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 It was predicted that visual capture was caused by the modality characteristics. For 

the unity of visual perception was based on simultaneous registering of the whole 

contour and the unity of tactual perception was based on successive impression. Under 

successive aperture viewing it was examined whether visual capture occured or not. 

The result indicated that two perceptual resolution of the conflict were occured. One 

resolution was visual capture and the other was tactual capture.

 あ る物 体 な り事 象 な りの知 覚 に お い て,視 覚 と触 覚 あ るい は聴 覚 等,異 な る様 相 間 に情 報 の ズ レ

が あ る時,多 くの人 は そ の ズ レに気 づ くこ とな く視 情 報 を 基 に統 合 され た 単 一 の 物 体 な り事 象 を 知

覚 す る傾 向が あ る。 こ の こ とはvisual capture現 象 と して知 られ,多 くの実 験 的 研 究 に よ り確 認

され て い る （Gibson,1933;Hay, Pick,＆Ikeda,1965;Rock＆Victor,1964） 。 しか し,そ の

理 論 的 根拠 に つ い て は,論 議 が尽 され た とは い い 難 く,未 解 決 の問 題 を 残 して い る。

 従 来,い くつ か の 感 覚 様 相 間 の コ ン フ リク ト事 態 が 実 験 的 に 設 定 され て き た が,主 な も の と して

は 大 き さや 形 の 知 覚 に 関 す る視 ・触 覚 間 の コ ン フ リク トや,位 置 の知 覚 に 関 す る視 ・触 覚 お よ び

視 ・聴 覚 間 の コ ン フ リク トな どが あ る。 こ う した 課 題 に お い て,visual captureに 影 響 す る 要 因

の検 討 が い くつ か な さ れ て お り,例 えば,active touchとpassive touchの 比較 （Miller,1972）

とい った 刺 激 の操 作 や,教 示 に よ り コン フ リク ト事 態 を 観 察 者 に 知 らせ る主 体 内 の 認 知操 作 （Wa-

rren,1979） な どが あ る。 しか し,こ う した研 究 の多 くが,全 く視 覚 の 優 位 性 を 変 化 させ られ ず に

と ど ま るか,あ るい は 単 に優 位 性 の程 度 を 減 ず る結 果 に 終 って い る こ とは,Welch＆Warren（19

80） も指 摘 す る とお りで あ る。

 現 在 確 認 され て い る,visual capture体 制 を 崩 壊 す る唯 一 の要 因 は,ズ レの大 き さを 増 大 さ せ

る こ とで あ ろ う。 傾 きの 知 覚 に つ い て は,Over（1966） が 棒 を15° か ら90° まで 視 覚 的 に の み 傾 け

て変 化 させ る こ とで検 討 して お り,90° で 視 情 報 へ のバ イ ア スが 見 られ な か った こ とを 報 告 して い

る。形 の知 覚 につ い て も同 様 の結 果 が 得 られ て い る （毛 塚,1979） 。 こ れ は,横 のみ 縮 小 させ る レ

ン ズを 用 い,実 際 は 正 方 形 の も のを 視 覚 的 に は 矩 形 に見 せ る こ とで コ ン フ リク ト事 態 を設 定 し,レ

ン ズの 縮 小 率 を1／2,1／3,1／8と 変 化 させ て 検 討 した もの で あ る。1／8の 縮 小 率 で は ほ とん どの 観

察 者 が 感 覚 間 の ズ レを 感 じ,視 覚像 を虚 像 とみ な し,触 覚 像 を基 に判 断 す る よ うに な る とい う結 果



が 得 られ た 。

 した が って,こ こで1つ 確 認 され る こ とは,visual captureは あ る 限定 つ きで 生 じ得 る現 象 で

あ る とい うこ とで あ る。 即 ち,感 覚 様相 間 の情 報 の ズ レが あ る範 囲を 越 え る時,単 一 性 の知 覚 は 崩

壊 す る とい え る。 この ズ レの 範 囲 に つ い て は,対 とな る感 覚 様 相 に よっ て も,ま た い か な る知 覚 を

問 題 とす るか に よ って も異 な って くる もの と考 え られ る。

 Miller（1972） は,主 体 の 側 が 単 一 物 体 で あ る と信 ず るか 否 か が, visual captureの 重 要 な要 件

で あ る とい うが,問 題 はむ しろ 逆 に,主 体 側 が 意 識 の上 で異 な る と知 って い て もな お,単 一 体 と し

か 認 知 で きな い （これ は前 述 のWarrenの 研 究 に よ っ て確 認 され て い る） 状 況 が あ る とい う こ と

に あ る。

 お そ ら く,生 体 は あ る程 度 の情 報 の食 い 違 い に は 目を つ ぶ って ま で,単 一 事 象 と して扱 お うとす

る寛 容 さを 持 つ とい う こ とで あ り,こ れ は外 界 を 安 定 した も の と して知 覚 す る上 で 有 効 な策 と考 え

られ る。

 と ころ で,残 る問 題 は,こ の 場 合 な ぜ視 覚 を 中 心 に 統 合 され る のか,な ぜ 聴 覚 あ る い は触 覚 で は

な い のか とい う こ とに な る。 この 問 題 に 関 す る議 論 は,Welchら （1980） が 指 摘 す る と ころに 従

え ば 以 下3つ に分 か れ る。

 1）Modality Precision Hypothesis

 2） Direct Attention Hypothesis

 3）Modality Appropriateness Hypothsis

 Modality precision hypothesisは,よ り正 確 な像 を もた らす 感 覚 様 相 に 従 って 解 釈 が 行 なわ れ

る とす るも の であ る。 この仮 説 の 当 否 に つ い て は 劣位 感 覚 で あ る触 覚 に よ る認 知 の 正 確 さ を 増 す

（触 覚 の 感 受 性 を 高 め る訓 練 や,activeな 触 探 索 な ど）こ とや,逆 に視 覚 の 精 度 を お とす （Fishkin,

et. al.,1975） とい った 方 法 で検 討 され て い るが,い ず れ も 一 貫 した 傾 向 は得 られ ず,視 覚 優 位 の

体 制 を くず す の に成 功 した も の は な い。

 しか し,Welchら の 指 摘 す る よ うに,い ず れ の 実 験 的 操 作 も,そ れ に よ って 果 して 認 知 の 正 確

さ を 高 め た か ど うか 確 認 され て お らず,結 局 の と ころ,操 作 上 の失 敗 とい うこ とに つ き る。 よ って,

この 仮 説 を 検 証 す るに 価 す る実 験 は まだ行 なわ れ て い な い とい う こ とに な ろ う。 そ もそ も精 度 を 問

題 とす るな らば,各 感 覚 様 相 に よ って知 覚 され る像 の特 質 との関 係 を吟 味 せ ず に は す まぬ は ず で あ

り,こ の点 を 考 慮 せ ず に 精 度 を コ ントロー ルす る こ とは実 際,不 可 能 と思 わ れ る 。

 次 に,Direct attention hypotesis―  これ は そ れ ぞれ の感 覚 様 相 へ の注 意 の配 分 が最 初 か ら異

な って お り,視 情 報 へ よ り多 くの 注 意 が 向 け られ るた め,そ れ に よ って 支 配 さ れ る とい うもの で あ

る。 代 表 的 な 考 え はPosnerら （1972） に み られ る。 彼 らは視 情 報 （光 ） の発 見 は 聴 覚 刺 激 や 触 覚

刺 激 のそ れ よ りも遅 れ る とい う観 察 か ら,視 情 報 の 処 理 に は よ り多 くの 注 意 の喚 起 を 必 要 とす る。

そ のた め 常 に 視 情 報 へ 注 意 が 向 け られ る し くみ に な って い る と考 え る。

 乳 児 の外 界 へ の 定 位 の発 達 を み て も,聴 覚 刺 激 へ の 定 位 は新 生 児期 か らみ られ る （Bower,1974）

の に 対 し,視 覚 刺 激 へ の定 位 は 視 野 内 に あ って も,音 や 動 きが そ れ に 伴 わ な い場 合,3・4か 月 児

で も困 難 な こ とが あ る （天 野 ら,1982） とい った こ とが 観 察 され る こ とか ら,視 覚 へ の定 位 は他 の

感 覚 情 報 へ の定 位 よ り も,よ り主 体 の 側 の 能動 性 を 要 す る行 為 で あ る とは い え よ う。

 しか し,こ の議 論 は 静 的状 況 下 で の 変 化 に対 す る反 応 （定 位 ） を 問 題 とす る場 合 に 成 りた つ も の

で あ り,刺 激 の空 間 的 特 性 （形 や 大 き さ,傾 き等 ） を 問 題 とす る場 合 に ま で適 用 で き るか ど うか 疑

問 で あ る。 つ ま り,空 間 特 性 の 発 見 に 視 覚 が 触 覚 な ど よ りも遅 れ る とは 考 え に くい 。

 最 後 のModality appropriateness hypothesisは あ る事 象 を 知 覚 す る の に,各 感 覚 様 相 が 等 し

く適 して い るわ け で は な い,例 え ば,視 覚 は 空 間 的 情 報 処 理 に 適 して お り,聴 覚 は 時 間 的 情 報 処 理

に 適 して い る （Freides,1974;0'Connor＆Hermelin,1978） こ とに よ る とす る もの で あ る。 し



た が って あ る情 報 を処 理 す る のに 最 も適 した 感 覚 に バ イ ア スが か か る とい う。

 この 仮 説 の 検 証 実 験 と して は,Texture（ き め） に つ い て視 ・触 覚 間 に コ ンフ リク トを設 定 した

実 験 が あ るが 一 致 した 結 果 は 得 られ て い な い （Welchら,1980） 。 Gibsonに よ る勾配 説 の主 張 が

あ る よ うに,視 覚 の み で も,き め とい う構 造 は 充 分 知 覚 され るは ず で あ り,こ の 種 の 実 験 で 当 仮 説

が 検 証 され 得 る もの か 疑 問 で あ る。 も う一 つ の方 向 と して は,視 （光 ）・聴 覚 間 に 時 間 的 ズ レを お

こす 実 験 が い くつ か 報 告 され て お り,そ れ に よ る と光 が一 定 の間 隔 で呈 示 され,音 が そ れ に ズ レて

呈 示 され る時,auditory capture現 象 が あ らわ れ た とい う （welchら,1980） 。

 Welchら は,上 記 のModality appropriateness hypothesisとDirect attention hypothesis

とを統 合 した モデ ル と して,与 え られ た 情 報 の処 理 に 最 も適 した 感 覚 様 相 に 第1に 注 意 が 向 け られ

（primary attertion）,そ の 結 果capture現 象 が お こ る とい う案 を提 起 す る。 しか し, Welchら

も指 摘 す る よ うに,こ の 注 意 を 転 換 す る こ とは 大 変 難 しい。 装 置 の し くみ,実 験 事 態 を熟 知 して い

る当 の 実 験 者 に もcapture現 象 はい か ん と も しが た い強 さで起 る。

 この注 意 の転 換 を 困 難 に す る理 由 こそ が 問 わ れ な け れ ば な らな い だ ろ う。― 今,そ れ を 視 覚 像

の有 す る も っ と も ら しさveridicality（Easton,1976） と仮 定 してみ る。 こ の も っ と も ら しさ こそ

我 々の注 意 を ひ きつ け て離 さ な い 本 体 とは 考 え られ な い だ ろ うか。 そ して,こ の視 覚 系 の も っ と も

ら し さ の 由来 は視 覚 系 特 有 の 像 の 形 成 に 求 め る こ とが で き る。 即 ち,山 根 （1935） は 触 運 動 知 覚 に

お い て は, 「同時 的 に 成 立 す る知 覚 の 場 」 が 狭 い こ とを 指 摘 し,そ の 両 者 の 相 異 を 「視 覚 的 な 場 合

に は 所 謂 同時 的 （simultan） に,触 運 動 的 な 場 合 に は 継 時 的 （suhzessiv） に 図形 を知 覚 す る」 こ

とに あ る とい う。

 以 上 を 要 約 す れ ば,コ ン フ リク ト事 態 で 視 覚 系 を 中 心 に 統 合 が起 る理 由 は,視 覚像 の も っ と も ら

しさ―  そ れ を 可 能 とす る視 覚 像 の 同時 性 に あ る とい うこ とで あ る。 これ を 「同 時 性 仮 説 」 と呼 ぶ

こ とに す る。 この 見 解 は感 覚 様 相 の特 質 自体 に 要 因 を 求 め る も の で あ り,そ の意 味 で はModlality

appropriateness hypothesisに 含 まれ,さ らに そ れ を 洗 練 す る もの と して位 置 づ け られ よ う。 そ し

て,こ の仮 説 か ら予 測 され る こ とは,同 時 性 が 破 壊 され る と,visual captureは 成 立 しな くな る

とい うこ とで あ る。 そ こで,本 研 究 で は,小 穴 に よ り視 覚 刺 激 を 継 時 的 に1部 ず つ知 覚 す る とい う

実 験 条 件 を 設 け る こ とで,こ の仮 説 を 検 討 す る。 課 題 と して は,前 回 （1979） と同 様,形 の 知 覚 に

お け る視 ・触 覚 間 の コ ン フ リク ト事 態 を設 定 した 。

方  法

 刺 激 図 形 標 準 図形 と して40×40mmの 正 方 形 で 厚 さ1mmの 白い プ ラ ス チ ック板 を 用 い た 。

Rock＆Victor（1964） お よび 前 回 報 告 （1979） で は25×25mmの 標 準 図形 を用 い て い るが,本 実

験 では 小 穴 を通 して 図 形 を 観 察 す る条 件 を 新 た に 設 け た こ とか ら,こ の 条 件 を可 能 にす るた め 従 来

の もの よ り大 き く して い る （図形 が小 さ い と,小 穴 を通 して 瞬 間 的 に 全 体 の 輪 郭 が 知 覚 され て しま

う）。 比 較 刺 激 は,縦40mmで 一 定,横 幅 が8mmか ら56mmま で,20％ の 割 合 で 増 加 す る矩 形7個

の 系 列 か ら成 る。 これ らは標 準 刺 激 呈 示 装 置 の右 横 の 比 較 刺 激 呈 示 台 上 に ラ ン ダ ム な順 で並 べ られ

た 。

 装  置Fig.1お よびFig.2に 装 置 の概 略 を示 す 。 概 ね,前 回 （1979） の もの と同様 で あ る。

長 さ435mm,幅360mm,高 さ305mmの ボ ー ル紙 製 の箱 で 内部 に は 黒 ラ シ ャ紙 が 貼 られ て い る。 上

部 は 照 明 の た め 一 部 開 い て い る。 右 側 面 に は 内 部 の標 準 刺 激 を つ か む た め の 手 の入 口が あ る。 ま た

左 側 面 に は,小 穴 観 察 板 （50×20mmの 黒 い 板 で,直 径2.5mmの 穴 が あ い て い る） を 通 す た め の

す き まが 開 け て あ る。 観 察 板 は垂 直 面 に お い て上 下 ・左 右 方 向に 自 由 に移 動 可 能 で あ り,各 被 験 者

が そ の左 手 で操 作 す る。 た だ し,そ の可 動 範 囲 は 上 下 に つ い て は標 準 刺激 附近 に 限定 され て い る。

 これ は 後 に 述 べ る レ ンズ の上 端 と下 端 に 歪 み が あ る た め,そ れ に よ る像 の 歪 み を 防 ぐた め で あ る。



Fig. 1. Illustration of the device 

       (in plan).

Fig. 2. Illustration of the device 

       (in side view).

 標準刺激は,箱 の奥の底面か ら垂直にたて られた無色 プラスチ ック棒の先に取 りつけられてお り,

装置ののぞき窓から見て正面に位置 している。刺激の後側には黒布がつ るされてお り,こ れを通 し

て,被 験者は標準図形を触覚的に探索す る。これはレンズによる手の歪みか ら実験装置への疑いを

持つことを防 ぐためである。黒布は十分薄いため触覚的認知を損 うことはない。

 標準刺激の前方230mmの 位置に透明プラスチ ック板 （70×300×6mm） を加熱 し,対 象の視覚像

の横の長さのみを縮小するようにU字 形に曲げて作製 された レンズが置かれる。 このレンズは前回

（1979）使用のものである （縮小率1／2）。 レンズの上端 と下端は像の歪みが出るため,中 央に像が

くるように配置されている。標準刺激は実験開始 と同時に装置上部の照明用の窓か ら,光 源（18W）

に より照 らし出される。

 手  続 被験者は大学生女子および大学職員 （女子）計36名 で,以 下の実験群 と統制群に分け

られた。

 1） 実験群:視 覚 と触覚間に情報のズレが設定される。視覚情報の呈示の しかたにより,以 下2

群に分かれ る。

 VT1 群 （11名）:継時的視覚呈示条件。被験者は標準刺激を単眼で小穴観察板 （左手で操作）を

通 して一部ずつ継時的に見,そ れ と同時に右手を装置内部に入れ,背 後か ら布を通 して触る。

 VT2 群 （5名）:同 時的視覚呈示条件。被験者は標準図形を単眼で見,か つ同時 に 触 る。前 回

（1979）と同じ条件である。

 2） 統制群:視 覚,触 覚それぞれ単一感覚様相による知覚傾向およびその正確 さについて調べる

ため設けられた。視覚のみの場合は情報の呈示いかんにより2群 に分かれる。

 V1 群 （10名）:継 時的視覚条件。被験者は標準刺激を単眼で小穴観察板を通 して一部ずつ継時的

に見 る。触れることは しない。

 V2群 （10名）:同 時的視覚条件。被験者は標準刺激を単眼で見る。触れ ることはしない。

 T群 （10名）:被験者は標準刺激を手で触れ るのみで見 ることはしない。

 本実験では,V2 群およびVT2群 は,前 回 （1979）との比較上,実 験刺激の大 きさ,比 較刺激系

列の数,観 察時間等の変更に よる差違がないかどうか確認す るために設け られている。 したがって

簡略化 し,VT2群 は被験者数5名,お よびV2群 はV1群 と同一の被験者か ら構成されている。 こ

の場合課題はV1条件→V2条 件 とい う順序で行なわれた。

 各被験者は実験前にそれぞれ次のような内容の教示カー ドを読む。

 1）VT群 （＊以下はVT1 群のみ）



黒い箱の中に細い棒の先に白いプラスチ ック板のついた ものが1つ 入 っています。これから,こ

のプラスチ ック板の形を見て,同 時に触っていただきます。＊小 さな穴を通して見ていただきます

ので,1度 には形の1部 分 しか見えません。手で穴の位置を動かす ことができますので,左 手でゆ

っくりと動か しなが ら,同 時に右手で触 り,よ く形を観察して下さい。

2）V群 （＊以下はV1群 のみ）

黒い箱の中に細い棒の先に白いプラスチ ック板のついたものが1つ 入っています。 これか ら,こ

のプラスチック板の形を見ていただきます。 ＊小 さな穴を通 して見ていただきますので,1度 には

形の1部 分 しか見えません。手で穴の位置を動かす ことができますので,左 手でゆっくりと動かし

なが ら,よ く形を観察 して下さい。

3） T群

黒い箱の中に細い棒の先に白いプラスチ ック板のついた ものが1つ 入っています。 これから,こ

のプラスチック板の形を触っていただきます。 よく形を観察 して下さい。

読み終ったら実験装置の置かれたテーブルの前の椅子に着席する。実験者の合図と共に照明が点

燈され観察が開始される。観察時間は各群 とも1分 間に制限した。 しか し,被 験者から理解できた

との報告があった場合には,そ れ以前に打ちきっている。大多数が実際には制限時間以前に観察を

終了している。

 なお,VT1, V1 群については,小 穴を通すと著 しく視野が制限され,瞬 時的に見えに くいため,

はじめにのぞいた時,図 形の一部が見えるよう観察板を設定 してあり,見 えたか どうか確認 してか

ら始めている。

 標準刺激を観察後,被 験者は比較刺激系列の中か ら,視 覚のみによって標準刺激 と同じ形を選択

するよう求め られた。比較刺激の選択は一度に限られ,そ の後訂正された場合も,第1反 応が記録

された。実験終了後,被 験者は内観を求め られ,特 にVT群 は視 ・触覚間にズレを感じ,お かしい

と思ったか否か,比 較刺激の選択の主たる判断基準は視 ・触覚のいずれかが問われ,さ らにその後,

実験装置の内部のしかけが説明され,感 想が求められた。

結  果

 V1,V2, VT1, VT2, T各 群 の被 験 者 の 選 択

した矩 形 の 横 幅 の平 均 とそ のSDをTABLE1

に示 す 。Fig.3は そ れ を 図示 した もの で あ る。

        TABLE1 
Mean and standard deviation of width (mm)

Fig. 3. Effect of successive visual presentation.



 1） 同時視覚条件下での比較

 V2, VT2, T群 間の分散が著しく異なるため,各 群間の有意差を, Kruskal-wallisのHテ ス ト

により検定 した。その結果,1％ 水準で3条 件群間に有意差が認め られた （H＝21.03,df＝2, P＜

0,01）。Uテ ス トで各2条 件群間の有意差を検定 したところ, V群 とT群 間, VT群 とT群 間にそ

れぞれ有意差が認められた （P＜0.05,Ryanの 法）。

 VT群 で観察中に視 ・触覚間の葛藤を自ら報告 したものはなかった。見た感 じと触った感 じが多

少異な り,触 った方が幅広いようだ との報告はあったが,そ れにもかかわらず同一物 としての印象

は堅固であった。

 以上の結果は,前 回 （1979）と同様であり,刺 激の大きさ,比 較刺激系列数,観 察時間の変化に

よっても,視 覚の触覚に対する優位性は変わらないことが確認された。 このことは,い いかえれば

上記の変数が視覚優位の体制維持に本質的な要因とはな りえぬ ことを示 しているといえよう。

 なお,今 回は比較刺激の選択方法を視覚のみに しているが,念 のためT群 お よびVT2群 に5名

ずつ,触 覚のみにて比較刺激から選ぶ触選択群を追加して調べたところ,T群 触選択群の平均横幅

は48.Ommで,視 選択群の平均,47.2mmと ほぼ変わ りな く, VT2 群 触選択群 も33.6mmで 視選択

群の平均 （28.8mm） との間に有意な差は認められない。 この結果 もまた前回同様であ り,触 選択

の方がやや過大評価する傾向を除いて,両 者間に違いのないことが確認された。

 2） 継時視覚条件下での比較

 分散分析の結果,V1, VT1, T各 条件群間に有意差が認められた （P＜0.01）。各群間の 多 重 比

較 （Ryanの 法）を行なったところ, T群 とV群 間,お よびV群 とVT群 間に有意差が認め られた。

 VT群 で観察中に視 ・触覚間の葛藤を感 じた と報告 したものが1名 あった。見た感 じと触れた感

じが少 し異なるようだ と報告 したものが他に2名 あったが,こ の2名 については,同 一物 としての

知覚は損なわれていなか った。

 観察後,主 たる判断基準がどち らの感覚様相に基づいて行なわれたかが問われた。その結果は,

視覚によると答えたものが5名 （平均横幅,36.8mm）,触 覚であると答えたものが4名 （平均46. O

mm）,視 ・触両方であるとい うものが2名 （44.Omm） あった。 したがって,全 体 としての結果は

tactual captureと い うべき傾向を示 しているが,被 験者 ごとに検討す ると, visual captureへ の

解決 とtactual captureへ の解決 との両方向へ分かれ ることがわかる。

 3） 同時視 と継時視の比較

 V1群とV2群との間の有意差を対応のあるt検 定により行なったところ,1％ 水準で有意な差が

認め られた （t＝4.24,df＝9）。 V1 群に過大視の傾向がみ られる。 これは触覚のみによる認知が過

大化する傾向にあることと合わせて考えると,継 時視により触覚的認知に近づ く傾向が示唆されよ

う。V1 群の分散が大 きいことは,継 時視により像の明確さが失なわれ,像 の認知あるいは 解釈に

幅がでてくることを示す と考えられる。

考  察

 実験結果は,visual captureを 視覚像の同時性とい う性質によるもの とする仮説か ら予 測 され

ることと矛盾 しない。理由は以下のとお りである。

 1）V1 群とV2群に有意な差が認められ,V1 群は過大視の傾向があった。 即ち,同 時性が破壊

されると視覚像の明晰さが失なわれ,そ の結果,認 知に実際とのズレが生ずる。いいかえれば,視

覚像の正確さはもっぱ らその同時性に依拠す る。

 2）V1―VT1 －T群 間では, V1群 とT群 およびV1群 とVT1群 との間にのみ有意な差が認めら

れた。即ち,継 時的視覚条件下のコソフリク ト事態では,従 来の同時的条件下とは逆に触覚に基づ

いて単一の事物を知覚する傾向がある （tactual capture）。いいかえれば,視 覚の同時性が失なわ



れると,visual captureは 成立 しに くい。

 ただ し,VT1群 （継時条件下のコンフリク ト事態）の個々の被験者による解決法を吟味すると,

若干問題がある。それはVT1群 で実験終了後,主 たる判断基準を視覚によると報告したものが11

名中5名 （この うち1名 のみがコンフ リクト事態に気づいた）あ り,そ の選択された刺激の平均値

が36.8mmと, V1群 の平均 （32.Omm） に近い値を示 していることである。この点を考慮すると,

継時条件下では視覚優位の統合 （visual capture） と触覚優位の統合 （tactual capture） と2つ の

解決過程に分かれるとい うことがいえる。 これはいかに解すべきか。

 視覚と触覚における分節の相違について,Metzger（1968） は,見 るときは “なめらかな連続の

法則”によって規定 されるが,触 れるときは “共通中心の法則”あるいは “とりかこみの法則”に

規定されると指摘す る。 この点について,山 根 （1935）は,触 運動的な知覚の特色が視覚的にも継

時条件下では見 られることを示 している。先に述べた ように,彼 は視覚的把握と触覚的把握 との違

いについて,同 時性 と継時性 という視点か ら検討を試みたのであるが,そ れによると,小 穴を通 し

て種々の図形を見たところ,良 き連続の要因が現われな くな り,盲 人の場合と似た見方が現われて

くると報告 している。即ち,視 的にも継時的ならば触運動的知覚に近い現象が生ずるという。 この

点については本実験結果か らも示唆されるところである。触覚のみによる知覚と同様,継 時視のグ

ループ （V1群）では過大視の傾向がみ られた。 V1群 の分散が大きいのに比べて, T群 の分散の小

さいことは,対 象図形の形態上の差とも考えられ る。つま りT群 が正方形 という,い わば幾何学図

形の中でも特殊な形態の認知を行なっていることが作用 していると考えられる。 したが っ て,V1

群 と同様,矩 形の触認知を問題 とした場合,分 散が大き くなる,つ まり認知のズレが大きくなるこ

とが予想される。

 ところで,山 根の結果であるが,な お詳 しく観察す ると,触 運動的知覚 と継時視との両者の間に

は相異があ り,図 形把握上の限度 （例えば,重 な りの知覚や立体視等をさす）や,客 観的 目盛 りか

らのズレは同時視 と比べると大きいものの,触 運動の場合よりははるかに小さいという。山根はこ

れ らのことから,「触運動知覚と視知覚 との相異は,単 に末梢部に 与えられる 刺激の空間的 ・時間

的条件によってのみ規定されるものではな」 く,「脳中枢の側に おける 空間ゲシタル トの成立の し

かたに両者の相異が存するのではあるまいか」 とい う。

 したがって,こ れ らの事実 より示唆されることは,継 時視とい う条件下でもなおかつ視知覚の強

固な分節化 された空間像が触覚に比較 して形成 されやすいとい うことであ り,こ のことがVT1群

の何人かの被験者にvisual capture傾 向がみ られた ことに作用 していると考えられる。

 さらに吟味す るなら,同 時性仮説には2つ の事柄が含 まれていることがわかる。即ち,瞬 時に全

体が結像す るとい うことと,結 像 したものが全体 として眼前に存在 し続けるということである。継

時呈示条件はこの2つ の事柄を明らかに破壊 しているが,前 者については厳密な意味での統制は行

なわれていない。即ち,瞬 時ではないまでも各被験者によって視覚像が表象され るまでの時間はま

ちまちであ り,そ の点の吟味は実際不可能だからである。そのため,瞬 時性は破壊したものの,視

覚 ・触覚いずれによる体制化が先に行なわれたものか客観的な判断ができない。そこで,い ずれの

情報に基づいて,先 に対象の像が形成 されたか,そ れによってvisual captureと なるか, tactual

captureと なるかが決定 されると考えることもできそ うである。継時視においてもかなり強固な分

節化が起るとい う先の議論は,VT1群 において,触 覚による分節化よりも視覚による分節化の方

が先になされる場合があることを予想させ る。 したがって,こ の時visual captureが あらわれた

ものと考えられる。

 い うまでもな く,時 間的にいずれの情報からの像形成が先であるかに よって,ど ちらにcapture

されるかが決定されるとい う見方は,あ くまで継時条件下においてのみ成立する。とい うのも,前

述のように,visual capture現 象はわかっていてなおだまされるとい う点に 特徴が あるので あっ



て,こ のことからしても,以 上の議論は眼前に視覚像が全体として存在 し続ける条件下では意味を

なさない。いかに触覚のみか ら先に像が形成されても,視 覚像が全体として目の前にあらわれるや

否や視覚系にcaptureさ れることは疑いようがないからである。

 よって以上の本実験の結果は,visual captureの 成立因を,視 知覚特有の像のあ り方に求めた,

同時性仮説と矛盾する事実を何一つ含まないといえよう。

 最後に今回再び確認された点について記 しておきたい。被験者の中に,終 了後のインタビューに

応えて,見 えた感 じと触った感 じが異なるといい,か つそれぞれに基づいて選択するよう指示され

た時,異 なる対象 （ほとんどのものが,触 覚を基準にした方が幅の広い刺激を選択 している）を選

びながら,な お同一物 としての知覚は強固であることを指摘す るものが数人あった。 このことは,

劣位感覚からの情報が受容されていないのでも,ま た未処理なのでもな く,多 少視情報へのゆがみ

はみられるものの処理されていることを示している。と同時に,そ のような両情報間の認知のズレ

があってもなお,単 一体あるいは単一事象として知覚するとい う融通性を持った柔軟な知覚 システ

ムを生体が有することを示 している。比較刺激の選択を視覚で行な う場合と触覚で行な う場合 とを

比較すると,若 干結果に相違がみられ ること （触覚に よる選択の方が,視 覚優位を多少低める）は,

この柔軟性のあ らわれ と考えることができよう。
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