は42㎜ の 方 が 対 比 効 果

が 著 し い 。 と こ ろ が,1/T曲 線 に よ る と1/Tが2

/1に 近 い38㎜ の 方 が 縮 小 の 効 果 力は り 著 し い は ず

で あ る 。

.:..&Oyama(1957)も,1/丁 曲 線 は 変 位 と 距 離

の パ ラ ド ッ ク ス と だ け で は 説 明 が つ か な い と し て い る

が,上 の 結 果 は 図 形 残 効 理 論 の み な ら ず,特 徴 検 出 器
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図6円 の大きさにおける図形残効の,い わゆる1/T曲 線(Sagara&Oyama,

1957)の 理念的な模式図 図形残効 によるT(test)円 の拡大,縮 小の量

は1(inspection)円 とT円 との直径の比率 を関数 とした曲線 に当ては まる。

1/Tが1/2の 時 に拡大が最大 とな り,2/1の 時 に縮小が最大 となる。

この曲線 に本研究の,大 きさ比較 に適用 した固定構え法の結果 を比定 してみる。

Aシ リーズの左円が1/T=30/38の 場合 と1/T=30/42の 場合 とで

は前者の方が対比効果が大 きか った。Bシ リーズの左円が1/T・=60/38の

場合 と1/T=60/42の 場合 とでは後者の方が対比効果が大 きか った。 これ

らの結果 は1/T曲 線上 の図形残 効の量の違い と矛盾することになる。
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理 論 に も 当 て は ま ら な い と い え る 。 そ し て そ れ は 特 定

の 感 覚 モ ー ドで の 残 効 で は な く,対 象 の 属 性 間 の 関 係

を 統 合 し た 構 え の レ ベ ル で の,固 定 ・活 性 化 の メ カ ニ

ズ ム に よ る も の と し て,む し ろ 扱 わ れ る べ き で あ る 。

一 般 に 図 形 残 効 実 験 に お い て は
,1円 のT円 に 及 ぼ

す 効 果 が,T円 の 脇 に 配 さ れ た 比 較 円 と 標 準 円 で あ る

T円 と の 比 較 に よ っ て 測 定 さ れ た も の で あ る 。 しか し

な が ら,左 右nの1㎜,2㎜ の 差 に よ っ て 対 比 効

果 が 異 な っ て く る と い う こ と に な る と,比 較 円 を 変 化

さ せ な が ら 標 準 円 と 比 較 さ せ た 実 験 で は,一 定 不 変 の

残 効 量 な ど 取 り 出 す こ と も で き な い こ と に な っ て く る 。

こ の 点 を 考 慮 せ ず に 教 科 書 ど お り の 測 定 法 を 適 用 し た

結 果 が1/T曲 線 で あ る と も い え よ う 。

Kohlerら の 図 形 残 効 理 論,あ る い はBlakemoreら の

特 徴 検 出 器 理 論 は,い ず れ も,刺 激 と 対 応 す る 位 置 上

の 生 理 過 程 を 説 明 原 理 と し,2つ の1図 形 を 用 い た

differentialexpe血1ent(Kohler&WaUach,1944)に み ら れ る よ

ひ

う に,左 右2つ の 刺 激 は 各 々 の 部 位 で 独 立 に 残 効 現 象

を 生 じ る と し て い る 。

そ れ に 対 し,Bzhalava(1963)は 構 え 理 論 の 立 場 か ら,
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1つ の1円 が2円 の 比 較 に 及 ぼ す 対 比 効 果 に 言 及 し,

1円 が1つ で も 凝 視 点 の 反 対 側 の 描 か れ て い な い 図 形

との 大 き さ 関 係 を な し,そ の 大 き さ 関 係 と対 比 的 な 関

係 でT円 と比 較 円 の 大 き さ 関 係 が 知 覚 さ れ る,と 結 論

づ け て い る 。

ま た 川 口(1984)は1つ の1円 で 構 え 固 定 を 行 う に

先 立 っ て 等 しい2円 を 提 示 し て,こ の2円 と1円 と の

大 き さ 関 係 が 対 比 効 果 を 決 定 す る例 を 紹 介 して い る 。

伝 統 的 な 心 理 学 的 測 定 法 で は 見 落 と さ れ て い た,実 験

場 面 内 の 隠 れ た 構 造 が 決 定 的 な 意 味 を 持 つ こ と も あ り

う る わ け で あ る 。

1円 が1つ の 時 で も場 面 内 の 空 間 上,時 間 上 の 大 き

さ 関 係 が 対 比 を 決 定 す る ぐ ら い で あ れ ば,構 え 固 定 場

面 で も2円 を 提 示 し た 場 合 は,な お の こ と左 右 の 大 き

さ 関 係 が,.一,:的 で あ って 当 然 で あ ろ う 。 左 右 の 部 位 で

独 立 し た 図 形 残 効 が 生 じ る の で は な く,左 右 の 大 き さ

関 係 を 反 映 した 構 え の 固 定 ・活 性 化 の メ カ ニ ズ ム で 図

形 残 効 も説 明 さ れ る の で あ る 。1/T曲 線 は 見 か け 上

当 て は ま る 例 が 多 い が,実 は 全 然 違 う も の を と らえ て

い る 可 能 性 が 高 い と い え よ う 。
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順 応 水 準 理 論 と 構 え 錯 覚

順 応 水 準 理 論 と大 き さ 比 較 の 固 定 構 え 法 の 結 果 とを

照 ら し 合 わ せ る と,次 の よ う な 問 題 が 浮 か び 上 が っ て

く る 。 順 応 水 準 は プ ー ル さ れ た 刺 激 の 量 の 平 均 に 従 っ

て 変 位 す る 。 変 位 した 順 応 水 準 は,原 則 と して あ ら ゆ

る 範 囲 の 刺 激 に 対 して 均 等 に 有 効 で あ る 。 係 留 刺 激 に

よ って 対 比 的 に 現 れ る係 留 効 果 も,刺 激 の 系 列 に 対 し

て 常 に 同 等 の 効 果 を 及 ぼ す も の で あ る 。 従 っ て,固 定

構 え 法 の 結 果 は 係 留 効 果 に よ る も の,と 解 釈 した な ら

ば,対 比 効 果 は 全 て の 検 証 事 態 に 対 して 均 等 に 生 じ る

こ と に な る 。

そ う で あ れ ば 図7a,破 線 の 様 に,検 証 場 面 の 結 果

の 回 帰 直 線 は 対 照 実 験 の 回 帰 直 線 に対 し て 平 行 に な る

は ず で あ る 。 と こ ろ が 本 章 の 大 き さ比 較 の 場 合 に は そ

う な ら な か っ た し,後 出 の 大 き さ 一重 さ 錯 覚 お よ び 明

る さ 一 大 き さ錯 覚 の 場 合 も そ う は な らな い 。 ま た 順 応

水 準 の 実 験 で は,固 定 構 え 法 の よ う な 継 時 的 な 手 続 き

は と ら れ て い な い が,実 はHelson(1964)の 示 し て い

る結 果 に も 同様 の 傾 向 は 生 じて い る 。 図7bを み る と,

係 留 刺 激 が 有 りの 場 合 と無 し の 場 合 の 結 果 が 平 行 で あ
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図7順 応 水準理論の係留効果 と固定構え法による対比効果

a.順 応水準の変位 によ り,係 留刺激は系列刺激に対 して均等に効果を及ぼす と

す ると,検 証場面の結果 の回帰直線は対照実験 の回帰直線 に対 して平行 になるは

ずであるが,固 定構え法の結果 はそ うな っていない。

b.Helson(1964)よ り引用。係 留効果の結果 も,一 見,平 行な変位 を生 じて

いるか に見えるが,そ うではない部分が見受け られる。200～400gの 系列刺激に

対 して,100gの 係 留刺激は400gよ りも200gや250gに 対 して大 きな効果を及

ぼ している。900gの 係留刺激は200gよ りも350gや400gに 対 して僅かに大

きな効果 を及ぼ している。
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る は ず で も,実 際 そ う は な っ て お ら ず,係 留 刺 激 に 近

い 系 列 刺 激 一 例 え ば900gの 係 留 刺 激 で は400gの 系

列 刺 激 一 に お い て,遠 い 系 列 刺 激 一200gの 系 列 刺

激 一 よ り も 多 くの 対 比 効 果 が 得 ら れ て い る 。

こ の 問 題 に つ い て は 順 応 水 準 研 究 の 立 場 か らSarris

(1967,1972)が 既 に 検 討 を 加 え,Slmilarity-classification

modelと い う 考 え 方 を 提 出 し て い る 。 そ れ に よ る と ,

順 応 水 準 の 効 果 は 系 列 刺 激 と 系 列 刺 激 と の 類 似 性 に よ

っ て 規 定 さ れ る 。 す な わ ち 係 留 刺 激 が 系 列 刺 激 と 並 外

れ て 隔 た っ て い る よ う な 場 合 は,係 留 刺 激 の 量 が い く

ら 大 き く て も 係 留 効 果 は 小 さ い 。 ち ょ う ど 図 形 残 効 の

1/T曲 線 の1/2以 下,2/1以 上 の 場 合 も こ れ に

相 当 す る こ と に な る 。

Sarrisら は こ の モ デ ル を 図 形 残 効 に 当 て は め る こ と

も 試 み て い る(Abresch&Sarris,1975)。 し か し こ の 場 合

も 図 形 残 効 研 究 の 場 合 と 同 様,1/Tの 大 き さ 関 係 に

注 意 は 向 け ら れ て い て も,左 右 の2円 の 関 係 に は 言 及

さ れ て い な い 。 ま た,Sarrisら は 専 ら カ テ ゴ リ ー 判 断

の 手 法 を 用 い て お り,左 右 の 比 較 と い う 要 因 は 排 除 さ

れ て い る 代 わ り に,現 象 は 判 断 の 歪 み で あ っ て,知 覚
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の 現 象 は 現 し て い な い の で は な い か と い う 疑 問 は 打 ち

消 さ れ な い 。

一 般 に 順 応 水 準 と 構 え の 研 究 法 の 違 い か ら 由 来 す る

も の と し て,以 下 の 様 な 問 題 が あ げ ら れ る 。

a)固 定 構 え 法 に よ る 効 果 は 必 ず 継 時 的 で あ る が,

順 応 水 準 の 効 果 は 同 時 的 な も の が 多 い 。 ま た 順 応 水 準

に お い て 時 間 的 要 因 は,存 在 し て も,必 ず し も 常 に 考

慮 さ れ て は い な い 。 元 来,順 応 水 準 理 論 で は,時 間 軸

に 沿 っ た 発 生 の 議 論 は,現 実 発 生 も 含 め て 抜 け 落 ち て

い る と い え る 。

b)固 定 構 え 法 で は 通 常2つ の 刺 激 の 比 較 が 求 め

ら れ,両 者 の 量 的 関 係 が 構 え の 働 き に か か わ っ て く る 。

そ の 際 一 方 が 他 方 の 比 較 刺 激,す な わ ち 効 果 か ら 独 立

な 基 準 と し て 用 い ら れ る の で は な く,両 者 共 に 効 果 を

受 け る 。 順 応 水 準 で は 比 較 刺 激 や,マ グ ニ チ ュ ー ド判

断 で もmodulusを 用 い て 効 果 を 測 定 す る こ と が 多 い 。

し か し,比 較 刺 激 やmodulusが 効 果 か ら 独 立 で あ る と

い う 保 証 は な い 。 こ れ は 残 効 の 諸 実 験 に 関 し て い え る

と こ ろ の も の で も あ る 。

c)固 定 構 え 法 で は 通 常2な い し3件 法 を 用 い て
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反 応 が 得 られ,情 報 量 は 少 な い が ス ケ ー リ ング の 歪 み

は 少 な い 。 順 応 水 準 で は カ テ ゴ リー 判 断 が よ く用 い ら

れ るが,そ の 際 常 に 「知 覚 か 判 断 か 」 と い う 問 い が つ

い て ま わ る 。 す な わ ち,固 定 構 え 法 で は 知 覚 の 現 象 だ

け を 取 り 出 せ る 可 能 性 が 高 い が,順 応 水 準 で は 知 覚 の

現 象 以 外 の も の を 取 り出 して い る 可 能 性 も高 い 。

d)固 定 構 え 法 で は 検 証 場 面 の 条 件 に よ っ て 効 果

が 一 定 で な い が,順 応 水 準 は 刺 激 の 系 列 に お い て 一 定

と さ れ る 。 検 証 場 面 の 値 か らPSEを 求 め て も,対 照

実 験 のPSEと は 元 の 分 布 が 異 な り,順 応 水 準 の ゼ ロ

点 と は 意 味 が 違 っ て くる 。

Sarrisら の モ デ ル を 固 定 構 え 法 の結 果 に 適 用 す る 前

にSarrisの い う類 似 性 と,構 え 固 定 場 面 と 検 証 場 面 の

類 似 性 ・連 続 性 と い う概 念 の 比 較 検 討 を 済 ま せ て お く

必 要 が あ る 。 しか し何 よ り も,順 応 水 準 理 論 に抜 け 落

ち て い た,知 覚 の 発 生 と 可 変 性 の 観 点 が,彼 らの モ デ

ル と合 致 し得 る も の か と い う 問 題 が 解 決 され な け れ ば

な らな い 。

測 定 の 問 題 か ら始 ま っ て,理 論 づ け に 至 る ま で,構

え 理 論 と 図 形 残 効 理 論 お よ び 順 応 水 準 理 論 は,互 い に
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多 くの 食 い 違 い を もつ 。 しか し,知 覚 を 発 生 し変 化 す

る も の と して と ら え て ゆ く と,構 え の 理 論 が 他 を 包 接

す る こ と も考 え ら れ る 。 図 形 残 効 理 論 は 今 日で は 特 徴

検 出 器 理 論 に 置 き 換 え られ,多 くの 教 科 書 に も解 決 済

み の 問 題 と して 書 か れ て い る 。 順 応 水 準 理 論 は 一 昔 前

の 理 論 と して,教 科 書 や ハ ン ドブ ッ ク か ら も姿 を 消 し

て い る こ とが 多 い 。 本 当 は,未 解 決 の 問 題 は 山 積 み に

な っ て お り,方 法 論 か ら根 本 的 に 洗 い 直 さ れ る 必 要 が

あ る に も 関 わ らず で あ る 。

さ て 随 伴 性 残 効 の 諸 現 象 も,図 形 残 効 と 同 様,専 ら

特 徴 検 出 器 理 論 で 説 明 さ れ て き た が,次 章 で は こ の 諸

現 象 と も連 な る 問 題 に 移 って い くこ と に す る 。
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2章 同 時 的 錯 覚 の 可 変 性

本 章 で は,同 時 的 錯 覚 の 生 じ る い くつ か の 事 態 に 固

定 構 え 法 を 適 用 し て,同 時 的 錯 覚 を 継 時 的 に 可 変 的 に

操 作 し た 。 こ れ は,い わ ば 「(同 時 的)錯 覚 を(継 時

的 に)錯 覚 す る 」 こ と に な る 。 そ こ で 持 ち上 が る,錯

覚 と は 何 か,そ れ で は錯 覚 で な い 知 覚 と は何 か,と い

う 問 い に,構 え の 固 定 ・活 性 化 と い う 観 点 か ら論 じ,

同 時 的 錯 覚 とそ の 継 時 的 な 可 変 性 を 構 え の 働 き と し て

一 元 的 に 検 討 す る こ と を 試 み る
。

2・1同 時 的 錯 覚 と 構 え

幾 何 学 的 錯 覚 や 大 き さ 一重 さ錯 覚 等 の 同 時 的 錯 覚 は,

構 え 錯 覚 の よ う な 継 時 的 錯 覚 と は 区 別 し て 扱 わ れ る の

が 専 ら で あ る。 そ し て,同 時 的 錯 覚 に お け る 継 時 的 な

効 果 と して は,練 習 効 果 や 繰 り返 し測 定 の 効 果 等 が と

りあ げ られ る ぐ ら い の と こ ろ で あ っ た 。 そ れ は,同 時
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的 錯 覚 が,確 定 し た 刺 激 の 入 力 過 程 に お け る 恒 常 的 な

メ カ ニ ズ ム に よ っ て 生 じ る 知 覚 の 歪 み で あ る,と い う

暗 黙 の 了 解 が 研 究 者 を 支 配 し て い た た め で あ ろ う 。

し か しUznadze(Usnadze,1931)の い う よ う に,錯 覚

が 構 え に 準 備 さ れ て い る と い う 観 点 に 立 つ と,同 時 的

錯 覚 も 継 時 的 錯 覚 も 同 一 平 面 上 の も の で あ り,本 質 的

に は 可 変 的 で あ る と考 え ら れ る 。 す な わ ち,継 時 的 錯

覚 の み な ら ず 同 時 的 錯 覚 も,構 え が 分 化 さ れ,固 定 さ

れ た 結 果 発 生 す る 知 覚 で あ り,刺 激 が 一 定 で も 構 え が

変 化 す れ ば 錯 覚 も 変 化 す る こ と に な る 。 従 っ て,固 定

構 え 法 を 用 い て 構 え を 操 作 す れ ば,同 時 的 な 錯 覚 も 可

変 的 に 操 作 で き る は ず で あ る 。

以 下 の 諸 実 験 で は,円 の 大 き さ 比 較 に 適 用 し た 固 定

構 え 法 の 手 続 き を プ ロ ト タ イ プ と し て,大 き さ 一 重 さ

錯 覚,明 る さ 一 大 き さ 錯 覚,Muller-Lyer錯 覚,そ し て

時 間 誤 差 の 事 態 に 固 定 構 え 法 を 適 用 し,そ の 可 変 性 を

明 ら か に す る 。 錯 覚 を 錯 覚 さ せ る と い う こ の 試 み は,

未 だ 誰 に も 試 み ら れ た こ と の な い も の で あ ろ う 。
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2・2大 き さ 一 重 さ 錯 覚 に 適 用 し た 固 定 構 え 法

の 実 験

Uznadze(Usnadze,1931)が 主 張 し た よ う に ,大 き さ

一 重 さ 錯 覚 が 重 さ 一 大 き さ 錯 覚 や 大 き さ 一 圧 錯 覚 と 同

様 の,そ し て 固 定 構 え 法 に よ る 構 え 錯 覚 と 同 様 の 構 え

の 働 き に よ る の で あ れ ば,そ れ は 固 定 構 え 法 に よ っ て ,

可 変 的 に 操 作 で き な け れ ば な ら な い 。 こ こ で は 大 小 の

刺 激 の 重 さ を 比 較 す る と い う 課 題 を 用 い て,固 定 構 え

法 を 大 き さ 一 重 さ 錯 覚 に 適 用 し,こ の 同 時 的 な 錯 覚 の

可 変 性 を 明 ら か に す る 。

方 法

Aシ リ ー ズ で は 軽 い 大 刺 激 と 重 い 小 刺 激 を 用 い,B

シ リ ー ズ で は 重 い 大 刺 激 と 軽 い 小 刺 激 を 用 い て 構 え 固

定 を 行 な っ た 。 検 証 場 面 の 条 件 に お い て は 大 刺 激 の 重

さ を 変 数 と し た 。

刺 激 は,塩 化 ビ ニ ー ル の パ イ プ の 両 端 を 蓋 し た も の

を,ハ ン ダ の お も り で 重 量 を 調 節 し て 用 い た 。 大 刺 激

は,直 径60㎜,高 さ25㎜ 。 小 刺 激 は,直 径24
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㎜,高 さ25㎜ と し た 。 各 々 の 重 量 は 表51こ 示 す と

お り。 タ オ ル 地 を 敷 い て,衝 撃 音 を 和 ら げ た 机 の 上 に,

左 右 約20㎝ の 間 隔 で,大 刺 激 と小 刺 激 が 提 示 され た 。

被 験 者 は,両 目 を ア イ パ ッ チ で 覆 い,両 肘 を 机 に つ

い て 着 席 し た 。 刺 激 提 示 後,合 図 と 共 に,両 手 の 各 々

第1,第2,第3指 を 用 い て,大 刺 激 と 小 刺 激 を 同 時

に,1～2秒 間 持 ち 上 げ る こ と が 求 め ら れ た 。 刺 激 を

振 る こ と は 禁 じ ら れ た 。 そ の 後,大 小2つ の 刺 激 の 重

さ を 比 較 し て,重 か っ た 方 を 「右 」 か 「左 」 の2件 法

で 答 え る こ と に よ っ て 反 応 が え ら れ た 。 等 疑 反 応 は 極

力 行 な わ な い よ う に 教 示 が な さ れ た 。

固 定 構 え 法 は,円 の 大 き さ 比 較 の よ う な 通 常 の 固 定

構 え 法 に 準 ず る が,独 自 に 考 案 し た 手 続 き を 用 い た 。

構 え 固 定 場 面 は15試 行 か ら な り,そ の 間 の 大 刺 激 の

位 置 が

右,左,右,左,左,右,右,左,右,左,右,右,

左,右,左 一(1)

の 順 序 と な る 条 件 と,(1)と 左 右 が 逆 の(2)の

条 件 が 設 け ら れ た 。(1)と(2)と は 被 験 者 数 で

カ ウ ン タ ー バ ラ ン ス さ れ た 。 こ の 手 続 き は,円 の 大 き
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表5大 き さ 一重 さ錯 覚 に適 用 した固 定 構 え法 大小 刺 激 の重 さg

構 え 固定 場面Aシ リー ズBシ リー ズ

大25大120

/J、75ノ 亅、7 。3

検 証 場 面A,Bシ リーズ 共通

大55,75,95,120,140,165,200

(Bシ リー ズで は55を 除 く)

小75
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さ 比 較 に 代 表 さ れ る 伝 統 的 な 固 定 構 え 法 の よ う に,左

右 の 位 置 関 係 に よ っ て 構 え が 固 定 さ れ る こ と を 排 除 す

る た め で あ っ て,左 右 の 関 係 が ラ ン ダ ム を 擬 し て 入 れ

替 わ り,な お か つ3回 以 上 連 続 しな い よ う に 設 定 し た 。

検 証 場 面 は 構 え 固 定 場 面 終 了 直 後,同 じ要 領 で 続 け

る よ う に と の 教 示 を 行 っ て す ぐ に 開 始 し た 。10試 行

中 の 大 刺 激 の 位 置 は

右,左,右,左,左,右,右,左,右,左 一

(3)

の 順 で 一 定 と し た 。

被 験 者 は 固 定 構 え 法 を 用 い た 実 験 の 経 験 の な い 大 学

生 。 各 条 件 に つ き 各 々13名 で,1名 の 被 験 者 に つ き

1条 件 の 実 験 だ け を 行 っ た 。

対 照 実 験 は,検 証 場 面 と 同 じ条 件,手 続 き で 構 え 固

定 場 面 を 先 行 さ せ ず に 行 な っ た 。 大 刺 激 を 変 数 と し た

7つ の 条 件 に お い て,各 々18名 の 大 学 生 が 被 験 者 と

な っ た 。

予 備 的 計 測 に よ っ て75gの 小 刺 激 に 対 す る 大 刺 激

のPSEを,恒 常 法 に 準 じ て 計 測 し た 。 大 刺 激 は75g,

95g,120g,140g,165g,の5通 り に 変 化 さ れ,5組 の
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刺 激 は10回 ず つ,合 計50試 行 で ラ ン ダ ム に 提 示 さ

れ た 。 た だ し10回 の う ち 大 刺 激 は 左 右 各 々 に5回 ず

つ 配 置 さ れ る よ う に し た 。 被 験 者 は13名 の 大 学 生 。

固 定 構 え 法,対 照 実 験,予 備 的 計 測 の 合 計 で(13

条 件 ×13名)+(7条 件 ×18名)+(1条 件 ×13

名)の,延 べ308名 の デ ー タ が 用 い られ た 。

結 果 と 考 察

「左 」 あ る い は 「右 」 と 答 え た 反 応 の う ち,大 刺 激

を 重 い と し た 反 応(大 反 応)数 を 集 計 し た 。 等 疑 反 応

は そ の50%を 大 反 応 に 加 え た 。 図8は,円 の 大 き さ

比 較 の 図5(p.32)と 同 様 の 形 式 で,A,B両 シ リー

ズ の 検 証 場 面 で の 大 反 応 数 を プ ロ ッ ト し た もの で あ る 。

回 帰 直 線 は 予 備 的 計 測 か ら 得 ら れ た も の で あ る 。

予 備 的 計 測 の 回 帰 直 線 に お い て,Muller-Urban法 に よ

る と,75gの 小 刺 激 に 対 す る 大 刺 激 のPSEは125.9g

で あ っ た 。 小 刺 激 が 大 刺 激 よ り も67.9%も 過 大 に 重

く知 覚 さ れ る,著 し い 大 き さ 一 重 さ 錯 覚 が 生 じ て い た

こ と に な る 。 ま た,対 照 実 験 の 結 果 も 予 備 的 計 測 と 同

程 度 の 大 き さ 一 重 さ 錯 覚 を 示 し て い る 。
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図8大 きさ一重 さ錯覚に適用 した固定構え法 において,75gの 小刺激 よ りも 「

大刺激の方が重い」 と した反応Aシ リーズの構え固定場面で 大く小 の2刺

激 を提示 した後の検証場面,Bシ リーズで 大〉小 の2刺 激 を提示 した後の検証

場面,お よび構 え固定を行わない対照実験 における大反応のパ ーセ ンテージをZ

変換 して表 した値。直線は予備的計測か らえられた大 きさ一重 さ錯覚の回帰直線。
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検 証 場 面 に お い て は 固 定 さ れ た 構 え に よ る 対 比 効 果

が 得 ら れ,大 き さ 一 重 さ 錯 覚 が 可 変 性 を 示 し た 。 図8

に お い て,一 般 に,Aシ リ ー ズ で は 検 証 場 面 の 大 反 応

が 対 照 実 験 の そ れ を 上 回 り,Bシ リ ー ズ で は 下 回 っ て

い る 。Aシ リー ズ の 構 え 固 定 場 面 で 大 小 刺 激 の 重 さ 関

係 が,大 く 小 で あ っ た の で,大 反 応 の 増 加 は 継 時 的

な 対 比 効 果 を 表 わ し て い る 事 に な る 。 そ の 結 果,小 刺

激 が 大 刺 激 よ り も 重 く感 じ ら れ る と い う 大 き さ 一 重 さ

錯 覚 は 減 少 し た こ と に な る 。

大 刺 激75gの 条 件 で は,75gの 小 刺 激 へ と 大 刺 激

へ と の 反 応 が ほ ぼ50%ず つ と な り,い わ ば 大 き さ

一 重 さ 錯 覚 が0に 打 ち 消 さ れ て い る
,あ る い は 場 合 に

よ っ て は 逆 転 が 生 じ て,大 刺 激 の 方 が む し ろ 重 く感 じ

ら れ る こ と さ え 起 こ り う る と い え る 。67.9%の 錯 覚 量

を も つ 大 き さ 一 重 さ 錯 覚 も恒 常 的 で は な く,可 変 的 で

あ る こ と が,こ こ に 明 か に な っ た 訳 で あ る 。

Bシ リ ー ズ に お い て は 構 え 固 定 場 面 で 重 さ 関 係 が

大 〉小 で あ っ た の で,大 反 応 の 減 少 は や は り 対 比 効

果 を 表 わ し て い る 。 こ の 場 合 大 き さ 一 重 さ 錯 覚 は 増 大

し た こ と に な り,小 刺 激 の2倍 以 上 で あ る165gと い
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う 大 刺 激 で も,な お 小 刺 激 よ り軽 く知 覚 さ れ て い る 。

以 上 で は,大 反 応 の み を 集 計 し た 訳 で あ る が,主 観 的

な 重 さ は や は り 小 刺 激 に お い て も対 比 的 に 変 化 し て い

た は ず で あ る 。

図9は10試 行 の 検 証 場 面 に お け る 大 反 応 の 増 減 を

表 し た も の で あ る 。 た だ し,各 々 の 試 行 で は 大 刺 激 は

(3)の 順 序 で 左 右 の ど ち ら か に 提 示 さ れ た が,10

試 行 を 通 じ て 左 右 の ど ち ら か に 反 応 が 偏 っ て い る 場 合,

偏 り を 大 反 応 か ら 差 し 引 い た 値 を 用 い た 。 検 証 場 面 の

初 期 に 大 反 応 が 増 え,著 し い 対 比 効 果 を み せ て い る

75g,95g,120gのAシ リ ー ズ で も,試 行 を 追 う 毎 に 大

反 応 は 徐 々 に 減 少 し,対 比 効 果 の 減 衰 を 物 語 っ て い る 。

こ の 事 態 に お け る 固 定 構 え 法 に お い て も,構 え の 転 換

過 程 は 通 常 の 固 定 構 え 法 と 同 様 で あ る 。

た だ し,継 時 的 な 対 比 効 果 が 減 少 す る こ と で,大 反

応 は 対 象 実 験 の べ 一 ス ラ イ ン に 接 近 し て ゆ く。 つ ま り,

効 果 が な く な っ た 後 に 残 る の は,元 通 り の 大 き さ 一 重

さ 錯 覚 で あ る 。 こ れ は,構 え が 転 換 し て,通 常 の 円 の

大 き さ 比 較 の 場 合 に は 等 し い 円 を 等 し く 知 覚 す る 適 切

な 構 え に 転 換 す る と い う の と は 異 な り,大 き さ 一 重 さ
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図9大 きさ一重さ錯覚に適用した固定構え法において,10試 行の検証場面お
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錯 覚 を ひ き お こ す い わ ば 不 適 切 な 定 常 的 構 え に 転 換 し

て ゆ く の で あ る 。

同 時 的 な 大 き さ 一 重 さ 錯 覚 も,固 定 構 え 法 に よ っ て

構 え を 操 作 す る こ と に よ っ て,継 時 的 な 可 変 性 を 示 し

た 。 構 え 固 定 場 面 で の 繰 り返 し提 示 に よ っ て,大 き さ

と 重 さ の 知 覚 を 準 備 す る構 え は,Aシ リー ズ,Bシ リ ー

ズ 両 様 の,新 た な 大 き さ 一 重 さ 関 係 に 対 し て 分 化 さ れ,

固 定 さ れ た 。 そ の 結 果 継 時 的 対 比 効 果 が 生 じ た の で あ

る 。 大 き さ 一 重 さ 錯 覚 は,や は り 構 え の 働 き に よ っ て

生 じ る も の と 考 え ざ る を 得 な い 。 そ れ は,あ ら か じ め

固 定 さ れ,ま た 継 時 的 効 果 が 消 え た 後 も 残 っ た 定 常 的

構 え に よ る,お そ ら く対 比 の 効 果 で あ ろ う 。

か く し て,大 き さ 一 重 さ 錯 覚 は,重 さ 一 大 き さ 錯 覚

や 大 き さ 一 圧 錯 覚 と 同 様 の,そ し て 固 定 構 え 法 に よ る

構 え 錯 覚 と 同 様 の,構 え の 働 き に よ る 錯 覚 で あ る,と

い うUznadze(Usnadze,1931)の,主 張 は 支 持 さ れ た こ

と に な る 。 ま た,後 述 の 補 足 実 験 で は,本 実 験 と 同 様

の 手 続 き を 重 さ 一 大 き さ 錯 覚 に 適 用 し て,対 比 効 果 の

生 じ る 場 合 の あ る こ と を 見 い だ し て お り,Uznadzeの

主 張 は さ ら に 強 く 裏 付 け ら れ る 。
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対 比 効 果 の 条 件 差 は,大 き さ 一 重 さ錯 覚 の 場 合 も 視

覚 的 大 き さ 比 較 の 結 果 と 同 様 に 現 れ て い る 。 重 量 が

大 く小 の2刺 激 で 構 え を 固 定 し たAシ リ ー ズ で は,

一 般 に 大 刺 激 が 軽 い 条 件 の 方 が 対 比 効 果 が 大 き い 。B

シ リ ー ズ で は そ の 逆 と な り,大 刺 激 が 重 い 条 件 の 方 が

対 比 効 果 が 大 き い 。 ま た,図8で は 縦 軸 を 正 規 変 換 し

て い る た め,特 に 上 下 端 で 誤 差 が 誇 張 さ れ る お そ れ が

あ る の で,反 応 頻 度 に よ って 被 験 者 間 を 順 位 づ け た と

こ ろ,表6の よ う なUテ ス トの 結 果 が 得 られ,上 の

条 件 差 を 支 持 して い る 。

こ れ ら の 結 果 も,構 え の 活 性 化 の メ カ ニ ズ ム に よ る

もの と して,視 覚 的 大 き さ比 較 の 場 合 と 同 様 に 説 明 で

き る 。 検 証 場 面 で は,一 時 的 に 固 定 さ れ た 構 え と,構

え 固 定 以 前 か ら主 体 に 備 わ っ て 大 き さ 一 重 さ錯 覚 を ひ

き お こ す 構 え,定 常 的 構 え と が 拮 抗 して い た と考 え ら

れ る 。 検 証 の 事 態 が 構 え 固 定 場 面 と類 似 ・連 続 し た 場

合 に は 固定 され た 構 え が 活 性 化 され て 対 比 効 果 を 生 じ,

類 似 ・連 続 して い な い 場 合 は も とか ら備 わ っ た 構 え に

よ る 大 き さ 一重 さ 錯 覚 が 生 じ る 。Aシ リ ー ズ で は,大

刺 激 が 軽 け れ ば 軽 い ほ ど,構 え 固 定 場 面 の 大 く 小 と
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丶

表6大 き さ 一 重 さ 錯 覚 の 場 面 に お け る 対 比 効 果

検 証 場 面 と 対 照 実 験 に お け る 大 反 応 の パ ー セ ン テ ー ジ の 差 と σ テ ス ト

大 刺 激 の 重 さ5597599591209140gl659200g

Aシ リ ー ズ

9.036.848.734.417.314.54.7

U67.5*30.5***16.5***36.5***71.0*62.0**86.O

Bシ リ ー ズ

ー3
.6-11.1-12.5-39.2-41.0-8.4

U147.0170.0**159.0*203.5***219.0***159.5*

*p〈.1.**p〈.05.***p〈.01.
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い う 重 さ 関 係 と 事 態 が 連 続 し,重 い ほ ど,連 続 しな い 。

Bシ リ ー ズ で は 逆 に,大 刺 激 が 重 い ほ ど,構 え 固 定 場

面 の 大 〉 小 と い う 重 さ 関 係 と 事 態 が 連 続 し,軽 い ほ

ど,連 続 し な い 。 各 検 証 条 件 に お け る 対 比 効 果 の 量 は,

こ の 事 態 の 連 続 性 に よ る 構 え の 活 性 化 の メ カ ニ ズ ム の

反 映 で あ る 。

こ こ で も,A,Bの 双 方 向 へ の,そ し て 相 似 の 知 覚

の 可 変 性 は,そ れ が 可 逆 的 で あ る こ と を 物 語 っ て い る 。

そ し て,A,Bの 固 定 さ れ た 構 え が,検 証 場 面 に お い

て 大 き さ 一 重 さ 錯 覚 を ひ き お こ す 構 え と 拮 抗 す る 過 程

も,知 覚 の 可 変 性 が 可 逆 的 で あ る こ と を 示 し て い る 。

大 き さ 一 重 さ 錯 覚 と い う 同 時 的 錯 覚 も,決 し て 恒 常 的

で は な く,構 え に 準 備 さ れ る 故 に,可 逆 的 に 可 変 な の

で あ る 。

補 足 実 験 重 さ 一 大 き さ 錯 覚 に 適 用 し た 固 定 構

え 法

重 さ 一 大 き さ 錯 覚 は,大 き さ が 等 し い 対 象 で も,軽

い 方 が 重 い 方 よ り も 大 き く 感 じ ら れ る 錯 覚 で,Uznadze
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(Usnadze,1931)に よ っ て 最 初 の 報 告 が な さ れ た 。 彼 は,

こ れ も 大 き さ 一 重 さ 錯 覚 を 生 じ る 構 え と 同 一 の 構 え の

働 き に よ る も の と 説 明 し た 。 こ の 錯 覚 の 事 態 に,大 き

さ 一 重 さ 錯 覚 に 適 用 し た の と 同 様 の 固 定 構 え 法 を 用 い,

同 様 の 固 定 さ れ た 構 え の 効 果 が 生 じ る こ と を 確 か め る 。

方 法

大 き さ 重 さ 錯 覚 の 場 合 と 同 様 の,プ ラ ス チ ッ ク の 円

柱 に お も り を 詰 め た 刺 激 を 用 い た 。 円 柱 の 高 さ は45

111illo

Aシ リ ー ズ の 構 え 固 定 場 面 で は,小 さ い 重 刺 激(

直 径38㎜,250g)と 大 き い 軽 刺 激(60㎜,45g)

が,Bシ リ ー ズ で は 大 き い 重 刺 激(60㎜,250g)と

小 さ い 軽 刺 激(38㎜,45g)が,大 き さ 一 重 さ 錯 覚

の と き と 同 様 の(1)と(2)の 順 序 で,15回 提 示

さ れ,検 証 場 面 で は 大 き さ の 等 し い(48㎜)重 刺 激

(250g)と 軽 刺 激(50g)が,(3)の 順 序 で10回

提 示 さ れ た 。

被 験 者 は 目隠 し を し て 座 り,両 前 腕 を 机 の 上 に延 べ,

掌 の 背 側 を 机 に 固 定 し て 刺 激 の 提 示 を 待 っ た 。 合 図 と
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共 に,重 軽 の2刺 激 が 同 時 に,円 柱 の 軸 が 水 平 に,か

つ 指 と 直 角 を な す よ う に 掌 に 乗 せ ら れ た 。 被 験 者 は4

本 の 指 で 円 柱 の 側 面 を1～2秒 間,持 ち 上 げ ず に 把 握

し た 。 把 握 が 済 む と刺 激 は 取 り 除 か れ,ど ち ら の 方 が

大 き か っ た か が,「 右 」 か 「左 」 の2件 法 で 報 告 さ れ

た 。Aシ リ ー ズ,Bシ リ ー ズ 各 々 に10名 ず つ の,固

定 構 え 法 の 経 験 の な い 被 験 者 が 参 加 し た 。

対 照 実 験 は,検 証 場 面 と 同 じ 方 法 手 続 き で,被 験 者

数 は16名 。

以 上 の 合 計 で(2条 件 ×10名)+(1条 件 ×16

名)の,延 べ36名 の デ ー タ が 用 い られ た 。

結 果 と 考 察

重 刺 激 の 方 が 大 き い と し た 反 応(重 反 応)の 数 を 集

計 し た 。 等 疑 反 応 は そ の50%を 大 反 応 に 加 え た 。

対 照 実 験 の 結 果 で は,重 反 応 は54.5%で,本 実 験 で

は 重 さ 一 大 き さ 錯 覚 は 明 瞭 で は な か っ た 。Uznadze(

Usnadze,1931)の 結 果 で も,重 さ 一 大 き さ 錯 覚 は 全 試 行

の50.4%だ け に 生 じ て い た の で,こ の 現 象 は そ れ ほ

ど顕 著 な も の で は な い の で あ ろ う 。 固 定 構 え 法 に よ る
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Aシ リ ー ズ の 結 果 は 重 反 応 が74.5%で,対 照 実 験 と

有 意 な 差 が あ っ た(U=41.5,<.05)。Bシ リ ー ズ で

は48.0%で,有 意 な 差 は な か っ た(U=88.5)。Aシ

リー ズ に お い て は,大 き さ が 重 く 軽 で あ る 刺 激 で 構

え を 固 定 し て い た の で,重 反 応 の 増 大 は 明 ら か な 継 時

的 対 比 が 生 じ て い た こ と を 示 して い る 。

本 実 験 に お い て は,部 分 的 で は あ る が,固 定 構 え 法

に よ っ て 重 さ 一 大 き さ 錯 覚 の 事 態 で,大 き さ 一 重 さ 錯

覚 の 場 合 と 同 様 の 継 時 的 対 比 が 生 じ た こ と か ら,重 さ

一 大 き さ 錯 覚 も ,大 き さ 一 重 さ 錯 覚 と 同 様 の,そ し て

お そ ら く 同 一 の,固 定 さ れ た 構 え に よ る 効 果 で あ る と

結 論 づ け る こ と が で き る 。Uznadze(Usnadze,1931)が,

大 き さ 一 重 さ 錯 覚 も,重 さ 一 大 き さ 錯 覚 も,そ し て 固

定 構 え 法 に よ る 構 え 錯 覚 も,同 様 の 構 え の 働 き に よ る

錯 覚 で あ る,と い う 主 張 は 改 め て 支 持 さ れ る こ と に な

る 。
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2・3明 る さ 一 大 き さ 錯 覚 に 適 用 し た 固 定 構 え

法 の 実 験

大 き さ 一 重 さ 錯 覚 は,大 き さ に よ っ て 重 さ が 同 時 的

に 錯 覚 さ れ る 現 象 で あ る が,色 に よ っ て 大 き さ が 同 時

的 に 錯 覚 さ れ る と い う 現 象 に 関 し て も,多 く の 研 究 が

あ る(Warden&Flym,1931;Bevan&Dukes,1953;Tedford,

Bergquist&Fly皿,1977;etc.)。 そ の 中 で も,2つ の 円 の

大 き さ を 比 較 す る 場 合,明 る い も の の 方 が 暗 い も の よ

り 大 き く 見 ら れ る 錯 覚 が 報 告 さ れ て い る(Oyama&

Nanri,1960)。 こ の 錯 覚 を 明 る さ 一 大 き さ 錯 覚 と 呼 ぶ こ

と に す る 。 こ こ で は,明 る さ 一 大 き さ 錯 覚 に,大 き さ

一 重 さ 錯 覚 の 場 合 と 同 様 の 固 定 構 え 法 を 適 用 し て ,明

る さ 一 大 き さ 錯 覚 も ま た 可 変 的 に 操 作 で き る こ と を 明

ら か に す る 。

方 法

Aシ リー ズ で は,大 き な 明 円 と小 さ な 暗 円 を 提 示 し,

Bシ リ ー ズ で は,小 さ な 明 円 と大 き な 暗 円 を 提 示 し て

構 え 固 定 を 行 な っ た 。 検 証 場 面 の 条 件 に お い て は 暗 円
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の 大 き さ を 変 数 と し た 。

刺 激 は,日 本 色 彩 研 究 所 製 の 色 紙 の う ち,無 色 の も

の で 作 製 し た 。 マ ン セ ル 値7.6/の 明 円 と,4.2/の

暗 円 を,左 右 に 円 心 間 距 離66㎜ で,5.7/の 背 景 の

上 に 配 し た 。 背 景 の 大 き さ は114㎜ ×180㎜ で,各

円 の 大 き さ は 表7に 示 す と お り 。1組 の 明 円 と 暗 円 は,

観 察 距 離1000㎜ の タ キ ス トス コ ー プ(竹 井 機 器 工

業,D-Pタ キ ス ト ス コ ー プ)を 用 い て500ms提 示

さ れ た 。 明 円 は4.5cd/m2,暗 円 は1.1cd/m2,背 景 は

2.7cd/m2,と な っ た 。

被 験 者 に は 明 暗2円 の 大 き さ を 比 較 し て,大 き か っ

た 方 を 「右 」 か 「左 」 の2件 法 で 答 え る こ と が 求 め ら

れ た 。 等 疑 反 応 は 極 力 行 な わ な い よ う に 教 示 が な さ れ

た 。ISIは5000msで,そ の 間 は 白 い 画 面 と な り,円

心 間 の 中 点 に 凝 視 点 が 提 示 さ れ た 。

固 定 構 え 法 の 手 続 き は,先 の 大 き さ 一 重 さ 錯 覚 の 場

合 に 準 じ た 。 構 え 固 定 場 面 は15試 行 か ら な り,暗 円

の 位 置 は 大 き さ 一 重 さ 錯 覚 の 実 験 に お け る 大 刺 激 の 位

置 に な ら っ て,(1)と(2)の 順 序 の 条 件 が 設 け

ら れ た(p.58参 照)。 ま た(1)と(2)と は 被 験
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表7明 る さ 一大 きさ錯 覚 に適用 した 固定 構え 法 明暗 円 の 直径 φ:mm

構 え 固定 場 面Aシ リー ズBシ リー ズ

日音30暗60

明60明30

検 証 場面Aシ リー ズBシ リー ズ

暗38,39,40,41>42,43暗39,40,41,42,43,44

明40明40

対 照実 験A,Bシ リー ズ共 通

日音38,39,40,41,42,43,44

明40
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者 数 で カ ウ ン タ ー バ ラ ン ス さ れ た 。

検 証 場 面 は,構 え 固 定 場 面 終 了 直 後,同 じ要 領 で 続

け る よ う に と の 教 示 を 数 秒 以 内 に 行 っ て す ぐ に 開 始 し

た 。10試 行 中 の 暗 円 の 位 置 は 前 出(3)の 順 で 一 定

と し た 。

被 験 者 は,固 定 構 え 法 を 用 い た 実 験 の 経 験 の な い 大

学 生 。 各 条 件 に つ い て 各 々13名 で,1名 の 被 験 者 に

つ き1条 件 の 実 験 だ け を 行 っ た 。 全 て の 被 験 者 は 正 常

ま た は 矯 正 さ れ た 視 力 を 持 ち,直 径1㎜ の 凝 視 点

を 認 知 で き た 。

対 照 実 験 は,検 証 場 面 と 同 じ条 件,手 続 き で 構 え 固

定 場 面 を 先 行 さ せ ず に 行 な っ た 。 暗 円 の 直 径 を 変 数 と

し た7つ の 条 件 に お い て,各 々13名 の 大 学 生 が 被 験

者 と な っ た 。

予 備 的 計 測 に よ っ て40㎜ の 明 円 に 対 す る 暗 円 の

PSEを 計 測 し た 。 暗 円 は 対 照 実 験 の 条 件 と 同 じ7通 り

に 変 化 さ せ ら れ,7組 の 刺 激 は10回 ず つ,合 計70

試 行 で ラ ン ダ ム に 提 示 さ れ た 。 た だ し10回 の う ち,

暗 円 は 左 右 各 々 に5回 ず つ 配 置 さ れ る よ う に し た 。 被

験 者 は13名 の 大 学 生 。
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固 定 構 え 法,対 照 実 験,予 備 的 計 測 の 合 計 で(12

条 件 ×13名)+(7条 件 ×13名)+(1条 件 ×13

名)の,延 べ260名 の デ ー タ が 用 い ら れ た 。

結 果 と 考 察

「左 」 あ る い は 「右 」 と 答 え た 反 応 の う ち,暗 円 を

大 と し た 反 応(暗 反 応)数 を 集 計 し た 。 等 疑 反 応 は そ

の50%を 大 反 応 に 加 え た 。 図10は 図5,8と 同 様

の 形 式 に,A,B両 シ リ ー ズ の 検 証 場 面 で の 暗 反 応 数

を プ ロ ッ ト し た も の で あ る 。 回 帰 直 線 は 予 備 的 計 測 か

ら得 ら れ た も の で あ る 。

予 備 的 計 測 の 回 帰 直 線 に お い て,Muller-Urban法 に

よ る と,直 径40㎜ の 明 円 に 対 す る 暗 円 のPSEIま

41.4㎜ で あ っ た 。 明 円 は 暗 円 よ り も35%過 大 視 さ

れ て い た,す な わ ち 明 る さ 一 大 き さ 錯 覚 が 生 じ て い た

こ と に な る 。 ま た,対 照 実 験 の 結 果 も 予 備 的 計 測 と 同

様 に,明 る さ 一 大 き さ 錯 覚 を 示 し て い る 。

検 証 場 面 に お い て 対 比 効 果 が 得 られ,明 る さ 一 大 き

さ 錯 覚 は 可 変 性 を 示 し た 。 図10に お い て,一 般 に,

Aシ リ ー ズ で は 検 証 場 面 の 暗 反 応 が 対 照 実 験 の そ れ を
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図10明 るさ一大きさ錯覚に適用 した固定構え法において,40mmの 明円よ り

も 「暗刺激の方が大きい」 とした反応Aシ リーズの構え固定場面で 暗 〈明

の2円 を提示 した後 の検証場面,Bシ リーズで 暗 〉明 の2円 を提示 した後の検

証場面,お よび構え固定を行わない対照実験 における暗反応のパーセ ンテージ を

Z変 換 して表 した値。直線は予備的計測か らえられた明るさ一大 きさ錯覚の回帰

直線。
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上 回 り,Bシ リ ー ズ で は 下 回 っ て い る 。Aシ リ ー ズ の

構 え 固 定 場 面 で 明 暗2円 の 大 き さ 関 係 が 暗 く 明 で あ

っ た の で,暗 反 応 の 増 加 は 継 時 的 な 対 比 効 果 を 表 わ し

て い る 事 に な る 。Bシ リ ー ズ に お い て は 構 え 固 定 場 面

で 暗 〉 明 で あ っ た の で,暗 反 応 の 減 少 は や は り対 比

効 果 を 表 わ し て い る 。Aシ リ ー ズ で は 明 る さ 一 大 き さ

錯 覚 は 減 少 し,Bシ リ ー ズ で は 増 加 す る 知 覚 の 可 変 性

が み ら れ た こ と に な る 。 こ こ の 結 果 で は 暗 反 応 の み を

集 計 し た 訳 で あ る が,主 観 的 な 大 き さ の 見 え は も ち ろ

ん 明 円 に お い て も 対 比 的 に 変 化 し て い た は ず で あ る 。

対 比 効 果 の 量 に は,円 の 大 き さ 比 較 の 場 合 や,大 き

さ 一 重 さ 錯 覚 の 場 合 と 同 様 の 条 件 差 が 生 じ て い る 。 図

10を み て も,暗 く 明 で 構 え を 固 定 し たAシ リ ー ズ で

は,一 般 に 暗 円 が 大 き い 条 件 よ り も小 さ い 条 件 の 方 が

対 比 効 果 は 大 き い 。 ま たBシ リー ズ で はAシ リ ー ズ の

逆 に な っ て い る 。 表8に 表 し たUテ ス ト の 結 果 も こ

の 条 件 差 を 支 持 し て い る 。

こ こ で も 構 え 固 定 場 面 で 固 定 さ れ た 構 え と,構 え 固

定 以 前 か ら 主 体 に 備 わ っ た 構 え,定 常 的 構 え と の 間 で

拮 抗 が 生 じ た と 考 え ら れ る 。 前 者 が 対 比 効 果 を も た ら
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表8明 る さ 一 大 き さ 錯 覚 の 場 面 に お け る 対 比 効 果

検 証 場 面 と 対 照 実 験 に お け る 暗 反 応 の パ ー セ ン テ ー ジ の 差 とUテ ス ト

暗 円 の 直 径38mm39mm40mm41mm42mm43mm44mm

Aシ リ ー ズ

8.516.112.723.96.11.9

乙126.0***43.5**47.5*36.0**67.080.O

Bシ リ ー ズ

0.0-5.0-11.1-20.4-13.9-7.7

U81.094.5110.Ol32.5**120.0**118.5*

*p〈.1.**p〈.05.***p〈.01.
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し,後 者 が 対 照 実 験 等 で み ら れ た 明 る さ 一 大 き さ 錯 覚

を ひ き お こ す こ と に な る 。Aシ リ ー ズ で は 固 定 さ れ た

構 え は 暗 く 明 の2対 象 の 知 覚 を 準 備 し て い る 故 に,

検 証 場 面 で 暗 円 が 小 さ い 事 態 ほ ど 固 定 さ れ た 構 え が 活

性 化 さ れ や す い 。 対 比 効 果 に よ り 暗 円 が よ り 大 き く 知

覚 さ れ,明 る さ 一 大 き さ 錯 覚 は 弱 く な る 。 一 方 暗 円 が

大 き い ほ ど,固 定 さ れ た 構 え は 活 性 化 し に く く な り,

構 え 固 定 以 前 か ら 備 わ っ た 明 る さ 一 大 き さ 錯 覚 を ひ き

お こ す 構 え が 活 性 化 し,従 っ て 対 比 効 果 は 小 さ くな る 。

Bシ リ ー ズ で はAシ リ ー ズ と 逆 で,暗 円 が 大 き い 条 件

で 固 定 さ れ た 構 え が 活 性 化 し,対 比 効 果 が 多 く生 じ る 。

こ の 場 合,明 る さ 一 大 き さ 錯 覚 は よ り 増 大 さ れ る こ と

に な る 。 暗 円 が 小 さ い 条 件 で は 対 比 効 果 は 少 な く,通

常 の 明 る さ 一 大 き さ 錯 覚 が 生 じ る こ と に な る 。

明 る さ 一 大 き さ 錯 覚 に お い て も,知 覚 の 可 変 性 はA,

Bの 双 方 向 に 可 逆 的 に 生 じ た 。 固 定 さ れ た 構 え が 明 る

さ 一 大 き さ 錯 覚 を 引 き 起 こ す 構 え と 拮 抗 す る 過 程 も 知

覚 の 可 変 性 の 可 逆 的 な こ と を 物 語 っ て い る 。 明 る さ 一

大 き さ 錯 覚 と い う 同 時 的 錯 覚 も ま た,構 え の 準 備 さ れ

る た め に 可 逆 的 に 可 変 な の で あ る 。
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2・4Muller-Lyer錯 覚 に 適 用 し た 固 定 構 え 法 の

実 験

幾 何 学 的 錯 覚 の 中 で も,Muller-Lyer錯 覚 は 最 も 代 表

的 な 例 と し て 数 多 く の 研 究 で と り あ げ ら れ て い る 。 次

に 固 定 構 え 法 を,大 き さ 一 重 さ 錯 覚 や 明 る さ 一 大 き さ

錯 覚 の 場 合 と 同 様 に,Muller-Lyer錯 覚 に 適 用 し て み た 。

方 法

Aシ リ ー ズ で は,主 線 の 短 い 内 向 図 形 と 長 い 外 向 図

形 を 提 示 し,Bシ リ ー ズ で は,主 線 の 長 い 内 向 図 形 と

短 い 外 向 図 形 を 提 示 して 構 え 固 定 を 行 な っ た 。 検 証 場

面 の 条 件 に お い て は,内 向 図 形 の 主 線 の 長 さ を 変 数 と

し た 。

刺 激 は,BASICで 作 図 し た も の を,タ キ ス トス コ ー

プ(岩 通 ア イ セ ル,AVタ キ ス トス コ ー プ)に よ っ て,

半 暗 室 条 件 の も と,観 察 距 離1000mmで 提 示 し た 。

1組 の 内 向 図 形 と 外 向 図 形 お よ び 凝 視 点 は,黒 の 背 景

に,緑(B31)で500ms映 し 出 さ れ た 。 矢 線 の 長 さ は

35ド ッ トで,挟 角 は45degと し た 。 主 線 の 長 さ は 表
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9に 示 す 通 り 。 画 面 上 の100ド ッ ト は,垂 直 方 向 で

56㎜,視 角3.2deg,水 平 方 向 で54㎜,視 角3.1deg

と な っ た 。 内 向,外 向 図 形 は,画 面 の 左 右 に,主 線 を

垂 直 に,そ し て た が い に 平 行 に 配 さ れ,両 図 形 の 主 線

の 中 点 同 士 が 水 平 に な る よ う に 布 置 さ れ た 。 主 線 同 士

の 距 離 は220ド ッ トで,中 央 に1ド ッ トの 凝 視 点 が 置

か れ た 。

被 験 者 に は 内 向,外 向 図 形 の 主 線 の 長 さ を 比 較 し て,

長 か っ た 方 を 「右 」 か 「左 」 の2件 法 で 答 え る こ と が

求 め ら れ た 。 等 疑 反 応 は 極 力 行 な わ な い よ う に 教 示 が

な さ れ た 。ISIは5000msで あ っ た 。 間 隔 時 間 中 は 黒

い 画 面 と な り,凝 視 点 だ け が 提 示 さ れ た 。

固 定 構 え 法 の 手 続 き は,こ れ ま で の 大 き さ 一 重 さ 錯

覚,明 る さ 一 大 き さ 錯 覚 の 場 合 に 準 じ た 。 構 え 固 定 場

面 は15試 行 か ら な り,内 向 図 形 の 位 置 は 大 き さ 一 重 さ

の 実 験 以 来 に な ら っ て(1)と(2)の 順 序 の 条 件

が 設 け ら れ,(1)と(2)は 被 験 者 数 で カ ウ ン タ ー

バ ラ ン ス さ れ た 。

検 証 場 面 は 構 え 固 定 場 面 終 了 直 後,凝 視 点 だ け を

5000ms提 示 す る 間 隔 を お い て 開 始 し た 。10試 行 中 の
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表9Muller-Lyer錯 覚 に適 用 した 固定 構 え法

構 え固定 場 面 の15回 の試 行 にお いて は,(a),(b),(c)そ れ ぞ れの組 合 せ を

入 り混 ぜ て用 い た。

主線 の 長 さ ドット

構 え 固定場 面Aシ リー ズBシ リー ズ

内 向:外 向 内 向:外 向

70180(a)21050(a)

80160(b)19060(b)

90140(c)17070(c)

検 証場 面A,Bシ リー ズ共 通

内 向120130140150160170:外 向100
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内 向 図 形 の 位 置 は(3)の 順 と し た 。

被 験 者 は 大 学 生,各 条 件 に つ い て 各 々13名 で,各

被 験 者 は,予 備 的 計 測 と 対 照 実 験 を 行 な っ た 後,Aシ

リー ズ とBシ リ ー ズ,あ る い はBシ リー ズ とAシ リ ー

ズ の 順 で,4つ の 実 験 を 行 な っ た 。 対 照 実 験,Aシ リ ー

ズ,Bシ リ ー ズ は,各 々 最 低5日 の 間 隔 を 置 い て 実 施

し た 。 全 て の 被 験 者 は 正 常 ま た は 矯 正 さ れ た 視 力 を 持

ち,凝 視 点 を 認 知 で き た 。

対 照 実 験 は,内 向 図 形 の 主 線 の 長 さ を 変 数 と し た6

つ の 条 件 に お い て,検 証 場 面 と 同 じ条 件,手 続 き で 構

え 固 定 場 面 を 先 行 さ せ ず に 行 な っ た 。

予 備 的 計 測 に よ っ て100ド ッ ト の 外 向 図 形 に 対 す る

内 向 図 形 のPSEを 計 測 し た 。 内 向 図 形 は,対 照 実 験

の 条 件 に さ ら に110ド ッ トの 条 件 を 加 え た7通 り に 変

化 さ せ ら れ,7組 の 刺 激 は10回 ず つ,合 計70試 行

で ラ ン ダ ム に 提 示 さ れ た 。 た だ し10回 の う ち,内 向

図 形 は 左 右 各 々 に5回 ず つ 配 置 さ れ る よ う に し た 。

固 定 構 え 法,対 照 実 験,予 備 的 計 測 の 合 計 で(12

条 件 ×13名)+(6条 件 ×13名)+(1条 件 ×78

名)の,延 べ312名 の デ ー タ が 用 い ら れ た 。
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結 果 と 考 察

「左 」 あ る い は 「右 」 と 答 え た 反 応 の う ち,内 向 図

形 が 長 い と し た 反 応(内 反 応)数 を 集 計 し た 。 等 疑 反

応 は そ の50%を 大 反 応 に 加 え た 。 図11は 図10ま

で と 同 様 の 形 式 で,A,B両 シ リ ー ズ の 検 証 場 面 で の

内 反 応 数 を プ ロ ッ ト し た も の で あ る 。 回 帰 直 線 は 予 備

的 計 測 か ら 得 ら れ た も の で あ る が,内 向 図 形 の 長 さ の

各 条 件 の 値 は,当 該 被 験 者 群13名 の も の で,各 条 件

で 被 験 者 群 は 異 な る 。

予 備 的 計 測 の 回 帰 直 線 に お い て,Muller-Urban法 に よ

る と,100ド ッ トの 外 向 図 形 に 対 す る 内 向 図 形 のPSE

は144・3ド ッ トで あ っ た 。Muller-Lyer錯 覚 に よ っ て,外

向 図 形 の 主 線 は 内 向 図 形 の も の よ り も 過 大 視 さ れ た 。

ま た,対 照 実 験 の 結 果 も 予 備 的 計 測 と 同 様 に 錯 覚 を 示

し て い る が,各 条 件 問 を つ な い だ 線 は 予 備 的 計 測 の 回

帰 直 線 と 交 わ ら ず,明 る さ 一 大 き さ 錯 覚 ま で の 諸 実 験

で み ら れ た 傾 向 と 一 致 し な い 。

固 定 構 え 法 に よ って,継 時 的 対 比 が 生 じ た と す る と,

以 下 の よ う な 結 果 が 予 想 さ れ た 。Aシ リ ー ズ で は,

内 向 く 外 向 の 図 形 を 提 示 し て 構 え を 固 定 し た の で,
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内 向 図 形 の 主 線 の 長 さ.ド ット

170

図11tduller-Lyer錯 覚に適用 した固定構え法において,100ド ッ トの外向図

形の主線 よりも 「内向図形の主線 の方が長い」 とした反応Aシ リーズの構 え

固定場面で主線の長 さが 内向く外向 の2図 形 を提示 した後の検証場面,Bシ リ

ーズで 内向〉外 向 の2図 形を提示 した後 の検証場面
,お よび構え固定 を行わな

い対照実験 における内向反応のパーセ ンテー ジをZ変 換 して表 した値。直線 は

予備的計測 か らえ られ たMilller-Lyer錯 覚の回帰直線。
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検 証 場 面 で は 内 向 図 形 の 伸 長 と外 向 図 形 の 縮 小 に よ っ

て,内 反 応 が 増 え る 。Bシ リ ー ズ の 構 え 固 定 場 面 で は

内 向 〉 外 向 で あ っ た の で,検 証 場 面 で 内 向 図 形 の 縮

小 と 外 向 図 形 の 伸 長 が 生 じ,内 反 応 が 減 る 。 し か し,

図11は そ う い う 結 果 を 示 し て お ら ず,一 貫 し て 対 比

効 果 が 生 じ た と は い え な い 。

図11か ら 読 み 取 れ る 傾 向 と して,Bシ リ ー ズ の 内

反 応 は 対 照 実 験 の レ ベ ル を 上 回 っ て お り,Aシ リ ー ズ

で は さ ら にBシ リ ー ズ の レ ベ ル を 上 回 っ て い る,と い

え る 。Aシ リー ズ で は 対 比 効 果 が 生 じ た と も と れ る が,

Bシ リ ー ズ で は 生 じ て い な い,あ る い は 別 の 現 象 が 生

じ た こ と に な る 。 こ れ に は,以 下 の 解 釈 を 加 え る こ と

が で き よ う 。

1)検 証 実 験 に お い て 対 照 実 験 よ り 内 反 応 が 増 加 し

た の は,Aシ リ ー ズ で は 全 般 に 対 比 が 生 じ,Bシ リ ー

ズ で は 同 化 が 生 じ た か ら で あ る 。 しか し な ぜ 同 化 な の

か は 説 明 で き な い 。

2)A,B両 シ リ ー ズ,ま た 対 照 実 験 に お い て も 内

反 応 が 予 備 的 計 測 の レ ベ ル よ り増 え て い る の は,継 時

的 対 比 以 外 の 要 因 でMuller-Lyer錯 覚 が 減 少 し,内 向 図
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形 が あ ま り 短 く み られ な か っ た か ら で あ る 。 そ の 原 因

と し て は,予 備 的 計 測 が 恒 常 法 に よ る ラ ン ダ ム 提 示 だ

っ た の に 対 し て,同 じ 図 形 を,左 右 は 入 れ 換 え な が ら

も,繰 り返 し 提 示 し た こ と が 考 え ら れ る

3)あ る い は 別 の 原 因 と し て,極 端 に 長 さ の 違 う 内

向,外 向 図 形 を 見 た 後 で,長 さ の 似 か よ っ た も の を 提

示 さ れ る こ と に よ っ てM直11er-Lyer錯 覚 が 減 少 し た と も

考 え ら れ る 。

こ の3者 を 同 定 す る に は,さ ら に 実 験 的 操 作 を 加 え な

け れ ば な ら な い が,こ こ で は 注 目 を 以 下 に 移 し て 論 を

進 め る 。

図11は 縦 軸 を 正 規 変 換 し て い る た め,や は り上 下

端 ほ ど 誤 差 が 誇 張 さ れ る お そ れ が あ る 。 そ こ で,明 る

さ 一 大 き さ 錯 覚 ま で と 同 様 にUテ ス トを 行 な っ た と

こ ろ,検 証 場 面 と 対 照 実 験 と の 間 の 内 反 応 に 有 意 な 差

の あ る の は,10%水 準 でAシ リ ー ズ の120,130,150の

条 件,5%水 準 で はAシ リ ー ズ の130の 条 件 だ け で

あ っ た 。Bシ リー ズ で は 有 意 差 は み ら れ な か っ た 。 こ

の 結 果 に 信 頼 の 重 き を お け ば,Bシ リー ズ で は 対 比 効

果 が 生 じ な か っ た も の の,Aシ リ ー ズ で は 生 じ た 条 件
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が あ っ た こ と に な る 。 しか も,Aシ リ ー ズ の 構 え 固 定

場 面 で 内 向 図 形 が 外 向 図 形 よ り短 か っ た 後 の 検 証 場 面

に お い て,内 向 図 形 が 短 い 条 件(130)の 方 が,長 い

条 件 よ り対 比 が 生 じ や す い こ と に な り,明 る さ 一 大 き

さ 錯 覚 ま で の 結 果 と 同 様,事 態 の 類 似 性,連 続 性 に よ

っ て,固 定 さ れ た 構 え の 活 性 化 が 促 さ れ る 傾 向 も 認 め

ら れ る 。

部 分 的 に も,固 定 さ れ た 構 え の 効 果 に よ る 継 時 的 対

比 が 生 じ た 可 能 性 は 否 定 で き な い 。 し か し,対 照 実 験

の 結 果 が こ れ ま で と 同 じ 傾 向 を 示 し て い な い 点 や ,図

11の よ う に,条 件 の 変 化 に と も な う 効 果 の 変 化 が 上

下 し て 変 動 す る 点,等 か ら も,本 実 験 特 有 の,あ る い

はMuller-Lyer錯 覚 特 有 の,あ る い は 幾 何 学 的 錯 覚 を こ

れ ま で の 同 時 的 錯 覚 と 同 列 に 扱 う こ と を 許 さ な い よ う

な 要 因 が 隠 さ れ て い る こ と も 否 め な い 。

2・5時 間 誤 差 に 適 用 し た 固 定 構 え 法 の 実 験

こ の 章 の 最 後 に と り あ げ る の は,あ え て 同 時 的 錯 覚
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で は な い 現 象 で あ る 。 負 の 時 間 誤 差 は,量 の 等 し い2

刺 激 を 継 時 的 に 比 較 し た 場 合,後 の 方 の 刺 激(第2刺

激)の 方 が 多 く 感 じ ら れ る も の で,継 時 比 較 に お い て

広 くみ られ る 現 象 で あ る 。 固 定 構 え 法 を 適 用 す る こ と

で,こ の 継 時 的 な 錯 覚 に さ ら に 継 時 的 な 効 果 が 生 じ さ

せ る 訳 で あ る が,ま さ に 「(継 時 的)錯 覚 を(継 時 的

に)錯 覚 す る 」 こ と に な る 。

方 法

2円 の 大 き さ を 視 覚 的 に 継 時 比 較 す る 事 態 に お い て,

固 定 構 え 法 を 適 用 し た 。 こ こ で の 手 続 き は,一 連 の 基

本 的 ス タ イ ル を 離 れ る こ と に な る 。

円 は 白 ケ ン ト紙 に 黒 い0.5㎜ の 輪 享βで 描 か れ た 。

全 て の 円 の 中 心 は,画 面 の 中 央 で 一 致 し た 。 提 示 は タ

キ ス トス コ ー プ(竹 井 機 器 工 業,D-Pタ キ ス トス コ ー

プ 。 観 察 距 離1000㎜)に よ っ た 。

各 試 行 に お い て,第1,第2刺 激 が 提 示 さ れ た 後,

被 験 者 は 大 き さ を 比 較 し て,大 き か っ た 方 を 「先 」

「後 」 の2件 法 で 答 え る こ と が 求 め ら れ た 。 構 え 凅 定

場 面 は10試 行 か ら な り,第1刺 激 が 直 径20mm,第
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2刺 激 が40㎜ で あ っ た 。10試 行 か ら な る 検 証 場 面

で は,第1,第2刺 激 共 に30㎜ と さ れ た 。 各 刺 激

の 提 示 時 間 は500ms,試 行 間 の 間 隔 は5000msで あ っ

た 。 第1刺 激 と 第2刺 激 の 間 隔 時 間(ISI)が60ms,

500ms,1000ms,2000ms,3000ms,4000ms,5000msの7通

り に 変 化 さ れ た 。 な お,凝 視 点 は 設 け られ ず,刺 激 間,

試 行 間 共,間 隔 時 間 中 は 刺 激 提 示 時 と 同 様 に,白 ケ ン

ト紙 の 画 面 が 提 示 さ れ て い た 。

被 験 者 は,正 常 ま た は 矯 正 さ れ た 視 力 を も つ 大 学 生

で,各 条 件 に10名 ず つ 。 同 一 被 験 者 に 繰 り 返 し行 な

う こ と も あ っ た が,同 一 の 日 ま た は 同 一 の 条 件 で は 行

な わ な か っ た 。

対 照 実 験 は,検 証 場 面 と 同 じ10試 行 が,数 分 の 休

憩 を は さ ん で,あ ら か じ め 同 一 の 被 験 者 に 対 し て 行 な

わ れ た 。

固 定 構 え 法,対 照 実 験 の 合 計 で(7条 件 ×10名)

+(7条 件 ×10名)の,延 べ140名 の デ ー タ が 用 い

ら れ た 。
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結 果 と 考 察

表10に,対 照 実 験 お よ び 検 証 場 面 の,各 条 件10

名 の 被 験 者 の10試 行 に お け る,「 先 の 方 が 大 き い 」

とす る 反 応(第1反 応)の 数 を 集 計 し,対 照 実 験 と 検

証 場 面 の 間 のUテ ス トの 結 果 を 示 し た 。

対 照 実 験 全 般 に お い て,第1反 応 は 第2反 応 よ り 少

な く,第2刺 激 が 過 大 視 さ れ る負 の 時 間 誤 差 の 生 じ た

こ とを 表 して い る 。 そ れ に 対 し,検 証 場 面 の 第1反 応

は 対 照 実 験 の そ れ を 上 回 り,い くつ か の 条 件 で 統 計 的

に 有 意 な 差 を 示 し て い る 。 構 え の 固 定 に 際 し て は 第

1<第2の 関 係 に あ る2円 を 提 示 し た の で,第1反

応 の 増 加 は や は り 対 比 効 果 を 意 味 す る 。 こ の よ う に 継

時 的 に 提 示 さ れ た2円 の 比 較 も,構 え に 準 備 され て い

るが ゆ え に,そ こ に 生 じ る 時 間 誤 差 は や は り可 変 的 な

の で あ る 。

第1,第2刺 激 の 間 隔 時 間 が 短 い 条 件 の 方 が,固 定

され た 構 え の 効 果 の 大 き い こ と は,超 短 期 記 憶 の 概 念

を 念 頭 に お く と納 得 で き る 。 さ ら に 最 も短 い60msで

は,仮 現 運 動 に よ る 運 動 印 象 と,そ の 継 時 的 対 比,い

わ ゆ る 運 動 残 効 さ え 考 え られ る 。 こ こ で 記 憶 や 運 動 知
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表10時 間誤 差 の場 面 に お け る対 比 効果

検 証 場 面 と対 照 実験 にお け る 第1反 応 のパ ー セ ンテ ー ジ とUテ ス ト

間 隔 時間ms6050010002000300040005000

検 証 場面43504640393753

対 照 実験21233028242332

U20**16***3030303017**

*p〈.1.**p〈.05.***p〈.01。
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覚 を 論 じ る こ と も 必 要 で あ ろ う が,こ れ だ け の デ ー タ

で も っ て,敢 え て そ れ を す る こ と は で き な い 。 む し ろ

記 憶 や 運 動 知 覚 と い う 心 理 諸 機 能 も,構 え に 制 御 さ れ

る も の で あ る な ら ば,先 ず 構 え か ら 論 じ る べ き で あ ろ

う 。

こ こ で 注 目 す べ き な の は,間 隔 時 間 が 最 も 長 い

5000msの 条 件 で 統 計 的 に 有 意 な 差 が え られ た こ と で

あ る 。 間 隔 時 間 が 増 え る に つ れ て 対 比 効 果 は 一 旦 減 り,

そ の 後 に 現 れ た5000msで の 対 比 効 果 は,短 い 条 件 で

生 じ た も の と質 を 異 に す る と考 え る の が 自 然 で あ る が,

こ れ も こ こ の デ ー タ か ら だ け で は 論 じ き れ な い 。 重 要

な の は,5000msと い う 間 隔 時 間 が,試 行 間 の5000ms

と 同 じ だ と い う こ と で あ る 。 つ ま り,10試 行 か ら な

る 構 え 固 定 場 面 で も,検 証 場 面 で も,各 々20個 の 円

が,等 間 隔 で 提 示 さ れ て い た の が こ の 条 件 な の で あ る 。

客 観 的 に は 試 行 を 分 節 す る も の が な い に も 関 わ ら ず,

主 観 的 に2刺 激 の 対 を 分 節 し,そ の 対 の 間 で 時 間 誤 差

が 生 じ,そ して 継 時 的 対 比 の 効 果 が 生 じた こ と で あ る 。

こ の よ う な 現 象 は 図 形 残 効 の 理 論 で も,特 徴 検 出 器

の 理 論 で も,順 応 水 準 の 理 論 で も 説 明 で き な い 。 ま た
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記 憶 や 時 間 知 覚 の 研 究 で も,こ の よ う な 現 象 は 取 り 扱

わ れ て い な い 。 し か し構 え に よ る 効 果 だ と す る と,能

動 的 に 試 行 間 を 分 節 し て ゆ く こ と に よ っ て,第1,第

2刺 激 の 大 き さ 関 係 が 構 え を 分 化 さ せ,固 定 さ せ た も

の と し て 考 え る こ と で,む し ろ 自 然 に 説 明 す る こ と が

で き よ う 。

2円 の 継 時 的 知 覚 も,同 時 的 知 覚 と 同 様 に 定 常 的 構

え が 準 備 す る 。 つ ま り,定 常 的 構 え は 必 ず し も 同 時 的

に 知 覚 を 準 備 す る の で は な く,1つ の 場 面 を 成 す 事 態

で あ れ ば,そ れ を 時 間 軸 上 に わ た っ て 捉 え る の で あ る 。

同 時 的 と い わ れ る 知 覚 も,現 実 発 生 を 捉 え る と 全 く 同

時 的 な の で は な く,時 間 軸 上 で 変 化 す る も の で あ る か

ら,「 同 時 的 」 と い う の は 字 義 的 に は そ の 通 り で は な

く,「 継 時 的 」 に 対 称 す る 意 味 を も つ に 過 ぎ な い と し

て よ い で あ ろ う 。 そ の1つ の 場 面 を 構 え が 分 節 し,そ

こ で 生 じ る 錯 覚 を 決 定 し て い る 。 構 え が,錯 覚 の お き

る 大 き さ な ど の 次 元 の 知 覚 だ け で な く,知 覚 全 体 を 統

合 し て い る こ と が わ か る 。
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2・6構 え か ら み た 同 時 的 錯 覚 の 可 変 性

錯 覚 と 構 え

同 時 的 錯 覚 は,固 定 構 え 法 を 適 用 す る こ と に よ っ て,

可 変 的 に,か つ 可 逆 的 に 操 作 で き る こ と が 明 ら か と な

っ た 。 一 般 に は,同 時 的 錯 覚 も継 時 的 錯 覚 も,「 正 し

い,通 常 の 知 覚 」 に 生 じ る 誤 り や 歪 み の 現 象 と 考 え ら

れ る 場 合 が 多 い 。 と す る と,固 定 構 え 法 に よ っ て,大

き さ 一 重 さ 錯 覚 等 の 元 々 「誤 っ た,通 常 で な い 知 覚 」

に,さ ら に 誤 り や 歪 み が 生 じ た,と い う こ と に な る 。

一・体
,錯 覚 に 継 時 的 対 比 が 生 じ る と い う 現 象 は 何 を 物

語 っ て い る の で あ ろ う か?錯 覚 は 知 覚 過 程 に お け る

何 を 表 わ し て い る と い え る の で あ ろ う か?

こ こ ま で の 諸 実 験 か ら,重 さ,明 る さ,大 き さ と い

っ た 知 覚 の 様 相 や 次 元 を こ え て 得 ら れ た た が い に 相 似

の 結 果 は,固 定 さ れ た 構 え と 定 常 的 構 え の 活 性 化 と い

う 観 点 で 統 一 的 に 説 明 す る こ と が で き た 。 大 き さ 一 重

さ 錯 覚 に つ い てUznadze(Usnadze,1931)が 結 論 づ け た

の と 同 様 に,同 時 的 錯 覚 は 一 般 的 に,固 定 さ れ た 構 え

と 同 様 の 構 え の 働 き で 生 じ る,と い う 考 え は 支 持 さ れ
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る こ と に な る 。

同 時 的 な 錯 覚 も,継 時 的 な 錯 覚 も 共 に,現 実 発 生 の

そ の 場 面,そ の 時 点 に 活 性 化 さ れ た 構 え に 準 備 さ れ た

知 覚 で あ る 。 そ う 考 え る と,ど の 様 に 錯 覚 が 生 じて も,

ま た 生 じ な くて も,本 来 が 可 変 的 な 知 覚 の 示 す そ の 時

の1つ の モ ー ドに 過 ぎ な い 。 恒 常 的 で 不 変 の メ カ ニ ズ

ム に よ る 知 覚 な ど 考 え る こ と は で き な い し,知 覚 に お

け る 代 表 的 な,「 正 し い 」 モ ー ド と い う の も 存 在 し な

い 。 主 体 の 要 求 と 客 観 的 事 態 の 出 会 っ た と こ ろ で 活 性

化 さ れ る 構 え は,固 定 と 転 換 を 繰 り 返 す こ と で 時 々 刻

々 変 化 し,知 覚 も 変 化 す る 。 同 時 的 錯 覚 も 継 時 的 錯 覚

も 共 に,構 え の 活 性 化,そ し て 固 定 と 転 換 の メ カ ニ ズ

ム に 照 ら し て 捉 え て ゆ く こ と が で き る 。

定 常 的 構 え に よ る 知 覚

同 時 的 錯 覚 は,定 常 的 構 え に よ っ て ひ き お こ さ れ る

対 比 効 果 と して,以 下 の よ う に 説 明 す る こ とが で き る 。

大 き さ 一 重 さ 錯 覚 の 場 合 を 例 に す る と,大 小 の 刺 激 の

手 触 り は 同 じ で あ る が,通 常,材 質 が 同 一 で あ れ ば 手

触 り も 同 じ で,大 き い も の の 方 が 小 さ い も の よ り重 い 。
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2つ の 対 刺 激 を 持 ち 上 げ る 事 態 に お い て 活 性 化 す る 定

常 的 構 え は,大 き い 対 象 は 重 く,小 さ い 対 象 は 軽 く,

と い う 知 覚 を 準 備 す る と 考 え られ る 。 し か し,大 き い

対 象 は 重 く な く,小 さ い 対 象 は 軽 くな い の で,定 常 的

構 え は 対 比 効 果 を ひ き お こ す 。 重 く な い 大 刺 激 は 軽 く,

軽 く な い 小 刺 激 は 重 く 感 じ ら れ,大 き さ 一 重 さ 錯 覚 が

生 じ る 。 重 さ 一 大 き さ 錯 覚 も 大 き さ 一 圧 錯 覚 も,同 一

の 構 え の,同 一 の メ カ ニ ズ ム に よ っ て 生 じ る 対 比 効 果

と し て 生 じ る 。

言 い 換 え る と,定 常 的 構 え に よ っ て,2対 象 の 大 き

さ も 重 さ も 等 し け れ ば そ れ を 等 し い と す る 知 覚 が 準 備

さ れ る 。 こ れ は,同 化 的 関 係 に あ る 対 象 間 の 同 化 的

知 覚 と い え る 。 大 き さ も,重 さ も 同 化 的 に 知 覚 さ れ

る の で あ る が,大 き さ に 見 合 っ て 重 さ が 変 化 す る よ う

な,大 き さ と重 さ との 相 互 関 係 も 同 化 的 に 知 覚 さ れ る 。

と こ ろ が,2対 象 の 間 で,大 き さ,重 さ,あ る い は 大

き さ と 重 さ の 関 係 に 差 異 が あ る 事 態 に 出 会 う と,そ の

差 異 を 強 調 す る 知 覚,す な わ ち 対 比 的 関 係 に あ る 対 象

間 の 対 比 的 知 覚 が 成 立 す る 。

も ち ろ ん,現 前 の 対 象 は 大 き さ と 重 さ だ け で で き て
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い る の で は な い 。 そ れ は 他 に も,形,硬 さ ,肌 理,温

度,そ の 他 の 次 元 の 属 性 が 成 す 全 体 で あ る 。 各 々 の 次

元,そ し て 次 元 間 の 相 互 関 係 に お い て,同 化 的 関 係 で

あ れ ば 同 化 的 知 覚,対 比 的 関 係 で あ れ ば 対 比 的 知 覚 が

成 立 す る 。 大 き さ 一 重 さ 錯 覚 の 場 合 は,大 き さ の 差 に

伴 って,大 き さ と 重 さ の 相 互 関 係 に 対 比 的 関 係 が 生 じ,

重 さ が 対 比 的 に 知 覚 さ れ た 訳 で あ る 。 一 方,そ の 他 の

次 元 に お い て は,原 則 的 に は 同 化 的 知 覚 が 成 立 し て い

た で あ ろ う 。

こ の よ う に,大 き さ 一 重 さ 錯 覚 の 場 合 は,大 き さ と

重 さ の 相 互 関 係 に お け る 対 比 的 関 係 が 前 面 に 現 れ た 結

果 と い う こ と に な る 。 そ し て,他 の 事 態 の 異 な る 錯 覚

に お い て も,各 々 で 前 面 に 現 れ た 次 元 や 相 互 関 係 の 対

比 的 関 係 が 対 比 的 知 覚 を も た ら し,同 時 的 錯 覚 を ひ き

お こ す も の と す る こ と が で き よ う 。 本 研 究 で 取 り 上 げ

た 各 々 の 錯 覚 も,定 常 的 構 え の 働 き に よ る,以 上 の よ

う な メ カ ニ ズ ム に よ る 対 比 的 知 覚 と し て 論 じ る こ と が

で き る 。

明 る さ 一 大 き さ 錯 覚 の 場 合 は,明 る さ と 大 き さ の 相

互 関 係 に お け る 対 比 的 知 覚 が 前 面 に 現 れ る こ と に な る 。
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る 。 こ こ で 定 常 的 構 え は,一 定 の 小 さ い 明 円 と 大 き い

暗 円 に 対 し て,2円 の 大 き さ の 同 化 的 知 覚 を 準 備 し て

い る こ と に な る 。 こ の,明 る い 対 象 は 小 さ く,暗 い 対

象 は 大 き い,と い う 同 化 的 関 係 か ら外 れ た2対 象 に 対

し て,定 常 的 構 え は 対 比 的 知 覚 を ひ き お こ し て,大 き

さ の 等 し い 明 暗 円 の 間 に 明 る さ 一 大 き さ 錯 覚 が 生 じ る

と 考 え ら れ る 。 従 来 は,明 る い 星 が 大 き く,暗 い 星 が

小 さ く 見 え る よ う な 現 象 を,光 滲 と い う 網 膜 レ ベ ル に

想 定 さ れ る メ カ ニ ズ ム で 説 明 さ れ る こ と が あ っ た 。 し

か し,そ れ だ け で は 不 十 分 で,や は り構 え の 働 き を 考

え な け れ ば な ら な い 。

Muller-Lyer錯 覚 は,内 向 図 形 は 長 く,外 向 図 形 は 短

く,と い う 知 覚 を 準 備 す る 定 常 的 構 え の 働 き に よ る 対

比 効 果 と い う こ と に な る 。Piaget(1963)は 図12に 示

し た よ う に,Muller-Lyer錯 覚 が,主 線 の 長 さ と,矢 線

の 端 を 結 ぶ 主 線 に 平 行 な 線 で 表 わ さ れ る 長 さ と の 対 比

効 果 に よ っ て 生 じ る と い う 仮 説 を 提 示 し て い る 。 そ れ

に 従 う と,2つ の 長 さ の 比 率 が 対 比 を ゼ ロ に す る の は,

内 向 図 形 が 一 定 の 長 さ を も っ た と き,あ る い は 外 向 図

形 が 一 定 の 短 さ を も っ た と き で あ る 。 そ う し た 事 態 で
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図12Piaget(1963)の 示 した,対 比 に よる幾 何 学 的錯 覚 の説 明biuller

-Lyer錯 覚 を は じめ
,Delboeuf錯 覚,四 角形 の 辺 の錯 覚,等 々が 共 に説 明可 能

と され る。

錯 覚 はaとbと の 間 の対 比 に よ って生 じ,a>bの 場 合 はaの 過 大 視,bの

過 小視 が生 じる。bは2ヶ 所 あ るの で,錯 覚 量 も2倍 とな る。cの 過 小 視 は,こ

のbの 過 小視 の結 果 生 じる。 最 大 の錯 覚 はa=6bの 時。

a<bの 場合 はa>bの 場 合 と逆 の過 大視,過 小視 が 生 じる。 この 場合 ,

最 大 の錯 覚 はa=b/1.7～1.8の 時。a=bの 場 合 には錯 覚が0と な る。

す なわ ちa=bの 時 に同化 的 知 覚が 成 立 す る こ と にな る。
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C

定 常 的 構 え が 活 性 化 さ れ る と,2つ の 部 分 は 同 化 的 に

知 覚 さ れ,こ の 比 率 か ら は ず れ た 事 態 に 対 し て は,対

比 効 果 と し てMuller-Lyer錯 覚 が 生 じ る こ と に な る 。

ま た 円 の 大 き さ 比 較 の 場 合,定 常 的 構 え は2円 の 大

き さ が 等 し い 条 件 で 同 化 的 知 覚 を 準 備 し て お り,2円

が 等 し く な い と き は そ の 違 い を 強 調 し た 対 比 効 果 を 生

じ る 。 固 定 構 え 法 に お い て,こ れ ま で は,検 証 試 行 が

進 む と2円 の 大 き さ の 等 し い 事 態 に 適 切 な 構 え に 転 換

さ れ る,と 論 じ られ て き た(Uznadzら1966)。 し か し,

固 定 さ れ た 構 え か ら 転 換 さ れ た 定 常 的 構 え が,物 理 的

な 量 を 忠 実 に 捉 え る と い う 意 味 で,適 切 で あ る と い う

こ と は な い 。 大 き さ 一 重 さ 錯 覚 等 の 場 合 で も,固 定 さ

れ た 構 え の 効 果 が な くな る と,定 常 的 構 え に よ る 錯 覚

が 生 じ た 。 検 証2円 が 等 し く な い 場 合 は,対 比 的 知 覚

を 考 え な く て は な ら な い 。 ま た,検 証2円 が 等 し い 場

合 も,厳 密 に は 左 右 の 片 側 過 大 視 ま で も 含 め て 同 化 的

な 知 覚 を 論 じ る 必 要 が あ る 。

2円 の 提 示 が 継 時 的 で 時 間 誤 差 の 生 じ る 事 態 で は,

定 常 的 構 え に よ っ て,第2刺 激 が や や 小 さ い と き に 第

1,第2刺 激 の 間 が 同 化 的 に 知 覚 さ れ る 。2円 が 等 し
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い と き は こ の 比 率 か ら外 れ て お り,対 比 効 果 と し て 時

間 誤 差 が 生 じ る 。 こ の 場 合,定 常 的 構 え が 準 備 し て い

る の は 同 時 的 知 覚 で は な い が,そ れ は 問 題 を 左 右 す る

も の で は な い 。2円 が 継 時 的 に 提 示 さ れ て も,そ れ が

1つ の 比 較 の 場 面 を 作 っ て い る 。 こ れ が,時 間 間 隔 の

物 理 的 な 長 さ で は な く,能 動 的 に 比 較 す る 行 為 に よ っ

て 規 定 さ れ る こ と は,上 の 実 験 結 果 か ら 明 か で あ る 。

現 実 発 生 を 狭 義 に 限 る と こ う し た 議 論 は で き な い の で

あ る が,広 義 に 拡 張 す る こ と で,他 の 同 時 的 錯 覚 と 同

じ平 面 で 扱 う こ と が で き る 。

随 伴 性 残 効 と 固 定 構 え 法

以 上 の 実 験 の 方 法 手 続 き はMcCollough効 果(

McCoHoug玩1965)に 代 表 さ れ る ,随 伴 性 残 効 の 実 験 手

続 き と 基 本 的 に 共 通 と い え る も の で あ る 。McCollough

効 果 の 実 験 で は,赤 と 黒 の 縦 縞 と,緑 と 黒 の 横 縞 を 交

互 に 何 度 も 提 示 し た 後,白 と 黒 の 縦 縞,横 縞 を 提 示 す

る と,白 い 部 分 に 補 色 の 色 味 が か か っ て,す な わ ち 対

比 的 に 錯 覚 さ れ て 見 え る 。 こ れ は 傾 き に 随 伴 し た 色 の

残 効 と い う こ と に な る 。
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同 様 の 随 伴 性 残 効 は 色,傾 き,運 動,空 間 周 波 数 等

の 様 々 な 次 元 の 間 で,相 互 に 生 じ る 例 が 次 々 と 報 告 さ

れ て い る(Mayhew&Anstis,1972;Scowbo,Timney,Gentry&

Morant,1974;Walker,1978;etc.)。 こ れ ら は 一 様 に ,図 形

残 効 の 場 合 と 同 様 の 特 徴 検 出 器 の 疲 労 で 説 明 す る 方 向

で 一 致 し て い る 。 し か し,残 効 の 長 期 に わ た る 残 留 等

は,古 典 的 学 習 理 論 で も 持 ち 出 さ な い こ と に は 説 明 で

き な か っ た(Murch,1976)。

こ れ に 倣 え ば,本 研 究 で 現 れ た の は,大 き さ に 随 伴

し た 重 さ の 残 効 で あ っ た り,重 さ に 随 伴 し た 大 き さ の

残 効 で あ っ た り,明 る さ に 随 伴 し た 大 き さ の 残 効 で あ

っ た り し た こ と に な る 。 し か し,図 形 残 効 が 特 徴 検 出

器 理 論 だ け で は 説 明 で き な い の と 同 様 に,本 研 究 の 諸

現 象 も,む し ろ 構 え の 概 念 を 必 要 と す る こ と は,こ こ

ま で 述 べ て き た 通 り で あ る 。 長 期 の 残 留 な ど も,構 え

の 効 果 と し て 検 討 さ れ る 道 が あ る と 思 わ れ る 。
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3章 知 覚 の 可 変 性 に み ら れ る 発 達 的 変 化

2章 で は,固 定 構 え 法 を 用 い る こ と で み られ る 同 時

的 錯 覚 の 可 変 性 に つ い て 論 じ た が,知 覚 を 変 化 さ せ る

主 体 に,構 え の レ ベ ル で 何 が 起 こ っ た の か,そ れ が 現

実 発 生 的 に どの 様 な 経 過 を 辿 った の か を 考 え な くて は

な らな い 。 そ の 有 効 な ア プ ロ ー チ と して,発 達 的 な 差

異 か ら 主 体 の 要 因 を 捉 え る こ とが 考 え ら れ る 。

本 章 で は,固 定 構 え 法 に お け る知 覚 の 現 実 発 生 過 程

に 沿 っ て,同 時 的 錯 覚 お よ び 継 時 的 錯 覚 の 発 達 的 差 異

を 論 じ る 。 は じ め にpiaget(1963)の 研 究 を 中 心 に 先

行 研 究 の 知 見 を 概 観 した 後 に,幼 児 を 対 象 に 大 き さ 一

重 さ錯 覚 に 適 用 した 固定 構 え 法 の実 験 か ら考 察 を行 う 。

3・1同 時 的 錯 覚 と 継 時 的 錯 覚 の 発 達 的 変 化

同 時 的 錯 覚 と い え ど も,現 実 発 生 の 過 程 で 時 間 を 辿

っ て 変 化 す る 。 継 時 的錯 覚 は,広 義 の 現 実 発 生 の 過 程
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で 生 じ る 知 覚 の 変 化 で あ る 。 そ し て い ず れ の 現 実 発 生

的 変 化 も,発 達 過 程 に お い て 変 容 す る 。 知 覚 は 現 実 発

生 と 個 体 発 生 に お い て 二 重 の 可 変 性 を 示 す こ と に な る 。

場 の 効 果 と 知 覚 活 動 の 効 果

錯 覚 に お け る 発 達 的 変 化 を 扱 っ た 研 究 と し て は,場

依 存 性 一 場 独 立 性 の 文 脈 か らrod-and-frameの 錯 覚 を 論

じ たWitkin(1967)に 代 表 さ れ る 諸 研 究,ま たWemer(

1948)のsyncreticか らdiscreteへ の 知 覚 発 達 の 理 論 ,あ

る い は 幾 何 学 的 錯 覚 の 発 達 的 変 化 を 網 膜 色 素 の 量 に 関

連 づ け たPollack(1969)の 研 究 な ど,い く つ も あ げ る

こ と が で き る 。 さ ら に は,育 児 習 慣 の 要 因 に よ っ て 場

依 存 性 に 差 異 が 生 じ る(Berry,1966,1971)と い う も の

さ え あ る 。

し か し 発 達 的 変 化 に 関 し,同 時 的 錯 覚 も 継 時 的 錯 覚

も 含 め て,体 系 的 に か つ 実 証 的 に 論 じ たpiaget(1963

の 研 究 を 凌 ぐ も の は な い と い え る 。 彼 は 共 同 研 究 者

達 と 共 に,1940年 代 か ら 錯 覚 の 発 達 的 研 究 を 進 め,ジ

ュ ネ ー ヴ のArchivesdePsychologie誌 に 一 連 の 諸 論 文 を

発 表 し た(Piaget&Lambercier,1944;Piaget,Lambercier,
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Boesch&v.Albertini,1942;Piaget,Maire&Privat,1954;etc.)o

そ れ ら と 知 覚 の 恒 常 性 お よ び 因 果 関 係 の 知 覚 の 発 達 を

ま と め て モ ノ グ ラ フ に し た の が1963年 の 業 績 で あ る 。

piaget(1963)は,錯 覚 の 現 象 を,場 の 効 果(一 次 的

効 果)に よ る も の と,知 覚 活 動 に よ る 効 果(二 次 的 効

果)に 分 類 し た 上 で,同 時 的 錯 覚 に 関 し て は,場 の 効

果 に よ る も の と 知 覚 活 動 の 効 果 に よ る も の と が あ り,

継 時 的 効 果 に 関 し て は,知 覚 活 動 の 効 果 に よ る と し て

い る 。 そ し て,継 時 的 錯 覚 を 代 表 す る も の と し て,構

え 錯 覚 をrUznadze効 果 」 と し て と り あ げ て い る 。

場 の 効 果 と し て 分 類 さ れ る 錯 覚 は,全 て 同 時 的 錯 覚

で あ り,一 般 に 成 人 の 方 が 幼 児 よ り も 錯 覚 量 が 少 な い

か,あ る い は 等 し い と さ れ る 。Muller-Lyer錯 覚,逆T

字 図 形 の 水 平 一 垂 直 錯 覚,分 割 空 間 錯 覚 等 々,大 き さ,

長 さ,傾 き,そ の 他 の 諸 次 元 に 現 わ れ る 錯 覚 に そ れ は

共 通 で,代 表 的 な 例 と し て 同 心 円 のDelboeuf錯 覚 を あ

げ て 論 じ て い る 。 表11に 見 ら れ る 様 に,内 円 を18

㎜ と し て お い て 外 円 を 変 化 さ せ た 場 合 ,し ・ず れ の 条

件 で も,年 齢 と と も に 錯 覚 量 の 減 少 す る 傾 向 が み ら れ

る 。 し か し,内 円 が 拡 大 す る 錯 覚 が 極 大 と な る の は,
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表11標 準 円(A)が 直 径18mmの ときのDelboeuf錯 覚 の量Aに 対 す る

パ ー セ ンテ ー ジ,Bは 条 件 円。(Piaget,1963)

・の 直径1・92・122i・4126・ ・slaslss63・ ・ …1・3・1・5・

離1:212319:2011:::il:sO1911:SI672:122-3:1ヒ1:II:1:1・ 一・・-1.・;・

9～10歳5.03.310.514.213.310 .94.53.3-3.3-3.40

燃1:912.218.OI11:°13611:911.2418.94:ll:1:}:91:1:l°.z°.i‐ °.il°00010
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年 齢 を 問 わ ず,夕 們 が24㎜ ～26㎜ 付 近 の 条 件 で

あ る 。 個 体 発 生 を 通 じ て,変 化 し な い 質 が こ こ に あ る

と さ れ る 。

と こ ろ で,盛 永(1935)以 来,日 本 で も 同 心 円 錯 覚

の 研 究 はDelboeuf錯 覚 と 図 形 残 効 の 双 方 の 事 態 で 数 多

く 行 な わ れ て き た 。 盛 永 の 実 験 で も,Delboeuf錯 覚 で

同 化 一 外 円 の 収 縮 と 内 円 の 拡 大 一 の 生 じ る 極 大 点

は,内 円:外 円 の 直 径 比 が2:3の 事 態 で あ る と さ れ

て い る 。 上 述 のPiagetの18:24～26も ほ ぼ 一 致 す る 。

と こ ろ が,Piagetは 同 イ匕と い う 言 葉 を い っ さ い 使 わ

ず に,対 比 だ け で 説 明 で き る も の と し て 論 じ て い る

(図12,p.102参 照)。18:24で の 極 大 は,内 円 の 直

径18と 内 外 円 の 半 径 差3と の,6:1と い う 比 率 関

係 か ら 捉 え る と,そ の2つ の 部 分 の 間 で 生 じ る 対 比 が

そ の 時 に 極 大 を 示 す こ と で 説 明 さ れ る(盛 永 の2:3

で あ れ ば4:1)。 そ し て,こ れ と 同 じ,6:1で 極

大 に な る 対 比 の メ カ ニ ズ ム で,Muller-Lyer錯 覚 を 含 む,

場 の 効 果 に よ る 他 の 錯 覚 も,全 て 説 明 で き る と し て い

る 。 ま こ と に 正 鵠 を 射 て い る 。piagetの 研 究 の オ リ ジ

ナ ル な 実 験 は1940年 代 に 発 表 さ れ て い る が(piaget&
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Lambercier,1944),そ れ 以 降 こ の 知 見 を 顧 み ず ,同 化 の

問 題 と し てDelboeuf錯 覚 等 を 扱 っ た 諸 研 究 は 根 本 か ら

そ の 意 義 が 疑 わ れ る こ と に な る 。

さ て 一 方,知 覚 活 動 に よ る 効 果 は,「Uznadze効 果 」

を 含 め て 成 人 の 方 が 幼 児 よ り 錯 覚 量 が 多 い 。rUznadze

効 果 」 の 場 合,構 え 固 定 場 面 の 試 行 回 数 に つ い て は 成

人 の 方 が よ り少 な い 回 数 で,よ り 多 く の 錯 覚 が 生 じ る

と さ れ る 。 検 証 場 面 の 試 行 回 数 に つ い て は,成 人 の 方

が よ り 少 な い 回 数 で,よ り急 激 に 錯 覚 が 減 衰 す る と し

て い る 。 こ の 結 果 か ら,Piagetは こ の 現 象 を 予 測 的 活

動 と い う 知 覚 活 動 に よ っ て ひ き お こ さ れ る も の と し,

K6hler&Wallach(1944)の 飽 和 説 で 説 明 す る の は,機

能 主 義 の 次 元 を ま っ た く欠 い て い る と し て,支 持 し て

い な い 。

「Uznadze効 果 」 以 外 の 知 覚 活 動 の 効 果 も い く つ か

あ げ ら れ て い る 。Muller-Lyer錯 覚 や 菱 形 の 対 角 線 の 錯

覚 を 繰 り返 し測 定 す る と 錯 覚 量 が 減 少 す る の は,い わ

ゆ る 練 習 効 果 で あ る 。 こ れ は 年 齢 と と も に 効 果 が 著 し

くな る(表12)。 以 上 ま で は 継 時 的 効 果 の 範 疇 に 入

る こ と に な る 。
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表12(duller-Lyer錯 覚および菱形の錯覚(対 角線 の過小視)に おける繰 り返

しの効果 一 いわゆる練習効果 調 整法による測定 を繰 り返 し20ま たは40

回続けることによる錯覚量の減少。第1列 の数字は繰 り返 しの試行回数。錯覚量

は標準刺激 に対す るパ ーセ ンテージで表 される。繰 り返 しの初期 と後期 とを比べ

ると,7歳 以降 の結果 において有意 な減 少がみ られ,そ れは年齢 と共に顕著 とな

る。(Piaget,1963)

1・ 一・ 歳1・ 一・ 歳1・ 一・・歳i・ ・一 ・2歳1成 人

ミ ュ ラ ー 一 リ ヤ ー

1-9 24.8 24.4 22.8 17.9

16-20 24.5 22.0 19.1 11.8

菱 型

i-io 一27 .8 一23 .6 一18 .5 一19 .7 一16 .0

31-40 一22 .5 ‐is .o 一13 .5 一11
.5 一7 .9

図13平 行四辺形の対角線のSander錯 覚 物理的な長 さは等 しいが,大 きい

平行四辺形 の対角線の方が小 さい平行 四辺形の対角線 よ り長 く見える。
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一 方
,同 時 的 錯 覚 の 中 で も,知 覚 活 動 の 効 果 と さ れ

る も の にL字 図 形(T字 図 形 で な い)の 水 平 一 垂 直 錯

覚,平 行 四 辺 形 の 対 角 線 のSander錯 覚(図13)等 が

あ げ ら れ て い る 。 そ の 量 は 年 齢 と 共 に 増 加 す る 。 他 の

研 究 者 の 報 告 で は,円 環 のEbbinghaus錯 覚 も 年 齢 と と

も に 増 加 す る(Wapner&Wemer,1957)。T字 図 形 の 水

平 一 垂 直 錯 覚 で2線 が 接 し て い な い 場 合 は,10歳 頃 ま

で 増 加 し て,以 降 は 減 少 す る(Fraisse&Vautrey,1956)。

Ponzo錯 覚 は4歳 か ら7歳 ま で 増 加 し,以 後 は 変 化 し

な い(Leibowitz&Heisel,1958),等 が あ る 。Muller-Lyer錯

覚 も,基 本 的 に は 年 齢 と と も に 減 少 す る が,思 春 期 に

一 時 的 に 増 加 す る ζ い う 報 告 が あ る(Wapner&Wemer
,

1957)o

諸 結 果 は 錯 綜 し て い る が,piagetに 従 う と 基 本 的 に

は,発 達 初 期 に は 場 の 効 果 が 現 象 を 支 配 し て お り,発

達 と と も に 知 覚 活 動 に よ っ て 新 た な 効 果 が 生 み だ さ れ

る,と い う 図 式 に な る 。 飽 和 説 か ら み た 場 の 効 果 は,

年 齢 と と も に 元 来 の 場 の 効 果 が ま す ま す 広 く,可 動 的

に 拡 張 し て ゆ く も の で あ る が,piagetの 考 え た 場 の 効

果 は 発 達 の 過 程 で 様 々 な 形 で 現 れ る 知 覚 諸 活 動 の 沈 積
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物 に 過 ぎ な い 。

Piagetは 場 の 効 果 を 定 義 す る に 当 た っ て,視 線 が 固

定 さ れ て 走 査 を 伴 わ な い,400ms以 内 に 同 時 に 受 容 さ

れ た 各 要 素 間 に 生 じ る,直 接 的 な 相 互 作 用 の 場 に 限 定

し て い る 。 こ の 場 に お い て 要 素 が 採 取 さ れ る 過 程 で,

優 先 的 に 選 択 さ れ る,あ る い は 目 立 つ 要 素 が 過 大 視 さ

れ る 結 果 と し て 場 の 効 果 が ひ き お こ さ れ る 。 こ れ を,

注 視(持 続 視 と い う 意 味 で は な い)に よ る 中 心 化 作 用

と 呼 ん で い る 。 こ れ は 各 年 齢 を 通 じ て,同 じ質 を 保 つ 。

一 方
,知 覚 活 動 は,要 素 間 の 関 係 づ け の 活 動,構 造

の 組 み 立 て 過 程 で あ る 。 そ れ に は,探 索,大 き さ ・形

・方 向 の 移 転 ,照 合,予 期,図 式 化 等 が 含 ま れ る 。

「Uznadze効 果 」 は,予 測 的 活 動 の 例 と し て あ げ ら れ

た の で あ る 。 知 覚 活 動 に よ っ て,そ れ ま で ば ら ば ら に

あ っ た 要 素 が,知 覚 的 に 近 づ け ら れ,互 い に 作 用 し 始

め る こ と に よ っ て,新 た な 変 形 作 用,錯 覚 が 生 じ る 。

こ れ が 二 次 的 効 果 と よ ば れ る ゆ え ん で あ る 。 平 行 四 辺

形 の 対 角 線 のSander錯 覚 の 場 合,図 形 全 体 は 複 雑 す

ぎ て,幼 児 は た だ ち に 構 造 化 し て 捉 え る こ と が で き な

い た め 錯 覚 は 生 じ に く い 。 探 索 の 知 覚 活 動 の 発 達 に と
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も な っ て,図 形 全 体 が 即 時 的 に 構 造 化 さ れ て 初 め て 錯

覚 が 生 じ得 る 。

錯 覚 の 現 実 発 生

さ て,場 の 効 果 が,目 安 と し て400ms以 内 で 生 じ

る 同 時 的 現 象 だ と す る と,そ れ 以 上 の 時 間 で 生 じ る 知

覚 に は,知 覚 活 動 に よ る 変 形 作 用 が 起 こ り う る と 考 え

て よ い 。 さ ら に い え ば 錯 覚 量 は,400ms位 ま で の 現 実

発 生 過 程 の 初 期 に 極 大 に 達 し て い る の が 通 常 で,極 大

点 以 降 の 錯 覚 の 減 少 は,知 覚 活 動 の 効 果 と い う こ と に

な る 。Piaget(1963)は,逆T字 図 形 の 水 平 一 垂 直 錯 覚

に お い て 瞬 間 提 示 の 時 間 を 変 化 さ せ た 場 合,錯 覚 の 極

大 と な る 条 件 以 上 に 提 示 時 間 を 増 や す と,400msを 過

ぎ て も 相 変 わ ら ず 錯 覚 量 が 徐 々 に 減 少 し て ゆ く過 程 を

示 し て い る(図14(a))。

極 大 以 前 の,現 実 発 生 の 初 期 に お い て も 錯 覚 量 は 少

な い が,こ れ は 自 動 的 な 場 の 効 果 が 少 な い た め で あ り,

極 大 以 降 の 錯 覚 量 の 減 少 は 能 動 的 な 探 索 と い う 知 覚 活

動 が 行 な わ れ た こ と に 由 来 す る,と い う こ と に な る 。

成 人 の 方 が こ の 減 少 は 速 や か で あ る が,こ れ は 知 覚 活
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L字:水 平 注 視

図14提 示時間を変化させた際の,成 人 と幼児の水平 一垂直錯覚の量 垂 直

線の過大視量を垂直線の長 さに対す るパーセ ンテージで表す。逆T字 図形の場 合

(a,b)とL字 図形の場合(C,d)の 各々に,垂 直線 に凝視点をお いた条件

(a,c)と 水平線 に凝視点 をおいた条件(b,d)が 設け られた。

いずれにおいて も,極 大の錯覚量は成人の方が多 く,ま た提示時間の増加 と共

に成人の方がよ り速 く極大 に達 し,よ り速 く減 少 している。ただ し,幼 児のL児

形の場合は単 に凝視側の過大視が生 じているだ けで,水 平 一垂 直錯覚は生 じてい

ない とされ る。(Piaget,1963.よ り作図)
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動 の 発 達 を 表 わ し て い る と い え る 。 と こ ろ が,一 般 に

場 の 効 果 の 測 定 で は 提 示 時 間 は 統 制 さ れ て お ら ず,そ

の 意 味 で,場 の 効 果 に 関 す るPiagetの 議 論 も厳 密 に は

行 な わ れ て い る と は い え な い 。 場 の 効 果 と さ れ る も の

に は,錯 覚 量 を 減 少 さ せ る よ う な 知 覚 活 動 の 効 果 が 多

少 な り と も ま ぎ れ こ ん で い る も の と 考 え て お く必 要 が

あ る 。

逆T字 図 形 の 水 平 一 垂 直 錯 覚 は 年 齢 と と も に 錯 覚 量

が 減 少 し,場 の 効 果 に よ る も の と さ れ る 。 た だ し,瞬

間 提 示 の 時 間 を 変 化 さ せ た 場 合 は,成 人 の 方 が 幼 児 ・

児 童 よ り も 短 い 提 示 時 間 で 極 大 の 錯 覚 を 生 じ て い る

(図14(a),(b))。 そ し て 実 は,成 人 の 極 大 の 錯 覚

量 は 幼 児 ・児 童 よ り 多 い の で あ る 。 成 人 の 方 が よ り 急

激 に 極 大 に 達 し た 後,よ り 急 激 に 減 少 す る た め,持 続

視 に 至 る と 成 人 の 方 が 錯 覚 は 少 な くな っ て い る 。 こ の

様 に 現 実 発 生 の 過 程 を 捉 え る と,成 人 の 方 が 錯 覚 の 多

い 位 相 も あ り,一 概 に 場 の 効 果 は 発 達 と と も に 減 少 す

る,な い し は 変 化 し な い,な ど と は 決 し て い え な い こ

と が わ か る 。 な お,Piagetは ラ イ プ チ ッ ヒ 学 派 の 現 実

発 生 の 概 念 に は,必 ず し も 同 意 を 示 し て い な い こ と を
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つ け 加 え て お か な く て は な ら な い 。

さ て,知 覚 活 動 の 効 果 が 同 時 的 に 現 わ れ る 場 合 の 現

実 発 生 的 な 生 起 過 程 に つ い てpiagetは,瞬 間 提 示 の も

と で のL字 図 形 の 水 平 一 垂 直 錯 覚 が 成 人 に お い て は 発

生 の 最 初 か ら生 じ,後 に 極 大 に 至 り,次 い で 減 少 す る

例 を 示 し て い る(図14(c),(d))。 こ れ は,場 の 効

果 と さ れ る 先 の 逆T字 図 形 の 場 合 と 同 じ で あ る 。 他 方

幼 児 に お い て は,垂 直 線 を 注 視 し た 場 合 は 垂 直 線 を 過

大 視 し,水 平 線 を 注 視 し た 場 合 は 水 平 線 を 過 大 視 し て

お り,こ れ は た だ 注 視 した 方 の 過 大 視 が 生 じ た だ け で,

水 平 一 垂 直 錯 覚 が お こ っ た こ と に な っ て い な い 。

Piagetは,こ の 錯 覚 が 生 じ る に はL字 図 形 を 包 絡 的

に 図 式 化 す る 知 覚 活 動 が 発 達 し な くて は な ら な い,と

し て い る 。 ま た 前 述 の 様 に,幼 児 に 平 行 四 辺 形 の 対 角

線 のSander錯 覚 が 生 じ に く い の は,探 索 の 知 覚 活 動

が 未 発 達 な た め だ と い う 。 こ れ ら の 図 形 に お け る 知 覚

の 現 実 発 生 過 程 は,幼 児 に お い て,よ り 冗 漫 で あ る こ

と が う か が え る 。 従 っ て 狭 義 の 現 実 発 生 で は 錯 覚 が 生

じ に く い の で は あ る が,し か し,知 覚 活 動 さえ 働 け ば,

成 人 の 場 合 の 様 に,場 の 効 果 と 同 様 の 錯 覚 の 消 長 が み
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ら れ る の で は な い か?そ れ は,場 の 効 果 の400ms

よ り長 い 目 で 見 な くて は な ら な い 。

も し 仮 に,非 常 に 長 く か か っ て も,ま た 固 定 構 え 法

を 用 い る な り,教 示 を す る な り,何 ら か の 操 作 を 施 し

て も,幼 児 に 成 人 と 同 様 の 錯 覚 が 生 じ た と す る 。 そ し

て 他 方 成 人 が,仮 に 長 くか か っ て も,操 作 を し て も,

錯 覚 を 減 衰 さ せ た と す る 。 そ の 時,知 覚 活 動 の 効 果 に

お い て,年 齢 の 要 因 は 逆 転 し う る 。 成 人 と 幼 児 で,現

実 発 生 の 過 程 が 同 期 し て い な い な ら ば,前 述 の 逆T字

図 形(L字 図 形 で な い)の 水 平 一 垂 直 錯 覚 の 場 合 の 様

に,ど こ か の 位 相 で 逆 転 の 起 る 可 能 性 も 否 定 で き な い

の で あ る 。 知 覚 活 動 自 体 が,二 次 的 に 発 生 す る 過 程 で

あ り,そ の 効 果 は 本 質 的 に 可 変 的 で あ ろ う ゆ え,広 義

の 現 実 発 生 も 加 味 し た 上 で 考 え な け れ ば な ら な い 。

発 達 と と も に 増 加 す る,あ る い は 減 少 す る,ゆ え に

そ れ が 場 の 効 果 に よ る,あ る い は 知 覚 活 動 の 効 果 に よ

る と い う 論 法 に は,疑 い を は さ ん で お い て よ い 。 大 部

分 の 研 究 は,現 実 発 生 に お け る 錯 覚 量 の 推 移 過 程 が,

発 達 的 に 変 化 し う る 点 を 考 慮 し て こ な か っ た 。 そ の 結

果,既 に 減 少 し た 錯 覚 量 や,ま だ 増 加 し う る 錯 覚 量,
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あ る い は 増 減 し た 錯 覚 量 の 混 合 印 象 を 測 定 して 結 論 を

出 して い る 。 現 実 発 生 の 過 程 を 織 り込 ん で 測 定 で き る

よ う な 方 法 が 工 夫 さ れ な くて は な らな い 。

実 際Piagetも,場 の 効 果 と知 覚 活 動 の 効 果 は い ず れ

も形 成 さ れ て き た もの で,起 源 を 異 に す る もの で は な

い こ と を 示 唆 して い る 。 す な わ ち,知 覚 活 動 が 発 達 の

中 で 構 成 さ れ て き た もの で あ る の と 同 様 に,場 の 効 果

自体 も 非 常 に早 期 に 原 初 的 な 知 覚 活 動 が 構 成 した も の

で あ る,と 述 べ て い る 。 場 の 効 果 自体,そ の 個 体 発 生

は 知 覚 活 動 に よ る 形 成 過 程 に 由来 し,発 生 的 に は 二 次

的 な の で あ る 。 逆 に い う と,知 覚 活 動 の 効 果 は,新 し

い 場 の 効 果,と い う こ と に な る 。 これ が,場 の 効 果 は

発 達 の 過 程 で様 々 な 形 で現 われ る知 覚 諸 活 動 の 沈積 物,

と さ れ る所 以 で あ る 。

場 の 効 果 と さ れ る 同 時 的 錯 覚 と,知 覚 活 動 の 効 果 と

され る 同 時 的 錯 覚 と は,個 体 発 生 か ら問 う て み る と,

そ の 起 源 と本 質 を 異 に す る も の で は な い 。 知 覚 活 動 の

効 果 と さ れ るL字 図 形 の 水 平 一垂 直 錯 覚 も,成 人 に お

い て 一 旦 錯 覚 が 生 じ る と,そ れ は 現 実 発 生 に お い て,

場 の 効 果 と さ れ る 逆T字 図 形 の 水 平 一 垂 直 錯 覚 と 同 様
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の 消 長 過 程 を 示 し た 。 錯 覚 の 発 達 的 差 異 に お い て,問

題 と さ れ る べ き は 現 実 発 生 の 過 程 で あ り,錯 覚 の 極 大

ま で と
.極大 以 降,そ して 継 時 的 効 果 に お いて 何 が 起 り,

そ れ が 個 体 発 生 に お い て ど う 変 化 す る か,で あ る 。 以

下 で は,幼 児 を 対 象 に し た実 験 を 元 に,固 定 構 え 法 の

事 態 で 錯 覚 の 現 実 発 生 過 程 が ど の よ う に 発 達 す る か を

考 察 し て ゆ く。

3・2幼 児 の 大 き さ 一 重 さ 錯 覚 に 適 用 し た 固 定

構 え 法 の 実 験

こ こ で は 幼 児 を 対 象 に 同 時 的 錯 覚 の 事 態 に お け る 固

定 構 え 法 を 適 用 し,幼 児 と成 人 の 錯 覚 の 発 達 的 差 異 を

調 べ る 。 同 時 的 錯 覚 と い う 問 題 を は っ き り さ せ る た め

に は,円 の 大 き さ 比 較 の 様 な 事 態 で は な く,構 え を 固

定 す る 以 前 に 明 確 に 同 時 的 錯 覚 の 生 じ る 事 態 を 選 ば な

くて は な らな い 。 そ こ で,2章 で 取 り上 げ た 諸 事 態 の

中 で も,同 時 的,継 時 的 効 果 が 最 も顕 著 に 現 れ た,大

き さ 一 重 さ 錯 覚 の 事 態 を 取 り上 げ る こ と に す る 。
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方 法

比 較 の た め に,刺 激 と そ の 提 示 法 は 大 学 生 を 対 象 に

し た 実 験(2章2節p.57)と 同 じ 。 刺 激 の 重 量 は 表

13に 示 す と お り 。

被 験 者 は 固 定 構 え 法 を 用 い た 実 験 の 経 験 の な い 幼 稚

園 年 長 児 。 固 定 構 え 法,対 照 実 験,予 備 的 計 測 の 合 計

で(6条 件 ×15名)+(7条 件 ×18名)+(1

条 件 ×42名)の,延 べ258名 の デ ー タ が 用 い ら れ た 。

大 学 生 を 対 象 と し た 実 験 と 異 な る 点 と し て,以 下 を

あ げ る こ と が で き る 。

1)大 学 生 で は,大 小 の 刺 激 の 内,重 い 方 を 「左 」

「右 」 で 答 え る 反 応 を 得 た が,幼 児 の 場 合 は,重 い 方

を 指 さ し て 反 応 す る こ と が 求 め ら れ た 。 指 さ し に 用 い

る 手 の 左 右 は 指 定 さ れ な か っ た 。 自 発 的 に 「左 」 「右 」

で 言 語 報 告 し た 被 験 者 も あ っ た 。

2)予 備 的 計 測 の 初 期 に,弁 別 が 困 難 で あ っ た り,

75gの 小 刺 激 に 対 し て75gの 大 刺 激 の 方 が 重 い と い う

反 応 が あ っ た 場 合 は,数 回 の 練 習 試 行 を 行 な っ た 。 固

定 構 え 法 お よ び 対 照 実 験 で は 練 習 試 行 は 行 な わ な か っ

た 。
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表13幼 児 の大 きさ 一重 さ錯 覚 に適 用 した固 定構 え法 大 小 刺 激 の重 さg

構 え固定 場 面Aシ リー ズBシ リーズ

大25大120

ノ亅、75/j、7.3

検証 場 面Aシ リー ズBシ リー ズ

大75,95,120大120,140,165

ノ亅、75ノ 亅、75

対 照 実験A,Bシ リー ズ共 通

大75,95,120,140,165,200

小75
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3)Aシ リ ー ズ で は 大 刺 激140gが 以 上,Bシ リ ー

ズ で は95g以 下,ま た 両 シ リ ー ズ と も55g,200gの

条 件 で は,固 定 構 え 法 の 実 験 を 行 な わ な か っ た 。 そ れ

は,こ れ ら の 条 件 で は 継 時 的 な 対 比 効 果 が 顕 著 で な い

こ と が 成 人 の 結 果 か ら 予 想 さ れ た こ と,そ し て,弁 別

が は っ き り し て,一 一定 の 反 応 が 連 続 す る こ と に よ り,

幼 児 に 比 較 の 課 題 に 対 す る コ ン フ リ ク ト が 生 じ る こ と

を 避 け る た め で あ っ た 。

4)被 験 者 数 は,大 学 生 で は 各 条 件13名 で あ っ た

の に 対 し,幼 児 で は15名 と し た 。 合 計90名 の 他 に,

集 計 か ら 除 外 し た し た 者 と し て,常 に 大 刺 激 の 方 に 反

応 し た 者,構 え 固 定 場 面 で 明 ら か に 軽 い 方 の 刺 激 に3

回 以 上 反 応 し た 者 等 が,合 計9名 あ っ た 。 対 照 実 験 で

は,各 条 件18名 の デ ー タ が 得 ら れ,他 に 合 計6名 が

除 外 さ れ た 。

5)予 備 的 計 測 は75g～165gの5種 類 の 刺 激 を6

回 ず つ,合 計30回 ラ ン ダ ム に 提 示 し て 行 な っ た 。 こ

れ は 実 験 時 間 が 長 く な る こ と を 避 け る た め で あ る 。 そ

の 分,被 験 者 数 を 増 や して42名 と し た 。 他 に,常 に

大 刺 激 の 方 が 重 い と 反 応 し た7名 は 除 外 さ れ た 。
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結 果 と 考 察

「左 」 あ る い は 「右 」 と 答 え た 反 応 の う ち,大 刺 激

を 重 い と し た 反 応(大 反 応)数 を 集 計 し た 。 図15は

図8以 下 と 同 様 の 形 式 で,A,B両 シ リ ー ズ の 検 証 場

面 で の 大 反 応 数 を プ ロ ッ ト し た も の で あ る 。 成 人 の 場

合 の 予 備 的 計 測 か ら 得 ら れ た 回 帰 直 線(図8,p.62)

が 一 緒 に 示 さ れ て い る 。 先 ず,予 備 的 計 測 と 対 照 実 験

の 結 果 か ら,同 時 的 錯 覚 と し て 大 き さ 一 重 さ 錯 覚 が ど

の 様 に 生 じ た か を み て ゆ く。

予 備 的 計 測 の 結 果,大 刺 激 が120g以 上 の 条 件 で は

成 人 の 結 果 と 一 致 し た が,120g未 満 で は 大 反 応 が 成

人 よ り 多 い 。 全 体 に,成 人 の 回 帰 直 線 に は 回 帰 す る と

は い え な い が,75gの 小 刺 激 に 対 す る 大 刺 激 のPSE

は 成 人 の125.9gと ほ ぼ 同 じ と 見 な す こ と が で き る 。

対 照 実 験 の 結 果 は,120g以 上 の 条 件 で は 予 備 的 計 測

の 結 果 よ り 傾 き が 緩 くな っ て お り,成 人 の 結 果 と 同 じ

傾 向 を 示 す が,120g未 満 で は そ う は な っ て い な い 。

予 備 的 計 測 と 対 照 実 験 の 結 果 か ら,幼 児 に お い て も

成 人 と 同 程 度 に 大 き さ 一 重 さ 錯 覚 が 生 じ て い る こ と が

わ か る 。Wohlwill(1960)に よ る と,大 き さ 一 重 さ 錯
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図15幼 児を対象に,固 定構 え法 を大 きさ一重さ錯覚に適用 した実験において,

75gの 小刺激 よ りも 「大刺激の方が重 い」 とした反応Aシ リーズの構え固定

場面で 大く小 の2刺 激 を提示 した後 の検証場面,Bシ リーズで 大 〉小 の2刺

激 を提示 した後の検証場面,お よび構 え固定 を行わない対照実験 と予備的計測 に

おけ る大反応のパーセ ンテー ジをZ変 換 して表 した値。

成人 を対象 とした同 じ実験の結果 である図8(p.62)と 比較することがで き

る。 なお図15の 直線は,成 人の場合の予備的計測か らえ られた大きさ一重さ錯

覚の回帰直線で,図8の もの と同一。
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覚 の 発 達 差 を み た い くつ か の 先 行 研 究 に は,成 人 の 方

が 錯 覚 が 多 い と す る も の が あ る 。 しか し そ れ は,精 神

物 理 学 的 測 定 法 に よ っ て 錯 覚 量 を 測 定 し た も の で は な

く,被 験 者 の 何 パ ー セ ン トが 錯 覚 を 生 じ た か を 論 じ て

い る に 過 ぎ な い 。 本 研 究 で も,重 量 比 較 の 課 題 に の れ

ず に,予 備 的 計 測 の デ ー タ か ら 除 外 さ れ た 幼 児 が49

名 中 で7名 あ っ た 。7名 を 母 数 に 加 え る と,確 か に 大

き さ 一 重 さ 錯 覚 は 幼 児 に 生 じ に く い こ と に な る 。

し か し,始 め は う ま く で き な い の で 練 習 試 行 を 行 な

っ た 者 も 含 め て,42名 の 恒 常 法 の 結 果 は 意 外 な 程 に

錯 覚 が 強 く,成 人 並 の 量 を 示 し て い る の で あ る 。 従 っ

て,大 き さ 一 重 さ 錯 覚 は,重 量 比 較 の 課 題 に さ え の れ

ば い き な り 一 定 の 錯 覚 量 で 生 じ る も の と 考 え ら れ る 。

知 覚 関 係 の 教 科 書 や ハ ン ドブ ッ ク で も 古 典 的 な 実 験 を

引 い て,大 き さ 一 重 さ 錯 覚 は 成 人 の 方 が 強 い と す る も

の が あ る が,こ れ は 訂 正 さ れ な くて は な ら な い 。 他 に,

Rey(1930)の 研 究 で は,9歳 ま で 錯 覚 量 が 増 加 し,

以 後 は 減 少 す る と い う 結 果 も 得 ら れ て い る 。

そ れ で は,錯 覚 量 が 同 じ だ か ら 幼 児 も 成 人 と 同 じ 様

に 知 覚 し て い る か と い う と そ う で は な い 。 予 備 的 計 測
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に お い て も,対 照 実 験 に お い て も,120g未 満,す な

わ ちPSE以 下 の 条 件 で は,全 体 に 大 反 応 が 成 人 を 上

回 っ て い る 。 こ れ は 大 き さ 一 重 さ 錯 覚 が 少 な い と い う

よ り,む し ろ 弁 別 が 悪 く な っ て い る こ と を 示 す も の で

あ る 。

さ て 固 定 構 え 法 の 結 果 を み る と,Aシ リ ー ズ で は 検

証 場 面 の 大 反 応 が 対 照 実 験 の そ れ を 上 回 り,Bシ リ ー

ズ で は 下 回 っ て い る 。Aシ リ ー ズ の 構 え 固 定 場 面 で 大

小 刺 激 の 重 さ が 大 く 小 で あ っ た の で,大 反 応 の 増 加

は 対 比 の 現 象 を 表 わ し て い る 事 に な る 。Bシ リ ー ズ に

お い て は 構 え 固 定 場 面 で 重 さ が 大 〉小 で あ っ た の で,

こ の 場 合,大 反 応 の 減 少 は 対 比 を 表 わ し て い る 。 し か

し,傾 向 と し て は こ の 様 に 継 時 的 対 比 の 効 果 を み せ な

が ら も,成 人 の 場 合 の 対 比 効 果 に 比 べ て 幼 児 の 対 比 効

果 は い か に も 小 さ い 。Uテ ス トの 結 果 は,い ず れ の

条 件 に お い て も5%の 有 意 水 準 に 達 し な か っ た の で

あ る 。

以 上 の 結 果 か ら,大 き さ 一 重 さ 錯 覚 の 事 態 に お け る

幼 児 の 特 徴 を,構 え の レ ベ ル で 以 下 の 様 に 述 べ る こ と

が で き る 。 定 常 的 構 え は,大 き さ と 重 さ の 相 互 関 係 を
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前 面 に 現 した 対 比 的 知 覚 と し て,大 き さ 一 重 さ 錯 覚 を

もた ら す 。 しか し弁 別 の 精 度 が 落 ち る 点 な ど で,成 人

の 定 常 的 構 え と 同 じ と は い え な い 。 一 方,固 定 構 え 法

を 用 い て も,固 定 さ れ た 構 え の 活 性 化 は 少 な い 。 新 た

に 構 え を 固 定 す る こ と ば 成 人 よ り も困 難 で あ る。

こ う した 特 徴 は,構 え の 持 つ 性 質 の ど う い う 側 面 の

現 れ で あ ろ う か 。 構 え の 心 理 学 で は,こ れ ま で に 構 え

の 性 質 に つ い て い くつ か の 側 面 か ら記 述 が な さ れ,そ

れ ら の 発 達 的 変 化 に つ い て も 少 な か らぬ 知 見 が 得 ら れ

て き て い る 。 以 下 で は,先 行 研 究 の 成 果 に照 ら しな が

ら議 論 を 進 め て ゆ く。

3・3円 の 大 き さ 比 較 に お け る 先 行 研 究

均 衡 化 点 の 測 定

伝 統 的 な 円 の 大 き さ比 較 の 事 態 に お い て,幼 児 と 成

人 の,同 時 的 な 弁 別 と 固 定 構 え 法 に よ る 継 時 的 な 構 え

錯 覚 を 扱 っ た 研 究 が あ る 。 先 ず,川 口(1984)は 幼 稚

園 年 長 幼 児 と大 学 生 を 被 験 者 と して,均 衡 化 点 一 直
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径 の 異 な る 検 証2円 が,構 え 錯 覚 の た め に 等 し く 見 え

る 相 一 を 求 め た 実 験 を 紹 介 し て い る(1章,図4 ,

p.30)。 そ の 結 果 の 概 要 は 以 下 の 通 り で あ る 。

1)対 照 実 験 で は,成 人 で も 幼 児 で も ,2円 の 大 き

さ の 等 し い 条 件 で,左 右 の 大 き さ の 判 断 が 均 衡 す る の

は も ち ろ ん で あ る 。 た だ し,弁 別 閾 は 成 人 の 方 が 小 さ

く,等 疑 判 断 は 成 人 の 方 が 多 い 。 成 人 の 方 が 精 密 な 弁

別 を 行 な っ て い る と い え る 。

2)検 証 場 面 に お け る 均 衡 化 点 は ,幼 児 よ り も 成 人

に お い て,2円 の 直 径 の 差 の よ り 少 な い と こ ろ に 求 め

られ た 。 額 面 通 り に う け と る と,成 人 の 方 が 固 定 さ れ

た 構 え の 効 果 が 小 さ い こ と に な る 。 等 疑 判 断 は,検 証

場 面 で も 成 人 の 方 が 多 く,そ れ は 均 衡 化 点 に お い て 増

加 し た 。

こ の 結 果 か ら は,成 人 の 方 が 正 確 な 弁 別 を 行 な う こ

とが で き,固 定 さ れ た 構 え の 影 響 か ら も 逃 れ や す く,

発 達 に お い て,誤 り や 歪 み の 無 い 知 覚 を 達 成 す る 正 確

で 恒 常 的 な,も の さ し の よ う な メ カ ニ ズ ム が 形 成 さ れ

た,と い う 結 論 に も な り か ね な い 。 ま た 仮 に,成 人 の

方 が 固 定 さ れ た 構 え の 効 果 が 小 さ い と す る と,そ れ は
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本 研 究 に お け る 大 き さ 一 重 さ 錯 覚 の 結 果 と 相 容 れ な い

こ と に な る 。 し か し,構 え の 働 き に よ る 知 覚 の 可 変 性

と い う 観 点 か ら は,か な り異 な っ た 解 釈 が 可 能 で あ る 。

均 衡 化 点 に 現 わ れ た,成 人 の 方 が 固 定 さ れ た 構 え の 効

果 が 小 さ い,と い う 結 果 に 関 す る 解 釈 に も,実 は 別 の

事 実 が 隠 さ れ て い る こ と が,後 の 論 議 に お い て 明 ら か

に さ れ る 。

ま ず,対 照 実 験 で の 弁 別 の 精 度 が 年 齢 に よ っ て 違 う

の は,大 き さ 一 重 さ 錯 覚 の 場 合 と符 合 す る 。 い ず れ も,

幼 児 と 成 人 と で は 定 常 的 構 え の 性 質 が 異 な る こ と を 示

す 。 川 口(1984)は,成 人 の 方 が 弁 別 閾 が 小 さ く,等

疑 判 断 が 多 い の は,構 え が よ く分 化 さ れ て い る か ら で

あ る と 論 じ て い る 。 定 常 的 構 え は,同 化 的 関 係 に あ る

対 象 の 同 化 的 知 覚 を 準 備 し て 固 定 さ れ て お り,同 化 的

関 係 で な い 場 合 は そ の 差 を 強 調 す る よ う な 対 比 を ひ き

お こ す も の で あ る 。 弁 別 が 精 密 で あ る と い う こ と は,

定 常 的 構 え に お い て,こ う し た 同 化 的 関 係 と 対 比 的 関

係 に 対 す る 分 化 が 進 ん で い る こ と に な る 。 そ れ に よ っ

て,も の さ し の 様 に 知 覚 で き る と い う よ り,差 異 や 特

徴 を 際 立 た せ る こ と に よ っ て 事 態 に 即 応 で き る,と い
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う ほ う が 適 切 で あ ろ う 。

さ て,2円 の 直 径 差 が 大 き い と こ ろ に 均 衡 化 点 が 位

置 す る と 固 定 さ れ た 構 え の 効 果 が 大 き く,直 径 差 が 小

さ い と こ ろ に 位 置 す る と 効 果 が 小 さ い,と い う こ と が

で き る で あ ろ う か 。 順 応 水 準 や ゼ ロ 点 の 発 想 で あ れ ば,

そ う し た 値 の 変 移 が 大 き け れ ば 大 き い ほ ど 効 果 が 大 き

い こ と に な る 。 均 衡 化 点 の 場 合 も,検 証 場 面 の 均 衡 化

点(50%閾)が,対 照 実 験 の 均 衡 化 点(PSE)と ど

れ ほ ど 隔 た る か,を も っ て 構 え の 効 果 と す る と い う 前

提 の 上 で,そ の 測 定 の 意 義 が 認 め ら れ る 。 し か し,順

応 水 準 の よ う な 発 想 が,い か に 固 定 さ れ た 構 え の 実 態

と か け 離 れ て い る か は,1章 の 円 の 大 き さ 比 較 に お け

る 固 定 構 え 法 の 実 験 か ら 明 ら か に さ れ た 通 り で あ る 。

川 口(1984)の 結 果 を,1章 の 実 験 と 同 様 に 筆 者 が

Z変 換 し て み る と 図16の 様 に な る 。 先 ず や は り,対

照 実 験 の 結 果 は 成 人 よ り 幼 児 の 方 が 回 帰 直 線 の 傾 き が

緩 く,弁 別 の 精 度 が 落 ち る こ と を 表 し て い る 。 さ て,

1章 の 実 験 の 時 の 様 に,検 証 場 面 の 値 を 対 照 実 験 の 値

と 比 較 す る こ と で,構 え の 効 果 の 大 小 を 論 じ る と,構

え の 効 果 は 必 ず し も 成 人 の 方 が 小 さ い と は い え な い 。
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図16川 口(・;.)に よる均衡化点 の測定(図4p .30)の 再処理

左反応 と,等 疑 反応 の1/2を 足 しあわせ たパ ーセ ンテ ー ジをZ変 換 して

縦 軸 に表 した。(1)が 成 人 の結 果 で,図4の(a),(b)の 合成 に よ

る。(2)は 幼児 の結果 で,同 じく(c),(d)の 合成 によ る。

視覚的大 きさ比較 に適用 した 固定構 え法の実験結果を表 した図5(p .32)

と同様 に,検 証場 面 と対照 場面 の値 の差を 固定 された構 えの効果 と して読 み

取 ることが でき る。 ただ し,構 え こていの試行 回数 や被験者 数な どの実験条

件は図5の 実験 と異な る。
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お そ ら く生 デ ー タ か ら統 計 的 検 定 を 行 な って も,成 人

の 方 が 幼 児 よ り も 検 証 一対 照 の 差 が 大 き い条 件 の 出 て

く る 可 能 性 さ え あ ろ う 。

結 局,幼 児 の 方 が 均 衡 化 点 の 隔 た りが 大 き い の は,

元 々 の 弁 別 閾 が 大 き い こ と に 起 因 して い る と い え る 。

対 照 場 面 の レベ ル で 既 に 小 さ い 方 の 円 の 過 大 視 が 多 か

っ た た め に,検 証 場 面 で 直 径 差 が 多 くて も小 さ い 方 の

円 の 過 大 視 が 生 じや す か っ た に過 ぎ な い の で あ る 。 い

わ ば,対 照 実 験 の 傾 き の 緩 さ に 引 き ず ら れ て,検 証 場

面 の 結 果 も傾 き が 緩 くな っ た の が,こ の 実 験 の 結 果 で

あ っ た こ とが わ か る 。 均 衡 化 点 の 隔 た り だ け で 固 定 さ

れ た 構 え の 効 果 を 論 じる こ と は で き な い 。

ま た,本 研 究 の 諸 実 験 を 含 め た 固 定 構 え 法 の 多 く に

も 当 て は ま る が,何 人 か の 被 験 者 の 何 試 行 か の 反 応 の

合 計 は,検 証 場 面 で 減 衰 して ゆ く構 え の 効 果 を,そ の

途 中 で,い わ ば 減 衰 を 棚 上 げ して 捉 え て い る 。 ほ と ん

ど の 場 合,そ れ で 条 件 間 の 比 較 を 行 な っ て も誤 差 は 少

な い が,均 衡 化 点 の 場 合 は,検 証 場 面 の 何 試 行 目 ま で

を 合 計 す る か で 値 は 変 化 し,「 均 衡 化 」 の 意 味 そ の も

の が 相 対 化 され る よ う な 性 質 を もっ て い る 。 お そ ら く,
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仮 に こ の 減 衰 の 度 合 を 重 み づ け た り,対 照 実 験 で の 弁

別 の 精 度 を 補 正 す る 等,均 衡 化 点 を 修 正 し て 算 出 す る

方 法 が 可 能 で あ っ た と こ ろ で,均 衡 化 点 そ の も の に 意

義 を 認 め る こ と は 困 難 と い わ ざ る を え な い 。

や は り 川 口(1984)の デ ー タ は,む し ろ 成 人 の 方 が

幼 児 を 凌 ぎ か ね な い 程,固 定 さ れ た 構 え の 効 果 が 大 き

い と い う 結 果 を 示 し て い る 。 そ う な る と,本 研 究 の 大

き さ 一 重 さ 錯 覚 の 実 験 結 果 と も 互 い に 矛 盾 す る こ と は

な くな っ て く る 。 構 え の 固 定 に み ら れ る 発 達 的 差 異 は,

知 覚 の 様 相 や 次 元 を 超 え て,共 通 し た 傾 向 を 示 す こ と

に な る 。

極 限 法 を 用 い た 測 定

既 に 述 べ た 様 に,piaget(1963)は,知 覚 に お け る 場

の 効 果(一 次 的 錯 覚)と 知 覚 活 動(二 次 的 錯 覚)と の

関 係 を 論 じ る 諸 実 験 の 中 で,二 次 的 効 果 の1つ と し て

Uznadze(Usnadze,1931)の 構 え 錯 覚 の 研 究 を 引 用 し,

「Uznadze効 果 」 と よ ん で い る 。 そ し て 彼 ら(Piaget&

Lambercier,1944)は,幼 児 ・児 童 と 成 人 を 対 象 に 固 定

構 え 法 を 適 用 し た 実 験 を,自 ら行 な っ て い る の で あ る 。
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構 え 固 定 場 面 で は 直 径20㎜ と28㎜ の2円 を 提

示 し,検 証 場 面 で は24㎜ の 等 し い2円 が 提 示 さ れ

た 。 た だ,独 自 の 方 法 と して,固 定 構 え 法 の 途 中 で 何

回 も 極 限 法 を 用 い て 構 え 錯 覚 を 測 定 し て い る 。12試

行 の 構 え 固 定 場 面 で は,3回 の 提 示 が 終 わ る 事 に,合

計4回 の 測 定 を 行 な い,検 証 場 面 で は10回 の 提 示 の

毎 回 ご と に 測 定 を し た(図17)。 こ れ が ま っ た く微

妙 な 測 定 で あ る こ と は 彼 ら も 告 白 し て い る 。 途 中 の 極

限 法 で,大 き さ の 違 う2円 を 何 度 も 提 示 す る こ と に よ

っ て,構 え 錯 覚 に 何 が しか の バ イ ア ス の 生 じ る で あ ろ

う こ と は 十 分 に 想 像 で き る 。 しか し,結 果 は 構 え の 固

定 の 過 程 と,転 換 の 過 程 を 見 事 に 捉 え て い る 。

構 え 固 定 場 面 の 進 行 中 の 測 定 で は,構 え 固 定 の2円

の 提 示 回 数 が 増 加 し て い っ て も,5～6歳 の 幼 児 は 成

人 よ り 構 え 錯 覚 が 増 加 し に く い 。 そ し て,構 え 固 定 場

面 で 合 計12回 の 提 示 を 行 な っ た 結 果 生 じ る 構 え 錯 覚

も 幼 児 の 方 が 少 な い 。 や は り 成 人 に 比 べ て 構 え が 固 定

し に く い,そ し て 活 性 化 の レ ベ ル が 低 い こ と に な る 。

ま た,検 証 場 面 の 進 行 中 の 測 定 で は,検 証 試 行 が 進

ん で も,幼 児 は 成 人 よ り 構 え 錯 覚 が 減 少 し に く い 。 検
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図17Piaget&Lambercier(1944)に よる構え錯覚の測定 構 え固定場

面(F)で は20:28mmの2円 の提示が12回 あ り,3回 毎 に計4回,24:24mm

の2円 に対す る極限法の測定が行われた。検証場面(E)で は24:24mmの2円

に対す る極 限法の測定が10回 連続 された。成人,6～7歳,5～6歳 の結果。

(a)は24mmの 比較円の直径 に対す る錯覚量 とそれををパ ーセ ンテージで表

したもの。5～6歳 児 に比べ て成人の錯覚量が多 く,そ の増加の度合 も速いこと

が読み取れる。

(b)は(a)の 値の うちF4(構 え固定終 了の時点)の 値 を100と した場

合の,各 値の相対値 をパ ーセ ンテージで表 したもの。検証場面での錯覚の減少が,

成人で速 く,5～6歳 児で遅い ことが読み取れ る。
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証 場 面 に お い て 構 え が 転 換 し,継 時 的 な 構 え 錯 覚 が 消

去 す る の に も,幼 児 で は 成 人 よ り も 多 く の 提 示 回 数 を

要 す る わ け で あ る 。 幼 児 は 成 人 に 比 べ て,構 え を 固 定

す る の も,転 換 す る の も 遅 い 。 い わ ば,固 定 の 過 程 か

ら み て も,転 換 の 過 程 か ら み て も,知 覚 の 可 変 性 は 幼

児 の 方 が 成 人 よ り 少 な い こ と に な る 。

お そ ら く川 口(1984)の 均 衡 化 点 の 実 験 に お い て も,

同 様 の 構 え 錯 覚 の 消 長 が 生 じ て い た の で あ ろ う 。 均 衡

化 点 を 求 め る 実 験 で は,10名 の 被 験 者 に よ る 検 証 場

面10試 行 の 反 応 を 指 標 に 構 え 錯 覚 の 量 を 測 定 し て い

た 。 構 え 固 定 の 直 後 に は,成 人 の 方 が 構 え 錯 覚 が 多 く

て も,検 証10試 行 の 間 に,成 人 の 構 え は 早 く転 換 し,

構 え 錯 覚 が 消 去 し て し ま う 確 率 が 高 い 。 幼 児 の 場 合,

構 え 固 定 終 了 の 時 点 で の 固 定 さ れ た 構 え の 効 果 が 弱 く

て も,そ れ が 持 続 す る こ と で,10試 行 の 合 計 で は 成

人 と さ し て 変 わ ら な い こ と に も な る 。 こ う 考 え る こ と

に よ り,均 衡 化 点 の 実 験 結 果 もPiaget(1963)の 実 験

結 果 と 整 合 的 と な る 。 そ し て こ れ ら の 結 果 は,本 研 究

の 大 き さ 一 重 さ 錯 覚 の 実 験 結 果 と 符 合 し,や は り幼 児

の 方 が 成 人 よ り構 え の 固 定 が 困 難 で あ る こ と を 支 持 し
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て い る,と い う こ と が で き る 。

3・4構 え の 分 化 と 知 覚 の 可 変 性

以 上 の 知 見 で は,先 ず,大 き さ 一 重 さ 錯 覚 や 同 時 的

な 円 の 大 き さ 比 較 に お い て,幼 児 で は 成 人 よ り 弁 別 の

精 度 が 落 ち る,し か し 同 時 的 錯 覚 は 成 人 と 同 等 に 生 じ

る と す る こ と が で き た 。 こ れ に は 定 常 的 構 え の 分 化 が

関 与 す る も の と 思 わ れ る 。 そ し て,固 定 構 え 法 に よ る

継 時 的 な 事 態 に お い て は,幼 児 の 方 が 構 え の 固 定 が 進

み に く く,固 定 さ れ た 構 え に よ る 対 比 効 果 は 少 な い と

結 論 づ け ら れ た 。 ま た,構 え の 転 換,継 時 的 対 比 の 減

少 も,幼 児 の 方 が 一 般 に 緩 慢 で あ ろ う と み な し う る 。

以 下 で は,構 え の 発 達 差 に つ い て の 考 察 を 進 め る 。

構 え の 分 化(differentiation)

Uznadze(1966)は,構 え の 分 化 に つ い て 以 下 の 様 に

論 じ て い る 。 構 え は,主 体 の 要 求 と 事 態 の 出 会 っ た と

き に 決 定 さ れ る の で あ る が,要 求 と 事 態 が 初 め て 出 会
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った よ う な 場 合,す な わ ち 生 ま れ て 初 め て 遭 遇 す る よ

う な 問 題 解 決 場 面 に お い て,主 体 は す ぐ さ ま 適 切 な 構

え を 準 備 して 事 に 当 た る と い う こ と は で き な い 。 こ の

時 の構 え は 散 漫 で 不 明 確 な も の で,分 化 さ れ て い な い 。

そ の 結 果,主 体 は 対 象 を 正 確 に 捉 え る 事 が で き ず,行

動 に 混 乱 が 生 じ る 。 こ の 散 漫 な 構 え を 分 化 さ れ た 構 え

に発 達 させ る こ と が で き る の は,事 態 と の 出 会 い を 引

き延 ば す,あ る い は 同 一 の 出 会 い を 繰 り返 す こ とで あ

る 。 構 え 固 定 場 面 で の 繰 り返 され る 提 示 に よ っ て,構

え は 固 定 の 度 を 加 え る と 同 時 に,分 化 の 程 度 を 進 め る

こ と に な り,そ れ が 構 え 錯 覚 の 量 に 反 映 され る。 従 っ

て,構 え 固 定 場 面 で,提 示 回 数 を どれ ほ ど要 し た か,

と い う活 性 化 の 指 標 が 構 え の 分 化 の 一 つ の 目安 とな る 。

現 実 発 生 の 過 程 は,ま さ に 構 え の 分 化 の 過 程 と い え

よ う 。 円 の 大 き さ な ど の 弁 別 の 精 度 は,分 化 され た 定

常 的 構 え が 速 や か に 活 性 化 さ れ る こ とに よ っ て も た ら

さ れ る 。 ま た,同 時 的 錯 覚 は 構 え の 分 化 の 進 行 と 共 に

そ の 量 を 増 や す 。 事 態 の 持 続 や 繰 り返 し に伴 う錯 覚 量

の 減 少 や 順 応 は,構 え の 分 化 が さ らに 連 続 して 進 行 す

る 結 果 で あ る 。 そ して,継 時 的 な 構 え 錯 覚 は,分 化 を
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進 め た 構 え が 固 定 さ れ た 結 果 生 じ る 。 構 え が 分 化 の 様

態 を 変 え る こ と が 知 覚 の 可 変 性 を も た ら す の で あ る 。

現 実 発 生 に お け る,こ う し た 構 え の 分 化 の 仕 方 が,弁

別 や 錯 覚 の 発 達 的 差 異 に 現 れ る の で あ る 。

構 え の 分 化 さ れ た 度 合 を 直 接 測 定 す る よ う な 方 法 は,

Uznadzeに よ っ て 見 い だ さ れ て は い な い 。 し か し ,円

の 大 き さ 比 較 の 事 態 で は,構 え の 分 化 の 度 合 を 示 唆 す

る よ う な 先 行 研 究 の 実 験 結 果 が い くつ か 得 られ て き て

い る 。

直 径 差 の 少 な い2円 の 提 示 に よ る 構 え の 固 定

川 口(1984;Kawaguchi,1984)に よ る と,直 径 が40

㎜ と42㎜ の 様 に 差 の 少 な い2円 を 提 示 し て 構 え の

固 定 を 行 な っ た 場 合,成 人 で は 構 え 錯 覚 が 顕 著 で あ る

が,幼 児 で は 非 常 に 少 な い(表14)。 直 径 差 の 少 な

い2円 の 弁 別 は 成 人 の 方 が 精 密 で あ る の で,こ こか ら,

同 時 的 弁 別 が 正 確 に な る の と,継 時 的 構 え 錯 覚 が 増 え

る の と が 正 に 相 関 し て い る こ と が 窺 わ れ る 。

継 時 的 な 構 え 錯 覚 が も た ら さ れ る に は,大 き さ の 異

な る 円 の 知 覚 に よ っ て 構 え の 固 定 が 行 な わ れ な け れ ば
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表14直 径差の少な い40:42mmの2円 で構えを固定 した場合 の,幼 児 と成人

の弁別 と構 え錯覚 検証円の直径 は40:40mm。 各10名 の被験者の反応数。

構え2円 の弁別,右(r)反 応の多さ と左(1)反 応の少なさ,は 成人の方が正

確。対比の構え錯覚,右 反応の減少 と左反応の増加,は 成 人にお いて著 しい。

ただ し幼児 においては,構 え固定 に先立 って40:40mmの 対照2円 が提示 され

た。(川 口,1984)

構 え固定場面 検証場面

(40:42)(40:40)

反応1=/?r1=/?r

成人1718272325

幼児2407656242
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な ら な い 。 従 っ て,2円 の 直 径 差 が 弁 別 閾 以 下 で,そ

の 差 が 捉 え ら れ な け れ ば,直 径 差 の あ る2円 を 提 示 し

て も,構 え 錯 覚 を も た らす 構 え の 固 定 は 行 な わ れ な い 。

弁 別 閾 を こ え て 直 径 差 が 捉 え ら れ る に 至 っ て,は じ め

て 大 き さ の 異 な る2円 を 知 覚 す る 構 え が 固 定 さ れ,検

証 場 面 に お い て 構 え 錯 覚 が 生 じ る と考 え ら れ る 。

こ れ に 関 連 し てBzhalava(1963)は,同 時 的 対 比 の

関 係 に 対 す る,継 時 的 に 対 比 的 な 関 係 一 す な わ ち 同

時 的 大 き さ 関 係 が,継 時 的 に 逆 転 し た 関 係 一 で,構

え 錯 覚 が 現 わ れ る と し て い る(図18)。 ま た,川 口

(1984)は,継 時 的 な 構 え 錯 覚 の 量 は,同 時 的 対 比 の

錯 覚 量 と相 関 す る こ と を 示 唆 し て い る 。 こ う し た 同 時

的 対 比 と 並 ん で,弁 別 の 精 度 も,継 時 的 な 構 え 錯 覚 の

量 を 左 右 す る の で あ る 。

弁 別 が 精 密 な の は,定 常 的 構 え が2円 の 同 化 的 関 係

を な す 事 態 に 対 し て よ く分 化 さ れ て い る こ と に よ る と

考 え ら れ る 。 そ れ に よ っ て 対 比 的 知 覚 も よ り強 調 さ れ,

2円 の 大 き さ の 同 時 対 比 も 強 ま る で あ ろ う 。 あ る い は,

弁 別 の 精 度 と 同 時 的 対 比 の 間 に も 相 関 を 見 い だ す こ と

が で き る か も し れ な い 。 こ の 様 に 定 常 的 構 え が 分 化 さ
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図18Bzhalava(1963)に よる構え錯覚の説 明 錯 覚は,図 形残効でい う

よ うな1図 形の痕跡か らT図 形への直接 的な影響 に依存す るのではな く,比 較 さ

れる左右の1図 形の大 きさ関係 に依存す る。

25:15mmの1図 形 を凝視 した後,15:15mmのT図 形 を提示す る条件で,そ

れぞれの図形 を描いて再生す るとい う手続 きを採用 した。被験者達は この課題 を

十分 に訓練 されていた。再生 された1図 形が平均で8.0:4.5で あ ったのに対 し

て,T図 形 は4.9:6.7と いう結果が得 られた。図形残効の理論では左側25mm

の1円 の影響で15m皿 のT円 の縮小が生 じる筈 であるが,左 側T円 は有意 に変化

せず,図 形残効ではほとんど効果のない筈の右側T円 の拡大が生 じた。

左側の方が大 きいとい う1図 形 の大 きさ関係 によ って,T図 形は右側 の方が大

きく見えると考え られなければな らない。
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れ て い る こ と が,構 え 錯 覚 の 生 起 す る 要 因 と な っ て い

る と い え る 。

構 え の 固 定 に お け る 提 示 回 数 の 効 果

Uznadze(1966)に よ る と,構 え 固 定 場 面 で の 提 示 回

数 は 構 え の 分 化 の1つ の 指 標 に な る 。 彼 は そ の 回 数 を

1回 か ら15回 ま で 変 化 さ せ て,成 人 は 少 な い 提 示 回

数 で 多 くの 構 え 錯 覚 が 生 じ,幼 児 で は 提 示 回 数 が 増 え

る ほ ど 対 比 の 構 え 錯 覚 が 増 え る こ と を 見 い だ し て い る 。

彼 に よ る と,こ の 傾 向 は11歳 ま で 続 き,そ の 後 変 化

す る 。

前 述 し た,Piaget(1963)の 極 限 法 を 用 い た 研 究 に も,

構 え 固 定 場 面 に お け る 提 示 回 数 の 効 果 は み られ て い る 。

提 示 回 数 が 増 加 し て い っ て も,5～6歳 の 幼 児 は 成 人

よ り 構 え 錯 覚 が 増 加 し に くか っ た 。

川 口(1984;Kawaguchi,1984)も,構 え 固 定 場 面 で の

提 示 回 数 と 構 え 錯 覚 と の 関 係 に つ い て,幼 児 と 成 人 の

デ ー タ を 紹 介 し て い る 。 図19は,筆 者 が 川 口 の 示 し

た 結 果 を 元 に,便 宜 上 の 対 比 の 構 え 錯 覚 量 と し て,左

右 の 反 応 数 の 差 一 構 え 固 定 の2円 が 左 く 右 の 場 合
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図19構 え固定における提示回数の効果 川口(1984;Kawaguchi,1984)

が構え固定場面での提示回数 を変化 させ た実験のデータを元 に作図。便宜上の対

比の構 え錯覚量 として,左 右の反応数 の差(構 え固定 の2円 が20:40mmの 場合

は検証場面の反応の(1-r)の 値,40:20mmの 場合は(r-1)の 値)を 足

し合わせた ものをプ ロ ットした。幼児 よ りも成人の方が,構 え固定の提示回数の

少ない段階か ら構え錯覚が顕著で,早 く頭打ちに達す る。
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は 検 証 場 面 の 反 応 の(1-r)の 値,左 〉 右 の 場 合 は

(r-1)の 値 一 を 足 し 合 わ せ て プ ロ ッ ト し た も の で

あ る 。 一 般 に,提 示 回 数 が 増 え る に 従 っ て 構 え 錯 覚 が

増 え る 傾 向 が み ら れ る が,成 人 の 方 が 増 加 の 仕 方 が 速

い 。3回 以 内 で 比 べ る と,幼 児 よ り成 人 の 方 が 顕 著 な

構 え 錯 覚 を 示 し て い る 。 成 人 で は5回 以 上 の 提 示 回 数

で い わ ば 頭 打 ち に 達 し て い る の に 対 し,幼 児 で は8回

位 ま で 漸 増 の 傾 向 が 認 め ら れ る 。 構 え 錯 覚 を 十 分 に 生

じ さ せ る た め に は,成 人 よ り 幼 児 の 方 が 多 く の 提 示 回

数 を,構 え 固 定 場 面 で 必 要 と す る こ と に な る 。 そ し て

こ れ は,先 のPiaget&Lanbercier(1944)の 構 え 錯 覚 の 測

定 結 果(図17.p.137)と も 符 合 す る 。

こ の 結 果 を 読 み 取 る に 当 た っ て,構 え 固 定 の 提 示 回

数 は,た だ 固 定 の 強 さ,活 性 化 の 度 合 を 促 進 す る の で

は な く,む し ろ 構 え の 分 化 を 促 す こ と が 一 義 的 で あ る

と考 え る べ き で あ る 。 な ぜ な ら,構 え は 未 分 化 な ま ま

で は い く ら 固 定 さ れ,活 性 化 さ れ て も,構 え 錯 覚 を も

た ら す も の で は な い か ら で あ る 。

構 え 錯 覚 が 生 じ る た め に は,構 え 固 定 場 面 で 同 時 的

な 大 き さ の 対 比 が 起 っ て い る こ と に 加 え て,こ の 事 態
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の 知 覚 を を 現 実 発 生 上 どの 程 度 ま で さ ら に 進 捗 さ せ る

か,が 要 件 と な る 。 す な わ ち これ らは,定 常 的 構 え の

分 化 と,分 化 の 現 実 発 生 上 で の 進 行 の 度 合 で あ る 。 そ

して 発 達 的 差 異 に は,そ の 両 者 が 弁 別 の 精 度 と構 え 錯

覚 の 量 に現 れ て い た の で あ る 。

大 き さ 一 重 さ 錯 覚 に お け る 構 え

そ れ で は,大 き さ 一 重 さ 錯 覚 の 事 態 で,構 え は ど の

様 な 分 化 の 仕 方 を し,発 達 的 差 異 を み せ る の で あ ろ う

か 。

予 備 的 計 測 や 対 照 実 験 で は,円 の 大 き さ 比 較 の 事 態

と 同 様 に,幼 児 は 成 人 と 同 様 に は 弁 別 で き な か っ た 。

こ れ は や は り定 常 的 構 え の 未 分 化 を 意 味 して い る こ と

に な る 。 さ ら に,大 き さ 一 重 さ錯 覚 の 事 態 に 固 有 の 特

徴 も影 響 して い た と考 え られ る 。

大 き さ 一重 さ 錯 覚 の 事 態 で 定 常 的 構 え は,大 き い も

の を 重 く,小 さ い も の を 軽 く,つ ま り対 象 が 大 き さ に

見 合 っ て 重 か っ た り軽 か っ た りす る知 覚 を 準 備 す る よ

う,分 化 さ れ,固 定 さ れ て い る 。 プ ラ ス チ ッ ク で で き

た,見 か け 上 同 じ材 質 の 大 小 の 刺 激 が,大 き さ に 見 合
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っ て 重 か っ た り 軽 か っ た り し な い,と い う 逆 説 に よ っ

て,幼 児 は 分 化 さ れ た 構 え を 活 性 化 さ せ る こ と が 困 難

に な っ た と 考 え ら れ る 。

予 備 的 計 測 で,PSEよ り 大 刺 激 が 軽 い 条 件 で 弁 別 が

悪 く な っ て い る 。 つ ま り,PSEよ り 重 い 条 件 で は,完

全 に 大 き さ に 見 合 っ て は い な い に し て も 大 き い 方 が 重

い 。 そ れ に 対 し て,PSEよ り 軽 い 条 件 に な る と 小 さ い

方 が 重 くな り,完 全 に 逆 説 的 と な る 。 成 人 の 場 合 は,

こ の 逆 説 を 乗 り こ え て 分 化 さ れ た 構 え で 弁 別 で き て い

た こ と に な る 。

一 方 ,大 き さ 一 重 さ 錯 覚 の 錯 覚 量 は,幼 児 に お い て

も 成 人 と 同 等 で あ る と結 論 づ け ら れ た 。 し か し こ れ に

は,現 実 発 生 の 過 程 に お け る 錯 覚 量 の 消 長 が 考 慮 さ れ

な く て は な ら な い 。 同 時 的 錯 覚 の 量 は 一 般 に,Piaget(

1963)の 逆T字 図 形 の 水 平 一 垂 直 錯 覚 の 場 合(図14,

p.116)に 見 ら れ た 様 に,現 実 発 生 上 で 一 旦 極 大 に 達

し て,そ し て 減 少 を 続 け る 。 大 き さ 一 重 さ 錯 覚 も,こ

の 様 な 性 質 を 持 つ 同 時 的 錯 覚 と 見 な し て よ か ろ う 。

恒 常 法 を 用 い た よ う な 視 覚 の 実 験 で は,提 示 時 間 の

コ ン ト ロ ー ル は 実 験 者 に 委 ね ら れ,被 験 者 が 提 示 時 間
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内 に ど れ ほ ど 知 覚 を 現 実 発 生 さ せ られ る か は,保 証 さ

れ て い な い 。 提 示 時 間 を 一 定 に す る と,現 実 発 生 の 途

上 で,ま だ 極 大 に 達 し て い な い,あ る い は 既 に 減 少 の

進 ん だ 錯 覚 を 捉 え て い る こ と に な る 。 そ し て 現 実 発 生

の 進 行 は,幼 児 と 成 人 と で は 同 期 し て は い な い の で あ

る 。

他 方,重 量 比 較 に お い て は,持 ち 上 げ か た に 制 約 は

あ っ て も,被 験 者 は 主 体 的 に 比 較 を 完 了 さ せ る こ と が

可 能 で あ る 。 構 え は 分 化 さ れ,錯 覚 が 生 じ,現 実 発 生

に お け る 錯 覚 の 極 大 を み て か ら反 応 す る こ とが で き る 。

お そ ら く,幼 児 に お い て は 構 え の 分 化 が 遅 く,錯 覚 の

極 大 を み る の に 長 くか か り,極 大 の 量 が 少 な く,減 少

の 仕 方 が 成 人 よ り 遅 か っ た で あ ろ う 。 し か し そ の 結 果

と し て,反 応 の 時 点 で は 成 人 並 の 錯 覚 量 を 示 し て い て

も 不 思 議 で な い 。

成 人 と 同 様 の 固 定 構 え 法 を 幼 児 を 対 象 に 適 用 して も,

継 時 的 対 比 の 効 果 が 少 な い の は,川 口(1984)や

Piaget&Lanbercier(1944)の,円 の 大 き さ 比 較 に お け る

結 果 と 整 合 的 で あ る 。 そ し て,円 の 大 き さ 比 較 の 場 合

と 同 様 に,こ こ で も 構 え の 分 化 が 論 じ ら れ な くて は な
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らな い 。 つ ま り,構 え 固 定 場 面 の 繰 り返 され る試 行 の

中 で,構 え は 固 定 と並 行 して 分 化 の 度 合 を 高 め る の で

あ る が,そ れ が 幼 児 の 場 合 に は緩 慢 で,継 時 的 対 比 を

起 こ す に ま で は 至 り に く い の で あ る 。

本 研 究 の 幼 児 の 結 果 で は,大 き さ 一 重 さ 錯 覚 の 場 合

は 円 の 大 き さ比 較 よ り さ ら に 効 果 が 得 に くか った 。 そ

れ は,大 き さ 一 重 さ錯 覚 が 大 き さ と重 さ の2次 元 の 相

互 関 係 に お け る対 比 的 関 係 の 上 に成 り立 っ て い る と う,

事 態 の 複 雑 さか ら も 推 測 で き る 。 デ ー タ の 集 計 か ら 除

外 され た少 なか らぬ 幼 児 が,重 量 比 較 の 課 題 に 乗 れ ず,

大 き さ に 定 位 した 反 応 を して し ま っ た こ と もそ れ を 裏

づ け て い る 。

構 え 固 定 場 面 で の 幼 児 に お け る分 化 の 緩 慢 さ は,予

備 的 計 測 や 対 照 実 験 で 考 え ら れ た 分 化 の 緩 慢 さ と,現

実 発 生 の 軸 上 で 連 続 した もの で あ ろ う 。 幼 児 は,A,

Bシ リ ー ズ の 構 え 固 定 場 面 に お け る大 小 刺 激 の,各 々

に 極 端 に 重 さ が 異 な る と い う,全 く逆 説 的 な 事 態 に 出

会 っ て,構 え を さ ら に 分 化 さ せ る こ と は こ と さ ら 困 難

で あ っ た ろ う 。 た だ し,幼 児 と成 人 で 構 え の 分 化 に 発

達 的 差 異 が あ る と い っ て も,そ れ は 量 的 な 違 い と は 限
㌣
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ら な い 。 幼 児 に み ら れ る 未 分 化 な 構 え に も,お そ ら く

質 的 な 変 化 を 想 定 す る こ と が で き る 。

1)本 実 験 の 結 果 に 現 わ れ た も の と し て,最 も 未 分

化 な の は,常 に 大 刺 激 に 反 応 し て い た 被 験 児 の 構 え で

あ ろ う 。 こ れ は,重 量 比 較 の 課 題 に お い て,重 量 に 定

位 で き な い 段 階 で あ る 。 従 っ て,重 量 を 比 較 す る 定 常

的 構 え が 全 く 未 分 化 で,分 化 の 進 行 そ し て 固 定 も さ れ

な い こ と に な る 。 中 に は,最 初 の 試 行 で 刺 激 を 持 ち 上

げ る 前 に,大 刺 激 を 指 さ し て 「こ っ ち の 方 が 重 た い 」

と 述 べ た 幼 児 も い た 。

2)次 に 未 分 化 な の は,構 え 固 定 場 面 で 明 らか に 重

さ の 違 う 大 小 の 刺 激 の う ち,軽 い 方 の 刺 激 に も 反 応 し

た 幼 児 の 構 え で あ ろ う 。 重 量 に 定 位 で き て も,そ れ が

不 安 定 な 段 階 で あ る 。 重 量 を 比 較 す る 定 常 的 構 え が ま

だ 未 分 化 で,分 化 の 進 行 も 固 定 も さ れ な い 。 こ こ ま で

の 段 階 の も の は,固 定 構 え 法 で は 除 外 さ れ,予 備 的 計

測 に お い て は 除 外 さ れ る か,練 習 試 行 を 行 な っ た 。 練

習 試 行 や 教 示 に よ っ て,そ の 場 で 構 え を さ ら に 分 化 さ

せ る こ と も 可 能 で あ る 。

3)次 は,弁 別 が 不 正 確 な 幼 児 の 構 え で あ る 。 重 さ
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に 定 位 で き る が,大 き さ も異 な る と混 乱 す る 。 定 常 的

構 え は あ る 程 度 分 化 さ れ て い て も,現 実 発 生 的 に 錯 覚

を 極 大 ま で 増 加 さ せ る ま で の 分 化 が 極 め て 緩 慢 で あ ろ

う 。 多 くの 被 験 児 が こ の 段 階 に あ っ た と 推 測 さ れ る 。

4)予 備 的 計 測 の 場 面 で は 弁 別 が で き る が ,固 定 構

え 法 に よ る 対 比 効 果 の 極 め て 少 な い 幼 児 の 構 え 。 定 常

的 構 え は 分 化 さ れ て い る が,錯 覚 を 極 大 か ら減 少 さ せ

る 分 化 が 緩 慢 な 幼 児 で は,継 時 的 な 対 比 効 果 は 明 確 と

な る に は 至 らな い 。 成 人 の 中 に も分 化 の 進 行 が 緩 慢 で,

対 比 効 果 の 極 め て 少 な い 者 が あ っ た と思 わ れ る 。

5)4)と の 間 に,い く つ か の段 階 が あ る か も知 れ な

い が,最 終 的 に 十 分 に分 化 さ れ た 構 え 。 構 え 固定 場 面

で 分 化 され た 定 常 的 構 え が 活 性 化 され,試 行 を 繰 り返

す こ と に よ って さ ら に 分 化 が 進 み,固 定 され る 。 こ こ

に お い て 初 め て 大 き さ 一重 さ 錯 覚 に,固 定 構 え 法 に よ

る可 変 性 が み られ る こ と に な る 。 幼 児 の 中 に も,こ の

段 階 に ま で 構 え を 分 化 さ せ,継 時 的 な 対 比 効 果 を 示 し

た 者 も い る で あ ろ う 。 しか し,大 き さ 一 重 さ 錯 覚 と い

う事 態 は,そ れ 自 身 既 に 重 さ と大 き さ が 見 合 って い な

い逆 説 的 な 事 態 で あ る。 成 人 に お い て さ え,十 分 に 構
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え を 分 化 さ せ る こ と は 通 常 の 大 き さ の 等 し い 刺 激 の 重

量 弁 別 の 事 態 よ り 困 難 で あ ろ う 。 大 き さ 一 重 さ 錯 覚 に

お け る,極 め て 大 き な 弁 別 閾 が そ れ を 物 語 っ て い る と

い え る 。

構 え の 転 換 過 程 の 発 達 差

さ て,検 証 場 面 で 固 定 さ れ た 構 え が 転 換 さ れ て ゆ く

過 程 も,分 化 の 観 点 か ら 論 じ られ る 。 円 の 大 き さ 比 較

の 場 合 は,Piaget&Lanbercier(1944)の 実 験 結 果 に 示 さ

れ た 様 に,当 初 の 構 え 錯 覚 の 量 は,幼 児 の 方 が 成 人 よ

り も少 な く て も,検 証 場 面 試 行 を 追 う 毎 の 減 少 は 遅 く,

最 後 に は 成 人 よ り も 多 く な っ て い る(図17,p.137)。

一・時 的 に 固 定 さ れ た 構 え と 定 常 的 構 え と が 互 い に 拮

抗 す る も の の,繰 り 返 し の 中 で,固 定 さ れ た 構 え は 活

性 化 を 弱 め,定 常 的 構 え が 活 性 化 さ れ る の が 構 え の 転

換 過 程 で あ る 。 構 え 錯 覚 が 消 滅 し た 時 点 で は,等 し い

2円 の 知 覚 を 準 備 す る 構 え で あ る 定 常 的 構 え が 分 化 さ

れ,そ し て 固 定 さ れ て い る こ と に な る 。 検 証 場 面 で も

繰 り返 し に と も な っ て,い わ ば 新 た に 構 え の 分 化 と 固

定 が 進 め ら れ る の だ と も い え よ う 。
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幼 児 の 場 合,定 常 的 構 え も 固 定 され た 構 え も,成 人

よ り未 分 化 で あ る 。 そ して,提 示 の 繰 り 返 し に と も な

う構 え の 分 化 の 進 行 は,幼 児 の 方 が 緩 慢 で あ る 。 つ ま

り,定 常 的 構 え は 元 々 未 分 化 な 上 に,検 証 場 面 に お い

て 提 示 が 繰 り返 さ れ て も,一 定 の レベ ル ま で 分 化 さ れ

る の が 遅 い 。 そ の 結 果,固 定 さ れ た 構 え の 活 性 化 の 度

合 が 低 くて も,構 え の 転 換 が 遅 ら さ れ る,と 考 え ら れ

る 。

大 き さ 一 重 さ 錯 覚 の 事 態 で は,成 人 に お い て 上 と 同

様 の 転 換 過 程 が み られ,最 後 に は 定 常 的 構 え の 働 き に

よ る 大 き さ 一重 さ 錯 覚 が 残 っ た 。 そ れ に 対 して 幼 児 の

場 合 は,固 定 さ れ た 構 え の 効 果 そ の もの が 少 な か っ た 。

検 証 場 面 の 前 半5試 行 と,後 半5試 行 の 大 反 応 に 関 し

てUテ ス トを 行 っ て み て も,5%の 有 意 差 を み せ

る条 件 は な か っ た 。 定 常 的 構 え が 検 証 場 面 で 終 始 し て

優 位 に 働 い た 訳 で あ る 。 仮 に,構 え 固 定 の 試 行 回 数 を

増 や す な ど して 分 化 が 促 され,幼 児 に も 継 時 的 対 比 の

効 果 が 生 じ た とす る な らば,そ の 時 お そ ら く,幼 児 は

成 人 よ り緩 慢 な 構 え の 転 換 過 程 を み せ る で あ ろ う と 考

え られ る。
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4章 固 定 構 え 法 に お け る 知 覚 と

構 え の 変 容

こ こ まで の 考 察 か ら,錯 覚 の 発 生 と可 変 性 に 関 して,

以 下 の 様 に 定 式 化 す る こ とが で き る。

現 実 発 生 の 過 程 に お け る 知 覚 の 可 変 性 は,同 時

的 錯 覚 を 増 減 さ せ る 作 用 を も っ た 構 え の 分 化 と 固

定 に 由 来 す る:分 化 さ れ た 定 常 的 構 え が 活 性 化 さ

れ る と 同 時 的 錯 覚 が 生 じ,さ ら に 分 化 さ れ る こ とで,

そ の 量 は 一 旦 極 大 に 達 す る 。 引 き 続 い て,刺 激 を 持 続

提 示 し た り,繰 り 返 し提 示 す る 間 に も構 え は 分 化 を 続

け,同 時 的 錯 覚 は 次 に 減 少 へ 向 か う 。 減 少 さ せ る作 用

を も っ て 分 化 さ れ た 構 え が 固 定 さ れ る こ と に よ っ て,

新 た な 事 態,検 証 場 面 に お い て 継 時 的 錯 覚 が 生 じ る 。

個 体 発 生 に お け る 知 覚 の 可 変 性 は,定 常 的 構 え

の 分 化 と と も に,そ の 現 実 発 生 的 進 行 の 迅 速 化 に

由 来 す る:発 達 と と も に 定 常 的 構 え が 分 化 さ れ る
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こ と に よ り,弁 別 は 正 確 に な り,同 時 的 錯 覚 は 顕 著 に

な る 。 現 実 発 生 に お け る 分 化 の 進 行 も,発 達 と と も に

迅 速 化 さ れ,同 時 的 錯 覚 も継 時 的 錯 覚 も,よ り速 や か

に,よ り多 く生 じ,よ り急 激 に 減 少 す る 様 に な る 。

以 下 で は,構 え の 分 化 に よ って 現 れ る 知 覚 の 可 変 性

とそ の 発 達 的 差 異 に つ い て,固 定 構 え 法 の 事 態 に お け

る現 実 発 生 の 過 程 を 辿 りな が ら,総 括 的 に 論 議 して ゆ

く。

4・1構 え 固 定 場 面 に お け る 構 え

同 化 的 知 覚 と 対 比 的 知 覚

は じ め に,構 え 固 定 場 面 で 対 比 的 関 係 に あ る 対 象 が

提 示 さ れ る事 態,す な わ ち 対 比 的 知 覚 と して 同 時 的 錯

覚 が た ち現 れ る 場 面 か ら見 て ゆ く。

知 覚 の 現 実 発 生 の 初 期,主 体 が 事 態 に 出 会 う こ と に

よ っ て,先 ず 定 常 的 構 え が 活 性 化 され る 。 定 常 的 構 え

は 過 去 に 固 定 さ れ た 構 え で あ り,同 時 的 錯 覚 も 固 定 さ
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れ た 構 え に よ る,い わ ば 継 時 的 な 対 比 効 果 と 同 一 で あ

る 。 そ れ は,固 定 構 え 法 に よ っ て 構 え を 操 作 す る こ と

で,大 き さ 一重 さ 錯 覚 以 下 の 同 時 的 錯 覚 が,可 逆 的 に,

可 変 的 に 操 作 で き る こ と か ら も 支 持 さ れ た 。

定 常 的 構 え は,同 化 的 関 係 に あ る 対 象 の 同 化 的 知 覚

を 準 備 し て い る 。 こ こ で い う 同 化 的 知 覚 と は,

Delboeuf錯 覚 等 に 「同 化 錯 覚 」 が 生 じ る と さ れ た も の

と は 別 の も の で あ る こ と は 言 う ま で も な い 。 同 化 的 知

覚 に お い て は,錯 覚 が 生 じ な い ば か り で な く,対 象 間

の 関 係 に 差 異 や 変 化 は 知 覚 さ れ な い 。 大 き さ 一 重 さ 錯

覚 の 事 態 に お い て も,対 比 的 関 係 に あ る 大 き さ と 重 さ

以 外 の,硬 さ,肌 理,温 度 と い っ た 次 元 は 同 化 的 に 知

覚 さ れ,い わ ば 大 き さ 一 重 さ 錯 覚 の 背 景 と な っ て い る 。

重 さ を 比 較 す る 課 題 の も と で,こ れ ら の 次 元 は ま ず 意

識 に は 上 っ て こ な い 。

日 常 の 知 覚 に お い て,差 異 や 変 化 が 取 り 出 さ れ る 一

握 り の も の を 除 け ば,知 覚 の 内 容 は 大 部 分 こ の よ う な

も の で あ ろ う 。 ま た,音 楽,美 術 や デ ザ イ ン に み ら れ

る,同 じパ タ ー ン の シ ン メ ト リ ー や 繰 り 返 し と い う の

も,パ タ ー ン と パ タ ー ン と の 間 が 同 化 的 に 知 覚 さ れ る
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事 態 で あ る 。 そ れ に対 す る 美 意 識 や 嗜 好 性 と い う も の

に も,同 化 的 知 覚 と対 比 的 知 覚 と い う観 点 か ら接 近 で

き る か も しれ な い 。

弁 別 の 精 度 に 見 られ た 発 達 的 差 異 は,定 常 的 構 え が

同 化 的 関 係 に どれ 程 分 化 さ れ て い る か に 由 来 す る と い

え よ う 。 未 分 化 で あ れ ば,2対 象 の 量 的 な 差 を 広 い 範

囲 で 同 化 的 に知 覚 す る こ と に な る 。 そ れ と 同 時 に,対

比 的 知 覚 の 生 じ る 範 囲 も狭 ま る わ け で あ る 。 例 え ば,

視 力 の 発 達 や 個 人 差 の 問 題 も,光 学 的,生 理 学 的 要 因

に 加 え て,心 理 学 的 要 因 と し て 構 え の 問 題 と して 論 じ

られ る 必 要 が あ ろ う 。

左 右 で 直 径 が 等 し い2円 や,大 き さ と 互 い に 見 合 っ

て 変 化 す る2つ の 重 さ は 同 化 的 に 知 覚 さ れ る 。 所 与 の

次 元,あ る い は 次 元 間 の 相 互 関 係 に お い て,対 象 の ど

の よ う な 量 的 体 制 を 同 化 的 関 係 とす る の か は,こ の 構

え の 分 化 の 様 態 に 規 定 さ れ る 。 こ れ は し か し,主 体 の

要 求 と 事 態 との 関 係 の 中 で 構 え が さ ら に 分 化 を 進 め る

こ と で 変 化 し得 る 。 対 比 的 関 係 も こ の 同 化 的 関 係 に 連

動 して 変 化 す る 。 そ れ が 知 覚 の 可 変 性 を 支 え て い る と

い え よ う 。 構 え が 決 定 す る 同 化 的知 覚 を,知 覚 の 最 も
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基 本 的 な 原 理 と し て 論 じ て 妥 当 か と思 わ れ る 。

定 常 的 構 え は,同 化 的 関 係 か ら外 れ た 対 象 の 関 係 を

対 比 的 に 強 調 す る 錯 覚 を ひ き お こ す 。 知 覚 の 現 実 発 生

の 初 期,す な わ ち 主 体 が 事 態 に 出 会 っ て 定 常 的 構 え を

活 性 化 さ せ る 時 点 で,事 態 に 差 異 や 特 徴 が あ れ ば 何 を

さ しお い て も そ れ を 捉 え る こ とが 重 要 で あ ろ う 。 大 き

さ や 重 さ 等 の 次 元 に 差 異 が あ れ ば,そ れ を 強 調 して,

す な わ ち 対 比 的 に 錯 覚 し て 捉 え る こ とが 優 先 さ れ る 。

そ れ が 同 時 的 錯 覚 で あ る 。 ま た,大 き さ に 差 の あ る2

円 の 間 に は,大 き さ の 同 時 的 対 比 の 錯 覚 が 生 じ る こ と

に な る 。

我 々 の 日常 行 動 で も,こ う し た 知 覚 に 基 づ い て,す

ば や く反 応 す る こ とで 達 成 さ れ る もの は 多 い 。 背 の 高

さ や 服 装 で 人 を 見 つ け た り,箸 や 茶 碗 の 長 さ や 大 き さ

を 区 別 し た り,足 元 の 段 差 に 気 づ い た り,列 車 の 発 進

に 踏 ん ば っ た り,… 。 そ う し た と き に,対 象 の 正 確

な 量 や 質 や 関 係 を 詳 細 に 捉 え る よ り も,む し ろ差 異 や

変 化 を 際 立 た せ て 知 覚 して い る で あ ろ う 。 弁 別 学 習 の

事 態 に お け る よ う な 動 物 の 反 応 も,大 方 そ れ に基 づ く

も の で あ ろ う 。 こ れ が 対 比 的 知 覚 の 役 割 で あ り,先 ず
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定 常 的 構 え を 活 性 化 さ せ た 主 体 は,対 比 的 関 係 を な す

対 象 に こ れ を 達 成 し て い る の で あ る 。

分 化 さ れ た 定 常 的 構 え は,活 性 化 さ れ る と 立 ち 所 に

知 覚 を 成 立 さ せ,事 態 の 構 造 を 知 覚 に 具 体 化 さ せ る 。

そ の 中 に 対 比 的 関 係 の あ る 場 合 に 同 時 的 錯 覚 が 生 じ る

の で あ る が,現 前 の 事 態 に 対 し て 定 常 的 構 え は 完 全 に

分 化 さ れ て い る わ け で は な い 。

固 定 さ れ た 構 え は 幾 分 異 な る 事 態 に も 般 化 や 拡 延 し

て 活 性 化 さ れ る 。 定 常 的 構 え も 固 定 さ れ た 構 え で あ り,

そ の 活 性 化 に も 同 じ こ と が 生 じ て い る で あ ろ う 。 い わ

ば,同 化 的 関 係 に 分 化 さ れ た 定 常 的 構 え が,般 化 し て

活 性 化 さ れ た 結 果,対 比 的 知 覚 が 生 じ る の で あ る 。 こ

の 時 点 の 構 え に は,事 態 に 対 して さ ら に 分 化 さ れ る 余

地 が あ る 。 構 え が 未 分 化 で あ る 故 に,同 時 的 錯 覚 の 少

な さ は,弁 別 の 甘 さ と 裏 腹 の 関 係 に あ る と も い え よ う 。

定 常 的 構 え は こ の 後,急 速 に 分 化 を 進 め,現 実 発 生 の

初 期 に お い て 知 覚 は 明 瞭 さ を 加 え,弁 別 閾 は 下 が り,

対 比 の`方 向 で 同 時 的 錯 覚 を 増 大 さ せ る 。

Piaget(1963)が,通 常 は 同 化 と さ れ るDelboeuf錯 覚

を 含 あ て,場 の 効 果 と よ ん だ 錯 覚 を 全 て 対 比 に よ っ て
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説 明 し よ う と し た の は,や は り妥 当 で あ ろ う 。 も っ と

も,知 覚 活 動 の 効 果 と 呼 ん だ,平 行 四 辺 形 の 対 角 線 の

Sander錯 覚 等 は,同 時 的 対 比 を 生 じ る 特 徴 や 差 異 を 捉

え る ま で,幼 児 が 構 え を 分 化 さ せ る の は 容 易 で は な い 。

し か し,一 旦 定 常 的 構 え と し て 分 化 さ れ た な ら,そ こ

で 生 じ る の は 同 じ 同 時 的 対 比 で あ る 。 場 の 効 果,知 覚

活 動 の 効 果 を 問 わ ず,定 常 的 構 え が 対 象 に 含 ま れ る 対

比 的 関 係 を 強 調 す る 作 用 に よ っ て,同 時 的 錯 覚 は 生 じ

る と 考 え ら れ る の で あ る 。

Piaget(1963)は ま た,Delboeuf錯 覚 の 内 ・外 円 の 比

率 を 変 化 さ せ た 場 合 の 様 に(表11,p.109),一 定 の

空 間 的 構 造 の も と で 極 大 と な る 同 時 的 対 比 は,年 齢 を

問 わ ず 質 を 同 じ く す る と 結 論 づ け た 。 確 か に,同 時 的

錯 覚 の 増 大 に 現 れ る,構 え の 分 化 の 進 行 過 程 に は 発 達

的 差 異 が あ る 。 ま た,弁 別 の 精 度 に 現 れ る 様 に,同 化

的 関 係 に 対 す る 分 化 の 度 合 は 発 達 と 共 に 増 す 。 しか し,

定 常 的 構 え に と っ て 何 が 対 比 的 関 係 を な す か は,年 齢

を 通 じ て お よ そ 共 通 で あ ろ う 。 す な わ ち,直 面 す る 事

態 に 共 通 点 が あ れ ば,同 時 的 錯 覚 の 生 じ る 条 件 が,成

人 と 幼 児 と で 共 通 し て い る と 考 え て よ い 。
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通 常 こ こ ま で の 現 実 発 生 は,ミ リ秒 の 単 位 で 進 め ら

れ る 。 そ こ に は 刺 激 が 受 容 ・伝 達 さ れ る 潜 時 も 含 ま れ

よ う 。 しか し そ れ は,こ の 段 階 の 知 覚 が 「直 接 的 」 な

知 覚 で あ る と い う こ と を 意 味 す る も の で も な け れ ば,

処 理 過 程 の 初 期 に お け る,受 容 器 や 特 徴 検 出 器 の メ カ

ニ ズ ム の 働 き だ け を 表 わ し て い る の で も な い 。 知 覚 は

あ く ま で も 構 え に 準 備 さ れ て お り,こ の 段 階 の 知 覚 は

現 実 発 生 的 な 初 期 の 様 相 に 位 置 す る に 過 ぎ な い 。 し か

し 次 の 時 点 で 意 識 に の ぼ っ て き た 知 覚 は,既 に 現 実 発

生 上 で は 次 の 段 階 に た ち 至 っ て い る 。

同 時 的 錯 覚 の 減 少 と 平 均 化 現 象

次 に 論 じ ら れ る べ き は,同 時 的 錯 覚 が 減 少 し て ゆ く

段 階 の 構 え の 分 化 で あ る 。

現 実 発 生 の 初 期 に 極 大 を み せ た 錯 覚 量 が,そ の 後 も

減 少 を 続 け る の は,瞬 間 視 よ り持 続 視 の 方 が 錯 覚 量 が

少 な い こ と や,い わ ゆ る 練 習 効 果 に も現 れ る 。 ま た,

Gibson(1933)の プ リ ズ ム を 用 い た 実 験 で,順 応 過 程

に 生 じ た 規 準 化(図2,p.11)も こ れ に 連 続 す る も

の と 考 え ら れ る 。 そ し て 構 え 研 究 に お い て は,構 え 固
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定 場 面 の よ う な 繰 り 返 し の 事 態 で 生 じ る 平 均 化 現 象 が

捉 え ら れ て い る 。

3anoPOffieu(1960)と そ の 共 同 研 究 者 達 は,重 さ

の 比 較 の 事 態 で,左 右2つ の 重 さ が 異 な る 刺 激 を 何 度

も 繰 り 返 し 持 ち 上 げ る う ち に,両 者 の 差 が 徐 々 に 減 少

し て 知 覚 さ れ る 現 象 を 取 り上 げ,こ れ を 平 均 化 現 象 と

呼 ん だ 。

中 谷 ・米 谷(1987)は 固 定 構 え 法 に お い て,2円 の

大 き さ 比 較 に マ グ ニ チ ュ ー ド 評 定 を 用 い た 測 定 を 行 な

っ た 。 そ の 中 で,直 径 比 が15:45と か20:40の 様 に,

大 き さ が 極 端 に 異 な る 場 合 も 含 め て,2円 の 大 き さ の

差 を 表 す 評 定 値 が,試 行 と と も に 減 少 す る 過 程 が 捉 え

られ た(図20)。 こ れ も 平 均 化 現 象 で あ る 。 構 え 固

定 場 面 で,繰 り 返 し 提 示 さ れ る 大 き さ の 異 な る2円 の

知 覚 に お い て,検 証 場 面 を 待 た ず と も 既 に 知 覚 は 可 変

性 を 示 し て い る の で あ る 。 そ し て そ れ は,対 比 的 知 覚

か ら 同 化 的 知 覚 へ の 移 行 と し て,現 実 発 生 上 で 初 期 の

錯 覚 量 の 減 少 と 連 続 し て い る の で あ る 。

マ グ ニ チ ュ ー ド評 定 値 が,ど こ ま で 知 覚 の 実 体 を 捉

え て い る か,と い う 議 論 は 残 る が,こ の 結 果 は 平 均 化
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左
円100
の
評
定値

左
円100
の
評
定
値

(a)

15:4520:4030:30

(c)

20:4035:2530:30

100

100

(b)

45:1540:2030:30

(d)

40:2025:3530:30

5試 行 毎 の 左 右2円 の 直 径 φmm

図20固 定構え法 におけるマグニチュー ド評定値(中 谷 ・米谷,1987)

構え固定場面 と検証場面では,大 きさの異なる2円(等 しい2円 も含 む7組)

を5回 ずつ,続 く消去実験では等 しい2円 を5回 提示 し,全 ての試行にお いて小

さく見えた円に対する大 き く見えた円の直径のマグニチ ュー ド評定値を得た。合

計49の 条件の中か ら4つ の例(a)～(d)を 示す。

縦軸 は右 円を100と した時の左円の評定値を対数変換 し,9名 の被験者の平

均を とったものである。5回 の繰 り返 しの中で,値 が100に 近づ いてゆ く,す

なわち知覚された左右 の差が減少 してゆ く傾向を読み取ることがで きる。ただ し,

これ らの条件 において,構 え錯覚の現 れが評定値か らは特定で きないもの もあ っ

た。
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化 現 象 が 広 く生 じ得 る こ と を 示 唆 して い る 。 実 際,直

径 差 の 小 さ い2円 を 繰 り返 し提 示 す る 対 照 実 験 で も生

じて い た の で あ る 。

1章 の,円 の 大 き さ に 適 用 した 固 定 構 え 法 の 実 験 で

(図5,p.32),予 備 的 計 測 と 対 照 実 験 の そ れ ぞ れ の

回 帰 直 線 は,対 照 実 験 の 方 が 傾 き が 緩 く な っ て い る 。

予 備 的 計 測 は 恒 常 法 を 用 い て い る の に 対 し,対 照 実 験

で は 繰 り返 し提 示 が 行 な わ れ て い る。 平 均 化 現 象 が 生

じ る と 左 右 の 反 応 の 差 が 減 少 す る 訳 で あ る か ら,対 照

実 験 で 傾 き が 緩 くな って 左 右 の 反 応 が 少 しで も近 づ く

の は,平 均 化 現 象 と 見 な し て よ い で あ ろ う。 同 様 の 傾

向 は,2章 の 大 き さ 一 重 さ 錯 覚 の 実 験,お よ び 明 る さ

一大 き さ 錯 覚 の 実 験 の 結 果 に も窺 う こ と が で き る
。

同 化 的 知 覚 を 準 備 して い た 定 常 的 構 え は,対 比 的 関

係 を 含 む 事 態 を 包 み 込 む こ と が で き な い 。 そ れ ゆ え に

対 比 的 知 覚 を生 じて差 異 や 特 徴 を 強 調 した ので あ る が,

引 続 い て 事 態 と の 関 係 を 進 展 させ て ゆ く上 で,当 初 に

強 調 さ れ た 知 覚 は 事 態 に 適 合 した も の に 修 正 さ れ る 。

そ れ は,構 え が 事 態 を 包 み 込 む も の に 分 化 さ れ る こ と

に よ っ て も た ら さ れ る 。 こ う して 知 覚 の 対 比 的 か ら 同
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化 的 へ の 移 行 が 生 じ る 。 現 実 発 生 上 の 同 時 的 錯 覚 の 減

少 も,練 習 効 果 も,プ リズ ム の 順 応 に お け る 規 準 化 も,

平 均 化 現 象 も,構 え の 分 化 に よ る,こ う し た 知 覚 の 対

比 的 か ら 同 化 的 へ の 移 行 と し て 捉 え る こ と が で き る

(図21)。

そ し て お そ ら く 理 念 的 に は,最 終 的 に 構 え が 完 全 に

事 態 に 分 化 さ れ,知 覚 が 全 く 同 化 的 に な っ た と き に は,

差 異 や 変 化 の あ る 対 象 に 差 異 や 変 化 が 知 覚 さ れ な く な

る 。 そ れ ま で 対 比 的 関 係 に あ っ た 対 象 は 構 え に と っ て

は 同 化 的 関 係 と な る 。 い わ ば 完 全 な 順 応,完 全 な 規 準

化 と な り,新 た な 錯 覚 的 事 態 が た ち 現 れ る の で あ る 。

こ れ は,定 常 的 構 え が 同 化 的 関 係 の 対 象 を 同 化 的 に 知

覚 す る の と 同 じ で あ る 。

3a旺oPo猛eu(1960)は,平 均 化 現 象 を 説 明 す る に

当 た り,繰 り 返 し の 中 で 構 え が 固 定 さ れ,対 比 的 な 構

え 錯 覚 が 生 じ た 結 果 が 平 均 化 現 象 で あ る と 考 え た 。 し

か し,構 え を 固 定 す る2対 象 と 同 一 の2対 象 に 構 え 錯

覚 が 生 じ る と い う だ け で は,説 得 性 に 乏 し い 。 分 化 さ

れ な い ま ま の 構 え が い く ら 固 定 さ れ て も,平 均 化 現 象

も構 え 錯 覚 も 生 じ る も の で は な い 。 や は り,構 え の 分
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同
化

現 実 発 生 一

図21対 比的知覚か ら同化的知覚への変化の模式 図 現実発生の初期 に対比

的であ った知覚は,現 実発生の進 行 と共 に同化的となる。 これは構 えの分化 によ

って生 じ,同 時的錯覚の減少 とな って現れる。従 って,知 覚の対比一同化を表す

縦軸は,構 えの未分化 一分化 を,ま た錯覚量の多一少を同時に表す もの とできる。

最 も初期 には,同 化的対象の知覚を準備 しなが ら固定 された構 えが活性化 され

ることによって対比が強調 される。現実の事態には十分に分化 されていない構 え

が事態 に分化 され ることによ って,対 比は一時的 に強 くな り,錯 覚は増加す る。

この過程での探索の作用は僅かであ る。

対比の極限,錯 覚の極大 の後,同 化的対象の知覚を準備 していた構 えは新たな

対象の知覚 に分化 される。構えが現 実の対象の知覚に分化 されることによ り,知

覚はその対象を同化的にとらえるよ うに変化 し,錯 覚は減 少す る。 この構えの 分

化は探索 に起因す る。

分化 を十分に進めた構えは対象の同化的知覚を準備 して 固定 される。元 の錯覚

が消滅するだけではな く,対 象の もつ差異や変化は差異や変化 としては知覚 され

な くなる。 ここに至 って,当 初は対 比的であ った対象が,分 化 された構 えにとっ

ては同化 的対象 となる。 また探索は もはや必要ではな く省略 され,新 たに固定 さ

れた この構え に潜在化され る。
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化 の 概 念 を 取 り上 げ て,平 均 化 現 象 に お い て もそ れ が

固 定 よ り も 一 義 的 に 知 覚 を 変 化 させ た,と す るべ き で

あ ろ う 。

一 方Gibson(1933)に よ る と
,持 続 視 に よ る 順 応 の

過 程 で,知 覚 が 規 準 とな る も の に 近 づ く の が 規 準 化 で

あ る 。 湾 曲 線 効 果 の 場 合 に お い て,曲 線 の 知 覚 は,右

に も左 に も 湾 曲 の な い,中 性 的 で あ る 直 線 に 近 づ く た

め に 湾 曲 が 減 少 す る 。 しか し,規 準 は 刺 激 次 元 で 最 も

経 験 頻 度 の 高 い も の に決 定 さ れ る の で,湾 曲 線 を 持 続

視 す る 事 は,湾 曲 の 経 験 頻 度 を 高 め る こ と に な り,湾

曲 に 規 準 は 移 る 。 そ の 結 果 今 度 は 直 線 が 反 対 に 湾 曲 す

る 残 効 が 生 じ る 。

こ の よ う な 説 明 は,基 本 的 に 順 応 水 準 理 論 に お け る

順 応 水 準 の 変 位 の 説 明 と違 う と こ ろ が な い 。 経 験 頻 度

に 決 定 され る規 準 は,プ ー ル さ れ た 刺 激 の 量 に基 づ く

順 応 水 準 と,ほ とん ど 同 義 で あ る。 しか し これ らに は,

現 実 発 生 を 軸 と す る よ う な,知 覚 の 可 変 性 の 観 点 は 盛

り込 ま れ て い な い 。 ま た,順 応 水 準 理 論 に 見 られ る 問

題 点 も1章 で 既 に 指 摘 し た 通 りで,規 準,順 応 水 準,

あ る い は均 衡 化 点 だ け で も っ て 測 定 や 説 明 を す る こ と
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は 受 け 入 れ 難 い 。

ま た,K6hler&Wallach(1944)は,こ の 基 準 化 の 現

象 も 図 形 残 効 の 飽 和 説 に よ る 変 位 と 距 離 矛 盾 で 説 明 で

き る と して い る 。 し か し,直 線 を 持 続 視 し た 後 に 曲 線

を 見 て も 残 効 が 生 じ な い と い う 例(野 沢,1953)等,

規 準 化 を 考 慮 し な い と 説 明 で き な い 事 実 も 提 出 さ れ て

い る 。 以 降,順 応 お よ び 規 準 化 の 枠 組 み か ら と ,飽 和

説 を は じ め と す る 残 効 理 論 の 枠 組 み か ら,互 い に 他 方

の 理 論 で は 説 明 で き な い 事 実 が い く つ も 提 出 さ れ た 。

中 で も,特 徴 検 出 器 モ デ ル に と っ て 規 準 化 は 最 も 通 過

し難 い ネ ッ ク と な っ て い る 。

湾 曲 線 効 果 の 場 合 も,知 覚 は 先 ず 定 常 的 構 え に 準 備

さ れ る 。 そ れ は,同 化 的 関 係 に あ る 対 象 の 知 覚 を 準 備

して お り,そ れ か ら 外 れ た も の を 対 比 的 に 強 調 す る 錯

覚 を ひ き お こ す で あ ろ う 。 垂 直 線 を み る 場 合,定 常 的

構 え は 湾 曲 の な い 線 の 知 覚 を 準 備 し て お り,線 が 湾 曲

し て い る 場 合 は,湾 曲 が 実 際 よ り 強 調 さ れ る 同 時 的 対

比 が 生 じ る と 考 え る こ と が で き る 。 現 実 発 生 に お い て

は,こ の 同 時 的 対 比 が 極 大 に 達 し た 後 で,減 少 が 始 ま

る の で あ ろ う 。 こ こ で 起 こ る の も,構 え の 分 化 に 伴 う,
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対 比 か ら 同 化 へ の 知 覚 の 変 化 で あ る 。 そ し て 残 効 は,

分 化 さ れ た 構 え が 固 定 さ れ た 結 果 と い う こ と に な る 。

さ て,提 示 の 繰 り 返 し に と も な っ て 生 じ る,Muller-

Lyer錯 覚 や 菱 形 の 対 角 線 の 錯 覚 の 練 習 効 果 に お い て も

発 達 的 差 異 が 見 ら れ る 。 表12(p.112)に 示 さ れ た

様 に,成 人 の 方 に 幼 児 よ り も 顕 著 な 効 果 が 生 じ た 。 固

定 構 え 法 の 事 態 に お け る 平 均 化 現 象 に 関 し て は,発 達

的 差 異 を 示 す デ ー タ は こ れ ま で 得 られ て い な い 。 例 え

ば,幼 児 に マ グ ニ チ ュ ー ド評 定 を 課 す こ と は 困 難 で あ

ろ う 。 し か し 仮 に,成 人 と 幼 児 の 結 果 が 得 ら れ た と す

る と,構 え の 分 化 の 進 行 の 速 い 成 人 に お い て,幼 児 よ

り も 急 速 な 平 均 化 現 象 が 見 ら れ る と 予 想 で き る 。

構 え の 分 化 と 探 索

さ て,新 し い 事 態 へ の 構 え の 分 化 は,事 態 全 体 に 関

わ る も の で あ ろ う 。 知 覚 の 対 比 的 か ら 同 化 的 へ の 変 化

は,対 比 的 関 係 に あ っ た 次 元 の 上 だ け で は な く,他 の

次 元 や 事 態 全 体 と の 関 連 を も ち な が ら 生 じ る で あ ろ う

と考 え ら れ る 。 い わ ば 知 覚 全 体 が 再 構 成 さ れ る こ と に

な る 。Piaget(1963)は,「 能 動 的 な 探 索 」 の 知 覚 活 動
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に よ っ て,同 時 的 錯 覚 が 減 少 に 向 か う と して い る 。 お

そ ら く そ れ も,対 象 の 特 徴 を よ り詳 細 に,そ して 統 合

的 に と らえ る過 程 を 指 して い る の で あ ろ う 。 そ こ で こ

こ で も,こ う し た 作 用 を な す 過 程 を 探 索 と 呼 ぶ こ と に

す る 。

定 常 的 構 え は 対 比 的 関 係 の あ る事 態 と は 不 整 合 で,

そ れ ゆ え 同 時 的 錯 覚 を ひ き お こす の で あ る が,こ の 不

整 合 性 が 探 索 を 必 要 と し,よ び お こす の で あ ろ う 。 す

な わ ち,事 態 に 出 会 っ た と き に 活 性 化 さ れ る定 常 的 構

え は,知 覚 を 準 備 す る と 同 時 に,必 要 と あ ら ば 探 索 を

進 め る こ と も潜 在 的 に 用 意 して い る も の と考 え られ る 。

構 え は そ れ 自身 が 探 索 を 準 備 し,そ れ 自身 が 探 索 に

よ っ て 分 化 され て ゆ く。 分 化 を 進 め た 構 え は,次 な る

探 索 を 準 備 し,さ ら に 分 化 さ れ る 。 い わ ば,構 え と 探

索 とが 螺 旋 状 の 円 環 を 描 き,構 え の 分 化 を 進 行 させ る

と考 え られ る 。 発 生 の プ ロ セ ス の 中 で,構 え は 動 的 に

自 ら変 化 して ゆ く の で あ る 。 そ れ に よ っ て 可 変 的 と な

る 知 覚 は,時 間 を 輪 切 り に し て 網 膜 像 が 投 射 され た 心

像 や,知 識 体 系 と し て の ス キ ー マ とい っ た 静 的 な モ デ

ル の 枠 を 超 え て と らえ ら れ な け れ ば な ら な い 。 こ の 意
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味 で,行 動 の 準 備 状 態 と さ れ る構 え は,さ ら に 現 実 発

生 の 中 で 行 動 を 進 行 さ せ る役 割 を 帯 び て い る と も い え

よ う 。

現 実 発 生 に み ら れ る発 達 的 な 差 異 は,構 え と探 索 の

な す 円 環 の 発 達 を 表 す の で あ ろ う 。 同 時 的 錯 覚 の 減 少

の 速 い 成 人 は,幼 児 よ り も適 切 な 探 索 が 十 分 で,構 え

の 分 化 を 進 め る の が 迅 速 な の で あ ろ う 。 そ れ は,定 常

的 構 え が よ く分 化 さ れ て お り,十 分 な 探 索 を 準 備 し て

い る か ら と い え よ う 。 しか し も ち ろ ん,十 分 な 探 索 と

い う の は 質 に お い て で あ り,成 人 の 探 索 は 量 的 に は む

し ろ 少 な い が ゆ え に,分 化 の 進 行 が 迅 速 で あ る と も 考

え られ る 。

日常 の 知 覚 で も,ス ポ ー ツ 技 能 の 習 得 の よ う な 場 面

で は,繰 り返 され る練 習 の 中 で 探 索 が 進 め られ る 。 そ

の 結 果 構 え の 分 化 が 進 む と,知 覚 は よ り 困 難 な 場 面 に

対 して 同化 的 と な る。 ス キ ー の 調 子 が 良 い 時 は,ス ロー

プ が 緩 く見 え た り,こ ぶ が 小 さ く感 じ ら れ る 場 合,あ

る い は 野 球 の 打 者 が 好 調 の 時 に 球 が 遅 く 見 え た りす る

場 合 が そ う で あ ろ う 。 こ れ も 平 均 化 現 象 の 一 変 形 と 見

な す こ とが で き よ う 。
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川 口(1984)は,構 え 錯 覚 を 生 じる 程 に 分 化 さ れ,

固 定 さ れ た 構 え が 準 備 す る知 覚 は,探 索 の 圧 縮 され た,

自動 的 な 性 質 を もつ と述 べ て い る。 分 化 さ れ た 構 え は,

そ れ に 適 合 す る 同 一 の 事 態 に お い て は 多 くの 探 索 を 要

しな い 。 繰 り返 さ れ る試 行 ご とに 構 え は 分 化 の 度 を 加

え る と 同 時 に,探 索 の 的 を 絞 っ て 省 略 を 進 め る で あ ろ

う 。 つ ま り,構 え と探 索 の な す 円 環 に お い て,探 索 に

よ っ て 分 化 を 増 す 構 え は,逆 に 探 索 を 圧 縮 し て ゆ くの

で あ る 。 そ して,こ の 様 に 分 化 さ れ た 構 え が,繰 り 返

しに よ っ て 活 性 化 の 度 合 を 高 め た の が 固 定 され た 構 え

と い う こ と にな る 。 そ れ が 活 性 化 さ れ る こ とに よ っ て,

圧 縮 さ れ,ス テ レ オ タ イ プ 化 さ れ た 僅 か な 探 索 だ け で

知 覚 が 完 結 さ れ て し ま う と錯 覚 が 生 じ る こ と に な る 。

2っ の 次 元 の 結 合

大 き さ 一重 さ 錯 覚 の 事 態 で継 時 的 対 比 が 生 じ る に は,

2つ の 次 元 を 結 合 させ て 構 え が 分 化 さ れ な け れ ば な ら

な い 。 大 小 の 刺 激 を 持 ち 上 げ る 事 態 で は,大 き さ と 重

さ の2つ の 次 元 と,そ の 相 互 関 係 の 上 で 同化 的 関 係 と

対 比 的 関 係 と を 考 え な くて は な らな い の で あ る 。
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幼 児 で も 大 き さ 一 重 さ 錯 覚 が 生 じ る の は,定 常 的 構

え が2つ の 次 元 を 結 合 さ せ て 分 化 さ れ,固 定 さ れ て,

同 化 的 知 覚 を 準 備 し て い る こ と を 示 し て い る 。 し か し

対 比 的 関 係 を 含 む 事 態 に お い て,知 覚 を 対 比 的 か ら 同

化 的 へ と 移 行 さ せ る 様 に 構 え を 分 化 さ せ る 上 で,2つ

の 次 元 を 結 合 さ せ る の は 容 易 で は な か ろ う 。 幼 児 に お

い て,平 均 化 現 象 が 明 ら か で な い,つ ま り 恒 常 法 に よ

る 予 備 的 計 測 と,繰 り返 し 提 示 に よ る 対 照 実 験 の 結 果

が さ し て 違 わ な い こ とか ら も,分 化 の 進 行 が 困 難 で あ

る こ と が 窺 わ れ る 。

3a厠oPo鵬u(1960)ら に よ っ て,固 定 構 え 法 の 類

似 し た 適 用 が 試 み ら れ て い る 。 彼 ら は,グ ル ジ ア 学 派

の 構 え 理 論 を 検 証 す る 一 連 の 研 究 の 中 で,幼 児 を 対 象

に 「対 象 的 構 え 」 と 称 す る 構 え を 固 定 す る 実 験 を,以

下 の 様 に 行 っ た 。 構 え 固 定 場 面 で は,赤 くて 重 い 箱 と

緑 で 軽 い 箱 を 繰 り 返 し持 ち 上 げ る こ と に よ り,構 え が

固 定 さ れ る 。 検 証 場 面 で は,同 じ 重 さ の 赤 い 箱 と 緑 の

箱 が 持 ち 上 げ ら れ,赤 一 緑 の 色 に よ っ て 重 さ が 異 な っ

て 知 覚 さ れ る 構 え 錯 覚 が,同 化 と 対 比 の 形 で 生 じ る 。

実 は 断 片 的 で は あ る が,筆 者 も3a皿oPo擢euら の 研
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究 に な ら い,幼 児 も 対 象 に 含 め て,色 に よ っ て 生 じ る

重 さ の 構 え 錯 覚 の 実 験 を 試 み,さ ら に,色 に よ っ て 生

じ る 大 き さ の 構 え 錯 覚 の 実 験 を 試 み た の で あ る 。 し か

し 実.r.に は,2章 で 紹 介 し た 様 に,色 の 属 性 の う ち で

も,明 る さ に よ っ て 生 じ る 大 き さ の 錯 覚 で 成 人 を 対 象

に し た 場 合 に お い て の み,測 定 が 成 功 し た に 過 ぎ な か

っ た 。3a皿opo皿euら の 測 定 法 や,結 果 の 処 理 に 関 し

て は,問 題 と さ れ る べ き 点 が 多 く,結 論 の 信 憑 性 に つ

い て も 疑 義 を は さ む こ と が で き る が,こ こ で そ れ に は

立 ち 入 ら な い 。

こ こ で 注 意 さ れ る べ き は,実 際 に 固 定 構 え 法 を 適 用

し て そ の 効 果 を 得 ら れ た の が,元 々 同 時 的 錯 覚 と し て

の 明 る さ 一 大 き さ 錯 覚 が 生 じ る 事 態 で あ っ た こ と で あ

る 。 す な わ ち,明 る さ と 大 き さ の 次 元 は,同 時 的 錯 覚

を 生 じ る ほ ど,定 常 的 構 え に そ の 相 互 関 係 が 分 化 さ れ

て お り,さ ら に 分 化 を 進 め る 上 で も2つ の 次 元 が 強 く

結 合 さ れ う る の で あ る 。 そ こ で,同 時 的 錯 覚 が 生 じ る

と い う 要 因 と,固 定 さ れ た 構 え に よ る 継 時 的 対 比 が 生

じ る と い う 要 因 と の 間 に,何 が し か の 関 連 を 求 め て も

間 違 い で は な か ろ う と 思 わ れ る 。 し か し,McCollough
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効 果 の 場 合 な ど は ど う考 え る べ き か,問 題 と して 残 る

も の で も あ る 。

4・2検 証 場 面 に お け る 構 え

固 定 さ れ た 構 え と 継 時 的 対 比

事 態 との 出 会 い を 繰 り返 す こ とで,定 常 的 構 え は 現

前 の 事 態 に お け る2対 象 の 関 係 を 同 化 的 関 係 とす る 方

向 に 分 化 を 進 め る 。 そ の 結 果,例 え ば,直 径 に 一 定 の

差 が あ る2円 の 大 き さ を 等 し く知 覚 し,そ れ 以 上 の 差

の あ る 場 合 も 同 時 的 対 比 が 目 減 り し,そ して 差 が 一 定

以 下 の 場 合 は,む し ろ 実 際 の 差 と は 逆 転 し た 対 比 的 知

覚 を 生 じ る こ と に な る 。 平 均 化 現 象 は,差 の 多 い2対

象 の 同 時 的 対 比 が 減 少 して ゆ く場 合 で あ る 。

こ の 様 に 分 化 さ れ た 構 え は 繰 り返 し に 伴 って 固 定 さ

れ る 。 そ れ が2円 の 大 き さ が 等 し い,つ ま り,差 が 一

定 以 下 とな る検 証 場 面 で 活 性 化 さ れ る こ と に よ って 生

じ る 構 え 錯 覚 は,従 って 継 時 的 対 比 の 形 に な る の で あ

る 。 す な わ ち,固 定 さ れ た 構 え に と って は,元 は 対 比
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的 関 係 で あ っ た 対 象 が 同 化 的 関 係 と な り,元 の 同 化 的

関 係 は 反 対 の 対 比 的 関 係 と な る 。 こ う し て 大 き さ の 等

し い2円 が 対 比 的 に 知 覚 さ れ る こ と に な る の が 構 え 錯

覚 で あ る 。(図22、)。

構 え 錯 覚 が 対 比 の 形 で 生 ず る 機 制 に つ い て は,未 だ

具 体 的 に 解 明 さ れ て い な い 。 仮 説 と し て は,前 出(

p.143)のBzhalava(1963)の,同 時 的 対 比 の 関 係 に 対

し て,継 時 的 に 対 比 的 な 関 係 で 現 わ れ る と い う も の,

ま た,川 口(1984)の,継 時 的 な 構 え 錯 覚 の 量 は,同

時 的 対 比 の 錯 覚 量 と 相 関 す る と い う も の が あ っ た 。

そ れ ら に 対 し て,こ こ で は 一 歩 踏 み 出 し た 仮 説 を も

ち だ す こ と が で き る 。Bzhalavaや 川 口 の 考 え で は,同

時 的 対 比 が 生 じ る こ とが 継 時 的 対 比 を ひ き お こ す 要 件

に な る が,こ こ で は む し ろ,同 時 的 対 比 を 打 ち 消 す 作

用 が 継 時 的 対 比 を も た ら す と 考 え ら れ る 。 も ち ろ ん,

定 常 的 構 え に よ っ て,一 旦 同 時 的 対 比 が 生 じ る こ と は

前 提 と な る 。 そ れ を,現 実 発 生 の 次 の 段 階 で 打 ち 消 す

の が 構 え の 分 化 で あ り,こ れ が 検 証 場 面 の 知 覚 を 対 比

的 に 変 化 さ せ る 本 質 で あ る 。 分 化 さ れ た 構 え が,探 索

に よ る 同 時 的 対 比 を 打 ち 消 す 作 用 を 圧 縮 さ せ て 固 定 さ
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図22試 行の繰 り返 しの中で進行する,知 覚の対比か ら同化への変化 と継時的

対比の模式図 繰 り返 しの事態 においても,構 えの分化,同 時的対比の増減は

図21(p.168)に 示 した と基本的に同様の現実発生過程 を辿る。

試行が繰 り返 され るにつれて,構 えは分化 と同時 に固定の度合 を進め,探 索 は

提示の最初か ら省略 される。従 って,一 時的な対比の増減の幅は少な くなってゆ

く。

構 えが固定 され ることによ り,継 時的 な構 え錯覚が生 じる。それは,構 え固定

場面で対比的知覚が同化的 に変化 した量(x)に 見合 った量(y)で,し か し逆

方向の対比の形で現れる。構え錯 覚においても,一 時的 な対比の増大 と,そ れ に

続 く対比的か ら同化的への知覚の変化が生 じる。 ここで も構 えの分化 に際す る探

索 の作用は大きい。す なわち,現 実発生か らみ ると,継 時的錯覚 も同時的錯覚 も

同 じ過程をたど り,そ れは構えの分化 と固定 に規定 される といえる。
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れ た 結 果,同 時 的 対 比 を 打 ち 消 す 作 用 が ス テ レ オ タ イ

プ 的 に 機 能 す る も の と 考 え ら れ る 。

例 え ば,構 え 固 定 場 面 で2円 の 直 径 が 左 〉 右 の 場

合,先 ず 同 時 的 対 比 に よ っ て 左 〉 〉 右 の 形 で,大 き

さ の 差 が 強 調 さ れ る 。 次 に 構 え の 分 化 が 探 索 を と も な

っ て 同 時 的 対 比 を 打 ち 消 す わ け で あ る が,こ れ は 左 を

よ り 小 さ く,右 を よ り 大 き く す る 作 用 で あ る 。 こ の 様

に 分 化 さ れ た 構 え が 固 定 さ れ る と,こ の 作 用 が ス テ レ

オ タ イ プ 化 さ れ る 。 い わ ば,本 来 の 探 索 を せ ず に,左

を よ り 小 さ く,右 を よ り 大 き くす る 作 用 が 固 定 さ れ る

と い っ て も よ か ろ う 。 こ の 固 定 さ れ た 構 え が 検 証 場 面

で 活 性 化 す る た 際,ス テ レ オ タ イ プ 化 さ れ た,左 を よ

り 小 さ く,右 を よ り大 き くす る 作 用 が,継 時 的 対 比 と

し て 左 く 右 の 錯 覚 を も た ら す こ と に な る 。

前 出 の 例 の 様 に,ス キ ー 場 の ス ロ ー プ が 簡 単 に 見 え

る 時,あ る い は ボ ー ル が 遅 く 見 え る 場 合,滑 り や ス ウ

ィ ン グ は 加 速 さ れ る 。 こ の 時,減 速 し な い と で き な い

よ う な 探 索 は 省 略 さ れ て い る の で あ る 。 そ し て,こ ぶ

の な い 緩 斜 面 に く る と,制 動 を か け て 減 速 す る よ り,

む し ろ 知 ら ぬ 間 に ス ケ ー テ ィ ン グ で 加 速 す る 。 速 球 の
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後 の チ ェ ン ジ ア ッ プ で は 早 く振 りす ぎ る 。 こ れ らは 固

定 さ れ た 構 え に よ る継 時 的 対 比 の 現 れ と い え る で あ ろ

う 。

定 常 的 構 え が,不 整 合 な 事 態 で 活 性 化 さ れ る こ と に

よ り,同 時 的 錯 覚 が 瞬 間 に 極 大 ま で 増 加 し た の と 同 一

の メ カ ニ ズ ム を,こ こ に も想 定 す る こ と が で き る 。 検

証 場 面 の 最 初 で は,短 縮 さ れ た 僅 か な 探 索 が 働 くこ と

に よ っ て,固 定 さ れ た 構 え は 新 た な 事 態 に対 す る 分 化

を 僅 か に 進 め る 。 しか し こ の 分 化 は,継 時 的 対 比 を 減

らす よ り は む しろ 増 や す こ と に な る 。 す な わ ち,事 態

が 更 新 さ れ た 際,固 定 さ れ た 構 え は 新 し い事 態 に は 相

対 的 に 未 分 化 と な る 。 こ の 事 態 の 非 類 似 性,不 連 続 性

を 乗 り 越 え て,い わ ば 般 化 し て 活 性 化 さ れ た 構 え は,

分 化 さ れ る こ と で 対 比 的 知 覚 を 強 め る で あ ろ う 。 実 際

に,検 証 場 面 の 第1試 行 よ り も第2,3試 行 で の 方 が

構 え 錯 覚 の 多 い 場 合 が し ば し ば 見 受 け られ る 。

発 達 と と も に,固 定 され た 構 え に よ る 継 時 的 対 比 の

効 果 は そ の 極 大 の 量 を 増 や す 。 こ れ も や は り,発 達 に

連 れ て,現 実 発 生 過 程 で 構 え を 分 化 し探 索 を 圧 縮 す る

作 用 が 加 速,促 進 され る結 果 で あ る 。 そ れ は 平 均 化 現
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象 の 場 合 と 同 様 に,構 え の 固 定 よ り も 構 え の 分 化 が 一

義 的 な 位 置 に あ る こ と を 意 味 す る 。 そ し て そ れ は,同

時 的 錯 覚 や 弁 別 を 準 備 す る 定 常 的 構 え の 分 化 に 内 包 さ

れ て い る と 考 え ら れ る 。

piaget(1963)は,知 覚 活 動 の 内 で も,同 時 的 錯 覚 を

極 大 か ら 減 少 さ せ る も の を 能 動 的 探 索,継 時 的 な

「Uznadze効 果 」 を 引 き 起 こ す も の を 予 測 的 活 動,と

い う ふ う に,質 的 に 異 な る も の と し て 扱 っ て い る が,

こ の 区 別 の 意 義 は 相 当 失 わ れ る こ と に な る 。

構 え の 活 性 化 と 転 換

検 証 場 面 の 事 態 に お い て,固 定 さ れ た 構 え と 定 常 的

構 え と が,と も に 活 性 化 さ れ る 機 会 を も ち,た が い に

拮 抗 し あ う 様 相 が,本 研 究 の 諸 実 験 の 結 果 に 現 わ れ て

き た 。 よ り強 く 固 定 さ れ,活 性 化 の 度 合 の 高 い 構 え 程,

よ り 不 整 合 な 事 態 で も 活 性 化 さ れ,般 化 や 拡 延 も広 く

生 じ る と 考 え られ る 。 し か し 実 際 に は,固 定 さ れ た 構

え よ り も 定 常 的 構 え の 方 が,圧 倒 的 に 活 性 化 の 度 合 が

高 く,特 に 構 え 固 定 場 面 と 検 証 場 面 と で 事 態 が 類 似,

連 続 し な い 場 合 に は,固 定 さ れ た 構 え が 活 性 化 さ れ ず
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に,定 常 的 構 え に よ る 同 時 的 錯 覚 が 優 位 に 生 じ る 場 合

が 多 か っ た 。 継 時 的 対 比 の 減 少 に 現 わ れ る,構 え の 転

換 過 程 に お い て も,こ う した 事 情 が 影 響 して くる こ と

に な る 。

本 質 的 に,固 定 さ れ た 構 え に よ る継 時 的 対 比 と,定

常 的 構 え に よ る 同 時 的 対 比 と は 同 じ と考 え て よ い 。 い

ず れ も,同 化 的 知 覚 を 準 備 し て 固 定 さ れ た 構 え が 活 性

化 して き た もの の,対 比 的 関 係 の あ る 事 態 を 包 み 込 む

こ とが で き な い た め に 生 じ た 錯 覚 で あ る 。 い ず れ も 事

態 を 包 み 込 み,同 化 的 に 知 覚 す る 構 え に 分 化 さ れ 直 さ

れ な け れ ば な ら な い 。 検 証 場 面 で 構 え が 転 換 す る過 程

で も,構 え 固 定 場 面 と 同 様 に,構 え と探 索 の 円 環 が も

た らす 作 用 が 働 き,構 え は 新 た に分 化 さ れ,固 定 さ れ

る と考 え られ る 。 固 定 さ れ た 構 え に よ る 継 時 的 対 比 が

打 ち 消 さ れ る の は,同 時 的 対 比 が 打 ち 消 さ れ る の と 同

じ く,対 比 的 関 係 を な す 次 元 に 加 え て,他 の 属 性 を と

らえ,そ して た が い に 関 連 づ け て 探 索 が な され る結 果

で あ ろ う 。

固 定 の 過 程 で は,定 常 的 構 え が 潜 在 的 に 準 備 して い

た 探 索 を 実 行 しな が ら,そ れ を圧 縮 して き た の で あ る
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が,む し ろ こ の 圧 縮 は,探 索 が 再 び 潜 在 化 され た と し

て と ら え る こ とが で き る 。 そ して,固 定 され た 構 え と

は 不 整 合 な 検 証 場 面 で,そ れ が 顕 在 化 し て く る の で あ

る 。探 索 は,再 び 詳 細 で 統 合 的 な も の とな り,そ して,

構 え の 分 化 と共 に や が て ま た 圧 縮,潜 在 化 さ れ る 道 を

辿 る こ と.にな る は ず で あ る 。 しか しそ し て そ の 結 果,

新 た な 構 え が 事 態 に適 合 した 形 で分 化 され,固 定 さ れ,

同 化 的 知 覚 が も た ら され る か とい う と,実 は 必 ず し も

そ う で な い 。

定 常 的 構 え は,圧 倒 的 に 強 く固 定 さ れ て お り,事 態

が 検 証 場 面 に変 化 す る と と も に,固 定 さ れ た 構 え と 拮

抗 し な が ら も,そ れ は 強 く活 性 化 さ れ る 。 つ ま り,定

常 的 構 え の 固 定 が 強 い の で,固 定 され た 構 え か ら転 換

した 分 化 さ れ た 構 え の 位 置 を,こ れ が 占 め て し ま う の

で あ る 。 同 化 的 関 係 の 対 象 に 対 す る場 合,定 常 的 構 え

は,潜 在 化 さ れ た 探 索 と錯 覚 の な い 知 覚 を 準 備 して い

る 。 等 し い2円 を 提 示 した 場 合 は,何 回 か の 繰 り返 し

で 構 え 錯 覚 は 完 全 に 消 滅 す る 。

一 方
,検 証 場 面 の 刺 激 条 件 を 変 化 さ せ た 本 研 究 の 諸

実 験 の 様 に,検 証 場 面 で 対 象 に 対 比 的 関 係 が あ る 場 合
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で も,い わ ば 般 化 し て 定 常 的 構 え が 活 性 化 し て き た 。

しか し 定 常 的 構 え は,こ の 対 比 的 関 係 の あ る 事 態 を 包

み 込 め る も の で は な く,同 時 的 対 比 の 錯 覚 を 生 じ る 。

実 際,固 定 さ れ た 構 え の 継 時 的 な 効 果 が な く な っ た と

き,残 る の は 大 き さ 一 重 さ 錯 覚 で あ っ た り,明 る さ 一

大 き さ 錯 覚 と い っ た 同 時 的 錯 覚 で あ る 。 そ し て こ の 定

常 的 構 え が,対 比 的 関 係 の あ る 事 態 に,さ ら に 繰 り 返

し 出 会 う こ と に よ り 生 じ る の が,平 均 化 現 象 で あ る 。

こ の と き 始 め て 検 証 場 面 の 事 態 を 包 み 込 め る 構 え が 分

化 さ れ た こ と に な る 。

幼 児 に お い て は,当 初 の 構 え 錯 覚 の 量 は 少 な い も の

の,そ の 減 少 は 緩 や か に 進 む 。 幼 児 の 場 合 は 先 ず,構

え 固 定 場 面 で 固 定 さ れ た 構 え が,成 人 よ り 未 分 化 で 活

性 化 の 度 合 も 低 い 。 検 証 場 面 の 事 態 に 出 会 っ て,適 切

な 探 索 を 顕 在 化 さ せ る 上 で も,こ の 構 え の 分 化 は 十 分

で は な か ろ う 。 従 っ て,検 証 場 面 で 提 示 を 繰 り 返 し て

も,幼 児 は 構 え の 分 化 を 進 ま せ に く い 。 さ ら に,固 定

さ れ た 構 え に 拮 抗 す べ き 定 常 的 構 え も,成 人 よ り 未 分

化 で 活 性 化 も 低 い 。 検 証 場 面 が 進 行 し て も,固 定 さ れ

た 構 え に と っ て 代 わ る の が 遅 く な る 。 こ う し た 結 果,

185



固 定 さ れ た 構 え の 活 性 化 が 低 く て も,構 え の 転 換 が 成

人 よ り も 遅 ら さ れ る も の と考 え ら れ る 。

piaget(1963)は,錯 覚 の 減 少 が 遅 い の は 幼 児 の 固 執

を 示 し,発 達 の 経 過 に つ れ て,2円 が 等 大 で あ る こ と

の 積 極 的 な 予 測 が,そ れ に つ け 加 わ る か,と っ て 代 わ

る か す る,と 述 べ て い る 。 し か し,ア ド ・ホ ッ ク に 概

念 を も ち だ す 必 要 は な い 。 幼 児 に 固 執 が み ら れ た と す

る と,そ れ は 構 え の 分 化 が 緩 慢 な 結 果 で あ り,構 え を

転 換 さ せ に く く す る 原 因 な の で は な い 。

4・3残 さ れ た 問 題 と 展 望

こ こ ま で 進 め て き た 議 論 に お い て,さ ら に 実 証 さ れ

る 必 要 の あ る 問 題 を い く つ か 指 摘 す る こ と が で き る 。

先 ず,狭 義 の 現 実 発 生 に お け る 同 時 的 錯 覚 の 消 長 に つ

い て は,Piaget(1963)が 紹 介 し て い る 垂 直 一 水 平 錯 覚

の 例 を も と に 論 じ て き た が,他 の 錯 覚 に つ い て も,錯

覚 の 増 減 が ど れ ほ ど 共 通 し て い る か は 確 か め られ て い

な い 。 ま た,方 法 的 に も,瞬 間 提 示 の 時 間 を 操 作 す る
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こ と だ け で,現 実 発 生 の 過 程 を ど れ 程 と らえ ら れ る も

の か は 確 定 で き な い 。 提 示 時 間 を 延 ば し て い く こ と に

よ っ て,増 減 す る 錯 覚 の 印 象 が 混 合 さ れ,例 え ば,現

実 発 生 の 後 期 に 減 少 し た 錯 覚 が 多 め に 報 告 さ れ る 可 能

性 も あ る 。

ラ イ プ チ ッ ヒ 学 派 の 現 実 発 生 に 関 わ る 諸 研 究 や,

piaget(1963)ら の 古 典 的 な 諸 研 究 で は,瞬 間 提 示 の

実 験 の 場 合 で も,今 日 で は 一 般 的 で あ る 逆 行 性 マ ス キ

ン グ を 施 す こ と も な く,残 像 の コ ン ト ロ ー ル は な さ れ

て い な か っ た 。 刺 激 が 消 え て か ら の 過 程 が,現 実 発 生

の 初 期 の 過 程 と さ れ る も の に 紛 れ 込 ん で く る こ と に な

る 。piagetの デ ー タ で も,40msの 提 示 で 水 平 一 垂 直

錯 覚 が 生 じ て い る が,マ ス キ ン グ を か け た な ら 刺 激 の

存 在 も 知 覚 さ れ な い 事 態 で あ る 。 刺 激 を50ms提 示 し

た 後100msま で に マ ス キ ン グ を か け る と 錯 覚 が 生 じ

な い 効 果 が あ る と い う,前 出 し たReynolds(1978)の

知 見 も あ る 。 現 実 発 生 の 初 期 に 錯 覚 量 が 漸 増 す る 曲 線

に も や は り,構 え が 活 性 化 さ れ て 知 覚 が 成 立 す る ま で

の 過 程 と,錯 覚 が 生 じ て か ら の 過 程 と が,な い ま ぜ に

な っ て い る 可 能 性 が あ る 。
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時 間 誤 差 や 運 動 知 覚 の 様 に,狭 義 の 現 実 発 生 の 時 間

軸 上 で は で は と らえ られ な い 現 象 も 多 く,現 実 発 生 の

研 究 は,方 法 的 に も概 念 的 に も困 難 に 満 ち て い る 。 本

研 究 で は 提 示 時 間 の 操 作 と い う手 続 き は と らな か っ た

が,そ れ は 障 害 が 余 り に も大 き い か ら で もあ る 。 理 念

的 に は 意 義 が あ っ て も,現 実 発 生 を 横 断 的 に,つ ま り

時 間 軸 を 輪 切 り に して と らえ る等 は,所 詮 無 理 な こ と

で あ ろ う 。

そ れ に 引 き 替 え,固 定 構 え 法 の 手 続 き は 単 純 で,現

実 発 生 に お け る 構 え の 分 化 と 固 定 を,間 接 的 に で は あ

るが,継 時 的 対 比 の 効 果 の 量 か ら読 み 取 っ て ゆ く こ と

が で き る と い え る 。 しか も 同 時 的 錯 覚 に 発 達 的 差 異 が

現 れ な くて も,継 時 的 対 比 に は 顕 著 に 読 み 取 る こ とが

で き た 。 こ こ に 固 定 構 え 法 の 意 義 を 強 調 す る こ と が で

き よ う 。 そ の た め に は,狭 義 の 現 実 発 生 の 過 程 と継 時

的 対 比 と が 連 続 し て い る も の と し,現 実 発 生 の 概 念 を

拡 大 す る必 要 が あ る が,そ の よ う な 議 論 は 未 だ 行 わ れ

た 試 し が な く,そ の た め に も 現 実 発 生 の 再 検 討 を 積 み

重 ね,そ の 概 念 の 整 理 を 進 め て ゆか な くて は な らな い 。

しか し,Gibson(1933)以 来 の 順 応 と 残 効 に 関 す る 諸
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研 究 の 結 果 も,現 実 発 生 と継 時 的 対 比 の 連 続 性 を 裏 づ

け て お り,現 実 発 生 の 概 念 を 拡 大 し て も 誤 っ て は い な

い と 確 信 さ れ る と こ ろ で あ る 。

成 人 と 比 較 し て,幼 児 は 同 時 的 錯 覚 も 継 時 的 対 比 も

生 じ に く く,減 少 し に く い 事 は 指 摘 さ れ た が,個 体 発

生 に お い て,そ れ が ど う い う 変 化 を す る の か を 論 じ る

に は,生 涯 発 達 を 視 野 に い れ た さ ら に 多 く の 年 齢 層 を

対 象 に デ ー タ を 得 る必 要 が あ る 。 ま た 成 人 に お い て も,

Muller-Lyer錯 覚 の 事 態 で は 継 時 的 対 比 は 顕 著 で は な か

っ た 。 幾 何 学 的 錯 覚 に 特 有 の 要 因 が あ る の か ど う か も

究 明 す る 必 要 が あ る 。

構 え の 分 化 と 統 合 の メ カ ニ ズ ム,そ し て 分 節 化 さ れ

た 知 覚 の 発 達 に つ い て は,Uznadze(1966)も 川 口(

1984)も 具 体 的 な 解 明 に ま で 至 っ て い な い が,本 研 究

も よ う や く そ の 入 口 に 立 っ た ば か り と い え よ う 。 し か

し,探 索 を 潜 在 化 さ せ て 同 時 的 錯 覚 を ひ き お こ す,定

常 的 構 え が 分 化 と 統 合 の 鍵 を 握 っ て い る こ と は 指 摘 す

る こ と が で き た 。 そ の た め に も先 ず,広 範 な 諸 現 象 の

中 で 同 時 的 錯 覚 と 継 時 的 錯 覚 と の 関 連 を 整 理 す る 必 要
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が あ る 。 そ し て,広 義 の 現 実 発 生 に お け る 知 覚 の 可 変

性 を 包 括 的 に と ら え,定 常 的 構 え の 分 化 と 統 合 を 普 遍

的 に 説 明 し な く て は な ら な い 。 ま た,そ の 過 程 に お け

る 探 索 と そ の 潜 在 化 を 実 証 し て ゆ く必 要 も あ る 。

発 生 と 可 変 性 を 論 じ る 上 で の 重 要 な 課 題 と し て,人

格,個 人 差 や 異 常 の 問 題 が あ げ ら れ る 。 例 え ば,分 裂

病 者 で は,空 間 が 小 さ く 見 え る 事 例 が あ る が,

Nakatanietal.(1992)の 実 験 で は,分 裂 病 者 が,四 角

型 の 輪 郭 を 追 視 し た 後 に,想 起 した 図 形 を 追 視 す る と,

図 形 が 小 さ く な る 傾 向 が 認 め ら れ て い る 。 丹 野(1986

は,様 々 な 弁 別 課 題 で 分 裂 病 者 に 多 く み ら れ る 等 疑 反

応 は,知 覚 の 問 題 で あ る よ り も 判 断 の 問 題 で あ る と し

て い る 。 ま た 図 形 残 効 は,精 神 薄 弱 者 で は お こ り に く

く,ま た 消 え に く い と さ れ て い る(Spitz&Blackman,

1959)。 こ う し た 問 題 に お い て,本 研 究 で の 様 に,構

え の 分 化 を 現 実 発 生 の 軸 上 で 論 じ て ゆ く こ と は 有 効 で

あ ろ う と 考 え ら れ る 。

人 格,個 人 差 等 に 関 し て は,Uznadze(1966)も 構 え

の 分 化 と 固 定 の 問 題 と し て 論 じ て お り,グ ル ジ ア 学 派
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で は 多 く の 研 究 が 積 み 重 ね ら れ て き た 。 固 定 構 え 法 に

お け る 構 え 錯 覚 の,生 起 と 消 去 に 関 す る 様 々 な 指 標 か

ら,人 格 の 差 異 心 理 学 的 な 考 察 が 行 わ れ て い る 。 し か

し一 方,「 構 え の 全 人 格 性 」 を め ぐ っ て は 賛 否 の 議 論

が 分 か れ て き た と こ ろ で も あ る 。

一 般 に は ,分 裂 病 や 自 閉 症 も認 知 障 害 と す る 立 場 に

立 つ 研 究 が 多 く な っ て い る が,こ う し た 議 論 に 構 え 心

理 学 の 立 場 か ら 加 わ る 必 要 も あ ろ う 。 こ と に,知 覚 の

分 節 化 の 問 題 と し て と ら え る と,構 え の 分 化 と 統 合 か

ら,発 達 の 場 合 と 同 様 に 接 近 で き る も の と 思 わ れ る 。

そ こ か ら 再 び,「 全 人 格 性 」 の 問 題 を 論 じ 直 す こ と も

可 能 と な ろ う 。

本 研 究 で は,固 定 さ れ た 構 え の 効 果 と し て 継 時 的 対

比 だ け を 問 題 に し た が,Uznadze(1966)は 継 時 的 同 化

も と り あ げ て い る 。 ま た,構 え 錯 覚 は 量 的 で あ る と は

限 ら ず,質 的 な も の も あ る 。 質 的 な 場 合 は 専 ら継 時 的

同 化 が 生 じ る 。 本 研 究 で と り あ げ た,同 化 的 知 覚,対

比 的 知 覚 の 概 念 も,質 的 な も の も 含 め た 知 覚 一 般 に 敷

延 し て,そ の 普 遍 性 が 検 討 さ れ な く て は な ら な い 。 さ

ら に,構 え は 知 覚 だ け を 準 備 す る の で は な く,行 動 一
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般 を 準 備 し,そ し て 進 行 さ せ る 。 こ と に,知 覚,探 索

過 程 に お い て,身 体 運 動 に 見 られ る 役 割 な ど は,構 え

の 分 化 と 大 き な 関 わ り を 持 つ こ と と 考 え ら れ る 。

主 体 が 生 き て,そ し て 行 動 を す る そ の 中 で,知 覚 の

内 容 は 変 化 す る 。 そ れ は 行 動 を 準 備 す る 構 え が,主 体

の 要 求 と 事 態 と の 関 係 の 変 化 の 中 で,活 性 化 さ れ,分

化 さ れ,固 定 さ れ,転 換 さ れ る こ と に 由 来 す る 。 こ の

よ う な 観 点 に 立 つ こ と に よ っ て,知 覚 そ し て 行 動 を,

系 統 発 生 的,個 体 発 生 的,現 実 発 生 的 に,一 貫 し て 論

じ て ゆ く道 が ひ ら け て ゆ く も の と 考 え ら れ る 。
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要 約

キ ー ワ ー ド

現 実 発 生 ・個 体 発 生 同 時 的 錯 覚 と継 時 的 錯 覚

固 定 構 え 法 構 え の 分 化 ・固 定 ・活 性 化

同 化 的 知 覚 と 対 比 的 知 覚

錯 覚 の 現 実 発 生 と 構 え

発 生 す る 行 動 は 変 化 す る 。 知 覚 も 発 生 す る が 故 に 可

変 的 で あ る 。 本 研 究 で は,こ の よ う な 観 点 か ら 知 覚 の

可 変 性 と発 達 を 検 討 し た 。

系 統 発 生 的,個 体 発 生 的 に 錯 覚 は 変 化 す る し,現 実

発 生(Actualgenese;microgenesis)に 沿 っ て も 変 化 す る 。

そ れ に も 関 わ ら ず,錯 覚 量 の 測 定 事 態 で の 現 実 発 生 的

変 化 が 考 慮 さ れ る こ と は 極 め て 少 な か っ た 。

Piaget(1963)に よ る と,逆T字 型 水 平 一 垂 直 錯 覚

の 錯 覚 量 は 幼 児 期 に 比 べ て 成 人 期 に は 減 少 す る 。 そ し

て こ れ は,個 体 発 生 的 変 化 と し て,場 の 効 果 に よ る 他

の 錯 覚 と 同 様 で あ る と さ れ た 。 と こ ろ が,同 時 に 示 さ

れ た 現 実 発 生 的 変 化 を み る と,現 実 発 生 の 初 期,提 示
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時 間 で100msの 時 点 で は 成 人 の 方 が 錯 覚 量 は 多 く,

以 降 成 人 の 場 合 は 急 速 に 錯 覚 が 減 衰 し,や が て 幼 児 よ

り少 な くな る 。 こ の 例 の よ う に,現 実 発 生 的 変 化 過 程

を 加 味 せ ず に,一 言 で 発 達 的 に 成 人 の 方 が 幼 児 よ り 少

な い,あ る い は 多 い と 論 じ る こ と に は 無 理 が あ る 。

現 実 発 生 の 初 期 は ミ リ秒 の 間 に 錯 覚 量 が 変 化 す る 。

ま た,提 示 時 間 や 回 数 を 増 や す こ と に よ っ て も 知 覚 が

変 化 す る こ と は,順 応 や 残 効,練 習 効 果 と い っ た 継 時

的 な 現 象 か ら も 知 ら れ て い る 。 こ れ ら も 広 い 意 味 で 現

実 発 生 的 な 変 化 と し て と ら え て お く必 要 が あ ろ う 。

Uznadze(1966)は 固 定 構 え 法 に よ っ て 生 じ る 継 時 的

な 錯 覚 を 扱 う こ と に よ っ て,構 え の 固 定,分 化,活 性

化 を 論 じ た 。 彼 に よ る と 知 覚 も 含 め て 行 動 は,主 体 の

要 求 と 事 態 と の 出 会 い に よ っ て 一 次 的 に 発 生 す る 構 え

が 準 備 し,決 定 す る 。 知 覚 の 現 実 発 生 と 可 変 性 は こ の

構 え の 発 生 過 程 に お け る 固 定,分 化,活 性 化 を 反 映 し

た も の と 言 う こ と が で き る 。 以 下,固 定 構 え 法 を 用 い

た い く つ か の 実 験 を 行 な い,成 人 に お け る 広 義 の 現 実

発 生 的 な 知 覚 の 可 変 性 を 検 討 し,ま た 幼 児 の 場 合 と 比

較 し,構 え 心 理 学 に 照 ら し た 考 察 を 行 な っ た 。
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2円 の 大 き さ 比 較 に 適 用 し た 固 定 構 え 法 の 実 験

構 え 研 究 に お い て は 伝 統 的 に,2円 の 大 き さ比 較 に

適 用 し た 固 定 構 え 法 が 最 も多 く用 い られ て き た 。 こ れ

は 先 ず,構 え 固 定 場 面 に お い て 例 え ば 左 側 小,右 側 大

と い う2円 を 繰 り 返 し提 示 し た 後 に,検 証 場 面 で 左 右

等 大 の2円 を 何 度 か 提 示 す る と い う手 続 き で あ る 。 固

定 さ れ た 構 え の 効 果 と して,錯 覚 が 継 時 的 対 比 の 形 で

生 じ る と,検 証2円 は左 側 大,右 側 小 に 知 覚 さ れ る 。

通 常 は,等 大2円 の 検 証 提 示 の 内 で 片 側 過 大 視 の 反

応 が 何 回 に 生 じ る か に よ って 固 定 さ れ た 構 え の 効 果 が

測 定 さ れ る 。 本 実 験 で は 検 証2円 の 左 円 を 僅 か ず つ 系

統 的 に 変 化 させ,対 照 実 験 と 反 応 数 を 比 較 す る こ と で

測 定 し た 。 そ の 結 果,構 え 固 定 の2円 が 左 く 右 の 場

合 は,検 証2円 の 左 円 が 右 円 よ り小 さ い 時 の 方 が 大 き

い 時 よ り対 比 の 効 果 が 大 き く,左 〉右 の 場 合 は そ の

逆 とな っ た 。 こ の 結 果 は,構 え 固 定 場 面 と検 証 場 面 と

の 間 で 事 態 に 類 似 性 ・連 続 性 が あ る ほ ど 固 定 さ れ た 構

え が 検 証 場 面 で 活 性 化 さ れ や す い た め で あ る と説 明 さ

れ た 。 こ う した 事 態 の 類 似 性 ・連 続 性 の 効 果 に つ い て
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は,他 の 例 で 川 口(1984)も 指摘 して い る 通 りで あ る 。

と こ ろ で,固 定 構 え 法 に よ る継 時 的 対 比 の 効 果 は,

現 象 的 に は 図 形 残 効 ・随 伴 性 残 効 や 順 応 水 準 研 究 の 係

留 効 果 と類 似 の も の で あ る 。 構 え 研 究 か ら は 図 形 残 効

研 究 批 判 が 続 け ら れ て き た が,上 の 実 験 結 果 も残 効 理

論 や 順 応 水 準 理 論 か ら は予 想 さ れ 得 な い もの で あ っ た 。

残 効 研 究,順 応 水 準 研 究 の 諸 結 果 も,構 え 理 論 に 照 ら

して 検 討 さ れ 直 す 必 要 が 指 摘 され た 。

大 き さ 一 重 さ 錯 覚 に 適 用 し た 固 定 構 え 法 の 実 験

等 し い 重 量 で あ っ て も,大 き さ が 異 な れ ば 小 さ い も

の の 方 が 大 き い も の よ り も重 く感 じ られ る の が 大 き さ

一重 さ 錯 覚 で あ る 。 こ れ に 固 定 構 え 法 を 適 用 した と こ

ろ,こ の 現 象 は 可 変 性 を 示 し て 継 時 的 な 対 比 効 果 が 生

じ た 。 す な わ ち,構 え 固 定 場 面 で 軽 い 大 刺 激 と重 い 小

刺 激 を 繰 り返 し持 ち 上 げ る と,検 証 場 面 で は 大 刺 激 の

重 さが 大 き さ 一 重 さ錯 覚 の 水 準 よ り も主 観 的 に 増 加 し,

重 い 大 刺 激 と軽 い 小 刺 激 を 持 ち 上 げ た 後 で は 逆 に 減 少

した 。 い わ ば(同 時 的)錯 覚 に(継 時 的)錯 覚 が 生 じ

た こ と に な る 。 ま た,検 証 場 面 で 大 刺 激 の 重 さ を 系 統
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的 に 変 化 さ せ た と こ ろ,2円 の 大 き さ 比 較 の 場 合 と 同

様 の,事 態 の 類 似 性 ・連 続 性 の 効 果 も み られ た 。

Uznadze(Usnadze,1931)は,大 き さ 一 重 さ 錯 覚 を 構 え

の 働 き に よ る 効 果 と 考 え,そ れ が 固 定 構 え 法 を 考 案 す

る 契 機 と な っ た 。 逆 に 固 定 構 え 法 を 適 用 して 大 き さ 一

重 さ 錯 覚 の 錯 覚 量 を 操 作 で き る と い う 本 実 験 の 結 果 は

Uznadzeの 考 え を 支 持 す る も の で あ っ た 。 本 研 究 で は,

大 き さ 一 重 さ 錯 覚 の よ う な 同 時 的 事 象 を ひ き お こ す 構

え を 「定 常 的 構 え 」 と名 づ け た 。 こ れ は 個 体 発 生 あ る

い は 系 統 発 生 上 で 歴 史 的 に 固 定 さ れ た も の で,本 質 的

に は 固 定 構 え 法 で 一 時 的 に 固 定 さ れ る 構 え と 同 一 平 面

上 の も の と 考 え た 。 そ し て,検 証 場 面 で は 事 態 の 類 似

性 ・連 続 性 の も と で,定 常 的 構 え と 一 時 的 に 固 定 さ れ

た 構 え と が 互 い に 拮 抗 し あ っ て,い ず れ か が よ り 強 く

活 性 化 さ れ る も の と 説 明 さ れ た 。

固 定 構 え 法 を 適 用 し た そ の 他 の 諸 実 験

重 さ 一 大 き さ 錯 覚 に も 大 き さ 一 重 さ 錯 覚 の 場 合 と 同

様 に 固 定 構 え 法 を 適 用 し て,対 比 効 果 が 部 分 的 に 得 ら

れ た 。 こ の 錯 覚 も,大 き さ 一 重 さ 錯 覚 を ひ き お こ す も
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の と 同 一 の 定 常 的 構 え に よ っ て 生 じる も の と結 論 づ け

られ た 。

明 る さ 一大 き さ 錯 覚 は,同 じ大 き さ で も 明 る い も の

の 方 が 暗 い も の よ り も視 覚 的 に 大 き く感 じ られ る 錯 覚

で あ る 。 こ れ に 大 き さ 一 重 さ 錯 覚 の 場 合 に 準 じ た 手 続

き で 固 定 構 え 法 を 適 用 した と こ ろ,大 き さ 一重 さ錯 覚

と相 似 の 結 果 が 得 られ た 。 定 常 的 構 え と 一 時 的 に 固 定

さ れ た 構 え との 拮 抗 し あ う 様 態 が こ こで も確 認 され た 。

さ ら にMuller-Lyer錯 覚,時 間 誤 差 の 事 態 に も 固 定

構 え 法 を 適 用 し,対 比 効 果 が 観 察 され た 。 知 覚 の 様 相

や 次 元 を 超 え て 共 通 な,定 常 的 構 え と一 時 的 に 固 定 さ

れ た 構 え との ダ イ ナ ミク ス が 明 か と な り,構 え 概 念 の

普 遍 的 な 有 効 性 が 示 さ れ た 。 そ し て,可 変 的 な 構 え の

作 用 と して 錯 覚 の 発 生 を た ど っ て ゆ く必 要 性 が 指 摘 さ

れ た 。

幼 児 の 大 き さ 一 重 さ 錯 覚 に 適 用 し た 固 定 構 え 法 の

実 験

大 き さ 一 重 さ錯 覚 に 適 用 し た 固 定 構 え 法 の 実 験 を,

成 人 と 同 じ手 続 き で 幼 児 を 対 象 に 行 な っ た 。 先 行 研 究
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で は,同 時 事 象 と し て の 大 き さ 一 重 さ 錯 覚 は 幼 児 の 方

が 少 な い と さ れ て い た が,成 人 と 同 程 度 の 錯 覚 量 が み

られ,先 行 研 究 の 測 定 法 等 に対 す る疑 問が 提 起 され た 。

一 方 ,固 定 さ れ た 構 え に よ る 継 時 的 な 対 比 効 果 は ほ と

ん ど生 じず,幼 児 が 構 え を 現 実 発 生 的 に 分 化 さ せ に く

い た め と考 え られ た 。

錯 覚 の 現 実 発 生 と 発 達 差 に お け る 構 え

以 上 の 実 験 場 面 に み られ た 知 覚 の 可 変 性 と,そ こ で

の 構 え の 働 き,そ して 発 達 的 差 異 は 以 下 の 様 に 解 釈 さ

れ た 。

大 き さ 一 重 さ 錯 覚 等 の 同 時 的 事 象 は 歴 史 的 に 固 定 さ

れ た 定 常 的 構 え の 働 き に よ っ て 生 じ る 。 定 常 的 構 え は

大 き さ に も重 さ に も差 異 の 無 い 一 定 の 対 象 の 関 係 の,

い わ ば 同 化 的 知 覚 を 準 備 して い る が 故 に,差 異 の あ る

場 合 は そ れ を 強 調 す る 働 き と して 対 比 的 錯 覚 を ひ き お

こ す の で あ る 。 し か し,こ の 対 比 的 錯 覚 は 現 実 発 生 的

に一 旦 極 大 に 達 し た 後,減 少 し,や が て 同化 的 知 覚 に

移 行 し て ゆ く。 そ れ は 平 均 化 現 象,練 習 効 果,順 応 と

よ ば れ る 継 時 的 事 象 に 現 わ れ,本 研 究 の 諸 実 験 で も そ
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れ は み られ た 。

同 化 的 知 覚 へ の 移 行 は,現 前 の 対 象 に 対 す る,探 索

を 伴 っ た,構 え の 分 化 に よ っ て も た ら さ れ る 。 構 え 固

定 場 面 の 反 復 提 示 に よ っ て,や が て 分 化 さ れ た 構 え が

探 索 を 潜 在 化 さ せ て 固 定 され る 。 検 証 場 面 で こ の 構 え

が 活 性 化 さ れ る と,差 異 の 無 い 事 態 で も 対 象 は 同 化 的

に 知 覚 され ず,対 比 効 果 が 生 じる 。 続 く検 証 場 面 の 反

復 提 示 に よ って,構 え は 再 び 現 前 の 対 象 に対 して 分 化

さ れ な くて は な ら な い 。 しか し,実 際 に は 歴 史 的 に 強

く固 定 され た 定 常 的 構 え が 活 性 化 さ れ,対 比 効 果 の 消

え た 後 は 通 常 の 大 き さ 一 重 さ 錯 覚 等 の 平 面 に 戻 る 。

幼 児 の 場 合 も成 人 に 劣 らな い 大 き さ 一重 さ 錯 覚 等 の

同 時 的 事 象 を 示 す が,現 実 発 生 的 に は 錯 覚 の 極 大 に 至

る ま で 時 間 を 要 す る の は,前 述Piaget(1963)の 逆T

字 型 水 平 一 垂 直 錯 覚 の 報 告 に も明 らか な 通 りで あ る 。

そ して,極 大 か ら の 減 少,す な わ ち 同 化 的 知 覚 へ の 移

行 も幼 児 の 方 が 遅 い 。 こ れ は 幼 児 の 方 が 構 え を 現 前 の

対 象 に 分 化 させ る の が 遅 い か らで あ る 。 先 行 研 究 に お

い て も,本 研 究 の 大 き さ 一 重 さ 錯 覚 の 場 合 にお いて も,

一 般 に 幼 児 の 方 が 固 定 構 え 法 の 対 比 効 果 が 現 わ れ に く
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く,ま た 消 失 しに く い こ とが,こ の 分 化 の 遅 さ を 示 し

て い る 。

構 え の 分 化 は 探 索 を 伴 うが,構 え が 固 定 さ れ る と 探

索 は 潜 在 化 さ れ る 。 固 定 さ れ た 構 え と し て の 定 常 的 構

え に 適 切 な 探 索 が 潜 在 化 さ れ,必 要 に 応 じて 顕 在 化 さ

れ る こ とが,成 人 に お け る 構 え の 分 化 を 加 速 す る も の

と考 え られ る 。

こ の よ う に,錯 覚 に み られ る発 達 差 は 現 実 発 生 の 進

行 す る 速 さ に こ そ 着 目 し な け れ ば な ら な い 。 そ して,

そ れ を 測 定 す る 方 法 と して 固 定 構 え 法 は 十 分 に 有 用 な

方 法 で あ る と い え る 。 そ こ で 観 察 さ れ る 知 覚 の 可 変 性

を 支 え る メ カ ニ ズ ム と して,構 え とそ の 分 化 の 概 念 は

知 覚 心 理 学,発 達 心 理 学 の み な らず,広 く心 理 学 研 究

一 般 に 有 効 で あ ろ う と考 え る
。
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お わ り に

本 稿 は 筆 者 が 大 阪 大 学 人 間 科 学 部 に 在 学 時 か ら 取 り

組 ん で き た,知 覚 と そ の 発 達 に お け る 構 え の 研 究 を ま

と め た も の で あ る 。 人 間 科 学 部 卒 業 論 文(中 谷,1979

,大 学 院 人 間 科 学 研 究 科 修 士 論 文(中 谷,1981)お よ

び,そ の 後 の 幾 つ か の 論 文(Nakatani,1984,1985,1987,

1988,1989;中 谷,1990)の 内 容 と,現 在 所 属 す る 近 畿 大

学 教 養 部 で 行 っ た 未 発 表 の 研 究 の 内 容 と を 含 ん で い る 。

大 阪 大 学 人 間 科 学 部 の 川 口 勇 名 誉 教 授,糸 魚 川 直 祐

教 授,南 徹 弘 助 教 授 の 先 生 方 か ら は,筆 者 の 大 阪 大 学

在 学 当 時 よ り,終 始 変 わ り な く御 指 導 と 励 ま し を 賜 り

ま し た 。 心 か ら 御 礼 申 し 上 げ ま す 。

ま た,グ ル ジ ア 共 和 国 ト ビ リ シ 大 学 のG.N.

Kechkhuashvili,G.Kiria両 先 生 を は じ め と す る 心 理 学 者 達

か ら 頂 い た,筆 者 の 研 究 に 対 す る 理 解 と 批 判,そ し て

励 ま し に 感 謝 を 述 べ た い と 存 じ ま す 。

実 験 の 実 施 に 当 た り,大 阪 大 学 人 間 科 学 部 の 大 森 正
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昭 教 授(当 時 医 療 技 術 短 期 大 学 部)か ら御 協 力 を 頂 戴

し ま し た 。 幼 児 を 対 象 と し た 実 験 で は,豊 中 市 ひ じ り

学 園 新 千 里 幼 稚 園,吹 田 市 岡 辻 学 園 山 手 幼 稚 園 の 御 協

力 を 仰 ぎ ま し た 。 ま た 先 輩 ・後 輩 の 諸 氏 か ら,実 験 に

際 し て 陰 に 日向 に 御 助 力 を 頂 き ま した 。 衷 心 よ り感 謝

申 し上 げ ま す 。

近 畿 大 学 に お い て,筆 者 の 研 究 に 供 せ られ る実 験 室

の 新 設 と機 器 備 品 の 調 達 に 際 して,御 尽 力 頂 い た 関 係

各 位 に,こ の 場 を 借 りて 感 謝 の 意 を 表 し ま す 。

本 稿 の 作 成 に 当 た り,大 阪 大 学 人 間 科 学 部 の 赤 井 誠

生,中 道 正 之,金 澤 忠 博,今 川 真 治 の 諸 兄,及 び 近 畿

大 学 附 属 図 書 館 の 各 位 に,文 献 の 検 索 ・収 集 等 の 労 を

煩 わ せ ま し た 。 ま た 統 計 処 理 に 際 して は,人 間 科 学 部

の 井 上 雅 勝 氏 の 御 協 力 を 頂 き ま した 。 こ こ に 御 礼 申 し

上 げ ま す 。

非 力 な 筆 者 が,曲 が りな り に も研 究 を 継 続 で き た の

は,近 畿 大 学 教 養 部 の 岸 本 陽 一 教 授 を は じめ,諸 先 生

方,友 人 諸 氏,そ して 家 族 の 支 え が あ っ た か らで す 。

有 難 う ご ざ い ま し た 。

千 の 位 に 上 る,数 え 切 れ な い 被 験 者 の 方 々 が い な け
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れ ば,こ の 研 究 は で き ま せ ん で ん で し た 。 皆 様 に,心

理 学 者 と し て 最 大 の 謝 意 を 表 し た い と 存 じ ま す 。

本 稿 が ま だ 甚 だ 不 備 で あ る の は,筆 者 が い た く思 う

と こ ろ で あ る 。 こ れ を も っ て,こ れ ま で の 研 究 の 集 大

成 な ど と,と て も う そ ぶ く こ と は で き な い 。 む し ろ,

筆 者 が 挑 ん で い る 峰 の 大 き さ に 改 め て 感 じ い っ て い る

次 第 で あ る 。 し か し,こ こ が 到 達 点 に は 違 い な く,助

け を 下 さ っ た 方 々 に お 詫 び こ そ 申 さ ね ば な ら な い 。

科 学 の 峰 に は 正 し い も の も 間 違 っ た も の も,踏 み 跡

が 入 り 乱 れ て い る 。 そ の 只 中 に あ り な が ら,精 進 を 怠

っ た が 故 に,筆 者 の 稼 い だ 高 さ は 余 り に 少 な い 。 し か

し,本 稿 を 綴 る こ と に よ っ て,こ こ ま で の ル ー トが と

ん で も な い 誤 り で は な く,こ こ か ら 幾 つ か 有 望 な ル ー

トを 見 渡 す こ と も で き る と い う 確 信 は 得 ら れ た 。

先 に 行 く ほ ど 未 踏 の 領 域 が 多 い 。 先 人 の 到 達 し た 高

み を 超 え る こ と は 筆 者 の 能 力 か ら し て 難 し い に せ よ,

時 に は 彼 ら の 踏 み 跡 を た ど り,時 に は 未 踏 の ル ー ト を

探 り,筆 者 な り に 科 学 の 高 み を 極 め,で き れ ば 有 力 な

ル ー ト を 整 備 し て 残 し た い 。 今,そ の 決 意 を 新 た に す
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る と こ ろ で あ る 。

筆 者 の 非 力 を 顧 み る こ と さ え し な け れ ば,こ の 研 究

は 継 続 す る 価 値 と魅 力 を 十 分 に 備 え て い る と思 わ れ る 。

し か し,一 人 で は 自 分 の 位 置 さ え 見 失 っ て し ま う 。 次

な る 地 点 を 目 指 す た め に も,衿 を 正 す べ き 批 判 や 助 言

が 切 望 さ れ る 次 第 で あ る 。
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