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CG 迷路 に お け る基本ル ー
ル の 推移

IL2 ｝

石 　井 徹 （島根大学法文学部）

The 　change 　of 　the 　basic　rules 　in　a　CG 　maze

Tooru 　ISHII （地 c雄 y　qプLatU＆ Literature．　S乃imane　Univers尠 ）

　　Garfinkel（1963）proposed 　implicitly　the　hypothesis　that　we 　keep　the 　basic　rules 　whenever 　the
rules 　 are 　legaL　 I　examined 　it　again 　with 　132　subjects 　in　an 　unfamiliar 　situation ，　the　 virtual 　maze ．
In　a　maze 　pre−set　in　PC，　subjects 　wandered 　five ヒimes．　 On 　the　4th　and 　5th　trial，　they　are 　caught 　in
a
“Fire．

”They　have　to　avoid 　the 丘re 　before　reaching 　the　safe 　exit，　 A 　virtual 　advisor ，　the
“Mate ，

”

comes 　up 　on 　occasion ．　 The 　Mate 　gives　them　advice 　but　it’s　up 　to 亡he　subjects 　whether 　or　not 　to
follow　it．　 Tbose 　79　sublects （17males 　and 　62　females）who 　failed　to　escape 　the　fire　on 　both　4thand
5th　trials　 were 　 assigned 　to　any 　of　3　 grQups ．　The 　 comparisons 　 of 　the 　degrees　to　 which 　 the

subjects 　took　the　Mate’s　advice 　in　their　escape 　show 　1）that　the　two　groups 　Qf 　subjects 　hQld　the
original 　basic　rules 　less　persistent且y　than　the　third　wherl 　the　or正ginal　ones 　are 　breached ，2）that　the
former 　two 　grQups 　try　 to　escape 　by　 the　 newly 　acquired 　basic　rules 　alter 　their　 new 　 ones 　 are

breached，　and 　3）that　the　third　group 　try　to　go　back　to　the　original 　ones ．　 The 　implications　of　these
results 　were 　discussed．
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問 題

　 Garfinkel 〔1963 ｝は社会の 安定 を もた らす源と して 常

識的知識 （common 　sense ）に 注目 した 。 常識的知識 と

は、だれも（cemmon ）が ふ っ う （normal ）だ と感 じ る事

象 を ふ っ うだ と感 じる感覚 と、 そ の よ うな感覚 の 結果 と

して だ れ もが持 っ て い る知識、すなわ ち常識 とか らな る 。

人 々 が 思 い 思 い に 様 々 な こ と をして い る に もか か わ らず 、

全体と して 調和 が と れ て い て 、しか もそ の 状態が安定 し

て い る社会に Garfinke1 が 見 た の は、常識的知識 を た え

ず他者に 期待し 、 同時 に 自 ら も常識的知識 を保持 しよ う

とす る人 々 の 姿 だ っ た 。

　Garfinkel （1963）で は 、 日常生活 に お ける常識的知識

を ゲーム に お け る 基本 ル
ー

ル を モ デ ル に考え る 。 前者が

そ の 中で 暮 ら しな が ら学 ん で ゆ くもの で あ り、後者は完

結 した所与 の もの が 多 い とい う違 い は ある もの の 、と も

に 、 そ の 世界 を構成 しよ うと い う意図の 持 ち主 で あれば

だれ もが 当然 の こ と と して お 互 い に 期待 しあ う感覚 や

1） 本研究の
一．

部は 目 本社会心 理学 会 第 38 回大会 に お い

　 て パ ネ ル ・セ ッ シ ョ ン で 発 表 した。そ の 際、大 阪女 子

　 大学教授 藤 田 正 先生 な らび に 北 海道大学教 授 山岸 俊男

　 先 生 か ら貴重 な 助言 を い た だ い た。ま た 本稿作成 に 際

　 　して は、匿名 の審査 者 3名 の 方 々 か ら有益 な 指摘 や 助

　 言 を数 多 くい た だ い た 。 こ こ に 記 して 謝意 を表 する 。
2） 本 研 究 は 平 成 6年 度〜平 成 8 年 度科 学研 究 費 補助 金

　 基 盤研 究 〔CM21 （研 究 代 表者 ： 石 井 徹，課 題 番 号 ：

　 D6801016 ） の 補助を 受け た e

事柄、知識を定義づ け る もの で あ る 。

　「常識的知識 が 社会 の 安定の 源 で あ る」 とい う先の仮

説 は 、 Garfinkel（1963〕に お い て は、「そ れを壊す こ と

で 混乱 が 起 き る」 と い う仮説 に 置 き換 え られ、5 種類 の

実験的観察 に よ っ て 例証 され た 。 こ こ で 実験的観察 と こ

と わ る の は、Garfinkel が行 っ た 5種類 の 実験 が、今 凵

の、特 に 実験社会心理 学 で 広 く行 わ れ て い る実験 と く ら

べ て 、実験的手法 に よ る 観察 と 呼 ぶ の が ふ さ わ しい もの

だ か らで あ る 。 Garfinkel 臼らも述べ て い る と お り、 こ

れ らの 実験 は デ モ ン ス ト レ
ー

シ ョ ン の た め の もの と い う

性格を強く持 っ て い る 。 そ の 内容 は どれ も、被験者が 期

待す る常識的知識を否定した と きに 、 彼 らが 見 せ る反応

を記録す る もの だ っ た。

　Gar丘nke1 が まず行 っ た の は、ポ ピュラ
ーな ゲ ーム で

あ る 三 目並 べ （ticktacktoe）を用 い た実験的観察だ っ た。

そ こ で は 、 まず被験者 が 盤 上 の 好 き な場所 に 被験者の 印

をっ け るの を待 っ て 、実験者はそ れ を 消 し、別 の 場所 に

移 し、そ の 跡 に 自分 の 印を平然 と書 き入 れ た 。 表現 と意

味の 間 の 随伴性を侵害 しよ う と した実験 で は、タ イ ヤ の

パ ン ク や 遅刻な ど の
“
常識的 な

”
こ と に っ い て 、

“…
て、

何の こ と ？
”

と真顔 で 問 わ れ た被験者 が、三 目並 べ の 場

合 と 同様 に 、異 口 同音 に 驚 き、困惑 した 。 観点 の 互 換性

を 侵 害 しよ う と した実験 で は、実験者 とな っ た 学生 は実

際の 店に入 り 、 そ こ に 居合 わせ た 客 を ど こ まで も店員 と

して 扱 う と い う課題 を実行 した 。 さ らに別 の 実験 で は、

実験者 と な っ た 学生 た ち は、周知 の 関 係 に 含 ま れ る期待
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を侵害 しよ う と、自宅 の 家族の 前 で 下宿人の よ う に ふ る

ま っ た 。 演技が うまくい っ た 家族の 5 分の 4 が 仰天 し、

奇妙な ふ る まい を何 と か や め させ よ う とし、懸命 に そ の

場を普段の 状態 に 戻 そ うと した 。

　最 後 の 実験 で Garfinkel が侵害 した の は
“
日常生活 に

お い て ど う し て い い か 自信が な い ときは み ん な が す る よ

う にす る の が 正 しい
”

と い う常識的知識 に 対す る 期待 で

あ る 。 偽 りの イ ン タ ビューを 含 む 3 っ の ス テ ッ プ に 対

して、28 名の 医学部予科の 学生 た ち が被験者 と な っ た。

　手続 きの 第 1 ス テ ッ プ は 見 せ か け の イ ン タ ビ ューで

あり、 被験者は 、 東部医科大学 の ス タ ッ フ と名乗 る実験

者 が行 う
“

医学部進学 の ため の 面接 に 対す る実態調査
”

に答え た 。 イ ン タ ビ ュ
ー

の 終了後 、 被験者は実際の 面接

を録音 し た もの を聞 い て み な い か と誘わ れ る。第 2 ス

テ ッ プで は被験者 は、偽 の
”
実際の面接の 録音

”
を聞 き、

録 音 の 中 に 登場す る 受験生 の 印象を述べ た。受験生 の 印

象 は あ らか じ め意図 した と お り否定的 な もの で あ っ た 。

第 3 ス テ ッ プ に お い て 被 験 者 は 先 の 印象 が 自分 だ け の

もの で あ り、 録音 の 中 に 登 場 す る 面接官 や そ の 他 の ほ と

ん どの 人間 が そ の 受験生 に 対 して 好意 的な 印象 を も っ た

こ と を知 らさ れ た
。 自分 が 述 べ た 否定 的 な評 価 を、

“
あ

な た 以 外 の 人 は ほ とん どが正反対 の 評価だ
”

と一つ
一

っ

覆さ れ るた び に、被験者 は 困惑 を 深 め た 。

　 しか し Garfinkel が こ こ で 否定した の は どれも、被験

者が従来慣 れ 親 しん だ もの で あ っ た。こ の こ と は 次 の よ

うな疑問を 生 じ させ る 。 すなわ ち被験者た ちが 示 した 困

惑 は、常識的知識が 否定 さ れた た め の もの だ け だ っ た の

だ ろ うか、と い う疑問 で あ る。例 え ば、習慣 が否定 さ れ

た た め の 困 惑 だ っ た、あ る い は そ れ が 含 ま れ て い た 可能

性 は な い だ ろ うか。い っ もの （ordinary ）感 じ方 や い っ

もの 考 え 方 は 常識的知識 の 主 要 な
一

側面で は あ る が、十

分 条件 で あ って 必 要 条 件 で は な い 。 常識 的 知 識 の

common を重視す る Garfinkel （1963 ）の 仮説 は 、
こ の

点に お い て 未だ明確 に は 例証 さ れ て い な い
。

い っ もの 感

じ方や 考 え方が可能 な 限 り入 らな い 事態、 すな わ ちで き

る限り新奇 な 事態 で の 確認 が要請さ れ る 。

　常識的知識 に 対す る我 々 の 態度に っ い て 、
Garfinkel

（1963 ）や Parsons ，　Shils，　Naegele，＆ Pitts（1961 ）は 、

そ うす る こ とが 正当 （legal）で あれば我 々 は常識的知識

に 従 う と い う 。
こ の 仮説 は Garfinkel （1963）に お い て

は 、 議論を 進 め る上 で の 暗黙 の 前提 と して 位置づ け られ

て お り、検証 や 考察 の 直接 の 対象で は なか っ た。新 たに

学ん だ ば か りの 常識的知識で あ っ て も、そ うす る こ とが

正 当 で あ れ ば 、 我々 は 同 じよ う に 期待 し維持 しよ う とす

るで あ ろ うか。

　 我 々 の 生活 の 中で 、新 し い 常識 的 知 識 に 直面 す る とい

う事態 は 希 な こ とで は な い 。 具体的 に は、1 っ の 事象 に

っ い て そ こ に 居合わせ た者が 異 な る内容を知覚 し、理 解

して い る事 態 で あ る 。 こ の よ うな事態 は 日々 の 様 々 な 人

と の 出会 い の 中 で、ま た劇的 に は進級 や 進学、転勤 や 転

職 、 引 っ 越 しな ど の よ うに 、 日常生活 に お い て よ く起 こ

る 。 こ の とき、一・
方 か ら他方 を 見 る と 、 新奇な常識的知

識と映る こ とに な る 。 また歴史に明らか な よ うに 、常識

的知識 自身 も時 と と もに 移 り変わ っ て きた。

　従来の 社会心 理 学 の 中で 、 偏見 や ス テ レ オ タ イ プ の 研

究が逆説的に 示 して きた よ うに、また Garfinkel（1963）

自身が 述 べ る よ うに 、 我 々 は
一

方 で 、従来持ち続け て い

る 態度 や 知識そ して 常識的知識 を 保持 しよ う とす る 。 緊

急事態 に お け る normalcy 　bias の 研究 〔Turner ．1976；

Omer ＆ Alon，1994 ）もそ の 例 と な ろ う 。

　 しか し他方、 例え ば 同調研究 が 明 らか に して き た よ う

に、新奇な事態 で あ っ て も、周囲の
一致 が あ れ ば、我 々

は そ れ に 従う場合もある。Campbell ＆ Fairey（1989 ）

や Lascu，　Bearden，＆ Rose （1995）は 、 唱導さ れ る 規

範 の 内容 が 極端 で あ る ほ ど、唱導す る側の 人数、すなわ

ち同調へ の 圧力 が 多 く必要 で あ る こ とを示した 。 こ の こ

と は、新奇 な事態 で あ っ て も そ れ に従 う こ との 正当性 が

保証 さ れ る な らば、そ の 世界 の 常識的知識 に 従 う可能性

の 高い こ とを示唆す る。っ まりそ の 事態 に お い て 問 わ れ

て い る常識 的 知 識 の 正 当性 が 充分 に 多 く の 人 の
一

致

（Campbell ＆ Fairey，1989 ；Lascu ，　Bearden ，＆ Rose ，

1995）や 何 らか の 権威 （Milgram ，1974）、 あ る い は そ の

事態で の 生活 の 基本 ル
ール （Garfinkel，1963）とい う形

で保証 さ れ て い る場合で ある 。

　新奇な事態 に おい て 新 た な （常識的）知識 が どの よ う

に 受 け容 れ られ て ゆ くの か とい う問題 は、常識的知識 が

移 り変 わ っ て ゆ く動態 の メ カ ニ ズ ム に 関わ る重要 な 問題

と考 え る 。 ま た そ こ にか い ま 見え る 人 々 の 心 理 は社会心

理 学的に と て も興味深 い 。

　本研究 で は こ の よ う な視点 か ら、 新奇 な 事態 にお い て

常識的知識 へ の 期待が否定され た後 の 混乱を観察す る 。

す な わ ち統制され た シ ミ ュ レ ーシ ョ ン 場面 の 中で 、まず

既存 の 常識的知識 （既 存 の 基本 ル
ール ）を 否定 し、 そ れ

を通 して 新 た に 学ん だ ル ール へ の 期待 が さ ら に否定さ れ

た そ の 後 を観察す る 。 用 い た 場面 は 被験者 に と っ て で き

るだ け新奇な もの と し、与え られ た 場面 の 中で 基本 ル ー

ル （の 萌芽）を新 た に 、そ して 自 ら学べ る よ うに 設定 し

た。 こ の 設定 は、従来持 っ て きた常識的知識を否定す る

作業 と表裏
一

体 の 関係 に あ り、
2 つ の プ ロ セ ス の 同時進

行 を可能 に す る 。 ま た こ の 設定 に よ って 本研究 と、 例え

ば 同調 や説得の 研究 との 混同を 回避で き る と考え る 。 さ

らに 、 実際 の 日常場面 で は な くシ ミ＝レ ーシ ョ ン 場面を

用 い るの は、  環境の設定や反応 レ パ ート リーを可能 な

限 り固定 し、限定 す る こ と に よ っ て よ り体系的な観察 が

可能に な る こ と と、   新奇さを含 め て そ れ らの 設定が容

易 で あ る こ と、お よ び、Garfinkel （1963）が ま ず三 目並
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石井 ： CG 迷路 に お け る基本 ル
ー

ル の 推移

べ を用 い たと同 じく、倫理上の 問題を緩和す る ため で あ

る 。

　Garfinkel （1963 ）の 結果 に 従えば、新た に学 ん だばか

り の 常識的知識、す な わち シ ミ ュ レ
ー

シ ョ ン 場面に お け

る基本 ル
ー

ル で あ っ て も、ま た そ の 内容の 如何を問わ ず、

そ れ が 否定 され た 後 もな お保持 さ れ る こ と が 予 測 され る。

方 法

　本研究 は 1994 年度か ら 1996 年度 に かけて、実験 に

よ る資料収集 とそ の 某礎解析を行 っ た
2）

。

被験者

　被験 者総 数 は 132 名 （1994 年 度 49 名 、 1995年度

45 名、 1996年度 38 名）。内訳 は 18歳か ら 25 歳ま で

の 男女大学生 （男子 45 名、女子 86 名） お よ び社会人

男性 1 名。

実験課 題

　実験課 題 は パ ー
ソ ナ ル ・コ ン ピ ュ

ータ の デ ィ ス プ レ イ

上 に 展開す る仮想迷路 か らの 脱出で あ る 。 機器 は NEC

PC9821　Cs2　S3 （15 イ ン チ ・デ ィ ス プ レ イ） を 2組使

用 し た 。 使用 し た プ ロ グ ラ ム の 詳細 に つ い て は 石井

（1993）を 参照 さ れ た い 。

　全部 で 5 回 の 試行 で 使用 す る迷路は ど れ も デ パ ート

の ワ ン ・フ ロ ァ を模した 二次元 の もの で あ る。 迷路に 入

り込 ん だ被験者 の 視点 か ら見 え る は ず の 景色 が、プ ロ グ

ラ ム に 読 み込 まれ た 地図 デ
ー

タ に もとつ い て デ ィ ス プ レ

イ 上 に 立体的 に 線画 で 表示 さ れ、被験者の 反応 に 応 じて

変化す る （Fig．　 D 。 迷路 は 互 い に 直行 す る 格子状 の 通 路

か らな っ て お り、被験者 は こ の 中で 立 ち止 ま っ た り、 そ

の 場で 周開を見渡 した り、行 きた い 場所 に 移動す るな ど

自由 に 動 くこ と が で きる （Fig．2）。 迷路内で は移動 に 際

して の 足音や メ ッ セ
ージ の 表示 を し らせ るチ ャ イ ム な ど 、

数種 の 音 を使用 した 。 被験者の 反応 は 、 試行ご とに 、 位

置や 内容 、 反 応 時間 （秒 単位）、さ らに 移動の 有無 な ど

の 付加 デ
ータ と と もに す べ て テ キ ス ト ・フ ァ イ ル として

 

□
鍛

　

●

ゆ

口

　

　

碕
）

口 ■ 口
4コ ☆

　 　 　 　 　 どっ ち　？

Fig．1 デ ィ ス プ レ イ 上 の 迷路

一
Fig，2　迷路内で の 誘導 と火災遭遇 の 例

「
＊

図中 の 矢印 は 誘導個所 と そ の 方向 を 、 星

形 は火災 との 遭遇場所 を示す。
矢印と星印、お よ び丸 印 の 中 の ア ル フ ァ

ベ
ッ トは 、 説明 の た め の 座標名 。

デ ィ ス ク上 に 保存 した 。

　練習試行　被験者に は 、 キ ー・ボード操作や デ ィ ス プ

レ イ上 の 画面変化に慣 れ るた め に、練習試行を用意 した。

迷路 の 大き さ は本試行の 半分 の 広 さ （7× 7 セ ル の 正方

形） と した。

　第 1 試行 か ら第 3 試行 （制限時間 3 分）　第 1試行 か

ら第 3 試行は、CG 迷路と い う新奇な事態 に 慣れ る た め

に 設 け た 。
こ こ で の 課 題 は、単独 で 迷路か ら脱出す る こ

とで あ る 。 被験者 は、迷路内各所 に 点在す る 「ドア 」 か

ら 「開 く ド ア 」を探しだ し、
そ れ を 開 け る よ うに 求 め ら

れ た 。 「開く ドア 」 は迷路 ご と に 1 ヶ 所 だ け設定 した 。

迷路の 広 さ は第 1 試行か ら第 5 試行まで すべ て 同 じ　（7

× 16セ ル の 長方形） で、展開す る通路 の 形状 と、 出発

地点 と ゴー
ル 地点 （「開 く ドア 」 の あ る地点）が 異 な っ

て い る 。 出発地点 と ゴ ール 地点は 、 練習試行も含め て 、

試行 ご と に 固定した 。 被験者は 、 出発地点 の 位置を知 ら

され な い ま ま 、 迷路内の 「ど こ か 」か ら 「開 く ドア 」 の

ある 「どこ か 」を EI指 して さ ま よ っ た。

　第 4 試行 お よ び第 5 試行 （制限時間 5 分） 第 4試行

と 第 5 試行 で は 迷路内に 火事が 発生す る 。 迷路内の 通

路各所 か ら吹 き 出す 「火災」 に 、 被 験 者 が 3度 遭 遇 し

た時点 で そ の 試行 を 強制終了す る こ と に した。ま た第 4

試行以降 は 、 火災発生 と 同時に プ ロ グ ラ ム 内部 に 「相棒

（ア ドバ イ ザ ー）」を 設定 し、進路方向 に つ い て の ア ドバ

イ ス を 迷路内各所で 被験者 に出すよ うに プ ロ グラ ム した 。

ア ドバ イ ス は、所定 の 場所を通過す る た びに 同 じ方向 へ

の もの を何度 で も出す よ うに 設定 した 。 各 々 の ア ドバ イ

ス を受け容 れ るか否か の 選択は被験者に任せ 、 説明に際

して は一方の 選択へ と誘導 しな い よ うに 留意 した。

59

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Japanese Society of Social Psychology

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Sooiety 　of 　Sooial 　Psyohology

社会心理学研究　第 14 巻第 2 号

　迷路 の 構造　Fig．2 の 地点 a か ら地点 d に例示す る

よ うに 、 火災遭遇地点と ア ドバ イ ス 地点 は異 な っ て おり、

迷路内に そ れ ぞ れ複数箇所設定 した 。 また 両者 の 隣接関

係に つ い て は 、 隣接 して い る場合 と して い な い 場合の 両

方 が あ る。例 え ば地点 a で e 方向 に誘導 を受 けた 場合、

そ こ か ら地点 e に 移動 した 時点 で 「受容」 の 記述 を 時刻

と場所と と も に 記録 した。そ の ま ま地点 c に 進 む 場合 に

は、地点 c で 火災 に 遭遇す る 。 こ の 場合 は 「直前 の 誘導

を受け容れた結果 の 遭遇」 と記録 した 。
い った ん 地点 e

に 進 ん だ 後、地点 a に 戻 る ケ ー
ス もあ った 。 こ の と き

は地点 a に お い て 改 め て e 方向 へ の 誘導を 示すよ う に

した 。 そ れ を 受 け容 れ れ ば 先 に 述 べ た の と同 じ く 「受

容」 の 記述 と時刻 と場所を記録 した 。 地点 a か ら地点 s

に 移動 した 場合 に は 「拒否」 の 記述 、 お よ び そ の 時刻と

場所 を 記録、地点d で の 火災遭遇 は 「直前の 誘導を受

け 容 れ な か っ た 結果 の 遭 遇 」 と記 録 した 。 地 点 a か ら

地 点 n 、そ して 地 点 ne を経て 地点 c で 火災 に遭 遇 した

場合 も 、 同様 に 、 「直前 の 誘導を受け容れ な か っ た 結果

の 遭 遇 」 と 記 録 し た
。 ま た 被験者 は 地点 a で 誘導 を 受

けた後、地点 w の 方向へ 移動す る こ と も可能 だ っ た 。

　第 4 試行 に お け る脱出失敗 被験者の 約 5 分 の 4 は 、

第 4 試行 に お い て 3度 の 火災遭 遇 に よ る脱出失敗を経

験 した 。 被験者は 、 相棒か らの ア ドバ イ ス に どの よ う に

反応 して も脱出に 失敗 した。この 設定 は、そ れ が どの よ

うな もの で あ れ、こ の よ うな 事態 に対 して 被験者 が 従来

描 い て い る常識的知識っ ま り基本 ル ール を否定す る こ と

を意 図 した もの で あ る。す な わ ち こ の よ うな 事態 で まず

被験者 が 行動 の 指針 と す る の は、こ の よ うな事態 に 対す

る 常識的知識 だ と考え られ る 。 そ れ は被験者 が知識や 経

験 を通 して そ れ ま で に 獲得 して きた 同 じよ うな事 態 に 対

す るイ メ
ージ で あ る 。 他 の 反 応 と同 じ く相棒の ア ドバ イ

ス に対す る受容と拒否も こ の イ メ ージ に もとつ い て 行わ

れ る と考え られ る。 した が っ て 受容 の 場合 も拒否の 場合

もそ の 結果として 火災 に 出会 うとき、それ は従来 も っ て

い た常識的知識を否定す る こ と に な る。

　 さ らに従来 の ル
ー

ル を否定す る と同時 に 、 ア ドバ イ ス

の 受容 ・拒否 の 選択 と そ の 結果 とを考 え あ わ せ て 相棒 の

腕前、す な わち こ の 課題事態に お け る柑棒 に 関す る 基本

ル ール を 推 し量 る こ と を意図 し た 。 そ の 内容は 、 第 4

試行 に お い て 相棒 が 出す 誘導 へ の 対応 と火 災 へ の 遭 遇 の

仕方 か ら、 形 式 的 に 次 の 8 種類 に 分 類 す る こ と が で き

る 。

　 1 度目の 遭遇直前 の 誘導 を

　　　　　　　　（受け容 れ た 　or 拒否 した） 2 通 り

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ×　　 　　 　　 　　 　　 　 ×

　2 度目の 遭遇直前の 誘導を

　　　　　　　　（受け容れた　 or 拒否 した） 2 通 り

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ×　　　　　　　　　　　×

　3 度 目の 遭遇直前 の 誘導を

　　　　　　　　 （受け容れ た　or 拒否した）2通 り

の 計 8 通 り。

　被験者 は そ れ と気づ か な い ま ま 、 自ら選 ん だ 個 々 の 火

災 の 遭遇 の 仕方に よ っ て こ の 8 つ の カ テ ゴ リーの どれ

か に 分類さ れ る こ と に な る。具体的 に は、被験者が 誘導

を 受 け た 時点で 火災 との 遭 遇 が準備 さ れ、誘導 を受 け 容

れ た場合も 、 拒否 した場合 も、迷路内 に 散在す る 火災発

生箇所に 踏み入 っ た とた ん
、 同じ よ うに 火災 に 遭遇す る

よ う に設定した 。 火災に 遭遇 した 時点 で 遭遇の 準備状態

は解除さ れ 、 次の 誘導を受け る まで は、別 の 、あるい は

同 じ火災発生箇所を通過 して も火災 に は遭遇 しな い 。 ま

た誘導を受け た後、 火災発生箇所に踏み入 る前 に別 の 誘

導箇所に 踏み 入 る 、 あ る い は先 の 誘導箇所 に 戻 っ た場合

は 、 改 め て 火災遭遇 の 準備状態を設定 した。

　 こ の 方法で は誘導 に 対す る被験者 の 反応 の あ る もの が 、

火災遭遇 とい う事件 に よ っ て マ ーク をっ けられ る こ と に

な る
。

そ の 判断 は 、マ
ー

キ ン グ に よ っ て 内容 と と もに 他

の 判断 よ り も鮮明 に 記憶 に 残 り、 3 度積 み 重 な る こ と に

よ って 、 相棒の 印象や能力評価、 そ して 相棒へ の 信頼に

影響を及 ぼ す と 考え る 。 す な わ ち
、

た とえ 同じパ ターン

で誘導を受容 した り拒否 したりして い て も、受容 した後

の 火災遭遇を くり返 した 被験者 は、拒否 の 後 の 遭遇を く

り返 した被験者 よ りも相棒 の 能力 を低 く見積 もる と予想

され る。

　第 5 試行 に おける火災遭遇 の 仕方　第 5 試行 に おけ

る 火災遭遇 の 仕方 は、第 4 試行 で の 火災遭遇 の 仕方 に

よ っ て、2 通 りの も の を 用意 した 。 第 4試行 で 3度火災

に 遭 遇 して 脱出 に 失敗 し た 被験者 は 、 続 け て 第 5 試 行

に お い て さ ら に 2 度 の 火災 に遭 遇 す る。こ の 2 回 は、

第4 試行 と同 じ く、
ア ドバ イ ス に 従 っ た 場合 も従 わ な

か っ た 場合も被災す る よ うに 設定 した。こ の 設定 に よ っ

て 第 4 試行 で 推 し量 っ た相棒 の 腕前、す な わち相棒 に

っ い て の 基本 ル ール を否定 し、 被験者 に 再考 させ る こ と

を意図 した 。

　 さらに 第 4 試行 で 3度火災 に 遭遇 して 脱 出 に 失敗 し

た 被験者 に つ い て 、第 5 試行 で は 3 度目の 火災 遭 遇 を

し な い よ うに 設定 した 。 相棒に つ い て の 基本ル ール を否

定さ れ た そ の 後の 観察を意図した もの で あ る 。 被験者は

脱 出 に成 功 しな い 限 り、制限 時間 い っ ぱ い まで 迷路内を

「ど き ど き しな が ら も と り あえ ず無事 に 」 さ ま よ う こ と

に な る。第 4 試行 で 3 度火災 に 遭遇 して 脱 出 に 失敗す

る は ず だ っ た が 、 正度 あ る い は 2度 の 火 災遭 遇 を した だ

けで 制限時間 に 達 した被験者も同様 の 処置を受け た 。

　 こ れ と は別に第4 試行で 3 度目の 火災遭遇 を し な い

よ う に 設定 した 被験者 は、第 5 試行 で は 3 度 の 火災遭

遇 を経 て 脱 出 に 失敗す るよ うに した 。 第 4 試行 の 3 度

目の 火災遭遇 を しな い よ うに す る被験者 は全体 の 20％
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に な るよ うに した 。
こ の 処置 は長期に わ た っ て 実験 を続

け る上 で 必要な もの で あ っ た 。

手続き

　実験へ の 参加は筆者が担当す る講義等を 通 じて 募 っ た 。

実験 は 、 迷路内で の 経路選択 の 研究とい う名目で 実施 し

た。ま ず最初 に 参加者全員 に 、詳細 な説明 は実験終了後

に させ て ほ しい との 要請を行 っ た。こ の 要請 は参加者全

員 に 受 け容 れ られ た 。ま た 課 題終 ゴ後 の 説明 が 終 わ っ た

段階で
、 データ を分析に 使用す る許可をあ らた め て 求め

、

こ れ も全員 の 了解を得た 。

　
一

人あ る い は二 人で実験室を訪れた参加者は 、
カ ーテ

ン で 仕切 られ た 2 組 の パ ー
ソ ナ ル ・コ ン ビ ＝

一
タ ・

セ ッ トの 好 きな ほ うに着席 した。 研究 の 説明と最初 の 要

請を行 っ た後、キ ー・ボー
ドの 使 い 方 に つ い て 必要最小

限 の 説明を行 っ た。

　練習試行 を始 め る 前 に 被験者 に、各自フ ル ・イ ヤ
ー・

タ イ プの ヘ
ッ ド ・フ ォ ン を装着す る よ う に 要請

．
した 。 被

験者 が二 人 の 際 に、迷 路内で の 足音 な どが 隣 か ら漏れ 聞

こ え るの を防 ぐた め の 処置で あ る 。 被験者 が一人 の 場合

もヘ
ッ ド ・フ ォ ン の 装着 を 要請 した 。

　練習試行で は ま ず最初 に 、 「ビ ル の 夜間警備の ア ル バ

イ ト中に 迷子 に な っ て し ま っ た」 との 設定の中で 、 開く

唯
一

の ドァ を探す と い う目標を伝え た 。 そ れ に続け て迷

路内で の 動 き方の 説明を行 っ た。 練習試行は、本試行 と

同様、一
っ しか な い 「開 く ドア 」 を 探 し出 し、開けれ ば

終了す る　（脱出成功）。 こ こ で は制限時間 を設 け ず、一

度脱 出 した 後 も被験者が 望 む だ け 同 じ練習用迷路 の 探索

を く り返 した 。 全員が練習試行で の 脱出を少 な く と も
一

度体験 した 後 、 本 試 行 に 移 っ た。

　本試行 の 最 初 に、氏名 （イ ニ シ ャ ル 、記号可）、性別、

年齢な どの 入力 を求め た後 「巡 回 」 の 仕方を説明 した。

要旨は次の 4 点で あ る 。

　  巡回 は全部で 5 回 。
1 回 にっ き 1 フ ロ ア を

一
人 で 巡

　　回す る 。

　   1 回の 巡回 は 3 分以内。 3 分 を過 ぎ る と脱出 は失敗

　　 とな る 。

　   巡 回の 時に 時計を 見 た り、メ モ を と っ た り して もよ

　 　 い o

　  巡回と巡回 の 間 に は少 し休ん で もよ い。

　 第 4 試 行 の 直前 に 火災発生 を 告げ る 「会社 か ら の 通

報」 が デ ィ ス プ レ イ に 表示 され た。要 旨は 次 の 通 り。

　  火災 に 出会 う と、三 度 目に 出会 っ た 時点 で そ の 回の

　　 巡回 は 強制的 に 中止す る （脱出失敗）。

　   道筋を慎重 に 選ばな けれ ば な らな い の で 、 次 の 巡回

　　 か らは 持 ち 時間 を 5 分 に す る 。

　   モ ニ ターを 通 して 得 た情報 を も と に、相棒 が 通路 の

　　 あ ち ら こち らで 進 み 方を ア ドバ イ ス す る。

　   ア ドバ イ ス は完璧 に は で きな い の で 、 従 っ て も よい

　　し、 従わ な くて もよ い
。

　  ア ドバ イ ス を す る相棒は コ ン ピ ュ
ー

タ ・プ ロ グ ラ ム

　　の 中に 設定さ れ た架空の 人物で あ り、 5 人 の 中か ら

　　選 ぶ こ とが で き る 。

　  相棒 に は誘導の う ま い ベ テ ラ ン も、 ド手なア マ チ ュ

　　ア もい る。

　  ベ テ ラ ン を選 ん で も必ず 脱出で き る と は限 らな い
。

　　ア マ チ ュア を選 ん で も必 ず 失敗す る と は限 らな い 。

　  一度選ん だ相棒は 、 次回以降の 巡回を通 じて 変吏で

　　きな い
。

こ こ まで の 説明に対して質問を受 けた後 、 被験者に 5

人 の 相棒の 申か ら
一

人を選 ぶ よ うに 要請 した。5 人 の う

ちの
一

人 は、 第 4 試行 で 3度 目の 火災遭遇を しな い よ

う に 設定 した 。 他 の 4 人 は 、 第 5 試行 で 3 度 目の 火災

遭遇 を しな い よ うに 設定 した 。

　第 4 試行 と第 5 試行で は、火災 に 遭 遇 し た と き、そ

れ が直前の 誘導に 従 っ た結果 で あれ ば 「ごめ ん な さ い 」、

直前 の 誘導 に 逆 ら っ た 結果 で あ れ ば 「だ か ら い っ た の

に 」 とい うメ ッ セ ージ を画 面中央 下 に 呈 示 した。被 験 者

が そ の 火災遭遇 に い た っ た判断経過 を改め て 確認 す る こ

と を意図 した 。

　第 5試 行が 終わ っ た 後 、 被験者 に 実験後 の 質問 を

行 っ た 。 質問は 、 迷路の むずか しさ、相棒 の 印象 につ い

て な どで あり、 ほ ぼ全員 の 被験者 が 、 同 じ課題 を も う
一

度行 う場合 に は 相棒 を変 え た い と答 え た 。 用紙を回収し

た後、実験の R的や詳細 、 お よ び こ れ らの 解説を後回し

に しな け れ ばな らな い 理由 な ど の 説明を行 っ た 。被験者

は こ の 時点 で は じめ て 迷路 の 俯瞰図を 目に した。目的等

に っ い て 質問を 受 け た 後、デ
ー

タ を 分析 に加 え る こ とを

あ らた め て 依頼 し、全員か ら承諾 を 得 た 。 特 に 実験 の 詳

細 に つ い て 口 外 しな い よ うに 要請 した後、実験 を終了 し

た。所要時間 は一
組 に つ き約 60 分で あ った 。

結 果

第 4 試 行 に お け る火災遭 遇 直前 の誘導受容パ ターン

　被験者が 第 4 試行 に お い て ど の よ う な 火災遭遇 を経

験 した かを識別す るた め に次 の よ うな記号 を各被験者 に

っ け た。第 4 試行 に お け る 火災遭遇 が そ の 直前 の 誘導

を 受け容 れ た結果 の も の で あ れ ば 1、拒ん だ結果の もの

で あ れ ば 0 と記号化 し、 遭遇 した回数に 応 じて 連 ね、

頭 に パ ターン の P を っ け た 。 遭遇 しなか っ た 場合 に は

N を 付 した 。
こ れ を 男 女 別 に ま と め た の が Table 　 l で

あ る 。
こ の 、第 4 試行 に お け る 火災遭遇 パ ターン の 表

記 を 、 以 ド特に こ とわ らな い 限 り、カ テ ゴ リ
ー

名お よ び

グ ル ープ 名 と して 用 い る 。

　第 4 試行 の 火災遭遇 に っ い て こ の 表 に 現 れ た一番の

特徴 は 、 初回の 火災遭遇 が 誘導 を受 け容 れ た結果で あ る

被験者（PIXX ）が 132名中 120 名 （90，9％）を占 め た こ
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Table 　l　 eg　4 試行 の 火災遭遇 パ タ
ーン の 男女別度数分布

第 4 試行 の 火災遭遇パ ター
ン

POOO 　 PO10 　 POll 　 POIN 　PIOO 　 PIOI 　 PION 　 PIIO 　 P111 　 PllN 　PINN 　 Tota1 （％）

性

性

女

男

1 −

厂
0

22

1

3　　　　35 　　　　 3　　　　 10　　　　22

5　　 　 10　 　 　 6　　 　 10　 　　 3

8　 　 　 1

3　 　 　 1

86 （65．2）

46 （34．8）

計

％

186 　　　 4
4．5　 　 3．0188

　　　　45　　　　 9　　　　20　　　　25　　　　11　　　　 2　　　　 132
6．1　　　34．1　　　6，8　　　15，2　　　18．9　　　 8．3　　　1．5　　　 100．0

と で あ る 。
こ れ は こ の よ うな 事態 に対 して 被験者が 従来

持 っ て き た常識的知識の
一

端を具体的 に示す もの と考え

られ る e

　他方、第 4試行 で 被験者 が 獲 得 した基本 ル
ー

ル は、

火災遭遇直前 の 誘導へ の 反応を指標と して 、 形式的 に は

8 種類 の 内容が想定 され る 。 しか し実際 に は 火災 に遭遇

しな い 被験者 も現れ た （POIN ，　PION ，　PIIN ，　PINN ｝。

こ の 中 に は遭遇す る は ずな の に しな か っ た 者 も含 ま れ て

い る 。 最終的 に 、 第 4 試行 に お け る 誘導 の 受容 パ タ
ー

ン は Table　1 に 示す よ うに 11種類 に な っ た 。 形式的に

は予 想 され た POO1 は男 女 と も に 現 れ な か っ た 。

分 析対象者

　被験者 132 名 （男子 46 名、女子 86 名） の う ち、 次

の 要件をすべ て 満た した者 79 名 （男子 17 名、女子 62

名） を対象 に 分析 を 行った 。

　   第 4試行 に お い て 3度 の 火災遭遇を経験 した者

　  そ の 後第 5 試行 で 迷路か ら脱出 で きな か っ た者

　  さ ら に第 5試行 に お い て 2度 の 火災遭遇 を 経験 し

　　 た者

　 こ れ ら 3 つ の 条件 は 本研究 で 意図す る観察対象を選

び 出す た thの もの で あ る。脱出 に 成功 した 者 や、逆 に 動

け な くな っ て しま い 2 度 目あ る い は 3 度 目の 火災を経

験せ ず に 制限時間を む か え た者 は、今回の 分析 に は 加え

な か っ た。

　  高 い 度数 を示 し た 3 っ の 火災遭遇 カ テ ゴ リ
ー

　　（PIOI ，
　Pl10

，
　Plll ）に属 す る者 （Table 　l参照）

　P100 に属して い て   か ら  の 条件を満たす者は少数

で あ っ た （8 名） た め、他 の 3 つ の カ テ ゴ リーの 比較対

照 と して 不適当と判断した。

　 な お 社会人男性 1 名 （実験参加当時 38 歳、PllO ）

は こ の 要件 を す べ て 満 た した が、同質性 を 保っ た め に、

分析に は加 え な か っ た。分析に は SPSS 　 for　Windows

Release 　7．5．I　J を 用 い た 。

分 析方法

　 基 礎的 な 反 応 　第 1 試行 か ら第 3 試行まで の 反応 の

仕方に っ い て 、 先 の 3 つ の カ テ ゴ リ
ー

間 の 比較 を 男女

の 性別の 吟味を交え て 行 っ た 。 取 り上 げた指標 は 、 第 1

試行 か ら第 3 試行 ま で の 脱出成功数 、 試行 ご と の 反応

数、 移動数、 所要時間 、 平均反応時間 、 平均停滞時間 、

通過 した セ ル の種類数で あ る。 性別 を考慮した の は 、 以

下 に 述 べ る よ う に 、 第 1試行か ら第 3 試行ま で の 脱 出

成功数に性別の 傾向差が 認 め られ た た め で あ る 。

　火災遭遇 と脱出失敗 の 効果　第 4試行 に お け る脱出

失敗 の 効果 を第 4 試行 と第 5 試行そ れ ぞ れ の 初回 の 火

災遭遇 ま で の 誘導受容率 を比較 す る こ とで 吟 味 した。具

体 的 に は 2 つ の 期 間 を 繰 り返 し 測 度 と し て 、期 間 X

性別 （男性 ・女性）× 第 4 試行 の 火災遭 遇 カ テ ゴ リ
ー

（PlOl ・P110 ・Plll ）の 要因配置で GLM を行 っ た 。 誘導

受容率は 、 そ れ ぞ れ の 該当す る期間 に お い て そ の 被験者

が誘導を受け容れ た場所の 数を誘導を受 け た場所 の 数で

除したもの で あ り、 被験者ごとに算出した 。

　また 第 5 試行 の 2 度 の 火災遭遇 の 効果を第 5試行の

それぞれの 火災遭遇まで の 誘導受容率を比較す る こ とで

吟味 した 。 具体 的 に は 3 つ の 期間を繰 り返 し測度 と し

て 、期闇 ×性別 （男性 ・女性）x 第 4 試行の 火災遭遇 カ

テ ゴ リ
ー

（PIOI ・PllO ・PllD の 要 因配 置 で GLM を

行 っ た 。

　 従 来 の 基 本 ルール へ の 態 度　第 4 試行 に お い て 被験

者 は従来持 っ て き た基本ル ール を否 定 す る処 置 を受 け た 。

そ の 時 々 の 被験者 の 反応 の 相対的 な 違 い に っ い て 、 火災

遭 遇 ご と に 3 っ の カ テ ゴ リ
ーを 比較 した

。 具体的 に は

誘導受容率 と所要時間 に っ い て 性別 （男性 ・女性）× 第

4 試行 の 火災遭遇 カ テ ゴ リ
ー

の 二 要因分散分析を 3 つ の

期間 ご と に 行 っ た 。

　新旧 の 基本 ル ール の 変化　第 4試行 と 第 5 試行 の 中

か ら次の 3 っ の期間 に泳目し、そ の 間 の 誘導受容率 の

変化を 3 っ の カ テ ゴ tJ 一ごと に 性別 を交え て 吟味 し た 。

分析 の 対象 と した 期間 は  第 4 試行 の 開始か ら第 1火

災遭遇 ま で の 期問、  第 5 試行 の 開始 か ら第 1 火 災 遭

遇 ま で の 期間、  第 5 試行 の 第 2 火災遭遇以降 の 期間

で あ る 。   の 期間 は こ の よ うな事態 に 対 して 被験者 が 従

来持 っ て い る基 本 ル ール が もっと も顕著 に 現れ る 期間

（確認期）、   の 期間 は そ の 否定を 通 して 新た に 学習 した

本研究の 事態 に っ い て の 基本ル ール が も っ と も顕著 に 現

れ る 期間 （再確認期）、  の 期間 は学ん だ ばか りの 基本
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ル ール が さ らに 否定 さ れ た後 の 観察期間 （観察期） と考

え る 。

　具体 的 に は 、 先 の 3 つ の 期間 に お け る誘導受容率 に

つ い て 、 第 4 試行 の 火災遭遇 カ テ ゴ リ
ーご と に GLM を

行 っ た 。 要 因配 置 は 期間 （繰 り返 し要因）× 性別 （男

性
・
女性） で あ る 。 こ の と き第 4試行 の 火災遭遇 カ テ

ゴ リ
ー

間 の 比較 は 主 た る 目的 と は しな か っ た。そ れ は ま

ず、形式的に は 8 種類存在す る は ず の も の の 中か ら 3

種類 を取 り出 して 比 較す る こ と に 積極的 な意 義 を 見 い だ

せ な か っ た こ と に よ る 。 3 っ の カ テ ゴ リーを統括す る要

因 を見 つ け る こ とが で きな か っ た 。 ま た こ こ で 取 り上 げ

た 3 つ の カ テ ゴ リーは 、 相対的に 高 い 度数を 示 して い

る と い う意味で 、 獲得さ れ た基本ル ール の あ りうべ き 3

態 で あ り、 そ れ ぞ れ に つ い て 、 そ れ が さ らに否定 さ れ た

後を見る べ き と考え た た め で あ る 。

基礎的な反 応 の 結果

　先 の 指標に っ い て 性別 （男性 ・女性）× 第 4試行 の 火

災遭 遇 カ テ ゴ リー
〔PIOI・PllO・Plll）の 二 要 因 分 散

分 析 を 行 っ た。そ の 結 果、第 1 試 行 か ら 第 3 試 行 ま

で の 脱出成功数に っ い て 、 性別 の 傾向差 が 認 め ら れ た

〔F （1，73）
＝3．76，p＝．056 ）。 男性 （M 勿 π

＝1．18 回 、
8．1〕．

≡LO1，　n ＝・17） は女性 〔漉 翩 r69 回、　 S、　D．＝＝．78，　n ・＝

62）よ り も多 く脱出に成功した。 そ の 他の 指標に つ い て

は、 第 1 ・第 2 試行 に お い て 、 どの 主効果 も交互 作用 も

有意 で は な か っ た 。

　第 3 試行に お い て も反応数、移動数、所要時間、平

均反応時間、 平均停滞時間 に っ い て は 、 ど の 主効果も交

互作用 も有意で はな か っ た 。 しか し通過 した セ ル の 種類

数 に つ い て 、 第 4 試 行 の 火 災 遭 遇 カ テ ゴ リーの 主 効 果

は傾向差で あ っ た （FCI，73）＝3．14，　p＝．081 ）。続 く第 4

試 行 に お い て PllO と な る グ ル ー プ （Mean ・＝46．84，

S，D．＝18．27
，

π
＝19）が他の グル

ー
プ （P101 …Mean 　＝：

42．87，S．　D ．＝12．46，1z二39 ；P111 …Mean ＝43．95，　S．　D ．
− 13．86，n ＝21）に 比 べ て よ り多種 の 地点 を 通過 した 。

移動数に 違 い が 見 られ な か っ た こ とか ら、 こ の グ ル ープ

は 第 3 試行に お い て 、 同じ場所を重 ね て 通 る こ とが他

よ り も少なか っ た よ うに 見え る。

火災遭遇と脱出失敗 の 効果

　 第 4 試行 の 3 度 の 火災遭遇 の 効果 に っ い て は、期間

の 主効果 の み が 有意 だ っ た （F （1，73）＝36．26，ρ＝．000 ）。

第 5 試行 の 初回火災遭遇 まで の 誘導受容率 （mean ＝，66，

S．D ．一．38，　 n − 79｝は 、第 4 試行 の 同時期の 誘導受容率

（Mean ＝．98，　S．　D．＝．09，　 n ＝79）よ りも低 くな っ た 。 他

の 2 っ の 要因 の 主 効果 お よ び す べ て の 交互 作用 は 、 ど

れ も有意 で は な か っ た 。

　 ま た 第 5 試行 の 2 度 の 火災遭 遇 の 効果 に つ い て も期

間 の 主効果の み が有意だ っ た （F （2，146）＝4．74，p ＝．010 ）。

初回 の 火災遭遇まで の 期間 （Mean ＝．66，　S．　n 二．38，　 n ＝＝

79） と第 2 回の 火災遭遇 ま で の 期間 （Me α n ＝．48，　 S．　D ．
＝．41，π ＝ 79） の 間に は 誘導受容率 に 有意 な差 は な か っ

た （F （1，73）＝　1．12，p − 293）。 しか し初回 の 火災遭遇か

ら第 2 回 の 火災遭遇まで の 期間 と第 2 回 の 火災遭遇後

か ら試行終了まで の 期間 （Mean ＝．70，　 S，彑 ＝．24，　 n ＝＝

79）との 間 に は誘導受容率 の 差 が 有意 だ っ た （F （1，73）＝

6．86，p ・・．011）。第 5 試行 に お い て は 、全体 と して、 2

度 の 火災遭遇後 に そ の 効果 が 現 れ た 。他 の 2 っ の 要因

の 主 効果お よ び すべ て の 交 互 作用 は、どれ も有意で は な

か っ た 。

従来 の 基 本 ルール へ の 態 度

　従来持 っ て きた 基本ル ール を 否定 され た と きの 被験者

の 反応 の 相対的な違い を誘導受容率と所要時間 につ い て

吟味した （Fig．3）。

　第 4 試行初回 遭 遇 ま で の 結果　初め て火災に 出会う

ま で の 誘導受容率に っ い て は 、 性別も第 4 試行 の 火災

遭遇 カ テ ゴ リーも と もに 主効果も交互作用 も見 い だ せ な

か っ た 。 ま た 火 災 へ の 初 回 遭 遇 ま で の 所要時間 に つ い て

も、性 別 も第 4 試 行 の 火 災 遭 遇 カ テ ゴ リーも と も に主

1．0
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　 　 　 　 　 時間経過 （火災遭 遇ご と）

Fig．3　第 4 試行 の 誘導受容率 の 変化

63

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Japanese Society of Social Psychology

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Sooiety 　of 　Sooial 　Psyohology

社会心理学研究　第 14 巻第 2 号

効果も交互作用も見い だ せ な か っ た 。
こ の 間の 平均受容

率は 0，98 （S．D ，＝．09，
　 n ＝　79）、平均所要時間 は 30．10

秒 〔S，1λ＝17．13 ， η
＝79）だ っ た 。

こ の 期間被験者 は、

の べ 平均 1．47 個所 で、の べ 平均 2．25 回 の 誘導を受 け、

の べ 平均 1．39 個所 で 誘導を受 け容れ た 。 こ こ で の べ 数

の 平均値を用 い る の は、同 じ誘導地点 を 繰 り返 し通 る場

合が あ る た め で あ る。以下、特 に こ とわ らな い 限 り同 じ

くの べ 数 の 平均値で 記 した。

　第 2 遭 遇 ま で の 結果 　1 度出会 っ て か ら 2 度 目の 火災

遭遇 ま で の 誘導受容率 に っ い て は、第 4 試行 の 火災遭

遇 カ テ ゴ リ
ー

の 主効果 が 有意 だ った （F 〔2，73）＝48．37，

p＝．000）。 P101 の 誘導受容率 （Mean ＝．30，　 S．　D．＝．33，
η
＝39）は 、 こ の 期 間 、 他 の 2 っ の グ ル ープ よ り も低

か っ た （P111…Mean ＝．99，　 S．ヱλ＝，04，　 n ＝21；PllO…

Mean ＝．79，　S．　D．＝．27，　n ＝．19）。 こ の期間 P101 の被験

者 は、3．38 個所で 6．56 回 の 誘導を受 け、1、67 個所 で 誘

導 を 受 け容れ た 。 Plll は、3．00 個所で 5．90 回 の 誘導

を 受 け、2，90 個所 で 誘導 を受 け 容 れ た。 また P110 は、

2．05 個 所 で 4．74 回 の 誘 導 を 受 け、1．47 個 所 で 誘 導 を 受

け容 れ た。性別 の 主 効果 お よ び 第 4 試行 の 火災遭遇 カ

テ ゴ リ
ーと の 交互 作用 は 見 い だ せ な か った 。

　 2 度目の 火災遭遇まで の 所要時間 に つ い て は 、 性別 の

傾 向差 が 認 め ら れ た （F （1，73）＝3．64，p＝．060）。 男 性

（Mean ；40．2秒 、　S．1）．石18．95，　n ＝17）は女
」
性 （Mean ロ

66．4 秒 、 S．　D ．＝43．16，　 n ；62）よ り も早 く 2 度 目の 火災

に 遭遇 した 。 第 4 試行 の 火災遭遇 カ テ ゴ リーの 主効果

お よ び男女差 と の 交互作用 は 見 い だ せ な か っ た 。

　第 3 遭遇 （試行終了）まで の 結果 2 度目の 火災遭遇

か ら試行終 r まで の 誘導受容率 に っ い て は、第 4 試行

の 火災遭遇 カ テ ゴ リーの 主効果 が有意 だ っ た （F （2，73）≡

149 ．03，p＝．000）。　 PllO の 誘 導 受 容 率 （M 醐 η
＝．07，

S．D ．一．18，　n ＝・19）は、 こ の 期間、他 の 2 っ の グル ープ

よ り も低 か っ た （Plll …Mean ＝．90．　S．D ．＝．19，　n ＝21；

P101 …Me α n ＝．94，　S．D ．＝．16
，
　 n ＝39）。 こ の 期間PllO

の 被験者 は、2．21 個所で 3．89 回 の 誘導 を受け、0，37個

所 で 誘導を受 け容 れ た 。 P111 は、2，38 個所 で 4．24 回

の 誘導を受 け、2．10 個所 で 誘導 を受 け容れ た 。 また P

IOI は 、 1．74 個所で 2，95 回の 誘導 を受 け、 1．54 個所 で

誘導を受け容れ た 。 性別の 主効果お よ び第 4試行の 火

災遭遇 カ テ ゴ リ
ー

との 交互作用 は 見 い だせ な か っ た 。

　3 度 目の 火災遭遇 まで の 所要時間 に つ い て は、第 4 試

行 の 火災遭 遇 カ テ ゴ リ
ー

の 主 効果 が 有意 だ っ た （F

（2，73）＝4．75，P ＝．012）。　 P　l　11 （Mean 　＝・　60．1 秒、　 S．　D ．＝

61．8Ln ＝21｝は、　 P　110（Mean ＝32．9 秒、　S．　D．＝29．16，
n ＝19）と P101 （Mean ＝ 28．7 秒 、

　 S．　D．＝ 22．57，　n ＝ 39）
よ り も遅れ て 3 度日の 火災に 遭遇 した 。

2 度目の 火災遭

遇 ま で は 同 じ よ うに 誘導 を 受 け容 れ た 結果 の 遭 遇 で あ る

に も関わ らず、そ の 後約 33 秒 で 誘導拒否後の 火災 に遭

遇 した P110 と
、

さ らに 約 27 秒 を 待 っ て 誘導 を 受 け容

れ、火災 に 遭遇 した PI11 と は対照的で あ る。そ の 高 い

誘導受容率を考えあわせ ると Pl11 は、こ の 間、誘導を

い っ た ん は受け容 れ な が らもそ の 先へ 進 む こ とを た め ら

い、また 戻 る と い う繰 り返 しを 行 っ て い た こ とが読 み と

れ る。そ して 3度 目の 火災遭遇 も誘導を受容 した 結果

だ っ た こ とか ら、こ の グ ル ープ が た あ ら い なが ら も結局

は 誘導 を受容す る こ と に よ り強く こ だ わ っ た こ とが わ か

る 。 そ の
一

方 で 、 P110 は、
　 P101 が 誘導 を受容す る方

向へ 転 じた の と変 わ らぬ 速 さ で 、 誘導 の 受容 を放棄 した 。

性別 の 主効果 お よ び第 4試行 の 火災遭遇 カ テ ゴ リーと

の 交互 作用 は見 い だ せ な か っ た 。

新 旧 の基 本 ルール の 変化

　第 4 試行と第 5試行の 中か ら次の 3 っ の期間に注 目

し、そ の 間 の誘導受容率の 変化を 3 っ の カ テ ゴ リーご

と に 性別を交え て 吟味 した。分析の 対象 とした期間 は 

第 4 試行 の 開始か ら第 1 火災遭遇まで の 期間 （確認期）、

  第 5 試行 の 開始 か ら第 1 火災遭遇 ま で の 期問 （再確

認 期 ）、  第 5 試 行 の 第 2 火 災 遭 遇 以 降 の 期 間 （観 察

期） で あ る 。

　 P101 （39 名 ； 男性 5 名 、 女性 34 名）　 期間 の 主 効

果 が 有意 だ っ た （F （2，74）＝10．38，p − ．000）。 被験者内対

比 の 結果 、 確認期 の 誘導受容率 （Mean ＝．99，　S．　D．＝．07）
が 再確認 期 （Mean ＝．67，　S．　D，＝．37）よ り も高か っ た

（F （1，37）・＝36．79，p；，000）。 再確認 期と観察期の 誘導受

容率 （Mean ＝．65，　S．　D ．＝24）との 間に有意差 は見 られ

な か っ た （F （1，37）＝239 ，p ＝．131）。 性別 の 主効果お よ

び、期間 との 交互作用 は 有意 で は な か っ た （Fig．4a）。

　PllO （19 名 ； 男性 9 名、女性 10 名）　 期間 の 主 効

果 が 有意 だ っ た （F （2，34）≡6．35，p ＝ ．005）。 被験者内対

比 の 結 果 、 確 認 期 の 誘導受 容 率 （Mean ＝．96，　S．　D ．＝

．12） が再確認 期 （M2 α η r72 ，　S．ヱ）．一．40）よ り も高 か っ

た （F （L17）罵18．77，　p ＝．000 ）。 再確認期と観察期の 誘導

受容率 （娩 απ r67
，
　S．　D ，＝．27） と の 間に 有意差 は見ら

れなか っ た （F （1，17）三1．06，ρr318 ）。性別 の 主効果お

よ び、期間との 交互作用 は有意 で な か っ た （Fig．4b）。

　P111 （21 名 ；男性 3 名、女性 18 名）　期 間 の 主 効

果が 有意 だ っ た （F （2，38）諏10．30，ρ諾．000）。 被験者内対

比の 結果、確認期の 誘導受容率 （Mean ＝．98，　S，　D，＝．11）
が再確 認期 （Mean ＝．60，　S．　D ．＝，37）よ り も高か っ た （F

（1，19＞＝10，60，p ＝．004 ）。 さ らに再確認期 の 誘導受容率

は、 観察期 （Mean ＝．81，　 S，1）．＝．16） よ り も有意 に 低

か っ た （F （1，19）＝10，24，p ＝．005）。 性別 の 主効果 お よ び、

期間 との 交互 作用 は 有意 で は なか っ た （Fig．4c）。

考 察

本研 究の 結果 は 次の 3 点に 要約 で き よ う 。 す な わ ち

1＞第 4 試行 に お い て、従来持 っ て い た 基本 ル ール を否
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Fig．4c 誘導受容率 の 変化 ； P111
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Fig．4b　誘導受容率の 変化 ： PllO

定 さ れ た と き、P101 と PllO は Plll ほ どに は強 く従

来 の ル ール に こ だ わ らな か っ た。2）第 5 試行 に お い て

PIOI と PllO は新 た に 獲得 した 基本 ル
ー

ル （の 萌芽）

を い っ た ん 否定 さ れ た 後 も保持 し よ う と した 。 3）他方

Plll は 従来持 っ て い た 基 本 ル ール に 戻 ろ う と し た 。

PIOI に つ い て 示唆 さ れ る も う 1 っ の 可 能 性 も含 め て 順

に 考察す る 。

火災遭 遇 と脱出失敗 の 効果 （操作チ ェ ッ ク）

　本研究で 火災遭遇と脱出失敗を設定した の は 、 被験者

が そ の 時点で 持 っ て い る基本ル ール を否定す る た め で

あ っ た 。 そ こ で は 、 基本ル ール を否定 した 後 の 内容まで

あ らか じ め 決 め る こ と は しな か っ た 。 こ れ は 特定 の ル
ー

ル へ の 誘導 あ る い は 説得 を避 け る た め で あ っ た。し た

が っ て 否定後 の 内容も予測 で きず、火災遭遇 と脱出失敗

が もた ら した 効果 の 評価 に 曖昧 さ を残 す こ とに な っ た 。

しかしこ の 曖昧さは複数 の 結果 を組 み 合わせ て 考 え る こ

と で 解消で きる と考え る 。

　先に述べ た よ う に 、 第 4 試行 と第 5試行に お け る初

回 の 火災遭遇 ま で の 誘導受容率の 比較 は、第 4 試行 の

脱出失敗 （3 度の 火災遭遇）が誘導受容率を下げる方向

に は た らい た こ とを示 した 。 また一
方 、 第 4 試行 に お

い て 誘導を受け容れた結果、初回 の 火災 に 遭遇 した人 が

全体 の 90．9％ を 占め た。 こ れ らの 結果 か ら、第 4 試行

に お け る 火災遭遇 と脱出失敗 は 、 被験者が こ の よ うな事

態 に 対 して 従来持 っ て い た 高 い 誘 導受 容率 と い う基本

ル ール （常識 的 知 識 ） を 否 定 して、第 5 試 行 開 始時 に

お け る誘導の 受容率を下げた と考 え て よ い と思われ る。

ま た 同様 に
、 第 5 試行 に お け る 火災遭遇 は、こ の よ う

に い っ た ん ドが っ た誘導受容率 （新た に獲得された基本

ル
ー

ル ）を、2 度 の 火災遭遇 （否定） を 経 た後 に 全体的

に上げ る方向に は た らい た と考 え て よ い と思われ る 。 す

な わ ち 本研究 で 設定 した 火災 遭 遇 と脱 出失敗 は 、 第 4

試行 に お い て も第 5 試行に お い て も 、 被験者が そ の 時

点で 持 っ て い る基本ル ール お よ びそ の 萌芽をそ れ ぞ れ否

定 し得た と考え る。

従 来 の 基本 ル
ー

ル へ の 態度

　本研究 に お い て も っ と も重視す る の は、次項 に 述 べ る

新 旧 の 基本ル ール の 変化 で ある 。 しか しそ れ を 見 る 前 に、

ひ と まず 、 従来の 基本 ル
ール へ の 態度 を 見 る 。 第 5 試

行 の 初回火災遭遇 まで の 期間 に 現 れ た誘導受容率 に 第 4

試行 の 火災遭遇 カ テ ゴ リ
ー

に よ る差 は な か った もの の
、

そ の 後 の 展開を よ りよ く理 解 す る た め に 、 そ こ に い た る
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経過 を 見 て お くこ と が必要 と考え るか らで あ る 。

　本研究で は 、 第 4 試行の 3度 の 火災遭 遇 に対す る直

前 の 誘導 へ の 諾否 に よ っ て 被験者を機械的に分類し、 そ

の 内容を示す ラベ ル を付けた。従来持 っ て い た 基本 ル ー

ル を否定 されたとき、こ こ で 分析対象とした 3 っ の グ

ル
ープ は、そ の 時々 に おい て 、ラ ベ ル にふ さ わ しい 受容

率を示 した。こ の こ とか ら本研究 で は、火災遭遇 直前 の

誘導 に 対す る受容 と 拒否 の 個 々 の 判断 が、偶 然 や 何 か の

ミ ス に よ る もの で あ る よ り は 、
そ う しよ う とい う意図に

もと つ い た もの で あ る 可能性 の ほ うが 高 い と考え る 。 誘

導 を受容 した場合 も拒否 した 場合 も、火災遭遇 の た びに

被験者 は そ の 意図を 否定 さ れ た 。

　 ま た Plll は 、 2 度 の 火災遭遇後 3度 目の 火災 に 遭遇

す る ま で の 所 要時間 が 他 よ り も 長 か っ た 。 こ の と き

Pl11 の 誘導受容率に は、そ れ 以 前 の もの に比 べ て も、

あ る い は他の グル ープ と の 比較に お い て も、特に 低下し

た形跡 は な か っ た 。 また ど の グル ープ も同 じ迷路を さ ま

よ っ て お り、Plll だ け が 第 4試行 の 3度 目の 火 災 遭 遇

に お い て 火災 遭 遇 地 点 か ら離 れ た 場 所 で 誘 導 を受 け た わ

け で もな い 。 こ れ らの こ とか ら、こ の 時期 P111 は誘導

を受 け た場所 か らい っ た ん は そ の 方向 に 踏 み 出す もの の
、

そ の 先 に 進 み きらず に た め らい、誘導を受けた場所 に再

び戻 る 、 とい うこ と を繰 り返 して い た こ とが 読 み と れ る 。

そ して結局は誘導を拒否す る こ と な く火災に 遭遇す る こ

とに な っ た。P111 は た め ら い な が ら も誘導を 受容 す る

こ とに こ だ わ っ て い たと考え られ る。 そ して そ れ は 、 第

4 試行の 初回火災遭遇まで に 示され た従来 の 基本 ル
ー

ル

で あ っ た 。

　第 2 火災遭 遇 ま で は 同 じ歩調 だ っ た PllO が そ の 後

Plll ほ どに は基本ル ール に こ だ わ らな か っ た 背景 に は、

第 3 試行 の 結果 と共通 す る要因 が 関係 して い る の か も

知れ な い。第 3 試行 にお い て 、後 に Pl10 と な る被験者

は、他 と同 じ移動数 で 他 よ り も広 い 範囲を探索した よ う

に 見 え る 。 こ の 違 い は 第 3 試行 に な っ て 現 れ て い る こ

とか ら、 背景 の 要因 と して 課題迷路 へ の 慣れ、あ る い は

自信を考え る こ とが で き よ う。 こ の 推論 は 、 P111 と P

llO の 違 い と と も に 、
　PllO と PIOI の 間 に も違 い が あ

る こ とを示して い る 。

一見す る限りで は PlOl と P110

は、ともに PII1 ほ どに は強く従来の ル ール に こ だ わ ら

な か っ た よ うに見 え る。しか し PlOl に っ い て は も う少

し詳細 に検討す る必要が あろ う。

　第 4 試行 の 誘導受容率 の 変化 を見 る と、P101 は火 災

遭遇 ご とに 方針 を逆転 させ て い る よ う に も見 え る。こ の

こ と は P101 に は a ）従来 か ら持 っ て い る 基本 ル ール が

存 在 した の か と い う疑 問 と、b）あ っ た と し て も そ れ を

こ の 第 4 試行で 否定 し得 た の か と い う疑 問を 生 じ させ

る。 こ の 項で は ま ず a ）の 点に つ い て 考え 、
b）にっ い て

は次 の 項で 考え る こ とに したい。

　 先 の 疑 問 a ）に っ い て は、 従来 か ら持 って い る 基本

ル ール が や は りあ る と思 わ れ る。 た だ しそ の 内容 に っ い

て は さ ら に 2 っ の 可能性が考え られ 、 本研究の結果に

現 れ た もの が そ の うちの ど ちらで あ るか は決 め が た い
。

　 1 っ 目の 可能性は 、 や は り他の 2 つ と同じ く第 4 試行

の 初回火災遭遇時 ま で に 現れた高 い 誘導受容率に 象徴さ

れ る基本ル ール で あ る 。 初回 の 火 災遭 遇 で 直 ち に 方向転

換 さ れ る と は い え、そ こ で 示 され た 分散 の 低 さ （PIOI

の 分散は ．004
、 全体の 分散は ．008 ，n は そ れ ぞ れ 39 と

79）は 、 誘導を受容す る方向に促す規範あ る い は価値

観 の 存在を うかが わ せ る 。 た だ しそ れ に対す る執着は 、

P101 は とて も弱か っ た。

　 存在す る と思 われる基本 ル
ー

ル の もう 1 っ の 可能性

は 「機械的反転」 と も呼ぶ べ きもの で ある。最初 は高 い

受容率か ら始ま る と い うこ と も含 め て 、こ とが 起 こ るた

び に 受容と拒否 を 逆転 さ せ る とい う方針 で あ る。こ れ を

こ の グ ル ープ が 従来持 っ て い た基 本 ル ール と見 る な らば、

第 4 試行 を 通 じて こ の グル ープ は 自 らの 基 本 ル
ー

ル を

保 持 し通 した こ と に な る 。 少 な く と も第 4 試行 の 中 で

は そ れ を否定す る操作 が功を奏した形跡 は見 られ なか っ

た
。

こ の よ うな 方針を否定 しそ の 効果 を 試行 の 中で 確認

す る に は、本研究 で 用 い た もの よ り もも っ と きめ の細か

い 操作 が 必要だと思わ れ る 。

基本 ルール の 変化

　本研究 で は第 4 試行 と第 5 試行 の 中 か ら 3 っ の 期 間

に 注目し、そ の 間 の 誘導受容率の 変化を 3 っ の カ テ ゴ

リーご と に 吟味 した 。 分析の 対象と し た期間 は   第 4

試行 の 開始か ら第 1火災遭遇 ま で の 期間 （確認 期）、  

第 5 試行 の 開始 か ら第 1 火災遭遇 ま で の 期 間 （再 確 認

期）、  第 5 試行の 第 2 火災遭遇以降の 期間 （観察期）

で あ る Q

　前項 の 議論か ら P101 に っ い て は 疑問 の 余地が あ る も

の の
、 3 っ の 期間 の こ の よ うな 位置づ けに つ い て 、少 な

くと も P111 と P110 に っ い て は 特 に 閊題 な い と思 わ れ

る。 しか しそ の間の誘導受容率の変化は必ず し も予測通

りで は な か っ た 。 確認期か ら再確認 期に か けて 両グ ル ー

プ と も誘導受容率 は低下 した。 こ れ は 第 4 試行 の 3 度

の 火災遭遇 と脱出失敗 の 効果 と思われ る。しか しそ の 後、

再確認期か ら観察期に か けて P110 は 予測通 り誘導受容

率が変化 しな か っ た の に 対 して 、P111 は 高 くな っ た。

　 こ の と き Plll は、第 4 試行 を通 して こ だ わ っ た 従来

の 基 本 ル ール に 戻 ろ う と し た よ う に 見 え る 。 逆 に P110

は 、 第 4 試 行 に お け る 2度 の 火災 遭 遇 後 Pll1 ほ ど に

は こ だ わ らずに方向転換した が 、 再確 認期か ら観察期に

か けて 新 た な基本 ル ール （の 萌芽） が否定さ れた 援もそ

れ を捨 て よ うと しな か っ た。一
方が 従来の 基本 ル ー

ル に

こ だ わ り、 もう
一

方が 新 た な ル ール を保持 しよ うと した

理 由 は、 本研究の デ ータか ら推し量 る こ と は で きな い 。
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特 に Plll が こ だ わ った の は直 前 の 試 行 で脱出失敗 を も

た ら した基本 ル ール だ っ た 。
こ の 結果 は、こ だ わ りの 理

由 とそ の 強 さを 規定 す る要因を 探す と い う課題 を今後 に

残す 。

　 PlO1 に つ い て は、ま ず前項 の 疑問 a ）に した が っ て 2

っ の 可能性を考 え なければな らな い 。 1 っ 目の 可能性は

確認期に 現れ た もの が こ の グル
ープ の 被験者が従来持 っ

て い た基本 ル
ー

ル と見 る視点で あ る。こ の 場合 PlO1 は

先 に 述 べ た P110 と同 じく予測通 りの 変化を示 した こ と

に な る。 従来 の 基本 ル
ー

ル に 対す る こ だ わ りも、 Pl10

よ り も低 い よ う に 見え る
。

　 も う 1 っ の 可 能性 は 機械的反転 で あ る 。 第 4 試 行 の

よ う に足 並 み の そ ろ っ た、しか も大 き な 誘導受容率の 変

化は 第 5試行 で は 見 られ な か っ た 。 第 4 試行の 脱出失

敗 に よ っ て 機械的反転 そ の もの が 消 え た と見 るな らば、

そ れ は基本 ル
ー

ル の 転換 で あ り、 再確認期で 新 た に採用

した 基本 ル
ー

ル が 火災遭遇 に よ る否定を受 け た後 も観察

期で 保持 さ れ た と考 え る こ とが で き る 。

　 た だ し、P101 に つ い て は 第4 試行の 機械的反転 が 第

5 試行で 足並 み を乱 した だ けだ と い う 可能性も否定 で き

な い
。

こ の 場合 は 第 4 試行 の 火 災 遭 遇 お よ び脱 出失敗

の 効果 は足並 み を乱 した に と ど ま り、
こ の 乱れ の み が 観

察期ま で 保持 さ れ た こ と に な る 。 こ れ は 前項の 疑問 b）

に 対す る 回答 と な る 。
こ の と き、第 5 試行 に お け る 2

度 の 火 災遭 遇 の 効果 は明確 に は評価 で き な い
。 個人 レ ベ

ル で は ともか く、グル
ープ 全体 と して は 相殺さ れ て し

ま っ た とも考 え られ るか らで あ る 。

　 そ れで もこ の 視点か らは次の よ うな興味深 い 可能性 が

示唆 さ れ る。す な わ ち、個人 レ ベ ル で は依然 と して 従来

の 機械的反転を維持して い る に も関わ らず、全体 に 足並

み が そ ろ わ な い た め に結果 と して こ の よ うな 誘導受容率

の 推移 に な っ た、と い う 可能性 で あ る 。 基本ル ール あ る

い は常識的知識が 、個人の 視点 か らは従来の ま ま で あ り

な が ら、グ ル
ー

プ 全 体 を 俯 瞰 して み る と新 た な 動 きと

な っ て い る事例 の 1 っ と な る か も知 れな い。そ の 動 き

が 定着すれ ば 、 結果的に 新た な 基本 ル
ール あ る い は常識

的知識とな る可能性 もあ ろ う。

常識的知識で は な く戦略 か

　 特に 第 4 試 行 の 誘導 に 対す る反応 は 、 そ の 背景 に 基

本 ル
ー

ル あ る い は常識的知識を想定す る よ りも、ゲ
ーム

に 対す る ．一
っ の 戦略の 結果と考 え る こ と もで きよ う。 し

か しそ の 可能性は低 い と思われ る 。 本研究 に お い て は火

災 遭 遇 の 設定 が、少 な く と もこ こ で 分析対象 と した被験

者 に 対 して は、第 5 試行 の 第 2 火災遭遇 ま で 、戦略の

失 敗 は分 か っ て も、そ の 成功 は わ か らな い 構造 に な っ て

い た 。 否定 され 続 ける 戦略を ど の よ う に 立 て 直 して ゆ く

か と い う場面で は、や は りそ の 背 景 と して こ の よ うな 事

態 に 対す る基本 ル ール あ るい は常識的知識 が必要 と な ろ

う。 受容 と拒否の 実際の 連鎖 か ら も、戦略 の 成功 の 結果

と して よ り も、 む しろ 戦略 の 失敗を回復 しよ うとす る結

果 と して の PIII ・PllO ・PIO1 と 見 る ほ うが ふ さ わ し い

よ う に 思 わ れ る 。

本 研 究 の 実験事態 は 緊急 事態 か

　本研究 で 用 い た課題は、火災 と の 遭遇 を 避けて 仮想迷

路か ら脱出す る こ と で あ っ た 。 本研究と同じ く、
コ ン

ピ ュ
ー

タ上 に展開する仮想迷路 を用 い て 緊急事態 を研究

した 例 として 、例 え ば 釘原 （1992）が あ る 。 しか し本研

究 は次 の 点 で、従来扱われ て き た 緊急事態 の 要件を満た

して い な い と 思わ れ る。まず災害場面や緊急事態 に おけ

る人 の 行動 の 研究 は、従来 い ずれ も集団事態 あ る い は集

合事態 を扱 うか、あ る い は 想 定 して い た。ま た課 題場面

で は 時間制隈 あ る い は 所要時間が 重 要 な 位 置 を 占め て お

り、そ こ で 問われ るの は安全 に す ば や く脱 出す るた め の

有効 な誘導法 で あった （e．g．，杉万 ，
1983 ）。

　 こ れ に 対 して 本研究で 扱 っ た の は単独 の 脱出事態で あ

る 。 制限時間 も一応設け た もの の 事態を構成す る 核 は 3

度 （第 4試 行）お よ び 2 度 （第 5試 行） の 火 災 遭 遇

だ っ た 。 さ らに 考察の 焦点は 、 しくじる こ と も前提 と し

た誘導へ の 反応で あ っ た。従来 の 研究 の 流れか らは特殊

な 緊急事態 と言 い うる。本研 究 で ビ ル 火災 を 想定 した の

は 、本来長時間を 要 す る プ ロ セ ス を短時間の 課題場面 に

凝縮 しよ う と し た も の で あ る 。 本来 の 場 面 は む しろ、例

え ば 大学受験や 道 に 迷 った場合 の よ うに、何 か の 目的 に

向か っ て 周囲 と の 柑互 作用 を交え な が ら試行錯誤 を くり

返す事態で あ る 。
こ の 意味 に お い て 、本研究 で 扱った の

は 、 緊急事態 と 日常生活 の 境界線上 に 位置す る事態 と考

え る 。 こ の よ うな事態は常識的知識が 問 い 直され る事態

で あ り、そ の 研究 に 格好 の 舞台 と考え る 。

シ ミ ュ レ
ー

シ ョ ン の 有用性

　 本研究 で は、被験者が 従来持 っ て い る基本 ル
ー

ル を否

定 し、同時 に事態 に ふ さ わ しい 新 た な基本ル
ール を 獲得

させ、さ ら に そ れ を再 び否定 して 、そ の 後を 観察す る と

い う
一

連 の プ ロ セ ス を 設定 した 。 こ の プ ロ セ ス を正味

16 分 か ら 17 分 の 課題事態 に 圧縮で きた の は、や は り

シ ミ ュ レ
ーシ ョ ン の 利点 だ と考 え る。倫理 的 な 問題 の 緩

和 とい う点 か ら も、課 題事態を短時間 に 圧縮 で き た の は

望 ま しい こ とだ っ た と考 え る。

今後の 課題

　 問題の 項で も述 べ た よ うに、新奇 な事態 は常識や基本

ル ール を通 して 入 々 の 心理 を見 る こ と の で き る格好 の 機

会 で あ る。そ して 新奇な 事態 に 出会 う こ と は決 して 希な

こ とで はな い 。

　 一
方、本研究 の 結果か ら見る限 り、新奇な事態 に お い

て は、基 本 ル ール の 維持や 保持 は Gar 加 kel （1963 ）が

い う ほ ど単純で はな い よ うで あ る。すな わ ち、本研究で

見 出 した基 本 ル
ー

ル と そ の 萌芽 に つ い て は 、 そ れ ぞ れの
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正 当（legal）性 に 関 し て 客観的 な 差 は な か っ た と思 われ

る 。 そ の と きそ れ ぞ れ の 保持 の 違 い は こ だ わりの 違 い と

して 現 れ た 。 こ だ わ りの 理 由 と強 さ を 決 め る要因 を探索

す る と と もに 、こ だ わ りっ っ も足並み が 乱れ る 中で の 基

本 ル ール の 推移 を 観察 す る こ とが 今後 の 興味深 い 課題 と

な ろう。 　 常識を壊す こ とで 始ま っ た 研究　（Garfinkel，

1963）が 、 常識 の 再生 や変化 の プ ロ セ ス に 焦点を移す べ

き段階 に入 っ た と考え る 。 そ こ で は常識的知識 と して の

common 　 sense だ け で は な く、　常識的感覚と して の

common 　 sense が よ り
一

層重要な位置を占め る こ と に

な る と思われる。
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