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要 旨  

 

 本 論 文 は ， 攻 撃 行 動 を 攻 撃 者 と 被 攻 撃 者 ， 双 方 の 行 動 随 伴 性 の 相

互 作 用 と し て 捉 え る モ デ ル を 構 築 す る こ と ，そ し て ，そ の モ デ ル を ，

被 験 体 に ハ ト を 用 い た 消 去 誘 導 性 攻 撃 行 動  ( e x t i n c t i o n  i n d u c e d  

a g g r e s s i o n 以 下 ； E I A )の 実 験 事 態 で 検 証 す る こ と を 目 的 と し た 。本

論 文 は ， 3 部 か ら 構 成 さ れ て い る 。  

ま ず ， 第 Ⅰ 部 で は ， こ れ ま で の 攻 撃 行 動 研 究 に つ い て 概 観 し ， 課

題 に つ い て 議 論 し た 。 攻 撃 行 動 は ， 様 々 な 領 域 で 調 べ ら れ て い る 行

動 で あ る 。 心 理 学 に お い て は ， 他 個 体 に 向 け た 危 害 を 加 え る 行 動 と

定 義 さ れ て い る 。 そ し て ， 攻 撃 行 動 が な ぜ 起 き る の か と い う 説 明 理

論 も 多 く 提 出 さ れ て い る 。 そ れ ら の 理 論 の 多 く は ， 攻 撃 行 動 の 生 起

に 関 わ る 個 体 内 の 認 知 過 程 に 焦 点 を 当 て た も の が ほ と ん ど で あ る 。

し か し ， 2 0 1 5 年 か ら 2 0 1 7 年 に A g g r e s s i v e  B e h a v i o r に 掲 載 さ れ た

論 文 を 概 観 す る と ， 攻 撃 行 動 の 測 定 方 法 は ， 主 に ， 質 問 紙 や イ ン タ

ビ ュ ー な ど で ， 実 際 の 攻 撃 行 動 を 扱 っ て い る 研 究 は 少 な く ， 攻 撃 行

動 の 定 義 と 実 際 の 測 定 方 法 に 乖 離 が 見 ら れ た 。 ま た ， 攻 撃 行 動 の 研

究 方 法 は も っ ぱ ら 調 査 研 究 で ， 実 際 の 攻 撃 行 動 を 対 象 と し た 研 究 は

少 な か っ た 。 ま た ， 近 年 の 攻 撃 行 動 研 究 で 精 力 的 に 調 べ ら れ て い る

テ ー マ は ， I n t i m a t e  p a r t n e r  v i o l e n c e  や い じ め ， と い っ た 攻 撃 者

と 被 攻 撃 者 の 双 方 の 関 わ り に よ っ て 生 じ る 攻 撃 行 動 で あ っ た 。 し か

し ， こ れ ま で ， 攻 撃 者 と 被 攻 撃 者 の 双 方 を 含 め た 攻 撃 行 動 研 究 は ほ

と ん ど 行 わ れ て い な い 。 そ の た め ， 攻 撃 者 と 被 攻 撃 者 の 双 方 を 含 め

た 攻 撃 行 動 を 捉 え る 視 点 が 必 要 で あ る と 考 え た 。  

第 Ⅱ 部 で は ， こ れ ま で の 攻 撃 行 動 研 究 の 課 題 を 行 動 分 析 学 の 視 点

か ら 解 決 で き る と 考 え ， 行 動 分 析 学 に お け る 攻 撃 行 動 研 究 ， 強 化 ス

ケ ジ ュ ー ル に よ る 攻 撃 行 動 に つ い て 概 観 し ， 攻 撃 行 動 を 攻 撃 者 と 被

攻 撃 者 の 行 動 随 伴 性 の 相 互 作 用 と し て 捉 え る モ デ ル に つ い て 提 案 し

て い る 。 そ の モ デ ル で は ， 攻 撃 者 の 攻 撃 行 動 は ， 被 攻 撃 者 の 存 在 を

弁 別 刺 激 と し ，攻 撃 行 動 に 対 す る 被 攻 撃 者 の 行 動 に よ っ て 強 化 さ れ ，



攻 撃 行 動 の 生 起 確 率 を 高 め る よ う な ， 先 行 事 象 を 想 定 し て い る 。 こ

の よ う に ， 当 モ デ ル で は ， 攻 撃 行 動 の 対 象 と な る 被 攻 撃 者 を 攻 撃 行

動 に 影 響 を 与 え る 環 境 変 数 と し て 扱 っ て い る 。こ の よ う な 枠 組 み で ，

攻 撃 行 動 を 捉 え る こ と で ， 攻 撃 行 動 の 実 験 的 研 究 ， 並 び に ， 攻 撃 行

動 の 制 御 が 可 能 に な る と 考 え る 。 し か し ， こ の モ デ ル は 理 論 的 に 導

か れ た も の で あ り ， 実 証 的 に 調 べ ら れ て い な い 。 そ こ で ， 第 Ⅲ 部 で

は ， こ の モ デ ル を 実 証 的 に 調 べ る た め に ， E I A の 実 験 場 面 を 用 い て

検 証 す る 。 E I A と は ， 連 続 強 化 か ら 消 去 条 件 に 移 行 す る と ， 隣 接 す

る 他 個 体 を 攻 撃 す る 現 象 で あ る 。 他 の 攻 撃 行 動 と 比 べ て ， 電 気 シ ョ

ッ ク や 急 激 な 温 度 の 上 昇 と い っ た 嫌 悪 刺 激 を 用 い な い こ と か ら ， 被

験 体 へ の 肉 体 的 な 負 担 が 少 な い 攻 撃 行 動 で あ る 。 本 研 究 で は ， 連 続

強 化 と 消 去 条 件 を 受 け ，E I A を 生 起 す る ハ ト を 攻 撃 バ ト ，そ の E I A を

受 け る ハ ト を 標 的 バ ト と 呼 ぶ 。ま た 本 論 で は ，前 述 の 目 的 に 加 え て ，

E I A の 標 的 で あ る ， 標 的 バ ト が E I A に ど の よ う な 影 響 を 及 ぼ し て い

る の か に つ い て 検 討 す る こ と も 目 的 と す る 。  

第 Ⅲ 部 で は ， こ れ ら の 目 的 を 達 成 す る た め に ， 実 験 を 5 つ 行 っ

た 。 実 験 Ⅰ で は ， 標 的 バ ト が 拘 束 さ れ て お ら ず ， 攻 撃 バ ト と 標 的 バ

ト の 間 に ア ク リ ル 板 を 介 し た 場 面 で 攻 撃 バ ト が E I A を 生 起 す る か を

調 べ た 。 そ の 結 果 ， 攻 撃 バ ト は E I A を 生 起 し ， ま た ， 消 去 条 件 の 有

無 に よ っ て 攻 撃 バ ト の E I A と 標 的 バ ト の つ つ き 行 動 間 の 相 関 係 数 の

値 に 違 い が 見 ら れ た 。 実 験 Ⅱ で は ， 標 的 バ ト が ， 攻 撃 バ ト の E I A の

弁 別 刺 激 と し て 機 能 し て い る か を 調 べ る た め に ， 各 攻 撃 バ ト 3 羽 を

標 的 バ ト ４ 羽 す べ て と 組 み 合 わ せ て ， そ れ ぞ れ の 組 み 合 わ せ の と き

の 攻 撃 バ ト の E I A の 反 応 率 を 比 較 し た 。 そ の 結 果 ， 攻 撃 バ ト の E I A

は ， 標 的 バ ト が 代 わ る と そ の 反 応 率 を 変 化 さ せ た 。 実 験 Ⅲ で は ， 攻

撃 バ ト の キ ー つ つ き 行 動 と E I A の そ れ ぞ れ の 機 会 当 た り の 反 応 間 間

隔  ( i n t e r  r e s p o n s e  t i m e s  p e r  o p p o r t u n i t y； 以 下 I R T s  p e r  o p  )

が 互 い に 影 響 し て い る の か を 調 べ た 。 こ の こ と か ら ， 攻 撃 バ ト の キ

ー つ つ き 行 動 が E I A に 影 響 を 及 ぼ す こ と は な い が ， E I A の I R T が キ

ー つ つ き 行 動 に 影 響 す る 可 能 性 が 示 さ れ た 。 実 験 Ⅳ で は ， 標 的 バ ト



の 行 動 が ， 攻 撃 バ ト の E I A の 強 化 子 と し て 機 能 し て い る か ど う か を

調 べ る こ と を 目 的 と し て 行 わ れ た 。 そ の 結 果 3 羽 中 2 羽 に お い て ，

標 的 バ ト の 行 動 が ， 攻 撃 バ ト の E I A に 影 響 し て い る こ と が 明 ら か と

な っ た 。 実 験 Ⅴ で は ， 攻 撃 バ ト の E I A が 標 的 バ ト の 行 動  (逃 避 な い

し 回 避 行 動 )  に と っ て 負 の 強 化 子 と し て 機 能 す る の か ど う か を 調 べ

た 。 そ の 結 果 ， 標 的 バ ト の つ つ き 行 動 は ， 攻 撃 バ ト か ら の 回 避 ・ 逃

避 に よ る 影 響 を 受 け て い た が ， そ れ ら の 事 象 が 明 確 な 強 化 子 で あ る

と い う 結 果 は 示 さ れ な か っ た 。  

 以 上 の 結 果 ， 攻 撃 バ ト と 標 的 バ ト の 行 動 は 互 い に 影 響 し あ っ て い

る こ と が 明 ら か と な り ， 攻 撃 行 動 を 攻 撃 者 と 被 攻 撃 者 の 行 動 随 伴 性

の 相 互 作 用 と し て 捉 え る モ デ ル は ， 攻 撃 行 動 に つ い て 調 べ る た め の

枠 組 み と し て 妥 当 で あ る こ と が 示 さ れ た 。 し か し ， 本 論 文 で は ， 被

験 体 と し て ハ ト を 用 い て い た こ と か ら ， 他 の 動 物 や ヒ ト を 対 象 と し

た と き に ， こ の モ デ ル を ど こ ま で 一 般 化 で き る か に つ い て は 明 ら か

と な っ て お ら ず ， 今 後 さ ら に 検 討 す る 必 要 が あ る 。  

 

K e y w o r d s :  攻 撃 行 動 ， 消 去 誘 導 性 攻 撃 行 動 ， 行 動 分 析 学 ， 行 動 随 伴

性 の 相 互 作 用 ， ハ ト  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T i t l e：  

A n  e x p e r i m e n t a l  s t u d y  o f  a g g r e s s i v e  b e h a v i o r  f r o m  b e h a v i o r  

a n a l y t i c  v i e w  

－ E x a m i n i n g  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  a t t a c k e r  p i g e o n s ’  a n d  

t a r g e t  p i g e o n s ’  c o n t i n g e n c i e s  b y  u s i n g  e x t i n c t i o n  i n d u c e d -

a g g r e s s i o n  e x p e r i m e n t a l  s e t t i n g  －  

 

A b s t r a c t  

 

T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p a p e r  w a s  t o  b u i l d  a  m o d e l  o f  a g g r e s s i v e  

b e h a v i o r  a s  a n  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  a t t a c k e r s ’  a n d  t a r g e t s ’  

c o n t i n g e n c i e s ,  a n d  t o  v e r i f y  i t  e m p i r i c a l l y  u s i n g  e x t i n c t i o n  

i n d u c e d - a g g r e s s i o n  s e t t i n g .  T h i s  p a p e r  w a s  c o m p o s e d  o f  3  p a r t s .     

T h e  p u r p o s e  o f  t h e  p a r tⅠ w a s  t o  r e v i e w  t r a d i t i o n a l  a g g r e s s i v e  

b e h a v i o r  r e s e a r c h e s  i n  p s y c h o l o g y  a n d  t o  p r e s e n t  a  l i s t  o f  i s s u e s .  

I n  o r d e r  t o  a c h i e v e  t h e  p u r p o s e ,  11 5  a r t i c l e s ,  w h i c h  w e r e  

p u b l i s h e d  i n  A g g r e s s i v e  B e h a v i o r  t h r o u g h  2 0 1 5  a n d  2 0 1 7  w e r e  

r e v i e w e d  a n d  c l a s s i f i e d .  F r o m  t h e  r e s u l t s ,  m o s t  o f  t h e  r e c e n t  

a g g r e s s i v e  r e s e a r c h e s  h a s  u s e d  q u e s t i o n n a i r e  a n d  i n t e r v i e w  

m e t h o d s  t o  m e a s u r e  a g g r e s s i v e  b e h a v i o r .  A l s o ,  t h e  m o s t  

r e s e a r c h e d  t h e m e  w a s  i n t e r  p a r t n e r  v i o l e n c e  a n d  b u l l y i n g .  

I n  p a r t Ⅱ ,  a g g r e s s i v e  r e s e a r c h e s  w h i c h  w e r e  d o n e  f r o m  t h e  

b e h a v i o r  a n a l y t i c  p e r s p e c t i v e  w e r e  r e v i e w e d  a n d ,  t h e  a u t h o r  

b u i l d  t h e  m o d e l  t h a t  a g g r e s s i v e  b e h a v i o r  i s  b a s e d  o n  a n  

i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  a t t a c k e r  a n d  t a r g e t s  c o n t i n g e n c i e s .   

I n  P a r tⅢ ,  f i v e  e x p e r i m e n t s  w e r e  c o n d u c t e d  t o  v e r i f y  t h e  m o d e l .  

E x p e r i m e n t Ⅰ w a s  i m p l e m e n t e d  t o  m a k e  s u r e  i f  e x t i n c t i o n -

i n d u c e d  a t t a c k  o c c u r s  e v e n  i f  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  

a t t a c k e r  p i g e o n  a n d  t h e  u n s t r a i n e d  t a r g e t  p i g e o n  w a s  p r e v e n t e d  

b y  t h e  a c r y l i c  g l a s s .  E x p e r i m e n t  Ⅱ  w a s  i m p l e m e n t e d  t o  v e r i f y  



i f  t h e  p r e s e n c e  o f  t a r g e t  p i g e o n  f u n c t i o n s  a s  d i s c r i m i n a t i v e  

s t i m u l i  t o  a t t a c k e r  p i g e o n s ’  e x t i n c t i o n - i n d u c e d  a t t a c k .  

E x p e r i m e n t  Ⅲ  w a s  i m p l e m e n t e d  t o  v e r i f y  i f  t h e  i n t e r r e s p o n s e  

t i m e  o f  a t t a c k e r  p i g e o n s ’  k e y  p e c k i n g  b e h a v i o r  a r e  i n f l u e n c e d  b y  

t h e  t a r g e t  p i g e o n .  E x p e r i m e n t  Ⅳ  w a s  i m p l e m e n t e d  t o  s e e  i f  t h e  

t a r g e t  p i g e o n s ’  b e h a v i o r  f u n c t i o n s  a s  a  r e i n f o r c e r  t o  a t t a c k e r ’ s  

e x t i n c t i o n - i n d u c e d  a t t a c k .  E x p e r i m e n t  Ⅴ  w a s  i m p l e m e n t e d  t o  

v e r i f y  a t t a c k e r ’ s  e x t i n c t i o n - i n d u c e d  a t t a c k  f u n c t i o n s  a s  a  

n e g a t i v e  r e i n f o r c e r  f o r  t a r g e t  p i g e o n ’ s  b e h a v i o r  ( e s c a p e  o r  

a v o i d a n c e ) .  

F r o m  t h e s e  r e s u l t s ,  a t t a c k e r  p i g e o n s ’  E I A w a s  a f f e c t e d  b y  t h e  

t a r g e t  p i g e o n ’ s  e x i s t e n c e  a n d  b e h a v i o r.  T h u s ,  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  

m o d e l  h a s  b e e n  d e s i g n a t e d .  

 

K e y w o r d s :  a g g r e s s i v e  b e h a v i o r,  e x t i n c t i o n - i n d u c e d  a t t a c k ,  

b e h a v i o r  a n a l y s i s ,  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  b e h a v i o r  c o n t i n g e n c i e s ,  

p i g e o n   
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 第 Ⅰ部  

こ れ ま で の 攻 撃 行 動 研 究 に つ い て  

 

 攻 撃 行 動 は ， 古 く か ら 研 究 さ れ て き た 行 動 で あ り ， 様 々 な 理 論 に

よ っ て そ の 発 生 機 序 が 説 明 さ れ て き た 。 心 理 学 の 領 域 で は ，

F r e u d ( 1 9 1 7 )の 精 神 分 析 学 に よ る 説 明 が 最 も 古 い 攻 撃 行 動 の 説 明 理

論 と さ れ て い る 。そ し て ，そ の 後 は ，行 動 主 義 的 な 視 点 か ら の 説 明 ，

そ し て 認 知 心 理 学 的 説 明 へ と ， 心 理 学 の 発 展 に 伴 っ て ， 攻 撃 行 動 を

説 明 す る 理 論 も 増 え て い っ た 。 ま た ， L o r e n z  ( 1 9 6 3  日 高 ・ 久 保 訳

1 9 8 5 )  に よ る 動 物 行 動 学 的 視 点 か ら の 攻 撃 行 動 の 説 明 も ， 心 理 学 の

攻 撃 理 論 に 強 く 影 響 し て い る 。 さ ら に ， 生 理 学 の 分 野 に お い て も ，

攻 撃 行 動 に 関 わ る 神 経 系 や 内 分 泌 系 が 明 ら か に さ れ て き た 。 こ の よ

う に ， 攻 撃 行 動 は ， 心 理 学 や 動 物 行 動 学 ， 生 理 学 と い っ た 様 々 な 領

域 で 調 べ ら れ て い る 学 際 的 な テ ー マ で あ る 。  

本 論 文 は ， 行 動 分 析 学 の 視 点 か ら 攻 撃 行 動 に 関 わ る 変 数 を 検 討 す

る こ と を 目 的 と す る 。 し か し ， 前 述 し た よ う に ， 攻 撃 行 動 は 様 々 な

分 野 で 研 究 さ れ て い る 。 そ こ で ， 第 Ⅰ 部 で は ， こ れ ま で 心 理 学 の 領

域 で 研 究 さ れ て き た 攻 撃 行 動 を 概 観 す る 。 第 1 章 で は ， 攻 撃 行 動 の

定 義 と 分 類 ， そ し て 攻 撃 行 動 を 説 明 す る 攻 撃 行 動 理 論 を 概 観 す る 。

第 2 章 で は ， 近 年 の 攻 撃 行 動 研 究 が ど の よ う な 理 論 を 背 景 と し ， ど

の よ う な 研 究 方 法 を 用 い て い る の か を 明 ら か に す る 。そ し て 第 3 章

で は ， こ れ ま で の 攻 撃 行 動 研 究 の 課 題 に つ い て 論 じ る 。  
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第 1 章  こ れ ま で の 攻 撃 行 動 研 究 の 概 観  

 

1 - 1 攻 撃 行 動 の 定 義  

 

 攻 撃 行 動 の 定 義 は ， 攻 撃 行 動 を 研 究 し て い る そ れ ぞ れ の 分 野 と 時

代 に よ っ て 異 な る 。初 期 の 攻 撃 行 動 の 研 究 で は ，B u s s  ( 1 9 6 1 )  の「 他

の 有 機 体 に 対 し て 危 害 を 加 え る 行 動 」 と い う 定 義 が 最 も 用 い ら れ て

い た 。 こ の 定 義 は ， 攻 撃 行 動 の 認 知 的 説 明 を 避 け ， 物 理 的 な 次 元 か

ら 攻 撃 行 動 を 定 義 し た ，行 動 主 義 的 な 定 義 で あ る 。こ の B u s s  ( 1 9 6 1 )  

に よ る 行 動 主 義 的 な 定 義 は ， 明 確 で わ か り や す く ， 多 く の 研 究 者 に

用 い ら れ て い た 。 し か し ， そ の 簡 潔 さ ゆ え に ， 攻 撃 行 動 と し て 扱 わ

れ る べ き 行 動 が 攻 撃 行 動 と し て 扱 わ れ な い こ と や ， 攻 撃 行 動 と し て

扱 わ れ る べ き で な い 行 動 が 攻 撃 行 動 と し て 扱 わ れ て し ま う と い う 批

判 を 受 け た 。 例 え ば ， 誰 か を 車 で 轢 こ う と 車 を 発 進 さ せ た が ， た ま

た ま 相 手 に 車 が 当 た ら な か っ た と す る 。 そ の 場 合 ， 相 手 に 危 害 が 加

わ っ て い な い こ と か ら ， 行 動 主 義 的 な 定 義 に 従 え ば ， こ の 行 動 は 攻

撃 行 動 で は な い 。 ま た ， 従 来 で あ れ ば 攻 撃 行 動 と し て 扱 わ れ な い 行

動 も 攻 撃 行 動 と し て 扱 っ て し ま う 場 合 が あ る 。 例 え ば ， 過 失 に よ る

交 通 事 故 で は ， 被 害 者 に 危 害 が 加 わ っ て い る こ と か ら ， 攻 撃 行 動 に

含 ま れ て し ま う 。 こ の よ う に ， 行 動 主 義 的 な B u s s  ( 1 9 6 1 )の 攻 撃 行

動 の 定 義 は ， 攻 撃 行 動 が 極 め て 限 定 的 に な っ て し ま う と 批 判 を 受 け

た 。  

そ し て ， こ の よ う な 批 判 を 受 け て ， 攻 撃 行 動 に 関 わ る 認 知 的 側 面

を 強 調 し た 定 義 が 多 く 用 い ら れ る よ う に な っ た 。 例 え ば ， Te d e s c h i  

&  F e l s o n  ( 1 9 9 4 )は ，「 他 者 に 危 害 を 加 え よ う と 意 図 し た 行 動 」 と い

う 定 義 を 用 い た 。 こ の 定 義 で 重 要 な の は ， そ の 行 動 に よ っ て 危 害 を

実 際 に 加 え る 必 要 が な く ， 行 動 を 生 起 し た そ の 人 が 危 害 を 加 え よ う

と「 意 図 」し て 行 動 し て い れ ば ，攻 撃 行 動 と し て 扱 わ れ る 点 で あ る 。

ま た ， B a r o n  &  R i c h a r d s o n  ( 1 9 9 3 )  も 攻 撃 行 動 を ，「 ど ん な 形 で あ

れ ， 生 活 体 に 対 し て ， 危 害 を 加 え よ う と な さ れ る 行 動 で あ る 」 と 定



4 

 

義 し ， Te d e s c h i  &  F e l s o n  ( 1 9 9 4 )  の 定 義 と 同 様 に ， 攻 撃 行 動 に よ る

結 果 よ り も ， 行 為 者 の 認 知 過 程 に 重 き を 置 い て い る 。 さ ら に ，

B u s h m a n  &  H u e s m a n n  ( 2 0 1 0 )  も ,「 危 害 を 避 け よ う と 動 機 づ け ら れ

た 他 者 に ， 意 図 的 に 危 害 を 加 え る 行 動 」 と 定 義 し て い る 。  

以 上 の よ う に ，攻 撃 行 動 の 定 義 は ，行 動 主 義 的 な 定 義 か ら 始 ま り ，

攻 撃 行 動 の 「 意 図 」 を 重 視 す る 認 知 的 な 定 義 が 主 流 と な っ た 。 し か

し ， こ の 「 意 図 」 を 攻 撃 行 動 の 基 準 に す る こ と に も 問 題 が あ る と 筆

者 は 考 え る 。 例 え ば ， 言 語 が ま だ 発 達 し て い な い 幼 児 が ， 親 や 他 の

幼 児 を ， 噛 み つ い た り ， 叩 い た り す る 行 動 は 「 意 図 」 の あ る 攻 撃 行

動 だ ろ う か 。 ま た ， 他 者 を 傷 つ け る こ と が 目 的 で な く ， 教 育 的 側 面

と し て 他 者 を 殴 る と い っ た ， 体 罰 と 呼 ば れ る 行 動 は 攻 撃 行 動 で は な

い の で あ ろ う か 。 こ れ ら の 行 動 は ， 攻 撃 行 動 の 「 意 図 」 を 重 視 し て

し ま う と ， 攻 撃 行 動 と し て 扱 わ れ な く な っ て し ま う 。  

以 上 の よ う に ， 様 々 な 攻 撃 行 動 を 包 括 す る よ う な ， 攻 撃 行 動 の 定

義 は ま だ 明 確 に 示 さ れ て い る と は 言 え な い 。 そ の 原 因 と し て ， 攻 撃

行 動 の 種 類 の 多 さ ， そ し て ， 我 々 が ， あ る 行 動 を ， 攻 撃 行 動 か ， 攻

撃 行 動 で な い か を 判 断 す る と き ， 専 門 的 な 視 点 と い う よ り も ， 日 常

的 な 視 点 か ら 判 断 し て い る こ と が 挙 げ ら れ る ( Te d e s c h i  &  F e l s o n ,  

1 9 9 4 )。攻 撃 行 動 を 科 学 的 な 研 究 対 象 と し て 扱 う た め に は ，そ の 定 義

を 明 確 に す る 必 要 が あ る 。 Te d e s c h i  &  F e l s o n  ( 1 9 9 4 )  は ， 攻 撃 行 動

で は ， 日 常 的 な 判 断 を 行 っ て し ま う こ と か ら ， 強 制 行 動  ( c o e r c i v e  

b e h a v i o r )  と 名 称 を 変 更 す る べ き で あ る と 主 張 し て い る が ， 筆 者 は

彼 ら 以 外 に ， こ の 名 称 を 用 い た 研 究 を 見 た こ と が な い 。 ま た ， 後 述

す る よ う に ， 攻 撃 行 動 の 研 究 は ， 心 理 学 の 領 域 だ け で も 多 様 化 し て

お り ， 筆 者 だ け で 結 論 を 出 せ る も の で は な い 。 そ こ で ， 本 論 で は ，

新 た な に ， 包 括 的 な 攻 撃 行 動 の 定 義 を 提 案 す る の で は な く ， こ れ ま

で の 攻 撃 行 動 の 定 義 に 共 通 し て い る ， 攻 撃 行 動 の 対 象 が 生 体 で あ る

と い う こ と ， そ し て ， そ の 攻 撃 行 動 が ， そ の 対 象 に と っ て 危 害 を 加

え る よ う な 機 能 を も つ 行 動 で あ る と い う 点 を 重 視 し ，B u s s  ( 1 9 6 1 )の

定 義 に 従 う 。  
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1 - 2  攻 撃 行 動 の 分 類  

 

攻 撃 行 動 は そ の 研 究 目 的 に よ っ て さ ま ざ ま な 分 類 が な さ れ て い

る が ， 大 き く ， 行 動 形 態 と 機 能 の 2 つ の 側 面 か ら 分 類 さ れ る 。 攻 撃

行 動 の 形 態 に 基 づ く 分 類 で は ， 身 体 的 攻 撃 ， 言 語 的 攻 撃 ， そ し て 間

接 的 攻 撃 の 3 つ に 分 け ら れ る ( K r a h é ,  2 0 0 1  秦 ・ 湯 川 訳  2 0 0 4 )。 身

体 的 攻 撃 行 動 は ， 相 手 を 直 接 殴 っ た り ， 蹴 っ た り す る よ う な 攻 撃 行

動 で あ る 。 言 語 的 攻 撃 行 動 は ， 相 手 に 悪 口 を 言 う ， ま た ， 相 手 を 罵

る よ う な こ と を 言 う 攻 撃 行 動 で あ る 。 そ し て ， 間 接 的 攻 撃 は ， グ ル

ー プ か ら 特 定 の 対 象 を 仲 間 外 れ に す る こ と や ， 無 視 す る と い っ た 攻

撃 行 動 で あ る 。  

機 能 的 側 面 に よ る 分 類 で は ， 反 応 的 攻 撃 行 動 と 能 動 的 攻 撃 行 動 の

2 つ に 分 ら れ る 。 こ れ ら の 攻 撃 行 動 は ， 行 動 分 析 学 の レ ス ポ ン デ ン

ト 行 動 と オ ペ ラ ン ト 行 動 に 由 来 し て い る 。 反 応 的 攻 撃 行 動 は ， 情 動

的 攻 撃 行 動 と も 呼 ば れ ， 怒 り や 不 快 感 な ど の 情 動 が 伴 う 攻 撃 行 動 で

あ る 。 一 方 ， 能 動 的 攻 撃 行 動 は ， 反 応 的 攻 撃 行 動 の よ う に 情 動 反 応

は 付 随 せ ず ， 攻 撃 行 動 を ， あ る 目 的 を 達 成 す る た め の 手 段 と し て 用

い る 攻 撃 行 動 で あ る 。 す な わ ち ， 前 者 は ， 誰 か に 悪 口 を 言 わ れ た こ

と に 対 し て 悪 口 を 言 い 返 す こ と や ， 悪 口 を 言 っ た 本 人 を 殴 る と い っ

た 行 動 で ， 後 者 は ， カ ツ ア ゲ や 強 盗 と い っ た ， 相 手 を 傷 つ け る こ と

が 目 的 で あ る と い う よ り も ， 金 銭 の 獲 得 と い っ た 外 的 な 報 酬 が 設 定

さ れ て い る 行 動 で あ る 。  

こ の よ う に 攻 撃 行 動 は ，そ の 形 態 面 と 機 能 面 の 双 方 か ら 分 類 さ れ る

こ と が 多 い 。 し か し ， こ れ ら の 攻 撃 行 動 の 分 類 は ， そ れ ぞ れ の 研 究

領 域 に よ っ て そ の 名 称 や 細 か い 定 義 が 異 な る (山 崎 ， 2 0 0 2）。 反 応 的

攻 撃 行 動 は 他 に ， 敵 意 的 攻 撃 ， 衝 動 的 怒 り ， 無 意 図 的 攻 撃 ， 情 動 的

攻 撃 と 呼 ば れ ， 能 動 的 攻 撃 行 動 は ， 道 具 的 攻 撃 ， 意 図 的 攻 撃 ， 略 奪

攻 撃 な ど と 呼 ば れ て い る 。 こ の よ う な 用 語 の 違 い は ， こ れ ら の 研 究

が 依 拠 す る 理 論 に よ っ て 異 な る 。 例 え ば ， 攻 撃 行 動 と 怒 り と い っ た

情 動 の 関 連 に 重 き を 置 く 研 究 で は ， 情 動 的 攻 撃 行 動 と 呼 び ， 重 き を
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置 か な い 研 究 で は ， 反 応 的 攻 撃 行 動 と 呼 ぶ 傾 向 が あ る 。  

 

1 - 3  攻 撃 行 動 を 説 明 す る 諸 理 論  

 

 攻 撃 行 動 を 説 明 す る た め の 理 論 は ， 様 々 な 領 域 か ら 提 出 さ れ て い

る 。 以 下 で は ， 心 理 学 の 領 域 に お い て 主 要 な 攻 撃 行 動 理 論 に つ い て

概 観 す る 。  

 

 

1 - 3 - 1 心 理 水 圧 モ デ ル  

 

 L o r e n z  ( 1 9 6 3  日 高 ・ 久 保 訳 1 9 8 5 )  に よ れ ば ， 攻 撃 行 動 は 本 能 的

な 行 動 で あ る 。 動 物 の 内 に あ る 心 的 エ ネ ル ギ ー が 一 定 ま で 蓄 積 し て

い る 状 態 で ， 特 定 の 外 的 刺 激 に 接 触 す る と ， そ の 個 体 は 攻 撃 行 動 を

生 起 さ せ る 。 そ し て ， 一 度 攻 撃 行 動 が 生 起 す る と ， そ の 心 的 エ ネ ル

ギ ー は 減 少 し ， 再 度 蓄 積 さ れ る ま で 攻 撃 行 動 は 生 起 し な い 。 彼 に よ

れ ば ， こ の よ う な 機 構 は 遺 伝 的 に 備 わ っ た 本 能 で あ る 。 彼 が こ の よ

う な 攻 撃 行 動 の 仮 説 を 持 つ に 至 っ た の は ， 世 界 大 戦 を 経 験 し ， ヒ ト

の 残 虐 す ぎ る 行 為 が 学 習 に よ る も の と 到 底 思 え な か っ た こ と に あ る 。 

 

 

1 - 3 - 2  精 神 分 析 学 に よ る 攻 撃 行 動 の 説 明  

 

 F r e u d  ( 1 9 1 7 )  は ， L o r e n z  ( 1 9 6 3  日 高・久 保 訳 1 9 8 5 )  と 同 様 に ，

攻 撃 行 動 は 心 的 エ ネ ル ギ ー に よ っ て 誘 発 さ れ る 行 動 で あ る と 説 明 し

て い る 。 彼 に よ れ ば ， 心 的 エ ネ ル ギ ー に は ， 生 の 心 的 エ ネ ル ギ ー で

あ る エ ロ ス と ，負 の 心 的 エ ネ ル ギ ー で あ る タ ナ ト ス が あ る 。そ し て ，

破 壊 の エ ネ ル ギ ー で あ る タ ナ ト ス に よ っ て 攻 撃 行 動 が 生 起 す る と 考

え た 。 こ の 負 の エ ネ ル ギ ー を 社 会 的 に 容 認 さ れ る よ う な 形 で 発 散 し

た 場 合 を カ タ ル シ ス と 呼 ん で い る 。 そ の た め ， F r e u d  ( 1 9 1 7 )の 説 明
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は ， L o r e n z  ( 1 9 6 3  日 高 ・ 久 保 訳 1 9 8 5 )  と 同 様 に ， 遺 伝 的 な 性 質 を

仮 定 し て い た が ， そ の 心 的 エ ネ ル ギ ー は 攻 撃 行 動 以 外 の 方 法 で も 解

消 で き る ， と い う 点 で 異 な る 。  

 

1 - 3 - 3  欲 求 不 満 攻 撃 行 動 仮 説  

 

 F r e u d の 仮 説 は ， ヒ ト が な ぜ 攻 撃 行 動 を 生 起 す る の か を 巧 妙 に 説

明 し て い た が ， そ れ ら は 反 証 可 能 性 に 欠 け ， 科 学 的 で な い と さ れ た

( Te d e s c h i  &  F e l s o n , 1 9 9 4 )  。そ こ で ，D o l l a r d  M i l l e r,  D o o b ,  M o w r e r,  

&  S e a r s  ( 1 9 6 9 )は ，F r e u d の 仮 説 を 科 学 的 に 検 証 す る こ と を 試 み た 。

D o l l a r d  e t  a l .  ( 1 9 6 9 )  に よ れ ば ， 攻 撃 行 動 は ， 欲 求 不 満 状 態 に よ っ

て 高 ま っ た 攻 撃 動 因 を 減 少 さ せ る た め に ， 攻 撃 行 動 の 動 機 付 け が 高

ま っ た 結 果 ， 攻 撃 行 動 が 生 起 す る 。 そ し て ， 攻 撃 行 動 の 生 起 に よ っ

て 攻 撃 動 因 が 低 減 す る こ と が ， 強 化 的 に 働 い て い る と 考 え て い る 。

こ こ で い う と こ ろ の 欲 求 不 満 と は ， 獲 得 さ れ る は ず の 報 酬 が 得 ら れ

な い こ と や ， 痛 み か ら 回 避 す る こ と が で き な か っ た 場 合 の こ と を 指

す 。 そ の た め ， 欲 求 不 満 攻 撃 行 動 仮 説 で は ， 個 体 内 で 常 に 存 在 す る

エ ネ ル ギ ー を 仮 定 せ ず ， 外 的 な 要 因 と 動 因 に よ っ て 攻 撃 行 動 を 説 明

し て い る 。  

 

 

1 - 3 - 4  認 知 的 新 連 合 理 論  

  

認 知 的 新 連 合 理 論 は , B e r k o w i t z  ( 1 9 8 9 , 1 9 9 4 )  が 提 唱 し て い る 理

論 で あ り ， 欲 求 不 満 攻 撃 行 動 仮 説 の 発 展 系 と さ れ て い る 。 彼 の 理 論

に よ れ ば ， 攻 撃 行 動 は ， 不 快 感 情 の 覚 醒 に よ っ て 生 起 す る 。 そ の た

め ， 欲 求 不 満 状 態 に お け る 攻 撃 行 動 は ， 不 快 感 情 を 媒 介 し て 生 起 し

て い る と 考 え ら れ て い る  ( F i g u r e 1 - 1  )。  
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認 知 的 新 連 合 理 論 で は ， 攻 撃 行 動 が 生 起 す る 際 ， 以 下 の よ う な 内

的 過 程 を 経 る と 説 明 し て い る 。 ま ず ， 嫌 悪 事 象 と の 接 触 に よ っ て ，

個 体 は ， 低 次 の 認 知 過 程 で 不 快 感 情 の 生 起 を 生 起 す る 。 そ し て ， 攻

撃 に 関 連 し た 思 考 や 記 憶 ， ま た は ， 逃 避 に 関 連 し た 思 考 ， 記 憶 な ど

が 活 性 化 し ， 前 者 で は ， 原 初 的 な 怒 り が ， 後 者 は 原 初 的 な 恐 怖 を 抱

く 。そ し て ，そ れ ぞ れ ， 高 次 の 認 知 的 処 理 を 経 て ，困 惑 ，い ら だ ち ，

怒 り や 恐 怖 を 経 験 す る  ( B e r k o w i t z ,  1 9 9 4 )。 こ れ ら の 認 知 過 程 を 経

て ， 最 終 的 な 反 応 と し て ， 攻 撃 行 動 が 生 起 す る 。 認 知 的 新 連 合 理 論

で は ， 嫌 悪 的 な 刺 激 に よ る 情 動 の 生 起 と 攻 撃 行 動 と の 関 連 性 に つ い

て 説 明 し て い る こ と か ら ， 前 述 し た ， 情 動 と の 関 連 が 深 い ， 反 応 的

攻 撃 行 動 を 説 明 す る た め の 攻 撃 行 動 理 論 で あ る と 言 え る 。  

 

 

1 - 3 - 5  社 会 的 情 報 処 理 理 論  

  

社 会 的 情 報 処 理 理 論 は ， ネ ッ ト ワ ー ク モ デ ル を 用 い て ， 攻 撃 行 動

が 生 起 す る ま で の 認 知 過 程 を 説 明 し て い る（ D o d g e  &  C o i e ,  1 9 8 3）。

F i g u r e 1 - 1 . 認 知 的 新 連 合 理 論 。  

( B e r k o w i t z ,  1 9 8 9 よ り 筆 者 が 作 成 )  。  
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彼 ら に よ れ ば ，攻 撃 行 動 は 6 つ の 情 報 処 理 過 程 を 経 て 生 起 す る 行 動

で あ る  ( F i g u r e  1 - 2 )。 そ れ ら の 認 知 過 程 は ， 1 )手 が か り の 符 号 化 ，

2 )手 が か り の 解 釈 ，3 )目 標 の 明 確 化 ，4 )反 応 検 索 ，5 )反 応 決 定 ，6 )実

行 で あ る 。  

 

 

 

こ の よ う に ， 社 会 的 情 報 処 理 理 論 で は ， 社 会 的 行 動 と 認 知 過 程 と

の 関 係 を ， ネ ッ ト ワ ー ク に な ぞ ら え て 説 明 し て い る 。 そ し て ， 誤 っ

た ス キ ー マ の 形 成 や ， こ れ ら の 情 報 処 理 過 程 で の エ ラ ー に よ っ て ，

攻 撃 行 動 が 生 起 す る と 説 明 し て い る 。  

ま た ， D o d g e  &  C o i e  ( 1 9 8 7 )  に よ れ ば ， 反 応 的 攻 撃 行 動 と 能 動 的

攻 撃 行 動 は ， そ れ ぞ れ 情 報 処 理 過 程 の エ ラ ー が 起 き る 場 所 が 異 な る

と 説 明 し て い る 。 反 応 的 攻 撃 行 動 は ， 符 号 化 や 解 釈 の エ ラ ー が 原 因

と さ れ ， 能 動 的 攻 撃 行 動 は 反 応 評 価 に 問 題 が あ る と さ れ て い る 。  

 

 

1 - 3 - 6 - G e n e r a l i z e d  A g g r e s s i o n  M o d e l  (以 下 ; G A M )  

 

G A M は ，認 知 過 程 に 加 え ，心 的 構 成 概 念 ，環 境 要 因 と 遺 伝 的 要 因

を 含 め た 攻 撃 行 動 に つ い て の 包 括 的 な 理 論 で あ る  ( D e Wa l l ,  

F i g u r e  1 - 2 .社 会 的 情 報 処 理 理 論 ( D o d g e  &  C o i e , 1 9 8 7 よ り 作 成 )。  
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A n d e r s o n ,  &  B u s h m a n ,  2 0 0 1 ;  B u s h m a n  &  H u e s m a n ,  2 0 1 0 )。 G A M

は ， こ れ ま で の 理 論 と 比 べ ， 新 し い 攻 撃 行 動 の 説 明 モ デ ル で あ る 。

そ し て ， こ れ ま で 様 々 な 領 域 で 独 自 に 発 展 し て き た 攻 撃 理 論 を 統 合

し ， 攻 撃 行 動 を 多 変 量 的 な 行 動 と 捉 え ， 様 々 な 視 点 か ら 説 明 す る こ

と 試 み て い る 。 G A M で は 攻 撃 行 動 を F i g u r e 1 - 3 に 示 す よ う な 枠 組

み で 捉 え て い る 。  

 

 

 

 

 

 F i g u r e 1 - 3  を 見 て わ か る よ う に ，G A M に は 人 格 や ，内 的 状 態 ，認

知 過 程 な ど 様 々 な 心 理 学 的 要 素 が 含 ま れ て い る 。 そ し て ， G A M は ，

そ れ ら 個 々 の 小 理 論 ( m i n i m u m  t h e o r y )の 集 合 体 で あ る 。  

 

 

1 - 4  第 1 章 の 最 後 に  

 

 第 1 章 で は ， 攻 撃 行 動 の 定 義 ， 種 類 ， そ し て 説 明 理 論 に つ い て 概

観 し た 。 攻 撃 行 動 の 定 義 は ， 行 動 主 義 的 な 定 義 か ら ， 攻 撃 行 動 に 関

わ る 認 知 的 側 面 に 重 き を 置 く よ う に な っ た が ， 攻 撃 行 動 は ， 生 体 に

F i g u r e 1 - 3 .  G e n e r a l  a g g r e s s i o n  m o d e l。   

( D e Wa l l ,  A n d e r s o n ,  &  B u s h m a n ,  2 0 0 1 よ り 作 成 )。   
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向 け た 行 動 で あ り ， 危 害 を 加 え る 行 動 で あ る と い う 点 は 共 通 し て い

る 。攻 撃 行 動 の 種 類 は ，そ の 形 態 と 機 能 的 側 面 か ら 分 類 さ れ て い る 。

そ し て ， 攻 撃 行 動 の 理 論 は ， 攻 撃 行 動 に 関 わ る 内 的 過 程 に つ い て 言

及 し て い る 研 究 が ほ と ん ど で あ る 。  
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第 ２ 章  近 年 の 攻 撃 行 動 研 究 の 傾 向  

 

 第 １ 章 で は ， 攻 撃 行 動 の 定 義 ， 種 類 ， そ し て 説 明 理 論 に つ い て 概

観 し た 。 第 ２ 章 で は ， 近 年 の 攻 撃 行 動 研 究 が ど の よ う な 研 究 方 法 を

用 い て ， ど の よ う な 理 論 を 背 景 と し て い る の か を 明 ら か に す る こ と

を 目 的 と す る 。 攻 撃 行 動 研 究 の 歴 史 は 長 く ， ま た ， そ の 研 究 分 野 も

多 岐 に わ た り ， そ れ ら の 研 究 を す べ て 概 観 す る こ と は 本 論 文 の 域 を

超 す 。 そ こ で ， 本 研 究 で は ， 近 年 行 わ れ て い る 攻 撃 行 動 研 究 の 動 向

に 焦 点 を 当 て ， 2 0 1 5 年 か ら 2 0 1 7 年 ま で の 約 3 年 間 に A g g r e s s i v e  

B e h a v i o r に 掲 載 さ れ た 論 文 を 概 観 し ，近 年 の 攻 撃 行 動 研 究 の 動 向 を

明 ら か に す る こ と を 目 的 と す る 。 本 章 の 内 容 は ， 常 磐 大 学 大 学 院 学

術 論 究 ( 2 0 1 8 年 3 月 )に 掲 載 さ れ て い る 。  

 

2 - 1  は じ め に  

 

近 年 の 攻 撃 行 動 研 究 が ど の よ う な 研 究 方 法 を 用 い ， ど の よ う な 理

論 を 背 景 と し て い る の か を 明 ら か に す る た め ， 2 0 1 5 年 か ら 2 0 1 7 年

ま で の 3 年 間 で A g g r e s s i v e  B e h a v i o r  に 掲 載 さ れ た 論 文 を 概 観 す

る 。 A g g r e s s i v e  B e h a v i o r  は ， 様 々 な 分 野 の 攻 撃 行 動 研 究 者 が そ れ

ぞ れ の 領 域 の 垣 根 を 越 え て ，情 報 を 提 供 し 合 う こ と を 目 的 に 1 9 7 4 年

か ら 発 刊 さ れ て い る 攻 撃 行 動 研 究 の 専 門 雑 誌 で あ る  ( M o y e r,  1 9 7 4 )。

攻 撃 行 動 の 専 門 雑 誌 で は 最 も 古 く か ら 刊 行 さ れ て い る 雑 誌 で ， 現 在

で は 隔 月 で 発 刊 さ れ て お り ， 1 年 で 6 号 発 刊 さ れ て い る 。  

A g g r e s s i v e  B e h a v i o r に 掲 載 さ れ た 論 文 を 対 象 と す る の は ， 攻 撃

行 動 に 関 わ る 研 究 を 広 く 概 観 す る た め で あ る 。 攻 撃 行 動 に 関 す る 論

文 を 掲 載 し て い る 雑 誌 は A g g r e s s i v e  B e h a v i o r の 他 に ， Vi o l e n c e  

A g a i n s t  Wo m e n， Vi o l e n c e  a n d  Vi c t i m s  ， A g g r e s s i o n  a n d  Vi o l e n t  

B e h a v i o r な ど が あ る 。し か し ，前 者 2 つ の 雑 誌 は ，女 性 に 対 す る 暴

力 と 被 害 者 に 関 す る 研 究 に 重 き を 置 い て い る こ と か ら ， 攻 撃 行 動 研

究 を 広 く 概 観 す る と い う 本 研 究 の 目 的 に 当 て は ま ら な い 。
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A g g r e s s i o n  a n d  Vi o l e n c e  は ， 上 記 の 2 つ の よ う に ， 特 定 の 攻 撃 行

動 に 重 き を お い て は い な い 。 し か し ， 多 く の 論 文 は ， 特 定 の 攻 撃 行

動 に 関 す る レ ビ ュ ー 論 文 で あ る 。 そ の た め ， 攻 撃 行 動 研 究 に 関 す る

変 遷 と 現 時 点 で の そ れ ら の 研 究 成 果 を 把 握 す る に は 妥 当 で あ る と い

え る が ， 現 在 の 攻 撃 研 究 の 動 向 を 把 握 す る に は 不 適 切 で あ る 。 以 上

の 理 由 か ら ， 本 研 究 で は ， A g g r e s s i v e  B e h a v i o r  の み を 分 析 対 象 と

す る 。 し か し ， 前 述 し た 攻 撃 行 動 の 専 門 雑 誌 は ， そ の 雑 誌 の 題 名 に

あ る よ う な ，「女 性 に 対 す る 暴 力 」や「 暴 力 の 被 害 者 」が そ れ ぞ れ 専

門 の 雑 誌 と し て 独 立 し て い る 点 は 注 目 に 値 す る 。 ま た ， 後 に 述 べ る

よ う に ， 本 研 究 で 対 象 と し た A g g r e s s i v e  B e h a v i o r に お い て も 「 い

じ め 」の 特 集 号 が 組 ま れ て い る 。こ の こ と か ら ，こ れ ら の テ ー マ は ，

攻 撃 行 動 研 究 の な か で も 重 要 な テ ー マ で あ る こ と が わ か る 。  

な お ， 第 1 章 で 述 べ た よ う に ， 攻 撃 行 動 と い う 概 念 は ， そ れ ぞ れ

の 研 究 領 域 や 研 究 方 法 に よ っ て そ れ が 意 味 す る 現 象 が 異 な る 。 実 際

の 攻 撃 行 動 を 扱 っ て い る 研 究 も あ れ ば ， 攻 撃 性 と い う 心 的 構 成 概 念

に つ い て 調 べ て い る 研 究 も あ る 。 そ の た め ， 本 章 で は ， 実 際 の 行 動

と し て の 攻 撃 は 攻 撃 行 動 と 記 し ， 質 問 紙 法 な ど を 用 い て 測 ら れ た も

の は 攻 撃 性 と 記 す 。 そ し て ， そ れ ら を 総 称 し て 呼 ぶ 場 合 に 攻 撃 と 記

す 。  

 

 

2 - 2  方 法  

 

分 析 対 象  

A g g r e s s i v e  B e h a v i o r  の 2 0 1 5 年 第 1 号 か ら 2 0 1 7 年 第 3 号 ま で

の 1 2 3 編 の 内 2 0 1 6 年 第 2 号 を 除 く 合 計 1 4 号 の ，11 5 編 の 論 文 を 対

象 と し た 。2 0 1 6 年 第 2 号 を 除 外 し た の は ，そ れ が い じ め に 関 す る 特

集 号 で あ っ た た め で あ る 。 対 象 と し た 11 5 編 の 論 文 を ， 研 究 方 法 ，

背 景 と す る 理 論 ，攻 撃 の 測 定 方 法 の 3 つ の 研 究 の 側 面 つ い て 分 類 し

た 。 以 下 で は ， 各 研 究 の 側 面 の 分 類 基 準 に つ い て 記 す 。  
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研 究 方 法  

研 究 方 法 で は ， 心 理 学 に お け る 主 要 な 研 究 方 法 と 考 え ら れ る 調 査

研 究 ， 尺 度 開 発 ， メ タ 分 析 ， 実 験 研 究 の 4 つ に そ れ ぞ れ の 論 文 を 分

類 し た 。 具 体 的 な 分 類 基 準 と し て ， ま ず ， 調 査 研 究 は ， 研 究 者 が 参

加 者 や 被 験 体 に 介 入 せ ず に ， 攻 撃 性 や 攻 撃 行 動 ， ま た は 他 の 心 的 構

成 概 念 と い っ た 指 標 間 の 関 係 性 を 調 べ て い る 論 文 と し た 。 尺 度 開 発

に 分 類 さ れ た 論 文 は ，攻 撃 性 に 関 す る 質 問 紙 を 開 発 し て い る も の や ，

特 定 の 質 問 紙 に 関 す る 妥 当 性 や 信 頼 性 に つ い て 調 べ て い る 論 文 と し

た 。 メ タ 分 析 は ， 論 文 の タ イ ト ル に メ タ 分 析 と 表 記 し て い る も の ，

ま た は ， 研 究 対 象 が ヒ ト や そ の 他 の 動 物 な ど の 生 体 で は な く ， こ れ

ま で 刊 行 さ れ た 論 文 を 対 象 と し て い る も の と し た 。 実 験 的 研 究 は ，

実 験 者 が 介 入 し ， 各 指 標 の 変 化 や 違 い を 個 体 内 ， ま た は 群 間 で 比 較

し て い る も の と し た 。  

 

背 景 とする理 論  

背 景 と す る 理 論 に つ い て は ， 対 象 と し た 論 文 の 問 題 や 目 的 で 言 及

さ れ て い る 理 論 や 仮 説 を 集 計 し た 。 し か し ， 詳 し い 内 容 は 結 果 で 述

べ る が ，本 研 究 で 対 象 と し た 11 5 本 の 論 文 は ，体 系 づ け ら れ た 攻 撃

理 論 を 背 景 と し て い る 論 文 よ り も ， 性 的 攻 撃 や ， 関 係 性 攻 撃 な ど の

特 定 の 攻 撃 形 態 や ， 囚 人 と い っ た 攻 撃 者 の タ イ プ や ， ナ ル シ ズ ム な

ど の 攻 撃 行 動 に 影 響 す る と 考 え ら れ る 心 的 構 成 概 念 と い っ た 特 定 の

変 数 に 焦 点 を 当 て て い る 論 文 が ほ と ん ど で あ っ た 。 そ の た め ， そ れ

ら の 論 文 は ， 取 り 扱 っ て い る テ ー マ ご と に 再 度 分 類 し た 。  

 

攻 撃 の 測 定 方 法  

攻 撃 の 測 定 方 法 に つ い て は ，質 問 紙 や イ ン タ ビ ュ ー ，ノ ミ ネ ー ト ，

操 作 的 定 義 に よ る 攻 撃 行 動 ， 実 際 の 攻 撃 行 動 の 4 つ に 分 類 し た 。 質

問 紙 や イ ン タ ビ ュ ー に 分 類 さ れ た 論 文 は ， 調 査 者 が 参 加 者 に ， 紙 面

や 面 接 に よ っ て 攻 撃 に 関 わ る 項 目 に つ い て 尋 ね て い る 論 文 で あ っ た 。
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ノ ミ ネ ー ト と 分 類 さ れ た 論 文 は ， 学 校 の ク ラ ス と い っ た 特 定 の 集 団

内 に お い て ， 攻 撃 的 な 人 物 や ， い じ め を す る 人 物 を 参 加 者 に 指 名 さ

せ る 方 法 を 用 い て い る 論 文 で あ っ た 。 操 作 的 定 義 に よ る 攻 撃 は ， 参

加 者 が 他 者 へ 電 気 シ ョ ッ ク や ブ ザ ー 音 を 呈 示 す る と い っ た 自 然 場 面 ，

ま た は 日 常 生 活 に お い て 見 ら れ な い 行 動 を 操 作 的 に 攻 撃 行 動 と 定 義

し て い る 論 文 で あ っ た 。 実 際 の 攻 撃 行 動 は ， 相 手 を 殴 る ， 攻 撃 対 象

に 噛 み つ く な ど ， 自 然 場 面 で み ら れ る よ う な 攻 撃 行 動 を 測 定 し て い

る 論 文 で あ っ た 。  

 

方 法 のまとめ  

以 上 が 本 研 究 で 分 類 し た 研 究 の 側 面 で あ る 。 こ れ ら の 分 類 方 法 を

ま と め る と ， 本 研 究 は ， 11 5 編 の 論 文 を 対 象 と し ， 研 究 方 法 ， 背 景

と す る 理 論 ， 攻 撃 の 測 定 方 法 の 3 つ の 研 究 側 面 に つ い て 分 類 し た 。

さ ら に ，背 景 と す る 理 論 で は ，特 定 の 理 論 を 背 景 に 持 た な い 論 文 は ，

そ れ ら の 論 文 が 中 心 的 に 扱 っ て い る テ ー マ ご と に 再 度 分 類 し た 。  

ま た ， 全 て の 研 究 側 面 の 分 類 方 法 に つ い て 以 下 の 点 に 留 意 し た 。

そ れ は ， 2 つ 以 上 の 基 準 を 満 た す 論 文 に つ い て の 分 類 で あ る 。 例 え

ば ， 2 つ 以 上 の 研 究 か ら 構 成 さ れ て い る 論 文 で ， 1 つ の 研 究 は 調 査

研 究 を 行 い ，も う １ つ の 研 究 で は 実 験 研 究 を 行 っ て い る も の が あ る 。

そ の よ う な 場 合 は ， 調 査 研 究 と 実 験 研 究 の そ れ ぞ れ に 分 け て 分 類 し

た 。 そ の た め ， 1 つ の 論 文 が 同 じ 側 面 で 2 つ に 分 類 さ れ る 場 合 が あ

っ た こ と か ら ，そ れ ぞ れ の 研 究 の 側 面 の 合 計 は 11 5 編 に な ら な か っ

た 。 な お ， 分 類 者 は 筆 者 自 身 で あ り ， 複 数 の 分 類 者 に よ る 分 類 は 行

わ な か っ た 。 そ の た め ， 分 類 の 妥 当 性 に つ い て は 問 題 と な る か も し

れ な い 。 し か し ， 本 研 究 で 分 類 し た デ ー タ は ， 一 般 に 公 開 さ れ て い

る 論 文 で あ る 。 ま た ， 分 類 基 準 に お い て も ， 論 文 中 に 記 載 さ れ て い

る 内 容 に 基 づ い て い る 。 こ れ ら の こ と か ら ， 本 研 究 で 行 っ た 分 類 は

あ る 程 度 妥 当 で あ っ た と 考 え て い る 。  
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2 - 3  結 果  

 

ま ず ， 11 5 編 の 論 文 の 研 究 方 法 を 明 ら か に す る た め ， そ れ ら の 論

文 を 4 つ の 研 究 方 法 に 分 類 し た 。 そ の 集 計 結 果 を F i g u r e  2 - 1 に 示

す 。 F i g u r e  2 - 1 の 横 軸 は 研 究 方 法 を 示 し ， 縦 軸 は 論 文 数 を 示 す 。  

 

 

 

 

 

F i g u r e  2 - 1 が 示 す よ う に ， 調 査 研 究 は 9 3 編 ， メ タ 分 析 は 4 編 ，

尺 度 開 発 は 5 編 ， 実 験 研 究 は  1 7 編 で あ っ た 。 こ の こ と か ら ， ほ と

ん ど の 論 文 は 調 査 研 究 で あ っ た と 言 え る 。  

次 に 11 5 編 の 論 文 が ど の よ う な 理 論 的 背 景 を 持 っ て い た の か を 明

ら か に す る た め ， 3 編 以 上 で 扱 わ れ て い る 理 論 と そ の 論 文 数 を 集 計

し た 。 ま た ， 理 論 的 背 景 に つ い て 言 及 し て は い る も の の ， そ の 理 論

を 背 景 と す る 論 文 が 2 編 以 下 で あ る も の や ，特 定 の 理 論 的 背 景 を 持

た な い も の は そ の 他 に 分 類 し た 。そ の 結 果 を F i g u r e  2 - 2 に 示 す 。横

軸 は 背 景 と す る 理 論 を 示 し ， 縦 軸 は 論 文 数 を 示 す 。  

 

F i g u r e  2 - 1 .  研 究 方 法 と そ れ ぞ れ の 論 文 数 。  
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F i g u r e  2 - 2  が 示 す よ う に ， 社 会 的 情 報 処 理 理 論 は 1 4 編 ，

g e n e r a l i z e d  a g g r e s s i o n  m o d e l  (以 下； G A M )  は 8 編 ，I 3 仮 説 は 4 編

で ， そ の 他 は 9 0 編 で あ っ た 。 攻 撃 研 究 に お い て 背 景 と す る 理 論 と

し て 多 く 用 い ら れ て い た 理 論 は ， 社 会 的 情 報 処 理 理 論 で あ っ た 。 次

い で ，G A M の 論 文 数 は 社 会 的 情 報 処 理 理 論 の 論 文 数 の 約 半 数 で あ っ

た 。 I 3 仮 説 は ， 2 0 1 5 年 に 提 唱 さ れ た 攻 撃 仮 説 で あ る こ と か ら ， 3 編

と 少 な か っ た 。 I 3 仮 説 は ，攻 撃 を ，そ そ の か し ( I n s t i g a t i o n )，  推 進  

( I m p e l l a n c e )  ， 抑 制  ( I n h i b i t i o n )  の 3 つ の 過 程 を 経 て 生 起 す る と

考 え ，そ の 仮 説 の 名 称 も こ れ ら 3 つ の 過 程 の 頭 文 字 に 由 来 し て い る 。

こ の よ う に I 3 仮 説 は ，こ れ ま で 紹 介 し た 理 論 の な か で も ，攻 撃 行 動

の 意 思 決 定 に 重 き を 置 い た 仮 説 で あ る ( L i ,  N i e ,  B o a r d l e y,  D o u ,  &  

S i t u ,  2 0 1 5 )。  

特 定 の 理 論 を 背 景 と し た 論 文 が 2 6 編 だ っ た の に 対 し て ， 特 定 の

理 論 を 背 景 と し な い 論 文 は 9 0 編 で あ っ た 。 そ の 他 と 分 類 さ れ た 論

文 が 攻 撃 に 関 す る ，ど の よ う な 変 数 に 注 目 し て い た の か を 調 べ る と ，

4 1 の テ ー マ が あ っ た 。そ の 中 で 3 編 以 上 の 論 文 で 同 じ テ ー マ が 論 じ

ら れ て い た 論 文 数 を F i g u r e  2 - 3 に 示 す 。横 軸 は ，テ ー マ の 種 類 を 示

し ， 縦 軸 は 論 文 数 を 示 す 。  

 

F i g u r e  2 - 2 .  特 定 の 理 論 に 分 類 さ れ た 論 文 数 。  
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F i g u r e  2 - 3 が 示 す よ う に ， 最 も 論 文 数 が 多 か っ た の は ， i n t i m a t e  

p a r t n e r  v i o l e n c e  (以 下 ， I P V )  を テ ー マ に し た 論 文 で 2 0 編 で あ っ

た 。 I P V は ， 配 偶 者 ， ま た は そ の よ う な 親 密 な 関 係 者 の 間 で な さ れ

る 身 体 的 ，性 的 ，心 理 的 攻 撃 で あ る  ( S a n d e r s ,  2 0 1 5 )  。次 い で ，い

じ め に 関 す る 論 文 が 1 6 編 ， ネ ッ ト 上 で の 攻 撃 が 6 編 ， 犯 罪 者 を 対

象 と し た 論 文 が 4 編 ，テ ス ト ス テ ロ ン や コ ル チ ゾ ー ル な ど の 生 理 指

標 に 焦 点 を 当 て た 論 文 が 4 編 ， そ し て ， 軍 人 を 対 象 と し た 論 文 が 3

編 で あ っ た 。 こ れ ら の こ と か ら ， I P V と い じ め に 関 す る 研 究 が 特 に

多 く 行 わ れ て い る こ と が わ か っ た 。  

次 に ，攻 撃 が ど の よ う に 測 定 さ れ て い る の か を 明 ら か に す る た め ，

攻 撃 の 測 定 方 法 を 分 類 し た 結 果 を F i g u r e  2 - 4 に 示 す 。横 軸 は 攻 撃 の

測 定 方 法 を 示 し ， 縦 軸 は 論 文 数 を 示 す 。  

 

 

F i g u r e  2 - 3 .  背 景 と す る 理 論 で そ の 他 と 分 類 さ れ た 論 文 の う ち  

同 じ テ ー マ が 論 じ ら れ て い た 3 編 以 上 の 論 文 の 数 。  
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F i g u r e  2 - 4 が 示 す よ う に ，最 も 多 く 用 い ら れ た 攻 撃 の 測 定 方 法 は ，

質 問 紙 や イ ン タ ビ ュ ー で ， そ の 論 文 数 は 8 1 編 で あ っ た 。 操 作 的 攻

撃 行 動 は 1 5 編 ， ノ ミ ネ ー ト は 8 編 ， 実 際 の 攻 撃 行 動 は 1 編 で あ っ

た 。 こ れ ら の 結 果 か ら ， 調 べ ら れ た 論 文 の ほ と ん ど は ， 質 問 紙 や イ

ン タ ビ ュ ー を 用 い て い る こ と が わ か っ た 。 ま た ， そ れ ら の 論 文 を 詳

細 に み る と ， イ ン タ ビ ュ ー で は ， そ れ ぞ れ の 論 文 で 独 自 に 質 問 項 目

を 設 定 し て い た が ， 質 問 紙 を 用 い て い る 論 文 は 既 存 の 質 問 紙 を 用 い

て い る も の が 多 か っ た 。 そ こ で ， ど の よ う な 質 問 紙 が 主 に 用 い ら れ

て い た の か を 調 べ た 。  

全 部 で 2 9 種 類 の 質 問 紙 が 用 い ら れ て お り ， そ の 中 で 3 編 以 上 の

論 文 で 用 い ら れ て い た 質 問 紙 を F i g u r e  2 - 5 に 示 す 。横 軸 は 質 問 紙 の

種 類 を 示 し ， 縦 軸 は 論 文 数 を 示 す 。  

F i g u r e  2 - 4 .  攻 撃 の 測 定 方 法 の 合 計 。  
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F i g u r e  2 - 5 が 示 す よ う に ， R e a c t i v e  p r o a c t i v e  a g g r e s s i o n  

q u e s t i o n n a i r e  (以 下 ； R PA Q )  が 1 0 編 で 最 も 多 く 用 い ら れ て い た 。

次 い で ， B u s s  P e r r y  a g g r e s s i o n  q u e s t i o n n a i r e  (以 下 ； B PA Q )  は 8

編 で ，C o n f l i c t  t a c t i c s  s c a l e  (以 下；C T S )  は 5 編 ，S e x u a l  e x p e r i e n c e  

s u r v e y  (以 下； S E S )  は 3 編 で 用 い ら れ て い た 。以 上 の 結 果 か ら ，最

も 多 く 使 用 さ れ て い た 尺 度 は ， R PA Q で あ っ た 。 こ れ ら の 質 問 紙 の

特 徴 に つ い て は 考 察 で 述 べ る 。  

最 後 に ， こ れ ら の 攻 撃 の 測 定 方 法 が ど の 研 究 方 法 と 組 み 合 わ さ れ

て い た の か を 調 べ る た め ， 攻 撃 の 各 測 定 方 法 が ， 調 査 研 究 と 実 験 研

究 の ど ち ら の 研 究 方 法 を 用 い て い た の か を 集 計 し ， そ の 結 果 を

F i g u r e 2 - 6 に 示 す 。 横 軸 は 攻 撃 の 測 定 方 法 を 示 し ， 縦 軸 は 論 文 数 を

示 す 。 図 中 の 黒 い 棒 は 調 査 研 究 の 論 文 数 を 示 し ， 白 い 棒 は 実 験 研 究

の 論 文 数 を 示 す 。  

 

 

 

F i g u r e  2 - 5 .  3 編 以 上 重 複 す る 論 文 が あ っ た 攻 撃 に 関 す る 質 問 紙 の 合 計 。 
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F i g u r e 2 - 6  が 示 す よ う に ， 質 問 紙 や イ ン タ ビ ュ ー を 用 い た 調 査 研

究 が 最 も 多 く ， か つ 調 査 研 究 の 中 で も 質 問 紙 や イ ン タ ビ ュ ー は 最 も

多 く 用 い ら れ て い た 。 実 験 研 究 に お い て は ， 操 作 的 攻 撃 行 動 を 測 定

し て い る 論 文 の 方 が 質 問 紙 や イ ン タ ビ ュ ー の 論 文 よ り も 多 か っ た 。

こ れ ら の こ と か ら ， 調 査 研 究 で は 質 問 紙 や イ ン タ ビ ュ ー に よ っ て 攻

撃 を 測 定 し ， 実 験 的 研 究 で は 操 作 的 に 定 義 さ れ た 攻 撃 行 動 を 測 定 す

る こ と が 多 い こ と が わ か っ た 。  

 

 

2 - 4  考 察  

 

本 研 究 は ， 昨 今 の 攻 撃 研 究 の 動 向 を 調 べ る た め ， 2 0 1 5 年 か ら

2 0 1 7 年 の 間 で A g g r e s s i v e  B e h a v i o r に 掲 載 さ れ た 11 5 編 の 論 文 を

研 究 の 側 面 ご と に 分 類 し た 。 研 究 方 法 ， 背 景 と す る 理 論 ， 攻 撃 の 測

定 方 法 の 3 つ を 中 心 に 分 類 し た 。 さ ら に ， 研 究 テ ー マ ， 質 問 紙 の

種 類 に つ い て も 分 類 し た 。 ま た ， 研 究 の 手 法 を 明 ら か に す る た め ，

攻 撃 の 測 定 方 法 と 研 究 方 法 を 組 み 合 わ せ て 分 類 し た 。 そ の 結 果 ， 研

究 方 法 で は 調 査 研 究 が 最 も 多 く ， 攻 撃 の 測 定 方 法 と し て は ， 質 問 紙

法 や イ ン タ ビ ュ ー が 最 も 多 か っ た 。 質 問 紙 の 種 類 は R PA Q が 最 も

多 か っ た 。 背 景 と す る 理 論 で は ， 社 会 的 情 報 処 理 理 論 が 最 も 多 く 用

い ら れ て い た が ， 理 論 的 背 景 を 持 つ 論 文 が 全 体 的 に 少 な く ， 代 わ り

F i g u r e  2 - 6 .  攻 撃 の 測 定 方 法 と 研 究 方 法 と を 組 み 合 わ せ た も の の 合 計 。 
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に 特 定 の テ ー マ に つ い て 調 べ て い る 論 文 が 多 か っ た 。 研 究 テ ー マ の

な か で は ， I P V に つ い て の 論 文 が 最 も 多 か っ た 。 研 究 方 法 と 攻 撃 の

測 定 方 法 で は ， 質 問 紙 や イ ン タ ビ ュ ー と ， 調 査 研 究 と の 組 み 合 わ せ

が 最 も 多 か っ た 。 実 験 研 究 で は ， 操 作 的 攻 撃 行 動 を 測 定 し た 論 文 の

方 が 質 問 紙 や イ ン タ ビ ュ ー で 測 定 し た 論 文 よ り も 多 か っ た 。  

以 上 の 結 果 を 簡 潔 に ま と め る と ， 昨 今 の 攻 撃 研 究 は ， 質 問 紙 や イ

ン タ ビ ュ ー を 用 い た 調 査 研 究 が 多 く ， 特 定 の 理 論 的 背 景 か ら 攻 撃 を

研 究 す る と い う よ り も ， 攻 撃 に 関 わ る 特 定 の テ ー マ に つ い て 調 べ た

研 究 が 多 い と い う こ と が 明 ら か と な っ た 。  

調 査 研 究 が 多 く 用 い ら れ た 理 由 と し て ， 研 究 対 象 の ほ と ん ど が ヒ

ト で あ る こ と が 挙 げ ら れ る 。 し か し ， A g g r e s s i v e  B e h a v i o r  の 第 1

号 を 見 る と ， 掲 載 さ れ て い る 6 編 す べ て が 動 物 を 対 象 と し た も の

で あ っ た 。 一 方 ， 本 研 究 で 対 象 と し た 論 文 で ， 動 物 を 対 象 と し た も

の は  C o r d o n i  &  P a l a g i  ( 2 0 1 5 )  の オ オ カ ミ を 被 験 体 と し た 1 編 の

み で あ っ た 。 す な わ ち ， A g g r e s s i v e  B e h a v i o r 発 刊 当 初 か ら 約 3 0

年 の 間 で ， 攻 撃 研 究 の 主 な 対 象 は ， 動 物 か ら ヒ ト に 移 行 し た と 言 え

る だ ろ う 。  

し か し ， 問 題 の と こ ろ で 述 べ た よ う に ， 攻 撃 は 多 く の 領 域 で 研 究

さ れ て い る 概 念 で あ る 。 そ の た め ， A g g r e s s i v e  B e h a v i o r 以 外 の 学

術 雑 誌 に も 攻 撃 に 関 す る 研 究 が 掲 載 さ れ て い る 。 例 え ば ， G o l d e n ,  

H e i n s ,  Ve n n i r o ,  C a p r i o l i ,  Z h a n g ,  E p s t e i n ,  &  S h a h a m  ( 2 0 1 7 )  は

ラ ッ ト を 用 い た 攻 撃 行 動 研 究 を 行 っ て お り ， 佐 久 間  ・ 森 山  ( 2 0 1 7 )  

も ハ ト を 対 象 と し た 攻 撃 行 動 研 究 を 行 っ て い る 。 こ の よ う に ，

A g g r e s s i v e  B e h a v i o r に 掲 載 さ れ て い な い だ け で ， 動 物 を 対 象 と し

た 研 究 は 多 く 存 在 す る が ， 心 理 学 の 領 域 に お い て は 減 少 し て い る 傾

向 に あ る 。  

 

実 際 の 行 動 と し て の 攻 撃 行 動  

 実 際 の 行 動 と し て の 攻 撃 行 動 を 測 定 し た 研 究 は 1 5 編 で ， オ オ カ

ミ を 被 験 体 と し た C o r d o n i  &  P a l a g i  ( 2 0 1 5 )の 研 究 を 除 い て ， す べ
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て 操 作 的 に 定 義 さ れ た 攻 撃 行 動 を 測 定 し て い た 。 そ し て ， 様 々 な 行

動 が 攻 撃 行 動 と し て 扱 わ れ て い た 。 例 え ば ， テ レ ビ ゲ ー ム 上 で ， 架

空 の 参 加 者 に ボ ー ル を 回 さ な い 排 斥 行 動  ( S a n d s t r o m  e t  a l . ,  2 0 1 7 )

や ， 実 際 は 存 在 し な い 他 の 参 加 者 に 提 供 す る 料 理 に か け る 辛 い ソ ー

ス の 量  ( S c o t t ,  D i L i l l o ,  M a l o n a d o ,  &  Wa t k i n s ,  2 0 1 5； P f u n d m a i r  

e t  a l . ,  2 0 1 5 )， 架 空 の 他 の 参 加 者 へ の 性 的 描 画 の 呈 示  ( B o s s o n ,  

P a r r o t t ,  S w a n ,  K u c h y n k a ,  &  S c h r a m m ,  2 0 1 5 )， 架 空 の 他 の 参 加 者

の 得 点 を 減 点 す る 行 動  ( G e n i o l e ,  C u n n i n g h a m ,  K e y e s ,  B u s s e r i ,  &  

M c C o r m i c k ,  2 0 1 5 )な ど 多 岐 に わ た る 。 こ れ ら の 行 動 は ， 危 害 と い

う ほ ど で は な い が ， 他 の 参 加 者 に 嫌 悪 的 な 刺 激 を 呈 示 し て い る と い

う 点 か ら ， 攻 撃 行 動 と し て の 側 面 を 有 し て い る と 言 え る 。   

 

攻 撃 に 関 わ る 質 問 紙 と テ ー マ に つ い て  

近 年 の A g g r e s s i v e  B e h a v i o r に 掲 載 さ れ て い る 論 文 の 3 編 以 上

で 用 い ら れ て い た 質 問 紙 は R PA Q， B PA Q， C T S， S E S の 4 本 で あ

っ た 。 以 下 で は ， こ れ ら の 質 問 紙 が ， ど の よ う な 質 問 紙 で ， な ぜ 多

く の 論 文 で 用 い ら れ た の か に つ い て 述 べ る 。 R PA Q は ， 社 会 的 情 報

処 理 理 論 の 提 唱 者 の 一 人 で あ る D o d g e が 中 心 と な っ て 開 発 し た 質

問 紙 で あ る （ c f .  R a i n e  e t  a l . ,  2 0 0 6 )  。 R PA Q は ， 回 答 者 の 反 応 的

攻 撃 行 動 と 能 動 的 攻 撃 行 動 に つ い て 調 べ る た め の 質 問 紙 で あ る 。

R PA Q が 多 く 用 い ら れ て い た の は ， 社 会 的 情 報 処 理 理 論 と の 整 合 性

が 高 い た め と 考 え ら れ る 。 な ぜ な ら ， 社 会 的 情 報 処 理 理 論 は ， 情 動

を 伴 う 反 応 的 攻 撃 行 動 と ， 攻 撃 を 目 標 達 成 の 手 段 と し て 用 い る 能 動

的 攻 撃 行 動 と の 間 で の 認 知 過 程 の 違 い を 明 ら か に し よ う と し て い る

た め で あ る 。 従 っ て ， 本 研 究 で 社 会 的 情 報 処 理 理 論 を 背 景 と す る 論

文 が 多 か っ た こ と か ら ， R PA Q が 多 く 使 用 さ れ て い た と 考 え ら れ

る 。  

一 方 ， B PA Q は ， B u s s  &  P e r r y  ( 1 9 9 2 )  が 開 発 し た 質 問 紙 で ， 攻

撃 性 に 関 す る 質 問 紙 の な か で も 古 く か ら 用 い ら れ て い る 質 問 紙 で あ

る 。 そ の 前 身 は B u s s  &  D u r k e e  ( 1 9 5 7 )の 敵 意 に 関 す る 質 問 紙 で あ
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る 。 彼 ら は ， 攻 撃 を 怒 り や 敵 意 と い っ た 他 の 心 的 構 成 概 念 も 含 め た

攻 撃 性 を 測 定 す る た め に B PA Q を 開 発 し た 。 B PA Q は 信 頼 性 の 高 い

質 問 紙 と し て こ れ ま で に も 攻 撃 性 の 研 究 で 多 く 用 い ら れ て き た 。 そ

の 傾 向 が 近 年 の A g g r e s s i v e  B e h a v i o r に 掲 載 さ れ て い る 論 文 に も 受

け 継 が れ て い る の で あ ろ う 。 最 後 に C T S と S E S に つ い て で あ る 。

C T S は ， 家 庭 内 暴 力 に つ い て 調 べ る た め に 開 発 さ れ た 質 問 紙 で あ

る ( S t r a u s ,  1 9 7 9 )。 S E S は ， 男 性 に よ る 女 性 へ の 性 的 攻 撃 に つ い て

測 定 す る た め の 質 問 紙 で あ る ( K o s s  &  O r o s ,  1 9 8 2 )。 C T S と S E S

は ， 本 研 究 が 対 象 と し た 論 文 で は ， 全 て I P V に 関 す る 研 究 で 用 い

ら れ て い た 。 そ の た め ， I P V に 関 す る 研 究 が 多 い こ と か ら ， こ れ ら

C T S と S E S が 多 く 使 用 さ れ た と 考 え ら れ る 。  

次 に 研 究 テ ー マ に つ い て 考 察 す る 。本 研 究 の 結 果 ，4 1 種 類 も の テ

ー マ が あ っ た 。 こ の 結 果 は ， 攻 撃 に 関 連 す る 変 数 が い か に 多 様 で あ

る か を 表 し て い る だ ろ う 。 そ の 中 で も ， I P V と い じ め ， ネ ッ ト で の

攻 撃 な ど が 近 年 の A g g r e s s i v e  B e h a v i o r に 掲 載 さ れ て い る 論 文 の 主

要 な テ ー マ で あ る こ と が わ か っ た 。 こ れ ら の テ ー マ が 主 に 研 究 さ れ

て い る の は ， 攻 撃 研 究 の テ ー マ は 社 会 で 問 題 と な っ て い る 事 象 の 影

響 を 受 け て い る か ら か も し れ な い 。と い う の も ，ネ ッ ト 上 の 攻 撃 は ，

イ ン タ ー ネ ッ ト が 普 及 し な け れ ば そ も そ も 起 こ ら な い 現 象 で あ る 。

そ の よ う な 理 由 か ら ， I P V は ， 女 性 の 権 利 に 対 す る 意 識 が 高 く な っ

た こ と か ら ， 研 究 テ ー マ と し て 扱 わ れ る よ う に な っ た の か も し れ な

い 。 ま た ， い じ め の 研 究 が 多 く な っ た の は ， い じ め に 対 す る 社 会 的

理 解 が 高 ま り ， そ の 予 防 策 や 解 決 策 を 求 め ら れ て い る か ら か も し れ

な い 。  
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2 - 5  ま と め  

 

 本 研 究 で は ， 近 年 の 攻 撃 行 動 研 究 の 動 向 を 明 ら か に す る こ と を 目

的 に ， 2 0 1 5 年 か ら 2 0 1 7 年 の 約 3 年 間 に A g g r e s s i v e  B e h a v i o r に 掲

載 さ れ た 研 究 を 概 観 し ， 背 景 と す る 理 論 ， 研 究 の 種 類 ， 攻 撃 行 動 の

測 定 方 法 ， そ し て 研 究 テ ー マ に 分 類 し た 。 そ の 結 果 ， ほ と ん ど の 研

究 が 調 査 研 究 で ，攻 撃 行 動 の 測 定 は 主 に ，質 問 紙 か イ ン タ ビ ュ ー で ，

実 際 の 攻 撃 行 動 を 測 定 し て い る 研 究 は 少 な か っ た 。 そ し て ， ほ と ん

ど の 研 究 は ， 特 定 の 理 論 的 背 景 を 持 た ず ， 特 定 の テ ー マ に つ い て 調

べ て い る 研 究 が ほ と ん ど で あ っ た 。  
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第 3 章  こ れ ま で の 攻 撃 行 動 研 究 の 課 題  

 

第 １ 章 で は ， 攻 撃 行 動 の 定 義 と 分 類 ， そ し て ， 攻 撃 行 動 を 説 明 す

る 理 論 に つ い て 概 観 し ， 第 2 章 で は ， 近 年 の 攻 撃 行 動 研 究 の 傾 向

を 明 ら か に す る た め ， A g g r e s s i v e  B e h a v i o r に 掲 載 さ れ た 論 文 を 分

類 し た 。 第 3 章 で は ， こ れ ま で の 攻 撃 行 動 研 究 の 課 題 に つ い て 議

論 す る 。  

 

 

3 - 1  攻 撃 行 動 の 定 義 と 測 定 さ れ る 攻 撃 行 動 と の 乖 離  

 

ま ず ， 攻 撃 行 動 の 定 義 と 実 際 の 攻 撃 行 動 研 究 と の 間 に 乖 離 が 見 ら

れ た 。 第 1章 で 述 べ た よ う に ， 攻 撃 行 動 の 定 義 の 重 要 な 点 は ， そ の

行 動 が 生 体 に 向 け ら れ た 行 動 で あ る と い う こ と ， そ し て そ 生 体 で あ

る 他 者 に 危 害 を 加 え る 行 動 で あ る と い う 2点 で あ る 。 し か し ， 近 年

の 攻 撃 行 動 研 究 の ほ と ん ど は ， 質 問 紙 や イ ン タ ビ ュ ー を 用 い た 研 究

で ， 実 際 の 攻 撃 行 動 を 扱 っ た 研 究 は ほ ん の わ ず か で あ っ た 。 攻 撃 行

動 は 行 動 で あ り ， 攻 撃 行 動 に 関 わ る 認 知 過 程 そ れ 自 体 を 攻 撃 行 動 と

し て 扱 う べ き で は な い  ( A l l e n  &  A n d e r s o n ,  2 0 1 7 )。 も ち ろ ん ， 認

知 過 程 と 攻 撃 行 動 の 関 係 性 に つ い て は ， こ れ ま で の 研 究 か ら 明 ら か

で あ る 。 し か し ， そ れ ら は ， 攻 撃 行 動 の 出 現 確 率 や 強 度 を 高 め る 変

数 で あ り ， 直 接 攻 撃 行 動 を 示 す 指 標 と し て 扱 わ れ る べ き で は な い 。  

こ の よ う な 乖 離 が 起 き る 原 因 は 複 数 考 え ら れ る 。 ま ず ， 攻 撃 行 動

の 説 明 理 論 が ， 攻 撃 行 動 に 関 わ る 認 知 的 側 面 に 重 き を 置 い て い る こ

と が 乖 離 の 原 因 の 一 つ と し て 考 え ら れ る 。 第 １ 章 で 概 観 し た 攻 撃 行

動 理 論 は ， 個 体 が 攻 撃 行 動 を 生 起 さ せ る ま で の 内 的 過 程 に 焦 点 を 当

て て い る 。 ま た ， 第 2 章 の 研 究 に お い て も ， 背 景 と す る 理 論 は ，

す べ て 認 知 過 程 に 重 き を 置 く 理 論 で あ っ た 。 こ れ は ， 攻 撃 行 動 の 定

義 に お い て も ， 攻 撃 行 動 の 意 図 が 重 要 視 さ れ て い る こ と も 関 係 し て

い る だ ろ う 。 そ の た め ， 攻 撃 行 動 の 研 究 が 対 象 と し て い る の は ， 攻
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撃 行 動 そ れ 自 体 と い う よ り も ， 攻 撃 行 動 に 関 わ る 認 知 過 程 や 心 的 構

成 概 念 と い っ た 攻 撃 性 を 明 ら か に す る こ と に 重 き が 置 か れ て い る 可

能 性 が あ る 。 そ の よ う な 理 由 か ら ， 実 際 の 攻 撃 行 動 を 扱 う よ り も ，

認 知 過 程 や 心 的 構 成 概 念 と の 関 係 性 を 研 究 し や す い 質 問 紙 に よ る 測

定 が 行 わ れ た の か も し れ な い  ( K r a h é ,  2 0 0 1  秦 ・ 湯 川 訳  2 0 0 4 )。  

次 に ， 攻 撃 行 動 を 人 工 的 に 生 起 さ せ る こ と が 困 難 で あ る こ と ， ま

た ， 科 学 的 な 研 究 で あ っ て も ， 攻 撃 行 動 を 生 起 さ せ る こ と が 倫 理 的

に 望 ま し く な い こ と が あ げ ら れ る (山 崎 ， 2 0 0 2 )。 こ れ ら の 問 題 は ，

実 験 事 態 の 手 続 き を 工 夫 し ， 攻 撃 行 動 の 特 徴 を 有 す る 行 動 を 操 作 的

に 定 義 す る こ と で 回 避 す る こ と が で き る 。 例 え ば ，  S a n d s t r o m  e t  

a l .  ( 2 0 1 7 )  は テ レ ビ ゲ ー ム を 用 い て ， い じ め に 関 す る 行 動 を 測 定 し

て い る し ， B o s s o n ,  P a r r o t t ,  S w a n ,  K u c h y n k a ,  &  S c h r a m m  ( 2 0 1 5 )  

は 架 空 の 他 の 参 加 者 に 性 的 描 画 を 呈 示 す る 行 動 を 女 性 に 対 す る 攻 撃

行 動 と 定 義 し て い る 。 以 上 の よ う に ， 実 際 の 攻 撃 行 動 を 測 定 す る た

め に は ， そ の 問 題 に 則 し た 実 験 場 面 を 確 保 す る こ と が 重 要 で あ る 。  

 

 

3 - 2  攻 撃 行 動 研 究 の テ ー マ に つ い て  

 

第 2 章 の 結 果 か ら ， 近 年 の 攻 撃 行 動 研 究 は ， I P V や い じ め と い っ

た ， 攻 撃 行 動 の 標 的 を 含 む 攻 撃 行 動 に 注 目 し て い る 。 I P V に お い て

は ， I P V に 関 連 す る 内 的 変 数  ( B a t e s ,  A r c h e r,  &  K e v a n ,  2 0 1 7 )  が

調 べ ら れ て い る 。 ま た ， I P V の 被 害 に あ っ た 人 を 対 象 と し た 質 問 紙

も 作 成 さ れ て い る  ( K o s s  e t  a l . ,  2 0 0 7 )  。 い じ め も 同 様 に ， b u l l y，

v i c t i m ,そ し て b y s t a n d e r の 3 つ の 役 割 が あ り ，そ れ ぞ れ の 役 割 が ど

の よ う に 攻 撃 行 動 に 関 わ っ て い る の か が 調 べ ら れ て い る ( S u t t o n  &  

S m i t h ,  1 9 9 9 ;  N i c k e r s o n ,  A l o e ,  L i v i n g s t o n ,  &  F e e l e y,  2 0 1 4 ; S o l b e r g  

&  O l w e u s ,  2 0 0 3 )。こ れ ら の テ ー マ は ，攻 撃 者 と 被 攻 撃 者 と の 関 係 に

よ っ て 生 じ る 攻 撃 行 動 で あ る 。し か し ，こ れ ま で の 攻 撃 行 動 研 究 は ，

攻 撃 者 か 被 攻 撃 者 の ど ち ら か 一 方 に つ い て 調 べ て い る 研 究 が ほ と ん
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ど で ，攻 撃 者 と 被 攻 撃 者 を 包 括 的 に 調 べ て い る 研 究 は な い 。そ こ で ，

筆 者 は ， 攻 撃 者 と 被 攻 撃 者 の 双 方 を 含 め た 攻 撃 行 動 の 枠 組 み が 必 要

で あ る と 考 え る 。 そ れ は ， 攻 撃 者 と 被 攻 撃 者 の 行 動 が 互 い に 影 響 す

る 変 数 と し て ， 機 能 し て い る 可 能 性 が あ る た め で あ る 。  

し か し ， 第 １ 章 で 述 べ た 攻 撃 行 動 の 説 明 理 論 か ら わ か る よ う に ，

攻 撃 者 の 攻 撃 行 動 だ け で も ， 多 く の 変 数 が 関 わ っ て い る 。 そ し て ，

そ れ ら の 攻 撃 行 動 の 説 明 に ， 被 攻 撃 者 も 含 め る と な る と ， そ の 説 明

や 解 釈 が 煩 雑 に な っ て し ま う だ ろ う 。 そ の た め ， ま ず は ， 攻 撃 行 動

の 内 的 過 程 を 除 外 し ， 攻 撃 者 と 被 攻 撃 者 の そ れ ぞ れ の 「 行 動 」 が 双

方 の 行 動 に ど の よ う な 影 響 を 及 ぼ し て い る の か を 調 べ る 必 要 が あ る 。

そ の 方 法 と し て ，筆 者 は ，行 動 分 析 学 の 視 点 が 有 用 で あ る と 考 え る 。  
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第 Ⅱ部  行 動 分 析 学 における攻 撃 行 動 研 究 と  

攻 撃 者 と被 攻 撃 者 の双 方 を含 めた攻 撃 行 動 モデルの構 築  

 

第 Ⅱ部 では，行 動 分 析 学 の視 点 から，これまで行 われてきた攻 撃 行 動 に

関 わる環 境 変 数 を概 観 し，攻 撃 者 と被 攻 撃 者 を含 めた攻 撃 行 動 のモデルを

構 築 する。  

 行 動 分 析 学 は，新 行 動 主 義 者 の一 人 である S k i n n e r によって体 系 づけら

れた心 理 学 の一 学 問 体 系 である。行 動 分 析 学 では，行 動 は大 きく 2 つの行

動 に大 別 される。それらは，レスポンデント行 動 とオペラント行 動 である。レスポ

ンデント行 動 は，先 行 刺 激 によって誘 発 される行 動 で，オペラント行 動 は，そ

の行 動 に随 伴 する結 果 事 象 によって制 御 される行 動 である。そして，オペラン

ト行 動 は，  弁 別 刺 激 ，行 動 ，結 果 の 3 つの要 素 から成 りたっており，これを

三 項 随 伴 性 という。三 項 随 伴 性 を図 示 したものを F i g u r eⅡ - 1 に示 す。  

 

 

 

オペラント行 動 の随 伴 性 には，強 化 と弱 化 ，そして消 去 がある。強 化 は，オ

ペラント行 動 の生 起 頻 度 を高 める結 果 事 象 が随 伴 することである。そして，こ

のような機 能 を持 つ結 果 事 象 は，強 化 子 と呼 ばれる。さらに，強 化 子 は，正 の

強 化 子 と負 の強 化 子 に分 けられる。前 者 は，結 果 事 象 が出 現 し，後 者 は結

果 事 象 が消 失 することで，オペラント行 動 の生 起 頻 度 を維 持 ，または上 昇 さ

せる。正 の強 化 子 として用 いられるのは，餌 や水 ，賞 賛 などの，一 般 的 に報 酬

と呼 ばれるような刺 激 である。一 方 ，負 の強 化 子 は，電 気 ショックや叱 責 といっ

た嫌 悪 的 な刺 激 である。弱 化 は，強 化 の反 対 で，行 動 が減 少 する随 伴 性 で

ある。そして，その結 果 事 象 は弱 化 子 と呼 ばれる。弱 化 子 も強 化 子 と同 様 に，

正 と負 の強 化 子 に分 けられる。正 の弱 化 子 は，前 述 した嫌 悪 的 な刺 激 で，

負 の弱 化 子 は，一 般 的 に報 酬 と呼 ばれるような刺 激 である。消 去 は，それまで，

F i g u r eⅡ - 1 .  三 項 随 伴 性 。  
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随 伴 していた強 化 子 や弱 化 子 が随 伴 しなくなる状 態 である。そして，強 化 され

ていた行 動 は，オペラントレベル，すなわち強 化 子 が随 伴 する前 の生 起 頻 度

にまで減 少 し，弱 化 されていた行 動 は，弱 化 子 が随 伴 する前 のオペラントレベ

ルまで生 起 頻 度 が回 復 する。  

このように，行 動 分 析 学 は，行 動 の原 因 を，内 的 過 程 や心 的 構 成 概 念 で

はなく，外 的 な環 境 変 数 に求 め，その環 境 変 数 を操 作 することで行 動 の制 御

が可 能 であると考 える。そして，攻 撃 行 動 も同 様 に，これらの枠 組 みから，攻

撃 行 動 に関 わる環 境 変 数 を明 らかにすることで，制 御 が可 能 であると考 えるこ

とができる。  

以 下 の，第 4 章 では，行 動 分 析 学 の視 点 による攻 撃 行 動 に関 わる環 境

変 数 について概 観 する。第 5 章 では，行 動 分 析 学 で体 系 的 に調 べられてき

た，強 化 スケジュールによって誘 導 される攻 撃 行 動 について概 観 する。第 6 章

では，攻 撃 行 動 を攻 撃 者 と被 攻 撃 者 の互 いの行 動 随 伴 性 の相 互 作 用 とし

て捉 えるモデルを構 築 する。  
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第 4 章   行 動 分 析 学 における攻 撃 行 動 研 究 の概 観  

 

第 4 章 では，まず行 動 分 析 学 における攻 撃 行 動 の定 義 について述 べる。

そして，これまでに明 らかとなっている後 続 事 象 と先 行 事 象 の制 御 を受 ける攻

撃 行 動 について概 観 する。  

 

4 - 1  行 動 分 析 学 における攻 撃 行 動 の定 義  

 

 C a t a n i a  ( 2 0 0 7 )  は攻 撃 行 動 を「嫌 悪 刺 激 の呈 示 ，または，正 の強 化 子

の撤 去 によって，副 次 的 に生 起 する行 動 であり，これらの事 象 は，他 の生 体 を

傷 つけるような行 動 や，その行 動 自 体 を強 化 子 として機 能 させることがある。」

と説 明 している。この攻 撃 行 動 の説 明 は，行 動 分 析 学 の領 域 で体 系 的 に調

べられた研 究 結 果 をもとにしたものである。そのため，第 Ⅰ部 で述 べたような多

様 な攻 撃 行 動 を包 括 するような概 念 的 な攻 撃 行 動 の定 義 ではない。また行

動 分 析 学 では，様 々な攻 撃 行 動 を包 括 的 に説 明 するような，概 念 的 な定 義

を定 めている研 究 はほとんどない。そのため，攻 撃 行 動 の定 義 は，それぞれの

研 究 で操 作 的 に定 義 されている。  

攻 撃 行 動 の操 作 的 な定 義 は，その研 究 で用 いた種 や，研 究 の内 容 によっ

て様 々である。例 えば，C a r r,  N e w s o m ,  &  B i n k o f f  ( 1 9 8 0 )  は，参 加 者 が，

実 験 者 をひっかくことや殴 る，蹴 る，噛 むなどの行 動 を攻 撃 行 動 と定 義 してい

る。また，C h e r e k ,  S p i g a ,  S t e i n b e r g ,  &  K e l l y  ( 1 9 9 0 )  は，参 加 者 が相

手 の得 点 を減 点 することができる減 点 ボタンを押 す行 動 を，攻 撃 行 動 と定 義

している。被 験 体 にハトを用 いた研 究 では，生 身 のハトを直 接 つつく，羽 をむし

る，翼 でたたく行 動 などが攻 撃 行 動 として扱 われている ( A z r i n , H u t c h i n s o n ,  

&  H a k e ,  1 9 6 6 ;  G e n t r y,  1 9 6 8 )。これらの攻 撃 行 動 は，他 個 体 に向 けた行

動 で，危 害 を加 える行 動 であることから，これまでの第 Ⅰ部 で述 べた攻 撃 行 動

の定 義 に当 てはまる。  

しかし，攻 撃 行 動 の対 象 がヒト以 外 の，物 に対 する行 動 も，攻 撃 行 動 とし

て操 作 的 に定 義 されている。例 えば，K e l l y  &  H a k e  ( 1 9 7 0 )  は，参 加 者 の

クッション殴 り行 動 を攻 撃 行 動 と操 作 的 に定 義 している。また，ハトでいえば鏡
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や絵 をつつ く 行 動 を攻 撃 行 動 と し て 定 義 し て い る  ( L o o n e y  &  C o h e n ,  

1 9 8 2 )。これまで，第 Ⅰ部 で概 観 した攻 撃 行 動 の定 義 からすれば，これらの行

動 は，他 個 体 に向 けられた行 動 ではないことから，厳 密 に攻 撃 行 動 とはいえ

ない。しかし，その行 動 形 態 が，その種 における日 常 的 な ,また自 然 場 面 にお

ける他 個 体 に直 接 行 う攻 撃 行 動 と類 似 していることから攻 撃 行 動 として扱 わ

れている。例 えば，L o o n e y  &  C o h e n  ( 1 9 8 2 )  によれば，ハトは，他 個 体 のハ

トの写 真 に対 して，つつく行 動 や羽 でたたく行 動 を生 起 させ，加 えて，低 い唸

り声 を上 げていた。また，ハトは，漠 然 と，写 真 のハトに向 けてつつき行 動 を生

起 させていたのではなく，写 真 のハトの目 と目 の間 を集 中 的 につついていた。

このように，生 体 でない対 象 に対 しても，その行 動 形 態 ，不 随 する行 動 ，そし

て，その行 動 の仕 方 が自 然 場 面 における攻 撃 行 動 と酷 似 していることから，こ

れら物 に対 する行 動 も攻 撃 行 動 として扱 われてきた ( F l o r y,  S m i t h ,  &  E l l i s ,  

1 9 7 7 )。  

また，このような生 体 でない物 に対 する攻 撃 行 動 には利 点 がある。これらの

攻 撃 行 動 は，物 に対 する行 動 であることから，回 数 や強 度 を数 量 的 に計 測

することができ，客 観 的 な指 標 を得 ることができる。さらに，他 個 体 に危 害 を加

えないという点 から倫 理 的 な問 題 を回 避 することができる。  

 以 上 のように，行 動 分 析 学 においては，攻 撃 行 動 を包 括 するような概 念 的

な定 義 は定 まっていない。C a t a n i a  ( 2 0 0 7 )  の定 義 も，攻 撃 行 動 としての基

準 を示 すものではなく，これまで行 動 分 析 学 の領 域 で明 らかとなった攻 撃 行

動 に関 わる変 数 をまとめたものである。このように，攻 撃 行 動 を概 念 的 に包 括

するような定 義 が明 示 されていないのは，行 動 分 析 学 の視 点 からみれば，攻

撃 行 動 も行 動 の一 つであり，前 述 したオペラント行 動 や，レスポンデント行 動

の範 疇 で説 明 が可 能 であると考 えるからであろう。  

 

 

4 - 2 攻 撃 行 動 のオペラント的 側 面  

 

攻 撃 行 動 は，ヒトに限 らず様 々な種 で観 察 される行 動 であることや，多 くの

攻 撃 行 動 が怒 りなどの情 動 を伴 うことから，他 の行 動 と比 べて特 殊 な行 動 とし
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て扱 われることが多 い。しかし，攻 撃 行 動 も他 の行 動 と同 様 に，結 果 事 象 によ

って制 御 されることが報 告 されている。  

R e y n o l d s ,  C a t a n i a  ,  &  S k i n n e r  ( 1 9 6 3 )  は，被 験 体 にハトを用 いて，

攻 撃 行 動 が結 果 事 象 によって制 御 されることを報 告 している。 R e y n o l d  e t  

a l . ( 1 9 6 3 )  は，実 験 箱 内 のライトが緑 のときは，ハトの攻 撃 行 動 に餌 を呈 示 し，

ライトが青 のときは，餌 を呈 示 しない手 続 きを用 いた。その結 果 ，ハトは，ライト

が緑 に点 灯 しているときは，隣 接 した他 個 体 に向 けて直 接 攻 撃 行 動 を生 起 し，

青 色 のときは攻 撃 行 動 を生 起 しなかった。すなわち，ハトは，実 験 箱 のライトを

弁 別 刺 激 とし，餌 が呈 示 される条 件 でのみ攻 撃 行 動 を生 起 させるようになっ

た。このことから，攻 撃 行 動 は外 的 な強 化 子 である餌 によって制 御 されること，

さらにライトの色 による刺 激 性 制 御 も可 能 であることが明 らかとなった。  

ヒ トを対 象 とした研 究 では，攻 撃 行 動 が回 避 または逃 避 による負 の強 化 に

よって維 持 されている事 例 が報 告 されている  ( C a r r,  N e w s o m ,  &  B i n k o f f ,  

1 9 8 0 ; J o h n s o n ,  M c C o m a s ,  T h o m p s o n ,  &  S y m o n s ,  2 0 0 4 )。C a r r  e t  a l .  

( 1 9 8 0 )  は，発 達 遅 滞 の子 どもの実 験 者 に対 してひっかく、殴 る，噛 む，蹴 る

といった攻 撃 行 動 が，他 者 から指 示 された事 柄 からの回 避 によって強 化 され

ていたと報 告 している。そして，C a r r  e t  a l .は，それらの攻 撃 行 動 は，社 会 的

に容 認 される他 の行 動 を強 化 することによって，分 化 強 化 することが可 能 であ

ることを報 告 している。また，実 験 的 に攻 撃 行 動 を負 の強 化 子 によって強 化

する こ と も可 能 であ る  ( C h e r e k ,  S p i g a ,  S t e i n b e r g ,  &  K e l l y, 1 9 9 0 ) 。

C h e r e k  e t  a l .  ( 1 9 9 0 )  によれば，参 加 者 が，得 点 を獲 得 できるボタンと，架

空 の参 加 者 の得 点 を減 点 できるボタンを選 ぶ課 題 において，参 加 者 は，自

身 の得 点 が減 点 されることを回 避 するために，相 手 の得 点 を減 点 させた。  

以 上 のことから，攻 撃 行 動 は，正 の強 化 子 と負 の強 化 子 の 2 つの結 果 事

象 によって制 御 可 能 な行 動 である。そして，実 際 の臨 床 現 場 では，これらの攻

撃 行 動 に替 わる，社 会 的 に容 認 される行 動 を強 化 し，攻 撃 行 動 は消 去 する

ことによって，攻 撃 行 動 を低 減 させることに成 功 している  ( R e p p  &  D e i t z ,  

1 9 7 4 )。  

しかし，一 方 で，攻 撃 行 動 それ自 体 が，強 化 子 として機 能 することも報 告 さ

れている ( M a y  &  K e n n e d y,  2 0 0 9 ;  E l c o r o ,  S i l v a ,  &  L a t t a l ,  2 0 0 8 )。例
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えば E l c o r o  e t  a l . ( 2 0 0 8 )  は，被 験 体 にベタを用 いて，鏡 に映 った自 分 自

身 に対 する攻 撃 行 動 を誘 発 する鏡 を，輪 くぐる行 動 の結 果 事 象 として随 伴

することで，ベタの輪 くぐり行 動 を強 化 した。  

攻 撃 行 動 の生 起 自 体 に強 化 子 が内 在 しているのは，自 然 場 面 で攻 撃 行

動 を生 起 することによって，その個 体 の生 存 確 率 を高 めることがあるためと考 え

られる。というのも，攻 撃 行 動 の結 果 ，攻 撃 した個 体 は，生 殖 機 会 や食 べ物 ，

水 などを得 ることがある。そのため，攻 撃 行 動 それ自 体 が強 化 子 としての機 能

することは，系 統 発 生 的 に備 わっていると考 えられる  ( A d l e r,  1 9 7 9 )。すなわ

ち，攻 撃 行 動 それ自 体 に内 在 的 な強 化 子 が備 わっていることで，その個 体 の

生 存 に有 利 に働 くことが考 えられる。  

 

4 - 3 先 行 事 象 によって誘 発 される攻 撃 行 動  

 

前 節 では，攻 撃 行 動 の結 果 事 象 による制 御 について概 観 したが，攻 撃 行

動 はさまざまな刺 激 によって誘 発 されることが報 告 されている。特 に，攻 撃 行

動 は嫌 悪 的 な刺 激 によって誘 発 されると考 えられ，様 々な嫌 悪 的 な刺 激 と攻

撃 行 動 との関 係 が調 べられてきた。  

U l r i c h  &  A z r i n  ( 1 9 6 2 )  は，2 匹 のラットを同 時 に同 じ実 験 箱 に導 入 し，

床 に電 気 ショックを流 すと， 2 匹 のラットは互 いに攻 撃 しあうことを報 告 している。

電 気 ショックによる攻 撃 行 動 は，他 の研 究 においても生 起 することが確 認 され

ている ( A z r i n ,  H u t c h i n s o n ,  S a l l e r y, 1 9 6 4 ；  A z r i n ,  1 9 7 0 )。また，急 激 な

温 度 の上 昇 や ( U l r i c h  &  A z r i n , 1 9 6 2 ) ，突 発 的 な風 ( A z r i n ,  H a k e ,  &  

H u t c h i n s o n ,  1 9 6 5 )などの刺 激 によっても攻 撃 行 動 が生 起 することが報 告 さ

れている。このように，攻 撃 行 動 は，個 体 が嫌 悪 的 な事 象 に曝 されることで生

起 する行 動 であると考 えられた。  

そして，強 化 スケジュールにも嫌 悪 的 な側 面 が存 在 すると考 えられている。

ラットが反 応 要 求 数 の高 いスケジュールに曝 された際 ，餌 を獲 得 した直 後 に，

その強 化 スケジュールから回 避 する行 動 を生 起 させる  ( A z r i n ,  1 9 6 1 )。このよ

うな理 由 から，連 続 強 化 条 件 から消 去 に移 行 する条 件 に曝 された個 体 が攻

撃 行 動 を生 起 するかどうかが調 べられた。その結 果 ，強 化 スケジュールに曝 さ
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れたハトは，消 去 条 件 時 に隣 接 する他 個 体 に向 けて攻 撃 行 動 を生 起 した。こ

れらの強 化 スケジュールによって誘 導 される攻 撃 行 動 については，第 5 章 で詳

細 に述 べる。  

このように，攻 撃 行 動 は，嫌 悪 的 な刺 激 の呈 示 ，また，強 化 スケジュールの

嫌 悪 的 な側 面 によって生 起 する。しかし，嫌 悪 刺 激 ではない先 行 事 象 によっ

て，攻 撃 行 動 の生 起 確 率 が高 まることも報 告 されている。例 えば， ヒナは，社

会 的 接 触 を剥 奪 されることによって攻 撃 行 動 の生 起 確 率 が高 まることが報 告

されている ( H o f f m a n ,  B o s k o f f ,  E i s e r e r,  &  K l e i n ,  1 9 7 5 ) 。また，空 間 の

広 さが攻 撃 行 動 の生 起 要 因 となることが報 告 されている。Wi l l i s ( 1 9 6 6 )によ

れば， 2 羽 のハトを同 じ実 験 箱 に導 入 した際 に，狭 い実 験 箱 の方 が，広 い実

験 箱 よりも，多 く攻 撃 行 動 が生 起 した。また，ベタは赤 い刺 激 に対 して攻 撃 行

動 を生 起 する ( F a n t i n o ,  Wi e g e l e ,  &  L a n c y  , 1 9 7 2 )。  

 以 上 のよ うに，攻 撃 行 動 は，嫌 悪 的 な刺 激 や場 面 ，特 定 の刺 激 といった

様 々な先 行 事 象 によって生 起 する。  

 

4 - 4  先 行 事 象 によって誘 発 される行 動 のオペラント制 御  

 

これまで，結 果 事 象 の制 御 を受 ける攻 撃 行 動 と，先 行 事 象 によって誘 発 さ

れる攻 撃 行 動 について概 観 した。先 行 事 象 によって誘 発 される行 動 は，その

先 行 事 象 の制 御 を強 く受 ける攻 撃 行 動 である。例 えば B r o n s t e i n ( 1 9 8 1 )は，

鏡 の呈 示 によって誘 発 されたベタの攻 撃 行 動 は，結 果 事 象 の制 御 を受 けな

いことを報 告 している。  

しかし，一 部 の先 行 事 象 によって誘 発 される攻 撃 行 動 は，結 果 事 象 の制

御 や  ( B o l e s  &  R i l e y,  1 9 7 3 )，異 なる先 行 事 象 によって抑 制 されることが報

告 されている。例 えば，電 気 ショックの呈 示 によって誘 発 された攻 撃 行 動 に，

電 気 ショックを随 伴 すると，電 気 ショックを呈 示 したときの攻 撃 行 動 の生 起 確

率 が低 減 する（A z r i n ,  H u t c h i n s o n ,  &  H a k e ,  1 9 6 7 ; A z r i n ,  1 9 7 0 ）。すな

わち，電 気 ショックは，攻 撃 行 動 を誘 発 する刺 激 となる一 方 で，攻 撃 行 動 の

生 起 頻 度 を減 少 させる弱 化 子 としても機 能 する。  

また，F a n t i n o ,  We i g l e ,  &  L a n c y  ( 1 9 7 2 )  は，ベタを被 験 体 とし，餌 を
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獲 得 するための輪 くぐり行 動 と，鏡 に向 かっての攻 撃 行 動 との選 択 率 を調 べ

た。その結 果 ，餌 のはく奪 化 をほとんどしていない条 件 では，攻 撃 行 動 を選 択

する割 合 が高 かったが，餌 のはく奪 化 が高 まると，攻 撃 行 動 を選 択 する割 合

が低 下 した。  

以 上 のことから，攻 撃 行 動 は，先 行 事 象 によって誘 発 された攻 撃 行 動 でも，

結 果 事 象 の制 御 や他 の先 行 刺 激 によって制 御 することができる。  
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第 5 章  強 化 スケジュール誘 導 性 攻 撃 行 動 の概 観  

 

 第 5 章 では，強 化 スケジュールによって生 起 する攻 撃 行 動 である，消 去 誘

導 性 攻 撃 行 動 とスケジュール誘 導 性 攻 撃 行 動 について概 観 する。特 に，消

去 誘 導 性 攻 撃 行 動 は，第 Ⅲ部 の実 験 で用 いた攻 撃 行 動 であることから先 行

研 究 について詳 述 する。  

 まず，始 めに，これらの攻 撃 行 動 の発 生 因 とされている，強 化 スケジュールと

消 去 について述 べる。次 に消 去 誘 導 性 攻 撃 行 動 とスケジュール誘 導 性 攻 撃

行 動 に関 わる変 数 について概 観 する。最 後 に，これらの実 験 で用 いられる標

的 とそれらの攻 撃 行 動 との関 係 について述 べる。  

 

5 - 1 強 化 スケジュール  

 

 強 化 スケジュールは ，大 き く 2 つのスケジュールに分 けられる  ( M a z u r,  

2 0 0 6 )  。それらは，連 続 強 化 スケジュールと間 欠 強 化 スケジュールである。連

続 強 化 スケジュールは，参 加 者 ，または被 験 体 が，対 象 の行 動 を生 起 する度

に，強 化 子 を呈 示 する強 化 スケジュールである。  

間 欠 強 化 スケジュールは，参 加 者 ，または被 験 体 が，行 動 を何 回 か生 起 し

た後 に強 化 子 を呈 示 する強 化 スケジュールである。そして，間 欠 強 化 スケジュ

ールは，標 的 行 動 の基 準 によって 4 つの基 本 スケジュールに分 けられる。それ

らは，固 定 比 率 ( f i x e d  r a t i o ;  以 下 F R )，変 動 比 率  ( v a r i a b l e  r a t i o 以

下 V R ) ，固 定 時 隔  ( f i x e d  i n t e r v a l 以 下 F I ) ，  変 動 時 隔 ( v a r i a b l e  

i n t e r v a l 以 下 V I )の 4 つである。F R スケジュールは，一 定 回 数 標 的 反 応 が

生 起 した際 に強 化 子 を呈 示 するスケジュールである。例 えば，F R 5 であれば，

標 的 反 応 が 5 回 生 起 した際 に，強 化 子 を呈 示 する。V R スケジュールは，F R

と同 様 に反 応 数 に依 存 して強 化 子 を呈 示 するスケジュールであるが，各 強 化

子 に対 して要 求 される反 応 数 が一 定 ではないが，各 強 化 子 に必 要 な反 応 数

を平 均 した値 が規 定 されている。例 えば，V R ５の場 合 ，各 強 化 子 で要 求 され

る反 応 数 が， 5 回 のときもあれば， 3 回 や 7 回 のときもあり，それらを平 均 すると

5 回 になるように，強 化 子 の呈 示 に必 要 な反 応 要 求 数 を分 配 する。F I スケジ
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ュールは，行 動 と時 間 経 過 の両 方 に依 存 するスケジュールである。例 えば，

F I 5 s スケジュールでは，実 験 の開 始 ，または強 化 子 の呈 示 直 後 から， 5 秒 経

過 した後 の初 発 の行 動 が強 化 される。そして，F I スケジュールで設 定 される時

間 は，各 強 化 子 で一 定 である。V I スケジュールは，F I スケジュールと同 様 に，

行 動 と時 間 経 過 に依 存 するが，V R スケジュールと同 様 にその時 間 経 過 は一

定 ではない。そのため例 えば，V I 5 s の場 合 ，各 強 化 子 で設 定 される時 間 が，

5 秒 のときもあれば， 3 秒 や 7 秒 のときもあり，それらを平 均 すると 5 秒 になるよ

うに設 定 する。  

 

5 - 2 消 去 条 件 が行 動 に及 ぼす影 響  

 

消 去 とは，それまで強 化 されていた行 動 の強 化 子 を差 し控 える手 続 きであ

る ( P i e r c e  &  C h e n e y,  2 0 0 8 )。そして，消 去 によって，その行 動 の生 起 頻 度

は逓 減 する。例 えば，あるハトのキーつつき行 動 が餌 の呈 示 によって強 化 さ

れていたとする。消 去 の条 件 では，ハトがキーつつき行 動 を何 回 生 起 したとし

ても，餌 の呈 示 を行 わない。すると，ハトのキーつつき行 動 の生 起 頻 度 は，逓

減 する ( F e r s t e r  &  S k i n n e r,  1 9 5 7 )。このときの，行 動 の逓 減 する速 度 は，

その行 動 が強 化 されていたスケジュールによって異 なる。連 続 強 化 スケジュー

ルによって強 化 されていた行 動 は，急 激 に行 動 頻 度 が逓 減 するが ,間 欠 強

化 スケジュールによって強 化 されていた行 動 はその逓 減 する速 度 は緩 やかで

ある。このように，消 去 は，行 動 の生 起 頻 度 を減 少 させる手 続 きでもある。し

かし，この消 去 の手 続 きによって，ハトの行 動 は ,一 時 的 に上 昇 することや，そ

の変 動 性 が増 すこと，さらに以 前 強 化 されていた，他 の行 動 が生 起 すること

が明 らかとなっている。  

消 去 に曝 された行 動 は，その生 起 頻 度 が減 少 するが，消 去 に移 行 した

直 後 は，その行 動 の生 起 頻 度 が一 時 的 に上 昇 する。これは，消 去 バースト

と呼 ばれる現 象 である。この消 去 バースト時 の行 動 は，その頻 度 の上 昇 に加

え，その強 度 も強 まる。また，行 動 の変 動 性 も増 すことが報 告 されている。こ

の変 動 性 は ，新 た な行 動 を獲 得 するために も重 要 な行 動 の性 質 であ る  

( G r o w,  K e l l e y,  R o a n e ,  &  S h i l l i n g b u r g ,  2 0 0 8 ) 。さらに，消 去 条 件 に曝
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されると，その個 体 が以 前 に消 去 されたことのある行 動 を復 活 させることがあ

る  ( E p s e t e i n ,  1 9 8 3 ;  D o u g h t y  &  O k e n ,  2 0 0 8 ) 。これは， r e s u r g e n c e と

呼 ばれる現 象 である。  

以 上 のように，消 去 は，強 化 子 を撤 去 することで，行 動 の生 起 頻 度 を逓

減 させるだけでなく，行 動 の生 起 頻 度 を一 時 的 に上 昇 させることや，その変

動 性 を増 す効 果 がある。  

 

5 - 3 消 去 誘 導 性 攻 撃 行 動  

 

消 去 誘 導 性 攻 撃 行 動  ( e x t i n c t i o n  i n d u c e d  a g g r e s s i o n ， 以 下 ，  

E I A )  は，連 続 強 化 から消 去 条 件 に移 行 すると，隣 接 する他 個 体 を攻 撃 す

る現 象 である  ( A z r i n , H u t c h i n s o n ,  &  H a k e  1 9 6 6 )。A z r i n  e t  a l .  ( 1 9 6 6 )  

は，ハトを用 いて，消 去 手 続 きによって攻 撃 行 動 が生 起 することを初 めて明 ら

かにしたとともに，E I A に関 わる変 数 について体 系 的 に調 べている。本 論 文 の

第 Ⅲ部 において，E I A を用 いた実 験 を行 うことから，E I A に関 する基 礎 的 な

研 究 を行 った A z r i n  e t  a l .  ( 1 9 6 6 )  の研 究 について詳 述 する。  

まず，E I A の実 験 場 面 について述 べる。ハトを用 いた E I A の実 験 では，

F i g u r e 5 - 1  のような実 験 場 面 が用 いられる。  

 

 

実 験 箱 の右 側 にいるハ トが消 去 誘 導 性 攻 撃 行 動 を生 起 するハトである

F i g u r e 5 - 1 .  E I A の 実 験 場 面 ( A z r i n  e t  a l .， 1 9 6 6 よ り 引 用 )。 
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（以 下 ，攻 撃 バト ） 。右 側 の上 部 には，キーつつき用 のキーが設 置 され，下 部

には，強 化 子 として呈 示 された餌 を食 べるための食 餌 口 がある。実 験 箱 の左

側 のハトは，攻 撃 バトの E I A の標 的 となるハトである（以 下 ，標 的 バト）。A z r i n  

e t  a l .  ( 1 9 6 6 )  では，標 的 バトは拘 束 されており自 由 に動 くことができなかった。

標 的 バトが入 れられている箱 の下 にマイクロスイッチが設 置 されており，攻 撃 バ

トが標 的 バトを攻 撃 した際 にマイクロスイッチが作 動 し，攻 撃 バトの E I A を計

測 している。この実 験 場 面 は，次 節 のスケジュール誘 導 性 攻 撃 行 動 の実 験 で

も用 いられている。  

A z r i n  e t  a l .  ( 1 9 6 6 )  は，まず実 験 Ⅰで，消 去 が攻 撃 行 動 を誘 発 する変

数 として機 能 するかを調 べた。用 いた条 件 は，強 化 子 である餌 を獲 得 できな

い条 件  (以 下 ,  強 化 無 条 件 )  と，連 続 強 化 と消 去 条 件 が交 互 に機 能 する

条 件 （以 下 ；連 続 強 化 ・消 去 条 件 ）であった。強 化 無 条 件 では，餌 を獲 得 す

るためのキーが隠 されていたことから，攻 撃 バトはキーつつき行 動 を生 起 する機

会 が与 えられなかった。そのため，強 化 無 条 件 は，攻 撃 バトと標 的 バトの攻 撃

行 動 のベースラインを測 るための条 件 であった。連 続 強 化 ・消 去 条 件 は，攻

撃 バトが，1 0 回 の連 続 強 化 を達 成 したのちに， 5 分 間 の消 去 を受 ける条 件 で

あった。その結 果 ，被 験 体 として用 いていた 1 8 羽 のすべての攻 撃 バトが連 続

強 化 ・消 去 条 件 での攻 撃 行 動 が，強 化 無 条 件 よりも高 かった。このことから，

消 去 は攻 撃 行 動 を生 起 させる先 行 事 象 であることが示 された。  

 実 験 Ⅱでは，E I A の行 動 形 態 が主 に，キーつつき行 動 と類 似 していたことか

ら，E I A はキーつつき行 動 の代 替 行 動 である可 能 性 がある。そのため，A z r i n  

e t  a l .  ( 1 9 6 6 )  は，キーつつき行 動 に随 伴 して餌 が呈 示 される条 件 と，一 定

時 間 の経 過 に伴 って餌 が呈 示 される条 件 での攻 撃 バトの E I A の生 起 頻 度 を

比 較 した。その結 果 ，E I A の生 起 頻 度 に明 確 な違 いはみられなかった。その

ため，E I A はキーつつき行 動 の代 替 ではないことが明 らかとなった。  

実 験 Ⅲでは，連 続 強 化 が機 能 しているときと，消 去 が機 能 しているときの弁

別 を明 確 にすることで，E I A の生 起 頻 度 が減 少 するのではないかと考 えられた。

消 去 時 であることを示 す信 号 の呈 示 の有 無 間 での E I A の生 起 頻 度 を比 較

したところ，信 号 の有 無 にかかわらず，消 去 への移 行 に伴 い攻 撃 バトは E I A を

示 した。  
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実 験 Ⅳでは，消 去 期 間 中 に E I A が時 間 経 過 に伴 って減 少 する点 につい

て，次 の連 続 強 化 時 に備 えて，キーの周 辺 に移 動 することが原 因 なのではな

いかと考 え，１回 のセッションで，餌 が呈 示 される機 会 を 1 度 のみにした。その

結 果 ，E I A は，消 去 に移 行 した後 ，高 い頻 度 で生 じ，一 定 時 間 後 に減 少 し

たことから，E I A は，時 間 経 過 に伴 って減 少 する現 象 であることが明 らかとなっ

た。  

実 験 Ⅴでは，攻 撃 バトが過 去 に他 個 体 を攻 撃 することで餌 を獲 得 できた経

験 によって E I A が生 起 している可 能 性 が考 慮 された。被 験 体 として，実 験 室

で孵 化 してから一 度 も他 個 体 とセッションしたことのないハトが用 いられた。その

結 果 ，社 会 的 に隔 離 された攻 撃 バトでも E I A は生 起 した。このことから，E I A

は学 習 された行 動 ではないことが明 らかとなった。  

実 験 Ⅵでは，攻 撃 バトが強 化 子 として呈 示 された餌 を食 べることが重 要 な

のか，それとも，強 化 子 が呈 示 されるということが重 要 なのかが調 べられた。そ

のため，呈 示 された餌 を食 べることができる条 件 と，透 明 なアクリル板 によって

餌 を見 ることができるが食 べられない条 件 間 で E I A の生 起 頻 度 を比 較 した。

その結 果 ，E I A は，餌 を食 べることができる条 件 でより多 く生 起 した。このことか

ら，E I A は食 餌 行 動 と関 係 する行 動 であることが明 らかとなった。さらに実 験

Ⅵでは，標 的 に生 体 ではなく，はく製 のハトを用 いても E I A が生 起 するかを調

べている。その結 果 ，生 体 を標 的 として用 いた条 件 では，被 験 体 として用 いた

4 0 羽 すべてが E I A を生 起 したのに対 し，はく製 を用 いた条 件 では，そのうち

の 1 0 羽 しか E I A を生 起 しなかった。はく製 のハトと生 体 のハトとの間 で E I A

の生 起 頻 度 が異 なった点 については後 の節 で議 論 する。  

実 験 Ⅶでは，連 続 強 化 の回 数 が，E I A の生 起 頻 度 に影 響 するかが調 べら

れた。その結 果 ， 1 0 回 の連 続 強 化 までは，強 化 回 数 に応 じて E I A の生 起 頻

度 も上 昇 した。しかし， 1 0 回 以 上 の連 続 強 化 では，E I A の生 起 頻 度 に変 化

はなかった。  

 以 上 のように，A z r i n  e t  a l .  ( 1 9 6 6 )  は E I A に関 わる多 くの変 数 を明 らか

にした。そして，彼 らは，E I A が，消 去 によって生 じる行 動 であること，食 餌 行

動 と密 接 にかかわる行 動 であること，そして生 得 的 な行 動 であると述 べている。  

そして彼 の研 究 以 降 ，そのほかの動 物 でも E I A が生 起 することが確 認 され
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た。被 験 体 として，サル  ( H u t c h i n s o n ,  A z r i n ,  &  H u n t ,  1 9 6 8 )  やラット  

( T h o m p s o n  &  B l o o m ,  1 9 6 6 )，ニワトリ ( H a s k e l l ,  C o e r s e ,  &  F o r k m a n ,  

2 0 0 0 )，闘 鶏  ( T h o m p s o n ,  1 9 6 4 )が用 いられてきた。そして，それらすべての

種 において E I A の生 起 が確 認 された。また，E I A はヒトでも見 られる現 象 であ

ることが報 告 された（R i l l i n g  &  C a p l a n ,  1 9 7 3 ;  R i l l i n g  &  C a p l a n ,  1 9 7 5 ） 。

臨 床 場 面 でも E I A が確 認 されている ( L e r m a n ,  I w a t a ,  &  Wa l l a s ,  1 9 9 9 ；

Vo l l m e r e t  a l . ,  1 9 9 8 ;  K e l l y  &  H a k e , 1 9 7 0 )。  

 

 

5 - 4  スケジュール誘 導 性 攻 撃 行 動  

  

 間 欠 強 化 スケジュールは，強 化 子 が呈 示 される最 後 の反 応 以 外 は，強 化

子 が呈 示 されないという，消 去 的 側 面 を含 んでいることから，間 欠 強 化 スケジ

ュールでも，攻 撃 行 動 が生 起 すると考 えられた。  

 H u t c h i n s o n ,  A z r i n ,  &  H u n t  ( 1 9 6 8 )は，間 欠 強 化 スケジュールでも攻 撃

行 動 が生 起 するかを，被 験 体 にリスザルを用 いて検 証 した。その結 果 ，リスザ

ルは F R スケジュールによって攻 撃 行 動 を生 起 させた。しかし，リスザルは，反

応 に強 化 子 が呈 示 されなかったときではなく，強 化 子 が呈 示 された直 後 に攻

撃 行 動 を生 起 した。また，間 欠 強 化 スケジュールによる，攻 撃 行 動 の生 起 す

る時 間 的 位 置 が強 化 子 の呈 示 直 後 に生 起 するという現 象 は，ハトを対 象 とし

た研 究 で確 認 された  ( G e n t r y,  1 9 6 8 )。このような，間 欠 強 化 スケジュールに

よ っ て 生 起 す る 攻 撃 行 動 を ス ケ ジ ュ ー ル 誘 導 性 攻 撃 行 動 ( s c h e d u l e -

i n d u c e d  a g g r e s s i o n ,  以 下 ，S I A )と呼 ぶ。  

 これまで，攻 撃 行 動 は，嫌 悪 的 な事 象 によって生 起 すると考 えられてきた。

しかし，S I A は強 化 子 の呈 示 直 後 という，個 体 が満 足 していると考 えられる場

面 で攻 撃 行 動 が生 起 した。このように，それまでの攻 撃 行 動 の生 起 要 因 では，

S I A の発 生 機 序 を説 明 できなかったことから， S I A に関 わる変 数 を同 定 する

ための研 究 が多 くなされた。そして，S I A がなぜ生 起 するのかを説 明 する仮 説

も提 出 された（F a l k , 1 9 7 1 ;  S t a d d o n , 1 9 7 7 ）。  

まず，強 化 スケジュールの種 類 によって S I A の生 起 頻 度 が異 なることが明
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らかとなった ( F R スケジュール :  G e n t r y,  1 9 6 8 ; K u p p e r,  A l l e n , &  M a l a g o d i ,  

2 0 0 8 ;  V R スケジュール :  We b b e ,  D e We e s e ,  &  M a l a g o d i ,  1 9 7 4 ;  F I スケ

ジュール :  R i c h a r d s  &  R i l l i n g s ,  1 9 7 2 ;  V I スケジュール : D o v e ,  R a s h o t t e ,  

&  K a t z ,  1 9 7 4 )。また，強 化 スケジュールの値 と S I A の生 起 頻 度 は，逆 U 字

型 の関 係 にある。すなわち，ある一 定 の強 化 スケジュールの値 までは，スケジュ

ール値 が高 くなるにしたがって S I A の生 起 頻 度 も高 くなるが，ある一 定 以 上 の

ス ケ ジ ュ ー ル 値 の 上 昇 で は ， S I A が 低 下 す る こ と が 明 ら か と な っ て い る  

( C o h e n  &  L o o n e y,  1 9 7 3 )。  

ま た ， S I A は ， 結 果 事 象 の制 御 を受 け る こ と が 報 告 され てい る 。 望 月

( 1 9 9 5 )  は，攻 撃 バトが S I A を生 起 させると，標 的 バトが遠 のく結 果 事 象 と，

標 的 バトが攻 撃 バトに接 近 する結 果 事 象 を設 定 した。その結 果 ，攻 撃 バトは，

それらの結 果 事 象 が設 定 されていないときと比 べて，設 定 されているときに，

S I A の生 起 頻 度 が高 かった。  

以 上 のように，S I A は，E I A と同 様 に，強 化 スケジュールの様 々な側 面 によ

って制 御 される攻 撃 行 動 である。しかし，S I A と E I A は，個 体 差 が激 しい現

象 で，安 定 した結 果 が得 られないことが多 い ( L o o n e y  &  C o h e n ,  1 9 7 3 ;  望

月 , 1 9 9 5 ) 。このよ うな差 が生 じるのは，攻 撃 バトの攻 撃 行 動 が標 的 である標

的 バトの行 動 によって制 御 されている可 能 性 がある。次 節 では， S I A と E I A の

標 的 に関 して述 べる。  

 

5 - 5  E I A や S I A の標 的  

 

初 期 の E I A や S I A の実 験 では，拘 束 された生 体 のハトを標 的 として用 い

ていた。そして，攻 撃 バトに，その拘 束 された標 的 を直 接 攻 撃 させていた。しか

し，生 体 のハトを標 的 として用 いることの問 題 点 が指 摘 された。それらは，攻 撃

バトの攻 撃 行 動 によって，標 的 バトは，鳴 く行 動 や，反 撃 行 動 などの行 動 を

生 起 することがあり ( A z r i n ,  H u t c h i n s o n ,  &  H a k e , 1 9 6 6 ;  G e n t r y, 1 9 6 8 )，

それらの行 動 が，攻 撃 バトの攻 撃 行 動 に影 響 してしまうという問 題 と，攻 撃 バ

トの攻 撃 行 動 によって，標 的 バトが負 傷 してしまうといった問 題 である。これらの，

手 続 き上 ，そして倫 理 的 な問 題 から，攻 撃 行 動 の標 的 を生 体 でなく，生 体 で
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ない「物 」で代 替 できないかが調 べられた。  

生 体 でない標 的 を用 いた攻 撃 行 動 の実 験 では ，は く 製 のハ ト ( A z r i n ,  

H u t c h i n s o n ,  &  H a k e ,  1 9 6 6 ;  K n u t s o n ,  1 9 7 0 a , 1 9 7 0 b ;  F l o r y,  1 9 6 9 a ,  

1 9 6 9 b )，ハトの絵 ( F l o r y  &  E l l i s ,  1 9 7 3 ;  L o o n e y,  C o h e n ,  &  Yo b u r n ,  

1 9 7 6 ,  R a m i r e z  &  D e l i u s ,  1 9 8 6 ) ，ハトの写 真 ( L o o n e y  &  C o h e n ,  1 9 7 4 ) ，

攻 撃 バト自 身 の姿 が映 る鏡 ( C o h e n  &  L o o n e y,  1 9 7 3 )などが用 いられた。  

しかし，A z r i n  e t  a l .  ( 1 9 6 6 )  の研 究 で，はく製 の標 的 に対 して E I A を生

起 した個 体 は， 4 0 羽 中 1 0 羽 と少 なかった。また，生 体 のハトと，ハトの絵 を標

的 として用 いた実 験 では，生 体 の標 的 に向 けた攻 撃 行 動 の方 がより多 く生 起

した ( R a m i r e z  &  D e l i u s ,  1 9 8 6 )。このように，生 体 と生 体 でない標 的 で，攻

撃 行 動 の生 起 頻 度 が異 なる。しかし，それらの理 由 については，ほとんど議 論

されていない。しかし，生 体 と生 体 でない標 的 のどちらも，同 じハトの見 た目 で

あるが，生 体 のハトは，生 きていることから行 動 することができる。もしかしたら，こ

の標 的 の行 動 が，攻 撃 行 動 を維 持 する変 数 として機 能 しているのかもしれな

い。   

佐 久 間 ・森 山  ( 2 0 1 6 )  は，標 的 バトが拘 束 されておらず，自 由 に行 動 でき

る事 態 で，攻 撃 バトと標 的 バトの間 にアクリル板 を挟 んだ場 面 で S I A の実 験

を行 っている。その結 果 ，S I A の実 験 場 面 における標 的 の行 動 でもっとも多 か

ったのは，攻 撃 バトに向 けてつつく行 動 であった。このような，標 的 バトによる反

撃 行 動 が，攻 撃 バトの攻 撃 行 動 を制 御 している可 能 性 がある。  

以 上 のことから，ハトを対 象 とした攻 撃 行 動 研 究 において，標 的 の見 た目

が攻 撃 行 動 の生 起 に重 要 な変 数 であるが，標 的 バトの行 動 が攻 撃 バトの攻

撃 行 動 を維 持 する変 数 として機 能 していると考 えられる。しかし，標 的 バトの

行 動 についてはほとんど研 究 されていない。  
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第 6 章  

攻 撃 者 と被 攻 撃 者 の相 互 の行 動 随 伴 性 の相 互 作 用 としての攻 撃 行 動  

 

 第 4 章 で述 べたように，行 動 分 析 学 では行 動 を三 項 随 伴 性 で記 述 し，行

動 が生 起 するのは，過 去 の随 伴 性 の結 果 であると考 える。そして，第 5 章 で

は，攻 撃 行 動 は，先 行 事 象 によって誘 発 される攻 撃 行 動 と，結 果 の制 御 を

受 ける行 動 について概 観 した。そして，先 行 事 象 によって誘 発 される行 動 も，

結 果 事 象 を随 伴 することで，結 果 の制 御 を受 けることが明 らかとなっている。ま

た，第 5 章 では，行 動 分 析 学 で体 系 的 に調 べられている攻 撃 行 動 である，

E I A と S I A を概 観 した。そして，それらの攻 撃 行 動 の対 象 が生 体 か生 体 でな

いかによって，それらの攻 撃 行 動 の生 起 頻 度 に差 があった。  

以 上 のことから，攻 撃 行 動 は，その標 的 の行 動 によって制 御 されている可

能 性 が示 された。そこで，第 6 章 では，攻 撃 行 動 を攻 撃 者 と被 攻 撃 者 の双

方 の行 動 随 伴 性 の相 互 作 用 として捉 えるモデルについて検 討 する。  

 

 

6 - 1  2 個 体 間 での行 動 随 伴 性 の相 互 作 用  

 

行 動 分 析 学 では， 2 者 間 における行 動 の相 互 作 用 を，社 会 行 動 ( s o c i a l  

b e h a v i o r )として扱 っている。行 動 分 析 学 における社 会 行 動 は，主 に，言 語

行 動  ( S k i n n e r, 1 9 5 7 )  ，強 制 行 動  ( S i d m a n , 1 9 8 9 )  ，そして協 同 行 動

と競 争 行 動 について研 究 されている ( S c h m i t t ,  1 9 8 7 )。言 語 行 動 と強 制 行

動 が社 会 行 動 と呼 ばれるのは，行 為 者 と被 行 為 者 との間 に，互 いに強 化 子

を呈 示 しあう相 互 強 化 ( m u t u a l  r e i n f o r c e m e n t )の関 係 があるためである

( B a u m ,  2 0 0 5 )。B a u m  ( 2 0 0 5 )  は，相 互 強 化 の関 係 を F i g u r e 6 - 1 のよう

に示 している。図 中 の矢 印 は，それぞれの事 象 が影 響 する方 向 を示 す。  
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F i g u r e 6 - 1  から，まず，行 為 者 は弁 別 刺 激 のもとで，行 動 １を生 起 する。

そして，その行 動 １を弁 別 刺 激 として，被 行 為 者 は，行 動 １に対 応 する行 動

を生 起 する。その被 行 為 者 の対 応 行 動 は，行 為 者 の行 動 １の強 化 子 となる

とともに，行 動 ２の弁 別 刺 激 となる。そして，その行 動 ２は，被 行 為 者 の対 応

行 動 の強 化 子 として機 能 する。このように，社 会 的 行 動 は，行 為 者 と被 行

為 者 が，互 いに強 化 子 を呈 示 しあう行 動 である。  

言 語 行 動 は ,話 し手 と聞 き手 との行 動 随 伴 性 の相 互 作 用 であり，７種 類

の言 語 オペラントに分 けられている ( S k i n n e r,  1 9 5 7 )。いずれの言 語 オペラン

トも，B a u m  ( 2 0 0 5 )  の相 互 強 化 と同 じ枠 組 みで，話 し手 の行 動 は聞 き手

によって強 化 され，聞 き手 の行 動 は話 し手 によって強 化 される。例 えば，マン

ドと呼 ばれる言 語 オペラントは，一 時 的 な摂 取 制 限 や嫌 悪 刺 激 のもとで，行

動 が特 定 の結 果 によって強 化 される言 語 オペラントである。具 体 的 には例 え

ば，話 し手 が長 時 間 ，飲 み物 を飲 んでいなかったとする。そのような状 態 で，

話 し手 が聞 き手 に，「水 をください」と言 う。そして，聞 き手 は，話 し手 の「水 を

ください」という言 語 刺 激 を弁 別 刺 激 とし，話 し手 に水 を渡 す行 動 を生 起 す

る。この聞 き手 が水 を渡 す行 動 は，話 し手 の「水 をください」という行 動 を強

化 するとともに，「ありがとう 」と言 う行 動 の弁 別 刺 激 として機 能 する。そして，

話 し手 の「ありがとう 」が，聞 き手 の水 を渡 す行 動 の強 化 子 としてき機 能 する。

このように，言 語 行 動 は，話 し手 と聞 き手 の行 動 が互 いに強 化 される行 動 で

ある。  

上 記 の言 語 行 動 は，正 の強 化 によって維 持 されている社 会 行 動 であるが，

強 制 行 動 は，負 の強 化 子 によって強 化 される行 動 である。強 制 者 の強 制 行

動 は，被 強 制 者 の行 動 ，例 えば労 働 行 動 や従 う行 動 ，などによって強 化 さ

れる。そして，被 強 制 者 は，強 制 者 に従 うことによって，弱 化 子 ，例 えば会 社

F i g u r e 6 - 1 .  相 互 強 化 ( B a u m , 2 0 0 5 よ り 作 成 )。  
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を ク ビになる こ と ，か ら回 避 ，または逃 避 でき ，それ らの行 動 が強 化 される

( S i d m a n , 1 9 8 9 )。  

言 語 行 動 と強 制 行 動 は，互 いに強 化 子 を提 供 しあう社 会 行 動 であった。

協 同 行 動 や競 争 行 動 は，互 いに強 化 子 を提 供 するというよりも，互 いの行

動 に よ っ て 強 化 子 ま た は ， 弱 化 子 の 出 現 確 率 が 変 動 す る 行 動 で あ る  

( S c h m i t t ,  1 9 8 7 )。例 えば，個 体 A が，特 定 の行 動 １を生 起 したとする。し

かし，個 体 A の行 動 1 に強 化 子 が呈 示 されるためには，個 体 B も特 定 の行

動 を生 起 する必 要 があり，両 個 体 が特 定 の行 動 を生 起 することで，それぞれ

の個 体 に強 化 子 が呈 示 される。競 争 行 動 は，個 体 A の行 動 と，個 体 B の

行 動 はそれぞれ，強 化 子 が呈 示 されるための基 準 として機 能 し，一 方 が強

化 されるのであればもう一 方 の行 動 は消 去 ，または弱 化 されるという関 係 にあ

る。  

攻 撃 行 動 も 2 個 体 間 における行 動 であることから社 会 行 動 の一 つとして考

えることができる。第 Ⅰ部 で紹 介 した定 義 に従 えば，攻 撃 行 動 は生 体 に向 け

られた行 動 である。また，第 4，5 章 でみてきた行 動 も，攻 撃 行 動 の対 象 に生

体 を使 っていた。そうであれば，攻 撃 行 動 の場 面 には，攻 撃 行 動 を生 起 させ

る 「攻 撃 者 」と，攻 撃 行 動 の対 象 となる 「被 攻 撃 者 」の２個 体 が存 在 すること

になる。そして，この被 攻 撃 者 の行 動 が，攻 撃 者 の攻 撃 行 動 に影 響 している

と考 えられる。  

 

6 - 2  攻 撃 者 と被 攻 撃 者 の行 動 随 伴 性 の相 互 作 用 として攻 撃 行 動 を捉 える

モデル  

 

佐 久 間 ・森 山  ( 2 0 1 3 ， 2 0 1 4 )  は，攻 撃 行 動 を，攻 撃 者 と被 攻 撃 者 の互

いの行 動 随 伴 性 の相 互 作 用 として捉 えたモデルを提 案 している  ( F i g u r e  6 -

2 )。彼 らのモデルは，前 述 した行 動 分 析 学 の社 会 行 動  B a u m ( 2 0 0 5 )  の考

えを攻 撃 行 動 に援 用 したものである。  
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佐 久 間 ・森 山  ( 2 0 1 3， 2 0 1 4 )  のモデルは，攻 撃 行 動 のオペラント行 動 的

側 面 に焦 点 を当 て，被 攻 撃 者 の行 動 が攻 撃 者 の攻 撃 行 動 の結 果 事 象 とし

て機 能 していると説 明 している。まず，攻 撃 者 の攻 撃 行 動 は，特 定 の先 行 事

象 のもとで生 起 する。そして，その攻 撃 者 の攻 撃 行 動 は，被 攻 撃 者 の何 らか

の行 動 によって強 化 されている。そして，被 攻 撃 者 の行 動 が，攻 撃 者 の攻 撃

行 動 にとって強 化 子 として機 能 していれば，攻 撃 行 動 の生 起 頻 度 は増 加 す

る。もし，被 攻 撃 者 の行 動 が，弱 化 子 として機 能 すれば，攻 撃 者 の攻 撃 行 動

の生 起 頻 度 は減 少 すると考 えられる。  

しかし，前 述 したように，攻 撃 バトは，E I A や S I A を生 体 でない標 的 に対 し

ても生 起 する。すなわち，被 攻 撃 者 は，攻 撃 者 の攻 撃 行 動 の結 果 事 象 だけ

でなく，攻 撃 行 動 の弁 別 刺 激 として機 能 している可 能 性 がある。その点 を検

証 するため，佐 久 間 ・森 山  ( 2 0 1 3 ， 2 0 1 4 )  のモデルに，新 たに攻 撃 行 動 の

弁 別 刺 激 として，標 的 バトの存 在 を含 める必 要 があるだろう。そして，この点 に

ついて，佐 久 間 ・森 山  ( 2 0 1 7 )  は，S I A の実 験 場 面 を用 いて検 討 している。  

佐 久 間 ・森 山  ( 2 0 1 7 )  は，標 的 バトの有 無 によって攻 撃 バトの S I A の生

起 頻 度 が異 なるかを調 べた。その結 果 ， 4 羽 の内 2 羽 の攻 撃 バトは，標 的 バ

トが設 置 されていない条 件 よりも，標 的 バトが設 置 されている条 件 で， S I A をよ

り多 く生 起 させた。また，残 りの 2 羽 に関 しては，標 的 バトが設 置 されている条

件 ，設 置 されていない条 件 に関 わらず，S I A の生 起 頻 度 が低 かった。このこと

から，標 的 バトの存 在 は，攻 撃 バトの S I A の先 行 事 象 として機 能 しているとい

える。しかし ,攻 撃 行 動 が他 個 体 に向 けたオペラント行 動 であることを考 えると，

F i g u r e 6 - 2 .攻 撃 行 動 を 攻 撃 者 と 被 攻 撃 者 の 行 動 随 伴 性 の 相 互 作

用 と し て 捉 え る モ デ ル  (佐 久 間 ・ 森 山 ， 2 0 1 3， 2 0 1 4 )。  
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標 的 バトは，弁 別 刺 激 というよりも，攻 撃 行 動 のオペランダムとして機 能 してい

たと考 えられる。そのため，被 攻 撃 者 が攻 撃 行 動 の弁 別 刺 激 として機 能 して

いるのかについて再 度 検 討 する必 要 がある。  

 また，佐 久 間 ・森 山  ( 2 0 1 3 )のモデルでは，攻 撃 行 動 に関 わる随 伴 性 のみ

を記 述 しており，攻 撃 行 動 に関 わる他 の先 行 事 象 について言 及 していない。

これまでの，第 Ⅰ部 で紹 介 した攻 撃 行 動 研 究 と，行 動 分 析 学 の攻 撃 行 動 研

究 から，攻 撃 行 動 が生 起 しやすい場 面 や状 態 が存 在 することが明 らかとなっ

ている。例 えば，欲 求 不 満 状 態 や，嫌 悪 刺 激 ，消 去 や強 化 スケジュールなど

の先 行 事 象 は，攻 撃 行 動 の生 起 確 率 を高 める変 数 である。そのため，新 たに，

佐 久 間 ・森 山 ( 2 0 1 3 )のモデルに，被 攻 撃 者 が攻 撃 行 動 の弁 別 刺 激 として

機 能 していることと，攻 撃 行 動 の生 起 確 率 を高 める先 行 事 象 である攻 撃 誘

導 事 象 を付 け加 える必 要 があるだろう  ( F i g u r e  6 - 3 )。しかし，この攻 撃 誘 導

事 象 が，弁 別 刺 激 と結 果 事 象 のどちらに影 響 を及 ぼしているのかは，現 段 階

では明 言 することはできない。なぜなら，前 述 したように，攻 撃 行 動 はそれ自 体

が，強 化 子 を内 在 している可 能 性 があるためである。そして，攻 撃 誘 導 事 象 に

よって，その攻 撃 行 動 に内 在 する強 化 子 の強 化 価 が高 まり，攻 撃 行 動 の生

起 確 率 があがる可 能 性 がある。これは，三 項 随 伴 性 とは独 立 した確 立 操 作 と

呼 ばれる先 行 事 象 である。例 えば，ハトに食 餌 制 限 を設 けることで，餌 を獲 得

するためのオペラント行 動 の生 起 頻 度 が高 まったとする。これは，食 餌 制 限 に

よって，オペラント行 動 の結 果 事 象 の餌 の強 化 価 が高 まったためであり，食 餌

制 限 は，餌 の強 化 価 を高 める確 立 操 作 として機 能 していると言 える。  

以 上 のように，攻 撃 誘 導 事 象 が影 響 を及 ぼすのが，弁 別 刺 激 か結 果 事

象 か明 らかになっていないことから，F i g u r e 6 - 3 では，攻 撃 誘 導 事 象 が弁 別

刺 激 と結 果 事 象 の双 方 に影 響 を及 ぼすものと仮 定 している。本 論 文 では，攻

撃 誘 導 事 象 について明 らかにしていないが，今 後 は攻 撃 誘 導 事 象 と随 伴 性

との関 係 性 について調 べる必 要 があるだろう。  
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 以 上 のように，行 動 分 析 学 的 視 点 から，攻 撃 行 動 は，攻 撃 者 と被 攻 撃 者

それぞれの行 動 随 伴 性 の相 互 作 用 として捉 えることができでる。しかし，この枠

組 みは，理 論 的 に導 かれたもので，実 証 的 に示 されていない。そこで，第 Ⅲ部

では，E I A の実 験 場 面 を用 いて，攻 撃 行 動 を 攻 撃 者 と 被 攻 撃 者 の 行 動

随 伴 性 の 相 互 作 用 と し て 捉 え る モデルを検 証 することを目 的 とする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F i g u r e  6 - 3 .攻 撃 行 動 を 攻 撃 者 と 被 攻 撃 者 の 行 動 随 伴 性 の 相 互 作

用 と し て 捉 え る モ デ ル の 改 変 版 。  
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第 Ⅲ部  モデルの実 験 的 検 証  

 

第 Ⅰ 部 で は ， こ れ ま で の 攻 撃 行 動 研 究 を 概 観 し ， 攻 撃 行 動 の 対 象

と な る 被 攻 撃 者 を 含 め た 視 点 の 必 要 性 を 述 べ ， 第 Ⅱ 部 で は ， 攻 撃 者

と 被 攻 撃 者 の そ れ ぞ れ の 行 動 随 伴 性 の 相 互 作 用 と し て 攻 撃 行 動 を と

ら え る モ デ ル を 構 築 し た 。 第 Ⅲ 部 の 目 的 は 大 き く 2 つ あ る 。 一 つ

は ， E I A の 実 験 場 面 を 用 い て ， 攻 撃 行 動 の 相 互 作 用 モ デ ル を 検 証

す る こ と で あ る 。 も う 一 つ は ， こ れ ら の 実 験 を 通 し て ， 標 的 バ ト の

存 在 と 行 動 が ， E I A に ど の よ う に 影 響 し て い る の か を 明 ら か に す

る こ と で あ る 。 す な わ ち ， E I A の 実 験 場 面 で モ デ ル の 検 証 を 行 う

と 同 時 に ， E I A に 影 響 す る 変 数 も 明 ら か に す る こ と で あ る 。  

こ れ ら の 目 的 を 達 成 す る た め に ， 5 つ 実 験 を 行 っ た 。 ま ず ， 実 験

Ⅰ で は ， 攻 撃 バ ト と 標 的 バ ト の 間 が ア ク リ ル 板 で し き ら れ て お り ，

ま た ， 標 的 バ ト が 拘 束 さ れ て い な い 事 態 で も E I A が 生 起 す る の か

ど う か を 調 べ た 。 実 験 Ⅱ で は ， 標 的 バ ト の 存 在 が 攻 撃 バ ト の E I A

の 弁 別 刺 激 と し て 機 能 し て い る の か を 調 べ た 。 実 験 Ⅲ で は ， 攻 撃 バ

ト の キ ー つ つ き 行 動 の I R T が ， 標 的 バ ト の 存 在 ， ま た は ， 行 動 の

影 響 を 受 け て い る の か を 調 べ た 。 実 験 Ⅳ で は ， 攻 撃 バ ト の E I A に

と っ て 標 的 バ ト の 行 動 が 強 化 的 で あ る の か ど う か を 調 べ た 。 実 験 Ⅴ

で は ， 攻 撃 バ ト の E I A が 標 的 バ ト の 行 動  (逃 避 な い し 回 避 行 動 )  

に と っ て 負 の 強 化 子 と し て 機 能 す る か ど う か を 調 べ た 。  

な お ， 実 験 Ⅲ を 除 く ４ つ の 実 験 で 問 題 と さ れ る 攻 撃 バ ト と 標 的 バ

ト の 行 動 と 刺 激 の 関 係 を 佐 久 間 ・ 森 山  ( 2 0 1 3 ,  2 0 1 4 )  の モ デ ル で 明

示 し た の が F i g u r e  Ⅲ - 1  で あ る 。  
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上 述 し た よ う に ,実 験 Ⅲ は ， 本 モ デ ル の 検 証 と い う 点 に お い て 該

当 し な い 実 験 で あ る 。 そ れ で も ， 実 験 Ⅲ を 実 施 し た の は ， 実 験 Ⅱ と

実 験 Ⅴ で ， E I A の 指 標 と し て 反 応 間 間 隔 を 取 り 入 れ た た め で あ

る 。 詳 細 に つ い て は ， 第 9 章 で 述 べ る が ， こ れ ま で の E I A や S I A

を 対 象 と し た 研 究 で は ， 攻 撃 行 動 の 反 応 間 間 隔 を 測 定 し て お ら ず ，

そ れ ら の 行 動 に お け る 反 応 間 間 隔 の 傾 向 な ど は 明 ら か と な っ て い な

い 。 そ の た め ， 実 験 Ⅲ で は ， E I A の 反 応 間 間 隔 が ， 攻 撃 バ ト と 標

的 バ ト と の 間 に お け る 攻 撃 行 動 に 特 有 の 傾 向 な の か ， そ れ と も ， 餌

を 獲 得 す る た め の キ ー つ つ き 行 動 の 反 応 間 間 隔 の 影 響 な の か を 明 ら

か に す る た め に 行 わ れ た 。  

本 論 文 で E I A の 実 験 場 面 を 用 い る の は ， E I A は ， 電 気 シ ョ ッ ク

と い っ た 他 の 先 行 事 象 に よ っ て 誘 発 さ れ る 攻 撃 行 動 と 比 べ ， 被 験 体

へ の 負 担 が 少 な い た め で あ る 。 S I A も 同 様 に ， 被 験 体 に 負 担 を 加 え

ず に 攻 撃 行 動 を 生 起 さ せ る こ と が で き る 。 し か し ， 筆 者 が 以 前 ，

S I A の 実 験 を 行 っ た と こ ろ ， 攻 撃 行 動 を 生 起 し な い 個 体 が 存 在 し た

こ と ， ま た ， ス ケ ジ ュ ー ル 値 を 漸 次 的 に 上 昇 さ せ る こ と か ら ， 実 験

期 間 が 長 く な っ て し ま う こ と が あ っ た 。 本 論 文 の 目 的 は ， 標 的 バ ト

が 攻 撃 バ ト の 攻 撃 行 動 に ど の よ う な 影 響 を 及 ぼ す か を 調 べ る こ と で

あ る こ と か ら ， 攻 撃 行 動 が 生 起 し な い 可 能 性 が あ る S I A は 不 適 切

で あ る 。 ま た ， E I A の 実 験 場 面 で 用 い る ス ケ ジ ュ ー ル は ， 連 続 強

F i g u r e  Ⅲ - 1  攻 撃 行 動 を 攻 撃 者 と 被 攻 撃 者 間 の 行 動 随 伴 性 の 相 互 作 用  

と し て 捉 え る モ デ ル と 各 実 験 と の 対 応 関 係 。   
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化 と 消 去 条 件 の み で あ る こ と か ら ， S I A ほ ど 実 験 期 間 が 長 く な ら

ず ， 被 験 体 へ の 負 担 を 軽 減 す る こ と が で き る 。 こ れ ら の 理 由 か ら ，

E I A の 方 が S I A よ り も ， 実 験 場 面 と し て 適 切 で あ る と 判 断 し た 。  

本 論 文 で ハ ト を 被 験 体 と し て 用 い る の は ， こ れ ま で の E I A や

S I A と 言 っ た ， 強 化 ス ケ ジ ュ ー ル に よ っ て 生 起 す る 攻 撃 行 動 を 調 べ

て い る 研 究 の ほ と ん ど が ハ ト を 被 験 体 と し て 用 い て い る た め で あ

る 。 そ し て ， ハ ト 以 外 の 動 物 を 用 い た 研 究 は 少 な く ， そ れ ら の 研 究

は ， ハ ト 以 外 の 種 に お い て も E I A や S I A が 示 さ れ た こ と を 報 告 し

て い る も の で あ る 。 そ の た め ， E I A や S I A に 関 す る 研 究 の ほ と ん

ど が ハ ト で あ る こ と か ら ， 本 研 究 に お い て も ハ ト を 被 験 体 と し て 用

い た 。  

ま た ， 第 Ⅲ 部 で 実 施 し た 全 て の 実 験 で ， 攻 撃 バ ト と 標 的 バ ト と の

間 に ア ク リ ル 板 を 介 し た 。 こ の ア ク リ ル 板 は ， 攻 撃 バ ト と 標 的 バ ト

が 互 い の 攻 撃 行 動 に よ っ て 双 方 が 怪 我 を 負 わ な い よ う に す る た め の

倫 理 的 配 慮 で あ る と と も に ， 攻 撃 バ ト の E I A と 標 的 バ ト の 攻 撃 バ

ト に 向 け た 行 動 の そ れ ぞ れ を 測 定 す る た め に 設 け て い る 。 こ の よ う

に ， 攻 撃 バ ト と 標 的 バ ト と の 間 に ア ク リ ル 板 を 介 し て い る こ と か

ら ， 攻 撃 バ ト は 標 的 バ ト に 対 し て 直 接 接 触 す る こ と が で き な い 。 そ

の た め ， 攻 撃 バ ト が 標 的 バ ト を 直 接 つ つ い た り す る こ と が で き ず ，

攻 撃 バ ト の 標 的 バ ト に 向 け た 行 動 が ，「 攻 撃 行 動 」 な の か ， と い う

問 題 が あ る 。 第 1 章 で 述 べ た よ う に ， 本 論 文 で は ， 攻 撃 行 動 を

B u s s  ( 1 9 6 1 )  に よ る ， 他 個 体 に 向 け て 危 害 を 加 え る 行 動 と し て 扱

う 。 そ の た め ， 本 実 験 に お け る ， 標 的 バ ト に 向 け た 攻 撃 バ ト の 行 動

は ， 標 的 バ ト が 危 害 を 負 っ て い な い こ と か ら ， 厳 密 に は 攻 撃 行 動 で

あ る と は い え な い 。 し か し ， 攻 撃 バ ト に 標 的 バ ト を 直 接 攻 撃 さ せ て

い た E I A や S I A の 先 行 研 究 で は ， 攻 撃 バ ト の E I A に よ っ て ， 標 的

バ ト は 怪 我 を 負 っ て い た ( A z r i n ,  H u t c h i n s o n ,  &  H a k e ,  1 9 6 6 ;  

G e n t r y,  1 9 6 8 )。 加 え て ， 先 行 研 究 で の 攻 撃 バ ト の 行 動 は ， 標 的 バ

ト の 頭 部 ， 特 に 目 の 付 近 へ の 素 早 い つ つ き 行 動 ， 羽 を む し る 行 動 ，

羽 で た た く 行 動 ， さ ら に こ れ ら の 行 動 に 付 随 し て 低 い 唸 り 越 え を あ
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げ る 行 動 と い っ た ， 自 然 場 面 で 観 察 さ れ る ハ ト の 攻 撃 行 動 ( F l o r y,  

S m i t h , &  E l l i s ,  1 9 7 7 )と 類 似 し て い た 。 そ の た め ， こ れ ら の 行 動

は ， B u s s ( 1 9 6 1 )の 攻 撃 行 動 に 当 て は ま り ， な お か つ ， 自 然 場 面 に

お け る 攻 撃 行 動 と 形 態 的 側 面 が 類 似 し て い る と い う こ と か ら ，「 攻

撃 行 動 で あ る 」 と 言 え る 。  

本 論 文 の 第 Ⅲ 部 で 実 施 し た 実 験 の 条 件 は ， 攻 撃 バ ト に 標 的 バ ト を

直 接 攻 撃 さ せ る 先 行 研 究 と 同 じ 条 件 で あ っ た 。 ま た ， 観 察 デ ー タ

で ， 数 量 的 な 測 定 は し て い な い が ， 攻 撃 バ ト が 標 的 バ ト を つ つ く と

き に ， 低 い 唸 り 声 を 上 げ て い た り ， 標 的 バ ト の 顔 に 向 け て つ つ く 行

動 を 生 起 さ せ て い た り し た 。 そ の た め ， 本 実 験 で は ， 攻 撃 バ ト が 標

的 バ ト を 直 接 つ つ く こ と が で き な か っ た が ， 先 行 研 究 と 同 じ よ う な

条 件 で 標 的 バ ト へ の つ つ き 行 動 が 観 察 さ れ た こ と ， さ ら に ， 自 然 場

面 に お け る 攻 撃 行 動 の 形 態 と 類 似 す る 形 態 が 観 察 さ れ た 。  

以 上 の よ う に ， そ の 場 面 設 定 が 標 的 バ ト に 直 接 攻 撃 さ せ て い た 先

行 研 究 で 同 じ で あ る こ と ， ま た ， 部 分 的 に 攻 撃 バ ト の 標 的 バ ト に 向

け た 行 動 が 自 然 場 面 で 観 察 さ れ る よ う な 行 動 形 態 を 示 し た こ と か

ら ， 本 実 験 の 攻 撃 バ ト の 標 的 バ ト の 行 動 を ， E I A な い し 攻 撃 行 動

と し て 扱 う こ と と す る 。  

 第 Ⅲ 部 に お け る こ れ ら の 実 験 は ，い ず れ も 常 磐 大 学 ・ 常 磐 短 期 大

学 動 物 実 験 倫 理 委 員 会 の 承 認 を 得 た う え で 実 施 し た 。 ハ ト の 飼 育 管

理 に つ い て は 同 大 学 の 動 物 実 験 に 関 す る 指 針 に 準 拠 し ， 水 と 栄 養 補

助 剤 を 自 由 に 摂 取 で き る 室 内 の 個 別 ケ ー ジ で 飼 育 し た 。 ま た ， 飼 育

室 内 の 照 明 は ， 1 2 時 間 点 灯 ， 1 2 時 間 消 灯 の サ イ ク ル と し た 。  
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第 7 章  実 験 Ⅰ ：  

攻 撃 バ ト と 拘 束 さ れ て い な い 標 的 バ ト の 間 に ア ク リ ル 板 を 介 し た 事

態 に お け る 消 去 誘 導 性 攻 撃 行 動  

 

こ れ ま で の E I A の 研 究 で は ， 拘 束 さ れ た ハ ト ， ま た は は く 製 や

絵 と い っ た ， 行 動 が 制 限 さ れ た 生 体 や ， 生 体 で な い 物 が 標 的 と し て

用 い ら れ て き た 。 ま た ， 攻 撃 バ ト は ， そ れ ら の 標 的 を 直 接 攻 撃 す る

こ と が で き た 。 本 論 文 は ， 攻 撃 バ ト と 標 的 バ ト の 互 い の 行 動 随 伴 性

に つ い て 調 べ る こ と か ら ， こ れ ま で の 研 究 場 面 と 異 な り ， 標 的 バ ト

が 自 由 に 行 動 で き る 事 態 を 設 定 す る 必 要 が あ る 。 さ ら に ， 標 的 バ ト

の 行 動 も 分 析 対 象 で あ る こ と か ら ， 標 的 バ ト の 攻 撃 バ ト に 向 け た つ

つ き 行 動 も 測 定 で き る 実 験 装 置 を 作 成 す る 必 要 が あ る 。  

こ れ ら の 理 由 か ら ， 実 験 Ⅰ は ， 標 的 バ ト が 拘 束 さ れ ず に ア ク リ ル

板 を 隔 て て 設 置 さ れ た 事 態 で ， 攻 撃 バ ト の E I A が 生 起 す る か ど う

か を 確 認 す る こ と を 目 的 に 行 わ れ た 。 そ の た め ， 実 験 Ⅰ は ， こ れ 以

降 に 行 わ れ る 実 験 の 妥 当 性 を 確 か め る た め に 行 わ れ る 。  

 

7 - 1  方 法  

 

被 験 体  

被 験 体 に カ ワ ラ バ ト ( C o l u m b a  l i v i a )の オ ス を 計 8 匹 用 い た 。 そ

の う ち の 4 羽 は ， 攻 撃 バ ト  ( # A 2 , # A 4 , # A 1 0 , # A 2 0 )  ， 残 り の 4 羽 は

標 的 バ ト  ( # T 3 1， # T 8 2， # T 2 4， # T 1 2 )  と し た 。 攻 撃 バ ト の 4 羽 は

こ れ ま で 実 験 履 歴 の な い ハ ト で あ っ た 。 標 的 バ ト は ， 行 動 実 験 の 履

歴 は あ る が ， 攻 撃 行 動 の 実 験 経 験 の な い ハ ト で あ っ た 。 実 験 場 面 で

は ， 攻 撃 バ ト と 標 的 バ ト 間 で ペ ア を 組 ん だ 。 ペ ア は # A 2 - # T 3 1 ,  

# A 4 - # T 8 2 ,  # A 1 0 - # T 2 4 , # A 2 0 - # T 1 2 で あ っ た 。 各 ハ ト の 番 号 の 前 の

ア ル フ ァ ベ ッ ト の A と T は ， そ れ ぞ れ の ハ ト が ， 攻 撃 バ ト か ， そ

れ と も 標 的 バ ト か を 明 記 す る た め に 記 し て い る ( A は A t t a c k e r， T

は Ta r g e t )。 ま た ， 本 実 験 以 降 の 第 8 章 か ら 第 11 章 の 実 験 で 用 い
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る ハ ト は ， 本 実 験 と 同 様 に ， 全 て カ ワ ラ バ ト の オ ス を 用 い た 。  

 

実 験 装 置  

攻 撃 バ ト 用 の オ ペ ラ ン ト 実 験 箱 ， 標 的 バ ト 用 の 標 的 箱 を 用 い た

( F i g u r e 7 - 1 )。 攻 撃 バ ト 用 の オ ペ ラ ン ト 実 験 箱 は ， 高 さ 4 0 c m， 横

幅 4 0 c m， 奥 行 3 8 c m で ， 標 的 バ ト 用 の 標 的 箱 は 高 さ 4 0 c m， 横 幅

1 5 c m， 奥 行 き 1 2 c m で あ っ た 。 攻 撃 バ ト 用 の オ ペ ラ ン ト 実 験 箱 後

方 と 標 的 バ ト 用 の 標 的 箱 前 方 を 仕 切 る ア ク リ ル 板 の 上 部 中 心 部 分

か ら 3 0 c m × 1 5 c m の 矩 形 を く り 抜 い た 。 こ の 矩 形 の ア ク リ ル 板

を ， く り 抜 い た 箇 所 に 丁 番 で つ る し ， 矩 形 ア ク リ ル 板 の 裏 側 に マ

イ ク ロ ス イ ッ チ を と り つ け た 。 こ の マ イ ク ロ ス イ ッ チ が 作 動 す る

こ と で ， 攻 撃 バ ト の E I A と ， 攻 撃 バ ト に 向 け た 標 的 バ ト の つ つ き

行 動 の 両 方 を 計 測 し た ( F i g u r e  7 - 1 )。 ま た ， こ れ ら の 実 験 箱 を 制

御 す る A r d u i n o  M e g a  2 5 6 0， Vi s u a l  B a s i c  2 0 1 0 と ノ ー ト パ ソ コ

ン ， そ し て 実 験 場 面 を 録 画 す る た め の ウ ェ ブ カ メ ラ  ( l o g i c o o l 社

製 H D  p r o  w e b c a m  c 9 2 0 t )  ， 外 部 の 音 を 遮 断 す る た め に ホ ワ イ ト

ノ イ ズ ジ ェ ネ レ ー タ ー を 用 い た 。  

 

 

 

 

手 続 き  

ま ず ， 事 前 準 備 で は ， 攻 撃 バ ト の 餌 の 強 化 価 を 高 め る た め ， 自 由

F i g u r e  7 - 1 .  本 研 究 で 用 い た 実 験 装 置 。  
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食 餌 時 の 平 均 体 重 の 8 0 %の 体 重 に な る ま で は く 奪 化 を 行 っ た 。 こ

の は く 奪 化 の 手 続 き は 標 的 バ ト に は 行 わ な か っ た 。 攻 撃 バ ト の は く

奪 化 が 基 準 の 体 重 に 達 し た 後 ， 攻 撃 バ ト を 実 験 箱 に 馴 ら す た め の 馴

化 訓 練 を 行 っ た 。 馴 化 訓 練 で は ， 攻 撃 バ ト は ， 実 験 箱 に 導 入 さ れ ，

実 験 箱 内 を 歩 き ま わ る と い っ た 探 索 行 動 が で る ま で 行 わ れ た 。 馴 化

訓 練 は ， 1 日 1 セ ッ シ ョ ン 行 い ， 1 セ ッ シ ョ ン は 3 0 分 で あ っ た 。

探 索 行 動 が 安 定 し て 生 起 し た 後 に ， 餌 が 呈 示 さ れ る フ ィ ー ダ ー に 慣

れ さ せ る た め の フ ィ ー ダ ー 訓 練 に 移 行 し た 。 フ ィ ー ダ ー 訓 練 で は ，

実 験 者 は 散 発 的 に 攻 撃 バ ト に 餌 を 呈 示 し た 。 攻 撃 バ ト が ， 安 定 し て

フ ィ ー ダ ー か ら 食 餌 が で き る よ う に な っ た 後 ， キ ー つ つ き 行 動 の シ

ェ イ ピ ン グ を 行 っ た 。 こ れ ら ， フ ィ ー ダ ー 訓 練 と シ ェ イ ピ ン グ で

は ， 1 セ ッ シ ョ ン で 餌 を 3 0 回 呈 示 し た 。 キ ー つ つ き 行 動 は ハ ン ド

シ ェ イ ピ ン グ で 形 成 し ， 攻 撃 バ ト が キ ー つ つ き 行 動 に 関 連 す る 行 動

を 生 起 し た 際 に 漸 次 的 に 強 化 し た 。 攻 撃 バ ト が キ ー つ つ き 行 動 を 自

発 的 に 生 起 す る よ う に な っ た の ち ， 1 セ ッ シ ョ ン 3 0 回 の 連 続 強 化

に 移 行 し た 。 連 続 強 化 時 の 攻 撃 バ ト の キ ー つ つ き 行 動 が 安 定 し た

後 ， 本 実 験 へ と 移 行 し た 。  

本 実 験 の 実 験 デ ザ イ ン は 強 化 無 条 件 フ ェ イ ズ ， 連 続 強 化 ・ 消 去 条

件 フ ェ イ ズ ， 強 化 無 条 件 フ ェ イ ズ ， 連 続 強 化 ・ 消 去 条 件 フ ェ イ ズ の

A B A B デ ザ イ ン で あ っ た 。 A B A B の す べ て の フ ェ イ ズ で 標 的 バ ト を

標 的 箱 に 導 入 し ， ア ク リ ル 板 越 し に 攻 撃 バ ト に 呈 示 し た 。 B フ ェ イ

ズ の 前 後 の A フ ェ イ ズ の 強 化 無 条 件 フ ェ イ ズ で は ， 攻 撃 バ ト と 標

的 バ ト を そ れ ぞ れ の 実 験 箱 に 設 置 し ， 攻 撃 バ ト 用 の 実 験 箱 の キ ー ラ

イ ト は 点 灯 さ せ ず ， オ ペ ラ ン ダ ム で あ る キ ー も 機 能 さ せ な い 状 態

で ， ２ 羽 の ハ ト の 行 動 を 1 時 間 観 察 記 録 し た 。 こ の フ ェ イ ズ で は

攻 撃 バ ト に は 強 化 子 で あ る 餌 を 獲 得 す る 機 会 は 与 え ら れ な か っ た 。  

最 初 の A フ ェ イ ズ で の 攻 撃 バ ト の E I A の 反 応 率 が 安 定 し た 後 に

B フ ェ イ ズ に 移 行 し た 。 B フ ェ イ ズ で は 連 続 強 化 と 消 去 条 件 の 両 方

が 行 わ れ た 。 こ の 連 続 強 化 ・ 消 去 条 件 フ ェ イ ズ で は ， ま ず キ ー つ つ

き 行 動 に 対 し て 連 続 強 化 を 1 0 回 行 っ た （ 強 化 条 件 ） 後 に ， 5 分 間



60 

 

の 消 去 条 件 を 設 定 し た 。 こ の 組 み 合 わ せ を 1 試 行 と し ， 1 セ ッ シ ョ

ン 8 試 行 を 実 施 し た 。  

各 フ ェ イ ズ で の 従 属 変 数 は ， 攻 撃 バ ト の E I A と 標 的 バ ト の つ つ

き 行 動 の 反 応 率 で あ り ， そ れ ら は い ず れ も ア ク リ ル 板 に と り つ け ら

れ た マ イ ク ロ ス イ ッ チ で 計 測 さ れ た 。 反 応 率 は ， 単 位 時 間 当 た り の

行 動 回 数 で あ り ， 行 動 分 析 学 で は 1 分 間 で の 行 動 回 数 で 表 す こ と

が 多 い 。 本 論 で も ， 反 応 率 は ， 1 分 間 当 た り の 行 動 回 数 と す る 。 ま

た ， こ れ ら の 従 属 変 数 は 実 験 Ⅱ 以 降 の 実 験 で も 用 い た 。  

 

7 - 2  結 果  

 

 F i g u r e 7 - 2  か ら F i g u r e 7 - 5 に 各 ペ ア の 攻 撃 バ ト の E I A と 標 的 バ

ト の つ つ き 行 動 の 反 応 率 を 示 す 。 横 軸 は セ ッ シ ョ ン 数 を 示 し ， 左 の

縦 軸 と 点 線 は 攻 撃 バ ト の E I A の 反 応 率 を 示 し ， 右 の 縦 軸 と 実 線

は ， 標 的 バ ト の つ つ き 行 動 の 反 応 率 を 示 す 。 図 中 の 縦 の 点 線 は ， フ

ェ イ ズ の 移 行 を 示 す 。 N o  r e i n f o r c e m e n t  は ， 強 化 無 条 件 で あ る こ

と を 示 し ， C R F・ E X T は ， 連 続 強 化 ・ 消 去 条 件 で あ る こ と を 示

す 。 攻 撃 バ ト と 標 的 バ ト の 行 動 の 縦 軸 を 分 け て 同 じ 図 に 示 し た の

は ， そ れ ぞ れ の 反 応 率 の 高 さ が 異 な っ て い た が ， 攻 撃 バ ト の E I A

と 標 的 バ ト の つ つ き 行 動 の 反 応 率 の 推 移 が 互 い に 対 応 し て い た た め

で あ る 。  
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F i g u r e  7 - 2 .  # A 2 の E I A と， # T 3 1 のつつき行 動 のそれぞれの反 応 率 。横 軸 はセッション数

を示 し，左 の縦 軸 と点 線 は攻 撃 バトの E I A の反 応 率 を示 し，右 の縦 軸 と実 線 は，標 的

バ ト の つ つ き 行 動 の反 応 率 を 示 す 。 図 中 の縦 の点 線 は ， フ ェ イ ズの 移 行 を 示 す 。 N o  

r e i n f o r c e m e n t  は，強 化 無 条 件 であることを示 し， C R F ・ E X T は，連 続 強 化 ・消 去 条 件

であることを示 す。  

F i g u r e  7 - 3 .  # A 4 の E I A と # T 8 2 のつつき行 動 のそれぞれの反 応 率 。横 軸 はセッション数

を示 し，左 の縦 軸 と点 線 は攻 撃 バトの E I A の反 応 率 を示 し，右 の縦 軸 と実 線 は，標 的

バ ト の つ つ き 行 動 の反 応 率 を 示 す 。 図 中 の縦 の点 線 は ， フ ェ イ ズの 移 行 を 示 す 。 N o  

r e i n f o r c e m e n t  は，強 化 無 条 件 であることを示 し， C R F ・ E X T は，連 続 強 化 ・消 去 条 件

であることを示 す。  
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こ れ ら の F i g u r e か ら ， 全 体 的 に ， 攻 撃 バ ト の E I A の 反 応 率 は ，

強 化 無 条 件 フ ェ イ ズ よ り も ， 連 続 強 化 ・ 消 去 条 件 フ ェ イ ズ で の 方 が

F i g u r e  7 - 4 .  # A 1 0 の E I A と # T 2 4 のつつき行 動 のそれぞれの反 応 率 。横 軸 はセッション数

を示 し，左 の縦 軸 と点 線 は攻 撃 バトの E I A の反 応 率 を示 し，右 の縦 軸 と実 線 は，標 的

バ ト の つ つ き 行 動 の反 応 率 を 示 す 。 図 中 の縦 の点 線 は ， フ ェ イ ズの 移 行 を 示 す 。 N o  

r e i n f o r c e m e n t  は，強 化 無 条 件 であることを示 し， C R F ・ E X T は，連 続 強 化 ・消 去 条 件

であることを示 す。  

F i g u r e  7 - 5 .  # A 2 0 の E I A と # T 1 2 のつつき行 動 のそれぞれの反 応 率 。横 軸 はセッション数

を示 し，左 の縦 軸 と点 線 は攻 撃 バトの E I A の反 応 率 を示 し，右 の縦 軸 と実 線 は，標 的

バ ト の つ つ き 行 動 の反 応 率 を 示 す 。 図 中 の縦 の点 線 は ， フ ェ イ ズの 移 行 を 示 す 。 N o  

r e i n f o r c e m e n t  は，強 化 無 条 件 であることを示 し， C R F ・ E X T は，連 続 強 化 ・消 去 条 件

であることを示 す。  
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高 か っ た 。 以 下 で は ， 個 々 の ペ ア ご と の 結 果 に つ い て 記 す 。  

ま ず ， # A 2 - # T 3 1 の ペ ア の 結 果 に つ い て で あ る ( F i g u r e 7 - 2 . )。 は

じ め の 強 化 無 条 件 フ ェ イ ズ で は ， 攻 撃 バ ト の E I A の 反 応 率 は 低 頻

度 で あ っ た 。 次 の 連 続 強 化 ・ 消 去 条 件 フ ェ イ ズ で は ， 攻 撃 バ ト の

E I A の 反 応 率 は 上 昇 傾 向 を 示 し た 。 そ し て ， 2 回 目 の 強 化 無 条 件 フ

ェ イ ズ に 移 行 す る と ， 攻 撃 バ ト の E I A の 反 応 率 は ， 連 続 強 化 ・ 消

去 フ ェ イ ズ よ り も 低 か っ た が ， 1 回 目 の 強 化 無 条 件 よ り も 高 か っ

た 。 そ し て ， 2 回 目 の 連 続 強 化 ・ 消 去 条 件 に 移 行 す る と 攻 撃 バ ト の

E I A は 再 度 ， 高 い 反 応 率 を 示 し た 。 一 方 ， 標 的 バ ト で あ る # T 3 1 も ,

攻 撃 バ ト の E I A に 対 応 す る よ う に ,は じ め の 連 続 強 化 ・ 消 去 条 件 で

は ， つ つ き 行 動 を ほ と ん ど 生 起 せ ず ， 連 続 強 化 ・ 消 去 条 件 に 移 行 す

る と つ つ き 行 動 は 上 昇 し た 。 2 回 目 の 強 化 無 条 件 の は じ め の 3 セ ッ

シ ョ ン で は ， 高 頻 度 で 生 起 し て い た が ， 4 セ ッ シ ョ ン 目 で 急 激 に 下

降 し た 。 そ し て 最 後 の 連 続 強 化 ・ 消 去 条 件 フ ェ イ ズ で は 再 度 つ つ き

行 動 が 上 昇 し た 。 ま た ， # A 2 と # T 3 1 の 互 い の 行 動 を 比 較 す る と ，

# T 3 1 の つ つ き 行 動 の 方 が ， # A 2 の E I A よ り も 多 く 生 起 し て い た 。  

 次 に ， # A 4 - # T 8 2 の ペ ア の 結 果 に つ い て で あ る  ( F i g u r e  7 - 3 )。

# A 4 の E I A の 反 応 率 は 他 個 体 の E I A と 比 べ て 全 体 的 に 低 頻 度 で あ

っ た 。 し か し ， 個 体 内 で 比 較 す る と ， 1 回 目 の 強 化 無 条 件 フ ェ イ ズ

の 第 １ セ ッ シ ョ ン を 除 い て ， 連 続 強 化 ・ 消 去 条 件 フ ェ イ ズ の 方 が

E I A の 反 応 率 が 高 か っ た 。 # T 8 2 の つ つ き 行 動 の 反 応 率 は ， # A 4 と

同 様 に 連 続 強 化 ・ 消 去 条 件 フ ェ イ ズ の 方 が ， 強 化 無 条 件 フ ェ イ ズ よ

り も 高 か っ た 。 ま た ， # T 8 2 の つ つ き 行 動 の 反 応 率 は ， # A 4 の E I A

よ り も 高 か っ た 。  

 # A 1 0 - T 2 4 の ペ ア の 結 果 に つ い て で あ る 。 # A 1 0 は ， 1 回 目 と 2

回 目 の 強 化 無 条 件 フ ェ イ ズ で は ， ほ と ん ど E I A を 生 起 し な か っ

た 。 1 回 目 の 連 続 強 化 ・ 消 去 条 件 フ ェ イ ズ で の E I A の 反 応 率 は ，

ど の フ ェ イ ズ よ り も 高 か っ た 。 2 回 目 の 連 続 強 化 無 条 件 フ ェ イ ズ で

は ， ほ と ん ど E I A を 示 さ な か っ た 。 こ の 結 果 は ， 標 的 バ ト で あ っ

た # T 2 4 も 同 様 で あ っ た 。 攻 撃 バ ト と 標 的 バ ト の 行 動 を 比 較 す る
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と ， 標 的 バ ト の つ つ き 行 動 の 方 が ， 攻 撃 バ ト の E I A よ り も 高 頻 度

で 生 起 し て い た 。  

＃ A 2 0 - T 1 2 の ペ ア の 結 果 に つ い て で あ る 。 # A 2 0 は ， 1 回 目 の 強

化 無 条 件 フ ェ イ ズ で は ほ と ん ど E I A を 生 起 し な か っ た 。 連 続 強

化 ・ 消 去 条 件 フ ェ イ ズ で は ， E I A の 反 応 率 は 上 昇 傾 向 に あ っ た 。

し か し ， 2 回 目 の 強 化 無 条 件 で は ， 第 1 セ ッ シ ョ ン で は 高 い 反 応 率

を 示 し た が ， 第 2 セ ッ シ ョ ン 以 降 で は 低 頻 度 で あ っ た 。 そ し て ， 2

回 目 の 連 続 強 化 ・ 消 去 条 件 フ ェ イ ズ で は ， 1 回 目 と 同 様 に ， E I A は

上 昇 傾 向 を 示 し た 。 こ の 傾 向 は ， 標 的 バ ト で あ る # T 1 2 で も 同 様 で

あ っ た 。 # A 2 0 と # T 1 2 の そ れ ぞ れ の 行 動 の 反 応 率 を 比 較 す る と ，

# T 1 2 の つ つ き 行 動 の 方 が ， # A 2 0 の E I A よ り も 高 か っ た 。  

最 後 に ， 強 化 無 条 件 と 連 続 強 化 ・ 消 去 条 件 で の ， 各 攻 撃 バ ト と 標

的 バ ト の 互 い の 攻 撃 行 動 の ピ ア ソ ン の 積 率 相 関 係 数 を 算 出 し た  

( Ta b l e  7 - 1 )  。  

 

 

 

 

 

 

 

 

そ の 結 果 ， # A 1 0 - T 2 4 の ペ ア を 除 い た ， 3 組 の ペ ア は ， 強 化 無 条

件 で の 攻 撃 バ ト と 標 的 バ ト の そ れ ぞ れ の 行 動 間 で の 相 関 係 数 は 低 か

っ た が ， 連 続 強 化 ・ 消 去 条 件 で は 高 い 値 を 示 し た 。   

 

T a b l e  7 - 1 .  

各 フェイズにおける攻 撃 バトと標 的 バトの攻 撃 行 動 間 の相 関 係 数  

注 ）表 中 の 左 の 数 字 は ， p e a r s o n の 積 率 相 関 係 数 を 示 し ，か っ こ な い は ，有

意 確 率 を 示 す 。  
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7 - 3  考 察  

 

実 験 Ⅰ の 目 的 は ， 拘 束 さ れ て い な い 標 的 バ ト を 標 的 と し ， 攻 撃 バ

ト と 標 的 バ ト の 間 に ア ク リ ル 板 を 挟 ん だ 場 面 で ， 攻 撃 バ ト が E I A

を 示 す か を 調 べ る こ と で あ っ た 。 実 験 の 結 果 ， 全 て の 攻 撃 バ ト は ，

標 的 バ ト に 向 け て E I A を 示 し た 。 こ の こ と か ら ， 標 的 バ ト が 拘 束

さ れ ず 自 由 な 場 面 で ， ア ク リ ル 板 を 介 し て い て も ， 攻 撃 バ ト は

E I A を 示 す こ と が 明 ら か と な っ た 。 そ し て ， E I A の 実 験 場 面 は ，

攻 撃 者 と 被 攻 撃 者 の 行 動 随 伴 性 と し て 攻 撃 行 動 を 捉 え る モ デ ル の 実

験 場 面 と し て 妥 当 で あ る と い え る だ ろ う 。  

ま た ， 本 実 験 の 結 果 か ら ， 攻 撃 バ ト と 標 的 バ ト の そ れ ぞ れ の 行 動

は ， セ ッ シ ョ ン 間 で の 推 移 が 対 応 す る こ と が 明 ら か と な っ た 。 こ れ

は ， 攻 撃 バ ト の E I A に 対 し て ， 標 的 バ ト が つ つ き 行 動 を 生 起 し た

た め で あ ろ う 。 こ の こ と か ら ， 攻 撃 バ ト の E I A は ， 標 的 バ ト の つ

つ き 行 動 を 誘 発 す る 刺 激 と し て 機 能 し て い る と 考 え ら れ る 。  

さ ら に ， 攻 撃 バ ト と 標 的 バ ト の そ れ ぞ れ の 行 動 は ， 強 化 無 条 件 フ

ェ イ ズ よ り も ， 連 続 強 化 ・ 消 去 条 件 フ ェ イ ズ で の 方 が 相 関 係 数 の 値

が 高 か っ た 。 消 去 は ， 攻 撃 バ ト の キ ー つ つ き 行 動 に 対 す る 条 件 で あ

り ， 標 的 バ ト の 行 動 に は 直 接 影 響 し な い は ず で あ る 。 そ の た め ， 連

続 強 化 ・ 消 去 条 件 に お け る 標 的 バ ト の 行 動 の 変 化 は ， 消 去 の 影 響 を

受 け た E I A に よ る も の で あ ろ う 。 以 上 の こ と か ら ， 消 去 は ， ハ ト

の 攻 撃 行 動 の 生 起 ， ま た 頻 度 に 影 響 す る 先 行 事 象 で あ る と と も に ，

攻 撃 行 動 の 質 的 側 面 に も 影 響 を 与 え て い る と 考 え ら れ る 。  

こ の よ う に ， 攻 撃 バ ト と 標 的 バ ト の そ れ ぞ れ の 互 い に 向 け た 行 動

の 反 応 率 の 推 移 が 対 応 し て い た 一 方 で ， そ れ ぞ れ の 攻 撃 行 動 の 生 起

頻 度 に 差 が 見 ら れ た 。 例 え ば ， # A 4 と # T 8 2 の ペ ア で は ， # A 4 の 反

応 率 が 1 回 に 満 た な い の に 対 し て ， # T 8 2 の 反 応 率 は ， 最 大 で 11

回 も 生 起 し て い た 。 こ の よ う な 差 が ， 個 体 差 に よ る も の な の か ， そ

れ と も ， 各 ペ ア の 組 み 合 わ せ に よ る も の な の か は 明 ら か と な っ て い

な い 。  
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第 8 章  実 験 Ⅱ ：  

攻 撃 バ ト の 消 去 誘 導 性 攻 撃 行 動 の 弁 別 刺 激 と し て の 標 的 バ ト  

 

 

 実 験 Ⅱ の 目 的 は ， 標 的 バ ト の 存 在 が E I A の 弁 別 刺 激 と し て ， 機

能 す る か を 調 べ る こ と で あ っ た 。 す な わ ち ， 標 的 と な る 生 体 の ハ ト

が 隣 接 し て い れ ば ， ど の 標 的 バ ト に 対 し て も 攻 撃 バ ト は E I A を 生

起 す る の か ， そ れ と も ， 個 々 の 標 的 バ ト に よ っ て 攻 撃 バ ト の E I A

が 異 な る の か を 明 ら か に す る こ と を 目 的 と し た 。  

そ の た め ， 各 攻 撃 バ ト と す べ て の 標 的 バ ト に ペ ア を 組 ま せ た 。 そ

し て ， 異 な る 標 的 バ ト の 導 入 に よ っ て ， 攻 撃 バ ト の E I A が 変 化 す

る か ど う か を 調 べ た 。  

ま た ， 攻 撃 バ ト と 標 的 バ ト の ぞ れ ぞ れ の 互 い に 向 け た 行 動 の ， 機

会 あ た り の 反 応 間 間 隔 ( i n t e r  r e s p o n s e  t i m e s  p e r  o p p o r t u n i t y,  以

下 ； I R Ts  p e r  o p )を 算 出 し た 。 実 験 Ⅰ で ， E I A の 反 応 率 と 標 的 バ ト

の つ つ き 行 動 の セ ッ シ ョ ン 間 の 推 移 が 対 応 し て い た 。 反 応 率 は ， 行

動 の 速 度 を 示 す 指 標 で あ る が ， そ の 他 の 攻 撃 行 動 の 指 標 と し て

I R Ts  p e r  o p を 算 出 す る 。 反 応 間 間 隔 は  ( i n t e r  r e s p o n s e  t i m e 以

下 ； I R T )は ， 連 続 す る 2 つ の 行 動 の 間 の 時 間 間 隔 で あ る ( C a t a n i a ,  

2 0 0 7 )。 そ し て ， I R Ts  p e r  o p は ， 機 会 あ た り の 行 動 の 出 現 確 率 を

示 す  ( R e y n o l d s ,  1 9 6 4 )  。 こ の 機 会 と は ， 行 動 が ， あ る 瞬 間 に お い

て ， そ の 行 動 が 起 こ り う る 状 況 の こ と で あ る 。 I R Ts  p e r  o p に よ っ

て ， あ る 行 動 が 起 こ っ て か ら ， 次 の 行 動 が 起 こ る ま で の ， 時 間 経 過

に お け る 瞬 時 の 反 応 の 生 起 確 率 の パ タ ー ン を 示 す こ と が で き る 。 こ

の 指 標 に よ っ て 攻 撃 バ ト の E I A と 標 的 バ ト の 行 動 の ， 生 起 パ タ ー

ン の 比 較 が で き る 。  

I R Ts  p e r  o p の 算 出 方 法 に つ い て 述 べ る 。 本 論 文 で は ， 1 秒 ク ラ

ス の I R T の 出 現 確 率 を 1 0 秒 ク ラ ス ま で 算 出 す る 。 ま ず ， 1 秒 ク ラ

ス の I R Ts  p e r  o p は ， 1 秒 以 内 の I R T の 出 現 回 数 を 全 体 の I R T の

出 現 回 数 で 割 る 。 2 秒 ク ラ ス の I R Ts  p e r  o p は ， 1 秒 よ り 長 く ， 2
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秒 以 内 の I R T の 出 現 回 数 を ， 全 体 の 出 現 回 数 か ら 1 秒 以 内 の I R T

の 出 現 回 数 を 引 い た も の で 割 る 。 こ の よ う に ， I R Ts  p e r  o p は ， 当

該 の I R T の ク ラ ス の 出 現 回 数 を ， そ の I R T の ク ラ ス 以 上 の I R T の

出 現 回 数 で 割 っ て 算 出 す る 。  

 

8 - 1  方 法  

 

被 験 体  

 実 験 Ⅰ の 被 験 体 と 同 じ ハ ト を 用 い た 。 し か し ， 攻 撃 バ ト で あ っ た

# 4 は ， 実 験 期 間 中 に 胸 部 の 脱 毛 が 激 し か っ た た め ， 実 験 か ら 除 外

し た 。 そ の た め ，  # 4 を の ぞ く ＃ A 2， # A 1 0， # A 2 0 の 3 羽 を 攻 撃 バ

ト と し て 用 い た 。 標 的 バ ト は ， 全 部 で 4 羽  ( # T 3 1， # T 8 2， # T 2 4，

# T 1 2 )  用 い た 。  

 

装 置  

実 験 装 置 は ， 実 験 Ⅰ と 同 様 の も の を 用 い た ( p . 5 8 参 照 )。  

 

手 続 き  

実 験 Ⅰ か ら 引 き 続 き 実 験 Ⅱ を 行 っ た た め ， 事 前 訓 練 は 行 わ ず ， 直

ぐ に 本 実 験 に 移 行 し た 。 実 験 Ⅱ の 独 立 変 数 は ， 標 的 バ ト の 違 い で あ

っ た 。 す な わ ち ， 各 攻 撃 バ ト は ， 全 て の 標 的 バ ト （ す な わ ち ， 4

羽 ） と ペ ア を 組 ん だ 。 そ し て ， 各 攻 撃 バ ト は ， 各 標 的 バ ト と 6 セ

ッ シ ョ ン ず つ ペ ア を 組 ん だ 。 実 験 を 通 し て 攻 撃 バ ト は ， 連 続 強 化 ・

消 去 条 件 に 曝 さ れ た 。 連 続 強 化 ・ 消 去 条 件 の 手 続 き は ， 実 験 Ⅰ の 手

続 き と 同 じ で あ っ た 。 標 的 バ ト は ， 実 験 Ⅰ と 同 様 に 標 的 バ ト 用 の 標

的 箱 に 導 入 さ れ た だ け で あ っ た 。  
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8 - 2  結 果  

 

攻 撃 バ ト の E I A と 各 標 的 バ ト の キ ー つ つ き 行 動 の 反 応 率 を ，

F i g u r e 8 - 1 ,  F i g u r e 8 - 3 ,  F i g u r e  8 - 5 に 記 す 。横 軸 は セ ッ シ ョ ン 数 を 示

し ，右 側 の 縦 軸 と 点 線 は ，攻 撃 バ ト の E I A の 反 応 率 を 示 す 。左 側 の

縦 軸 と 実 線 は ，標 的 バ ト の つ つ き 行 動 の 反 応 率 を 示 す 。縦 の 点 線 は ，

フ ェ イ ズ の 移 行 を 示 す 。C R F・E X T は ，連 続 強 化・消 去 条 件 を 示 し ，

カ ッ コ 内 は ， 設 置 さ れ た 標 的 バ ト を 示 す 。  

攻 撃 バ ト の E I A と 標 的 バ ト の つ つ き 行 動 の I R Ts  p e r  o p の 結 果 を

F i g u r e 8 - 2，F i g u r e 8 - 4，F i g u r e 8 - 6，に 記 す 。こ れ ら の 結 果 は ，標 的

バ ト が 導 入 さ れ た 際 の 第 １ セ ッ シ ョ ン の も の で あ る 。し か し ，# A 1 0

は ， # T 2 4 が 標 的 バ ト と し て 導 入 さ れ た フ ェ イ ズ の 第 1 セ ッ シ ョ ン

で E I A を 示 さ な か っ た 。そ の た め ，# A 1 0 の # T 2 4 が 導 入 さ れ た フ ェ

イ ズ の み ，第 2 セ ッ シ ョ ン の 結 果 を 記 し た 。横 軸 は ，各 I R T の 1 秒

ご と の ク ラ ス を 示 し ，縦 軸 は ， I R Ts  p e r  o p を 示 す 。点 線 は ，攻 撃 バ

ト の E I A を 示 し ， 実 線 は 標 的 バ ト の つ つ き 行 動 を 示 す 。  

 

 

 

 

 

 

F i g u r e  8 - 1 .  # A 2 の E I A と各 標 的 バトのつつき行 動 の反 応 率 。横 軸 は セ ッ シ ョ ン 数 を

示 し ， 右 側 の 縦 軸 と 点 線 は ， 攻 撃 バ ト の E I A の 反 応 率 を 示 す 。 左 側 の 縦 軸 と

実 線 は ， 標 的 バ ト の つ つ き 行 動 の 反 応 率 を 示 す 。 縦 の 点 線 は ， フ ェ イ ズ の 移

行 を 示 す 。 C R F・ E X T は ， 連 続 強 化 ・ 消 去 条 件 を 示 し ， カ ッ コ 内 は ， 設 置 さ

れ た 標 的 バ ト を 示 す 。  
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F i g u r e  8 - 2 .  # A 2 と各 標 的 バトの I R T s  p e r  o p 。横 軸 は ， 各 I R T の 1 秒 ご と の ク ラ

ス を 示 し ，縦 軸 は ， I R Ts  p e r  o p を 示 す 。点 線 は ，攻 撃 バ ト の E I A を 示 し ，実

線 は 標 的 バ ト の つ つ き 行 動 を 示 す 。  

F i g u r e  8 - 3 .  # A 1 0 の E I A と各 標 的 バトのつつき行 動 の反 応 率 。横 軸 は セ ッ シ ョ ン 数

を 示 し ， 右 側 の 縦 軸 と 点 線 は ， 攻 撃 バ ト の E I A の 反 応 率 を 示 す 。 左 側 の 縦 軸

と 実 線 は ， 標 的 バ ト の つ つ き 行 動 の 反 応 率 を 示 す 。 縦 の 点 線 は ， フ ェ イ ズ の

移 行 を 示 す 。 C R F・ E X T は ， 連 続 強 化 ・ 消 去 条 件 を 示 し ， カ ッ コ 内 は ， 設 置

さ れ た 標 的 バ ト を 示 す 。  
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F i g u r e  8 - 4 .  # A 1 0 と各 標 的 バトの I R T s  p e r  o p 。横 軸 は ， 各 I R T の 1 秒 ご と の ク ラ

ス を 示 し ，縦 軸 は ， I R Ts  p e r  o p を 示 す 。点 線 は ，攻 撃 バ ト の E I A を 示 し ，実

線 は 標 的 バ ト の つ つ き 行 動 を 示 す 。  

F i g u r e  8 - 5 .  # A 2 0 の E I A と各 標 的 バトのつつき行 動 の反 応 率 。横 軸 は セ ッ シ ョ ン 数

を 示 し ， 右 側 の 縦 軸 と 点 線 は ， 攻 撃 バ ト の E I A の 反 応 率 を 示 す 。 左 側 の 縦 軸

と 実 線 は ， 標 的 バ ト の つ つ き 行 動 の 反 応 率 を 示 す 。 縦 の 点 線 は ， フ ェ イ ズ の

移 行 を 示 す 。 C R F・ E X T は ， 連 続 強 化 ・ 消 去 条 件 を 示 し ， カ ッ コ 内 は ， 設 置

さ れ た 標 的 バ ト を 示 す 。  
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こ れ ら の 結 果 か ら ， 全 体 的 な 傾 向 と し て ， 攻 撃 バ ト は ， 標 的 バ ト

が 変 わ る と E I A の 生 起 頻 度 を 変 動 さ せ た 。ま た ，標 的 バ ト に よ っ て

攻 撃 バ ト の E I A の 反 応 率 に 違 い が み ら れ た 。 攻 撃 バ ト の E I A が 全

て の ハ ト で 一 定 で は な く ，標 的 バ ト が 変 更 さ れ る と E I A の 反 応 率 が

変 動 し た こ と か ら ，標 的 バ ト が 攻 撃 バ ト の E I A の 弁 別 刺 激 と し て 機

能 し て い る こ と が 明 ら か と な っ た 。 ま た ， 攻 撃 バ ト と 標 的 バ ト の 互

い に む け た 行 動 の I R Ts  p e r  o p は ， 短 い I R T で の 出 現 確 率 が 高 く ，

I R T が 長 く な る と そ の 出 現 確 率 が 減 少 す る 傾 向 が み ら れ た 。 以 下 で

は ， 攻 撃 バ ト と 標 的 バ ト の 互 い に 向 け た 行 動 の 反 応 率 と ， I R Ts  p e r  

o p  の 結 果 に つ い て 述 べ る  

ま ず ， # A 2 の E I A の 反 応 率 と 各 標 的 バ ト の つ つ き 行 動 の 結 果 に

つ い て 述 べ る ( F i g u r e 8 - 1 )。 # A 2 の E I A は ， # T 1 2 が 標 的 バ ト の と

き は ， 反 応 率 が 安 定 し て い た 。 し か し ， 標 的 バ ト が # T 8 2 に 代 わ る

と ， 攻 撃 バ ト の E I A は 急 激 に 上 昇 し た 。 そ し て ， 6 セ ッ シ ョ ン 目

に は E I A を ほ と ん ど 示 さ な か っ た 。 標 的 が # T 2 4 に 代 わ る と ， 直 前

F i g u r e  8 - 6 .  # A 2 0 と各 標 的 バトの I R T s  p e r  o p 。横 軸 は ， 各 I R T の 1 秒 ご と の ク ラ

ス を 示 し ，縦 軸 は ， I R Ts  p e r  o p を 示 す 。点 線 は ，攻 撃 バ ト の E I A を 示 し ，実

線 は 標 的 バ ト の つ つ き 行 動 を 示 す 。  
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の # T 8 2 と 比 べ る と 少 な い が ， E I A の 反 応 率 の 上 昇 が み ら れ た 。 そ

し て ， 3 セ ッ シ ョ ン 目 以 降 は E I A を ほ と ん ど 示 さ な か っ た 。 最 後

に # T 3 1 を 導 入 す る と ， 再 度 # A 2 の E I A は 上 昇 し た 。 そ し て ， 変 動

は あ る も の の ， 一 定 数 以 上 の 頻 度 で 生 起 し て い た 。  

次 に # A 2 と そ れ ぞ れ の 標 的 バ ト の I R T  p e r  o p s  に つ い て で あ る

( F i g u r e 8 - 2 )。 F i g u r e 8 - 2  を 見 る と ， # A 2 の I R Ts  p e r  o p は ， 全 体

的 に 短 い I R T で の 出 現 確 率 が 高 く ， I R T が 長 く な る に つ れ そ の 出

現 確 率 が 減 少 す る 傾 向 を 示 し た 。 ま た ， # A 2 と 各 標 的 バ ト 間 で の

I R Ts  p e r  o p の 傾 向 は 対 応 し て い た 。  

攻 撃 バ ト # A 1 0 の E I A の 反 応 率 と ， 各 標 的 バ ト の つ つ き 行 動 の 反

応 率 の 結 果 を F i g u r e 8 - 3 に 示 す 。 標 的 バ ト # T 8 2 の と き の 攻 撃 バ ト

# A 1 0 の E I A の 反 応 率 は ， セ ッ シ ョ ン 5 と 6 で 上 昇 し た が ， そ れ 以

外 の セ ッ シ ョ ン で は 低 頻 度 で あ っ た 。 標 的 バ ト を # T 3 1 に 移 行 す る

と ， # A 1 0 の E I A の 反 応 率 は ， 急 激 に 上 昇 し た 。 そ し て ， 1 セ ッ シ

ョ ン 目 以 降 は ， 徐 々 に 減 少 し ， セ ッ シ ョ ン 6 で 一 時 的 に 上 昇 し

た 。 標 的 バ ト が ， # T 1 2 と # T 2 4 の と き の # A 1 0 の E I A の 反 応 率 は ，

そ れ ぞ れ の 標 的 バ ト が 導 入 さ れ た ， 始 め の セ ッ シ ョ ン で は 一 時 的 に

上 昇 し た が ， 全 体 的 に 低 頻 度 で あ り ， E I A が ま っ た く 生 起 し な か

っ た セ ッ シ ョ ン も あ っ た 。  

＃ A 1 0 と 各 標 的 バ ト と の I R Ts  p e r  o p の 結 果 を F i g u r e 8 - 4 に 示

す 。 # A 1 0 は ， 各 標 的 バ ト に よ っ て I R T の 出 現 確 率 に 変 動 が み ら れ

た 。 # T 1 2 と # T 3 1 が 標 的 の と き の # A 1 0 の I R Ts  p e r  o p は ， I R T の

長 さ に 関 わ ら ず ， 一 定 の 確 率 で 出 現 し て い た 。 # T 2 4 と # T 8 2 が 標 的

の と き の I R Ts  p e r  o p は ， 短 い I R T で の 出 現 確 率 が 高 く ， I R T が

長 く な る に つ れ ， そ の 出 現 確 率 が 減 少 す る 傾 向 を 示 し た 。  

攻 撃 バ ト # A 2 0 の E I A の 反 応 率 と 各 標 的 バ ト の つ つ き 行 動 の 反 応

率 の 結 果 を F i g u r e 8 - 5 に 示 す 。 攻 撃 バ ト # A 2 0 の E I A の 反 応 率 は ，

標 的 バ ト が # T 2 4 と # T 8 2 の と き は 低 頻 度 で あ っ た 。 し か し ， 標 的 バ

ト が ＃ T 3 1 の と き は ， E I A の 反 応 率 が 高 か っ た 。 標 的 バ ト # T 1 2 と

き は ， 標 的 バ ト 導 入 時 の 第 1 セ ッ シ ョ ン で の E I A の 反 応 率 は 高 か
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っ た が ， セ ッ シ ョ ン が 進 む つ れ 徐 々 に 減 少 し た 。  

# A 2 0 と 各 標 的 バ ト と の I R Ts  p e r  o p の 結 果 を F i g u r e 8 - 6 に 示

す 。 標 的 バ ト が # T 3 1 と # T 8 2 の と き の ， # A 2 0 の I R Ts  p e r  o p は ，

I R T 7 s 以 降 で 減 少 し て い る も の の ， そ れ ま で の I R T の 出 現 確 率 は

平 坦 で あ っ た 。 標 的 バ ト が # T 1 2 と # T 2 4 の と き は ， こ れ ま で 通 り ，

短 い I R T の 出 現 確 率 が 高 く ， I R T が 延 び る と 出 現 確 率 が 減 少 し

た 。  

 

 

8 - 3  考 察  

 

実 験 Ⅱ の 目 的 は ， 標 的 バ ト が 攻 撃 バ ト の 弁 別 刺 激 と し て 機 能 し て

い る か を 調 べ る こ と で あ っ た 。 本 実 験 の 結 果 か ら ， 攻 撃 バ ト の E I A

は ， 標 的 バ ト の 違 い に よ っ て ， そ の 生 起 頻 度 が 変 動 す る こ と が 明 ら

か と な っ た 。 こ の こ と か ら ， 個 々 の 標 的 バ ト が ， 攻 撃 バ ト の 攻 撃 行

動 の 弁 別 刺 激 と し て 機 能 し て い る こ と が 明 ら か と な っ た 。  

し か し ，攻 撃 バ ト の E I A の 弁 別 刺 激 と し て 機 能 し て い た の が ，標

的 バ ト の 単 な る 存 在 な の か ， そ れ と も 標 的 バ ト の 行 動 な の か は 明 ら

か と な っ て い な い 。す な わ ち ，攻 撃 バ ト が ，標 的 バ ト の 姿 に 対 し て ，

E I A を 誘 発 し て い た の か ，そ れ と も ，標 的 バ ト の 行 動 が E I A の 強 化

子 と し て 機 能 し て い た の か は 不 明 で あ る 。攻 撃 バ ト の E I A が ，新 た

な 標 的 バ ト の 導 入 の 際 ， 一 時 的 に 反 応 率 が 上 昇 し ， そ の 後 ， セ ッ シ

ョ ン が 進 む に つ れ て 減 少 し た こ と か ら ， 攻 撃 バ ト は ， 標 的 バ ト の 行

動 と い う よ り も そ の 存 在 に よ っ て 行 動 を 誘 発 し て い た 可 能 性 が あ る 。

し か し ， 一 方 で ， 実 験 Ⅰ と 実 験 Ⅱ の 攻 撃 バ ト と 標 的 バ ト の 全 体 的 な

攻 撃 行 動 の 反 応 率 の 推 移 が ， 対 応 し て い た こ と か ら ， そ れ ぞ れ の 行

動 が 互 い に 影 響 し あ う 変 数 で あ る と も 考 え ら れ る 。 こ の ， 標 的 バ ト

の 姿 と 行 動 の ど ち ら が E I A の 弁 別 刺 激 と し て 機 能 し て い る の か に

つ い て は ， 実 験 Ⅳ で 検 証 す る 。  

ま た ，実 験 Ⅱ で は ，攻 撃 バ ト の E I A と 標 的 バ ト の つ つ き 行 動 の 指
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標 と し て ， I R Ts  p e r  o p を 用 い た 。 そ の 結 果 ， 攻 撃 バ ト の E I A と 標

的 バ ト の つ つ き 行 動 は ，短 い I R T で の 出 現 確 率 が 高 く ， I R T が 長 く

な る に つ れ ， そ の 出 現 確 率 が 減 少 す る 傾 向 が 多 く 見 ら れ た 。 そ の た

め ， E I A は ， 短 い 時 間 間 隔 で 高 い 確 率 で 生 起 す る 行 動 で あ る こ と が

わ か っ た 。短 い 時 間 の I R T の 出 現 確 率 が 高 け れ ば ，反 応 率 は 高 い は

ず で あ る 。 し か し ， 一 貫 し て そ の よ う な 結 果 が 得 ら れ た わ け で は な

い 。例 え ば ， # A 2 の E I A の 反 応 率 は ，標 的 バ ト が # T 2 4 と # T 8 2 で 約

倍 近 く 差 が あ っ た 。 し か し ， 1 秒 ク ラ ス の I R Ts  p e r  o p は ， # T 2 4 で

0 . 7 1， # T 8 2  で 0 . 8 1 と ， ど ち ら の 標 的 バ ト で も 高 い 割 合 を 示 し た 。

そ の た め E I A は ，そ の 生 起 頻 度 に か か わ ら ず ，短 い 時 間 間 隔 で 生 起

す る 行 動 で あ る こ と が 明 ら か と な っ た 。  
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第 9 章  実 験 Ⅲ ：  

消 去 誘 導 性 攻 撃 行 動 の 実 験 事 態 が  

攻 撃 バ ト の キ ー つ つ き 行 動 に 及 ぼ す 影 響  

 

 

実 験 Ⅱ で E I A の I R Ts  p e r  o p は ， 短 い I R T で の 出 現 確 率 が 高

く ， I R T が 長 く な る と そ の 出 現 頻 度 が 低 下 す る 傾 向 を 示 し た 。 実 験

Ⅲ で は ， こ の 傾 向 が ， 攻 撃 バ ト の キ ー つ つ き 行 動 の I R T に よ る 影

響 な の か を 調 べ る こ と を 目 的 と し た 。  

A z r i n  e t  a l .  ( 1 9 6 6 )  に よ れ ば ， E I A は 生 得 的 な 行 動 で あ る 。 そ

の た め ， E I A の I R Ts  p e r  o p の 傾 向 は ， 生 得 的 な 反 応 パ タ ー ン な の

か も し れ な い 。 し か し ， 一 方 で ， T h o m p s o n  &  B l o o m  ( 1 9 6 6 )  は ，

E I A と 強 化 子 を 獲 得 す る た め の 行 動 と の 間 に は ， シ ス テ マ テ ィ ッ

ク な 関 係 が あ り ， 双 方 は 独 立 し た 行 動 で は な い と 述 べ て い る 。 ま

た ， 消 去 時 の 行 動 は ， 強 化 さ れ て い た と き の 行 動 パ タ ー ン の 影 響 を

受 け る こ と が 報 告 さ れ て い る  ( S k i n n e r,  1 9 5 7 )  。 さ ら に ， S I A の

研 究 で は ， 間 欠 強 化 ス ケ ジ ュ ー ル の 種 類 に よ っ て S I A の 生 起 頻 度

が 異 な る こ と ， 餌 強 化 子 が 反 応 に 依 存 し て 呈 示 さ れ た ほ う が ， S I A

の 頻 度 が 高 く な る  ( K u p p e r,  A l l e n ,  &  M a l a g o d i ,  2 0 0 8 )  。  

以 上 の よ う に ， 強 化 子 を 獲 得 す る た め の 行 動 は ， E I A に 少 な か

ら ず 影 響 を 及 ぼ す 変 数 で あ る 。 今 後 I R Ts  p e r  o p を E I A の 指 標 の

一 つ と し て 用 い る の で あ れ ば ， E I A の I R T が 強 化 子 を 獲 得 す る た

め の 行 動 と 独 立 し て い る 行 動 な の か ， そ れ と も 関 係 し て い る 行 動 な

の か を 明 ら か に す る 必 要 が あ る 。  

 

 

9 - 1  方 法  

 

被 験 体   

攻 撃 バ ト 3 羽  ( # A 8 2 , # A 3 1 ,  # A N 3 )  と 標 的 バ ト 3 羽 ( # T N 2 ,  
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# T 3 0 , # T 11 )の 計 6 羽 を 用 い た 。 攻 撃 バ ト の # A 8 2 と # A 3 1 は ， 実 験

Ⅰ と Ⅱ で 標 的 バ ト と し て 用 い た ハ ト で あ っ た 。 攻 撃 バ ト # A N 3 と 標

的 バ ト の 3 羽 は ， 過 去 に 行 動 研 究 の 実 験 履 歴 は あ る が ， E I A や そ

の 他 の 攻 撃 行 動 に 関 わ る 実 験 履 歴 の な い ハ ト で あ っ た 。 # A 3 1 は

# T 11 と ペ ア を 組 ん だ 際 ， E I A を 生 起 し な か っ た た め ， 標 的 バ ト を

# T 3 0 に 変 更 し た 。  

 

装 置  

実 験 装 置 は ， 実 験 Ⅰ と 実 験 Ⅱ と 同 様 の も の を 用 い た ( p . 5 8 参 照 )。  

 

手 続 き  

 ま ず ， 実 験 Ⅰ と 同 様 に 事 前 訓 練 を 行 い ， 攻 撃 バ ト の キ ー つ つ き 反

応 が 安 定 し た 後 に 本 実 験 に 移 行 し た 。  

攻 撃 バ ト は ， 実 験 を 通 し て ， 連 続 強 化 ・ 消 去 条 件 を 受 け た 。 各 セ

ッ シ ョ ン の 連 続 強 化 ・ 消 去 条 件 の 手 続 き は ， 実 験 Ⅰ と Ⅱ と 同 様 の 手

続 き で あ っ た 。 実 験 Ⅲ の 実 験 デ ザ イ ン は A B A B を 用 い た 。 A は ，

標 的 バ ト が 設 置 さ れ て い な い 条 件 で ， B は 標 的 バ ト が 設 置 さ れ て い

る 条 件 で あ っ た 。 そ の た め ， 実 験 Ⅲ の 独 立 変 数 は ， 標 的 バ ト 設 置 の

有 無 で あ っ た 。 フ ェ イ ズ の 移 行 基 準 は ， そ れ ぞ れ の フ ェ イ ズ の 最 終

３ セ ッ シ ョ ン に お け る 攻 撃 バ ト の キ ー つ つ き 行 動 の 反 応 率 と ， そ れ

ら ３ セ ッ シ ョ ン の キ ー つ つ き 行 動 の 平 均 反 応 率 と の 差 が 3 セ ッ シ

ョ ン 連 続 で ± 1 0 %以 内 と し た 。  

 

 

9 - 2  結 果  

 

F i g u r e  9 - 1， 9 - 3， 9 - 5 は ， 攻 撃 バ ト の キ ー つ つ き 行 動 と E I A の

反 応 率 ， 標 的 バ ト の つ つ き 行 動 の 3 つ の 指 標 を 示 す 。 横 軸 は セ ッ

シ ョ ン 数 を 示 し ， 縦 軸 は 反 応 率 を 示 す 。 四 角 の 点 線 は 攻 撃 バ ト の キ

ー つ つ き 行 動 を 示 し ， 白 丸 と 点 線 は ， 攻 撃 バ ト の E I A を 示 す 。 黒
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丸 の 実 線 は 標 的 バ ト の つ つ き 行 動 を 示 す 。 縦 の 点 線 は ， フ ェ イ ズ の

移 行 を 示 す 。 N o  t a r g e t  は ， 標 的 バ ト が 設 置 さ れ て い な い フ ェ イ ズ

を 示 し ， t a r g e t  は ， 標 的 バ ト が 設 置 さ れ て い る フ ェ イ ズ で あ る こ

と を 示 す 。 実 験 Ⅱ ま で は ， 攻 撃 バ ト と 標 的 バ ト の 攻 撃 行 動 の 縦 軸 を

分 け て 示 し て い た が ， 実 験 Ⅲ で は ， 攻 撃 バ ト の キ ー つ つ き 行 動 と

E I A の 関 係 に 焦 点 を あ て る こ と か ら ， こ れ ら 全 て の 結 果 を 同 じ 縦

軸 で 示 し た 。 F i g u r e 9 - 2， F i g u r e 9 - 4， F i g u r e 9 - 6 に ， 各 フ ェ イ ズ で

の 最 初 の セ ッ シ ョ ン と 最 後 の セ ッ シ ョ ン の 攻 撃 バ ト の E I A と キ ー

つ つ き 行 動 の I R Ts  p e r  o p を 示 す 。 横 軸 は ， 各 I R T の 1 秒 ご と の

ク ラ ス を 示 し ， 縦 軸 は ， I R Ts  p e r  o p を 示 す 。 図 中 の A は 1 回 目 の

標 的 バ ト が 設 置 さ れ て い な い フ ェ イ ズ を 示 し ， B は 1 回 目 の 標 的 バ

ト が 設 置 さ れ た フ ェ イ ズ で あ っ た こ と を 示 す 。 A A は 2 回 目 の 標 的

バ ト が 設 置 さ れ て い な い フ ェ イ ズ を 示 し ， B B は 2 回 目 の 標 的 バ ト

が 設 置 さ れ た フ ェ イ ズ で あ っ た こ と を 示 す 。  
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。
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F i g u r e  9 - 2 .  # A 8 2 の E I A とキーつつき行 動 I R T s  p e r  o p 。横 軸 は ， 各 I R T の 1 秒 ご

と の ク ラ ス を 示 し ， 縦 軸 は ， I R Ts  p e r  o p を 示 す 。 図 中 の A は 1 回 目 の 標 的

バ ト が 設 置 さ れ て い な い フ ェ イ ズ を 示 し ， B は 1 回 目 の 標 的 バ ト が 設 置 さ れ

た フ ェ イ ズ で あ っ た こ と を 示 す 。A A は 2 回 目 の 標 的 バ ト が 設 置 さ れ て い な い

フ ェ イ ズ を 示 し ，B B は 2 回 目 の 標 的 バ ト が 設 置 さ れ た フ ェ イ ズ で あ っ た こ と

を 示 す 。  
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D u r a t i o n  o f  i n t e r r e s p o n s e  t i m e ( 1 - s e c  c l a s s  i n t e r v a l )  
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。
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。
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F i g u r e  9 - 4 .  # A 3 1 の E I A とキーつつき行 動 I R T s  p e r  o p 。横 軸 は ， 各 I R T の 1 秒 ご

と の ク ラ ス を 示 し ， 縦 軸 は ， I R Ts  p e r  o p を 示 す 。 図 中 の A は 1 回 目 の 標 的

バ ト が 設 置 さ れ て い な い フ ェ イ ズ を 示 し ， B は 1 回 目 の 標 的 バ ト が 設 置 さ れ

た フ ェ イ ズ で あ っ た こ と を 示 す 。A A は 2 回 目 の 標 的 バ ト が 設 置 さ れ て い な い

フ ェ イ ズ を 示 し ，B B は 2 回 目 の 標 的 バ ト が 設 置 さ れ た フ ェ イ ズ で あ っ た こ と

を 示 す 。  
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D u r a t i o n  o f  i n t e r r e s p o n s e  t i m e ( 1 - s e c  c l a s s  i n t e r v a l )  



82 

 

 

 

F
ig

u
r
e

 
9

-
5

. 
#

A
N

3
の

E
IA

と
キ
ー
つ
つ
き
行
動
と

#
T

3
0
の
つ
つ
き
行
動
の
反
応
率
。
横
軸
は
セ
ッ

シ
ョ
ン
数
を
示
し
，
縦
軸
は
反
応
率
を
示
す
。
四
角
の
点
線
は
攻
撃
バ
ト
の
キ
ー
つ
つ
き
行

動
を
示
し
，
白
丸
と
点
線
は
，
攻
撃
バ
ト
の

E
I

A
を
示
す
。
黒
丸
の
実
線
は
標
的
バ
ト
の
つ

つ
き
行
動
を
示
す
。
縦
の
点
線
は
，
フ
ェ
イ
ズ
の
移
行
を
示
す
。

N
o

 t
a

r
g

e
t

 
は
，
標
的
バ
ト

が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
フ
ェ
イ
ズ
を
示
し
，

t
a

r
g

e
t

 
は
，
標
的
バ
ト
が
設
置
さ
れ
て
い
る
フ

ェ
イ
ズ
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
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F i g u r e  9 - 6 .  # A N 3 の E I A とキーつつき行 動 I R T s  p e r  o p 。横 軸 は ， 各 I R T の 1 秒 ご

と の ク ラ ス を 示 し ， 縦 軸 は ， I R Ts  p e r  o p を 示 す 。 図 中 の A は 1 回 目 の 標 的

バ ト が 設 置 さ れ て い な い フ ェ イ ズ を 示 し ， B は 1 回 目 の 標 的 バ ト が 設 置 さ れ

た フ ェ イ ズ で あ っ た こ と を 示 す 。A A は 2 回 目 の 標 的 バ ト が 設 置 さ れ て い な い

フ ェ イ ズ を 示 し ，B B は 2 回 目 の 標 的 バ ト が 設 置 さ れ た フ ェ イ ズ で あ っ た こ と

を 示 す 。  
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D u r a t i o n  o f  i n t e r r e s p o n s e  t i m e ( 1 - s e c  c l a s s  i n t e r v a l )  
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全 体 的 な 結 果 と し て ， 攻 撃 バ ト の キ ー つ つ き 行 動 は ， 始 め の セ ッ

シ ョ ン で 高 い 頻 度 で 生 起 し て い た が ， す ぐ に 減 少 し た 。 そ し て ， あ

る 程 度 の 頻 度 ま で 減 少 し た 後 は 安 定 し て い た 。  攻 撃 バ ト の E I A

は ， 個 体 に よ っ て 異 な る 結 果 を 示 し た 。 以 下 で は ， 各 ペ ア の 結 果 に

つ い て 述 べ る 。  

ま ず ， # A 8 2 と # T N 2  の 結 果 に つ い て で あ る 。 攻 撃 バ ト の キ ー つ

つ き 行 動 と E I A の 反 応 率 と ， 標 的 バ ト の つ つ き 行 動 の 反 応 率 を

F i g u r e  9 - 1 に 示 す 。 攻 撃 バ ト の キ ー つ つ き 行 動 は ， 一 回 目 の 標 的

バ ト が い な い フ ェ イ ズ で は ， 高 い 反 応 率 を 示 し た が ， 標 的 バ ト の 導

入 に よ っ て 減 少 し た 。 そ し て ， そ れ 以 降 の 2 回 目 の 標 的 バ ト が い

な い フ ェ イ ズ と 標 的 バ ト が い る フ ェ イ ズ で キ ー つ つ き 行 動 の 反 応 率

は 安 定 し て い た 。 攻 撃 バ ト の E I A の 反 応 率 は ， 1 回 目 の 標 的 バ ト

が い る フ ェ イ ズ で は ， キ ー つ つ き 行 動 よ り も 低 か っ た 。 し か し ， 2

回 目 の 標 的 バ ト が い る フ ェ イ ズ で は ， キ ー つ つ き 行 動 よ り も 高 い 反

応 率 を 示 し た 。 # T N 2 の つ つ き 行 動 は ， ＃ T N 2 が 導 入 さ れ て か ら 5

セ ッ シ ョ ン 目 ま で は ， 生 起 し て い た が ， そ れ 以 降 の セ ッ シ ョ ン で は

ほ と ん ど 生 起 し て い な か っ た 。  

標 的 バ ト が い な い フ ェ イ ズ で の ， # A 8 2 の キ ー つ つ き 行 動 の I R Ts  

p e r  o p は ， 1 秒 以 内 の I R T が 最 も 高 く ， I R T が 長 く な る に つ れ ，

減 少 す る 傾 向 を 示 し た 。 こ の 傾 向 は ， 標 的 バ ト を 導 入 し た フ ェ イ ズ

で も 変 化 が な か っ た 。 ま た ， # A 8 2 の E I A と # T N 2 の つ つ き 行 動

も ， # A 8 2 の キ ー つ つ き 行 動 と 同 じ よ う に ， 1 秒 以 内 の I R T の 生 起

確 率 が 最 も 高 く ， I R T が 長 く な る に つ れ て 生 起 確 率 が 減 少 す る 傾 向

を 示 し た 。 さ ら に ， 上 記 の I R T の 傾 向 は ， 攻 撃 バ ト # 8 2 の キ ー つ

つ き 行 動 と E I A の 反 応 率 と ， 標 的 バ ト # N 2 の E I A の 反 応 率 が 下 が

っ た セ ッ シ ョ ン に お い て も 示 さ れ た 。  

# A 8 2 の キ ー つ つ き 行 動 と E I A の I R Ts  p e r  o p と ， 標 的 バ ト

# T N 2 の E I A の I R Ts  p e r  o p は ， そ れ ら の 行 動 の 反 応 率 の 変 化 に 関

わ ら ず ， 短 い I R T で 最 大 に な る こ と が 明 ら か と な っ た 。  

# A 3 1 と # T 3 0 の ペ ア の 結 果 に つ い て で あ る 。 # A 3 1 の キ ー つ つ き
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行 動 と E I A の 反 応 率 ， # T 3 0 の つ つ き 行 動 の 反 応 率 の 結 果 を

F i g u r e  9 - 3 に 示 す 。 # A 3 1 の キ ー つ つ き 行 動 の 反 応 率 は ， 始 め の 2

セ ッ シ ョ ン で 高 頻 度 で あ っ た が ， 3 セ ッ シ ョ ン 目 か ら 低 下 し た 。 そ

れ 以 降 の セ ッ シ ョ ン で の キ ー つ つ き 行 動 の 反 応 率 は ， 1 0 回 程 度 を

維 持 し て い た 。 # A 3 1 の E I A の 反 応 率 は ， キ ー つ つ き 行 動 よ り も 高

か っ た 。 # T 3 0 の つ つ き 行 動 は ， 実 験 に 導 入 さ れ た は じ め の 2 セ ッ

シ ョ ン で は 生 起 し て い た が ， そ れ 以 降 の セ ッ シ ョ ン で は ， ほ と ん ど

生 起 し て い な か っ た 。   

# A 3 1 の E I A と キ ー つ つ き 行 動 の I R Ts  p e r  o p の 結 果 に つ い て 述

べ る ( F i g u r e 9 - 4 )。 標 的 バ ト が い な い 条 件 で の 第 1 セ ッ シ ョ ン で

は ， 攻 撃 バ ト # A 3 1 の キ ー つ つ き 行 動 の I R Ts  p e r  o p は ， 2 秒 以 内

の I R T が 最 も 高 く ,次 い で 1 秒 以 内 の I R T が 高 か っ た 。 ま た ， 3 秒

以 上 の I R T の 出 現 確 率 は ， I R T が 長 く な る に つ れ て ,そ の 出 現 確 率

も 減 少 し て い っ た 。 標 的 バ ト が い な い 条 件 で の 最 後 の セ ッ シ ョ ン で

は ， 短 い I R T の 方 が ， 出 現 確 率 が 高 い と い う 関 係 を 示 し て は い る

が ， 1 0 秒 以 内 の I R T の 出 現 確 率 は 全 体 的 に 減 少 し て い た 。 標 的 バ

ト が い る 条 件 で の ， 攻 撃 バ ト の キ ー つ つ き 行 動 の I R Ts  p e r  o p は ，

始 め の セ ッ シ ョ ン で ， 1 秒 以 内 の I R T の 出 現 確 率 が 若 干 高 い が ，

全 体 的 に 出 現 確 率 は 低 か っ た 。 一 方 ， 攻 撃 バ ト の E I A は ， 始 め と

最 後 の セ ッ シ ョ ン と も に ， 短 い I R T の 出 現 確 率 が 高 か っ た 。 2 回

目 の ， 標 的 バ ト が い な い 条 件 で は ， キ ー つ つ き 行 動 の I R Ts  p e r  o p

は ， 1 0 秒 以 下 の I R T の 出 現 確 率 が 全 体 的 に 低 く ， ま た ， 横 ば い の

結 果 で あ っ た こ と か ら ， I R T の 変 動 性 が 高 く な っ て い た 。 し か し ，

標 的 バ ト が い る 条 件 で は ， キ ー つ つ き 行 動 の I R Ts  p e r  o p は 再 度 短

い I R T の 出 現 確 率 が 高 く な っ た 。 ま た ， 攻 撃 バ ト の E I A は ， 2 回

目 の 標 的 バ ト が い な い 条 件 と い る 条 件 の と も に ， 短 い I R T の 出 現

確 率 が 高 か っ た 。  

 # A N 3 と # T 11 の 結 果 に つ い て で あ る 。 ま ず ， 全 体 の 結 果 を

F i g u r e 9 - 5 に 示 す 。 # A N 3 は ， 実 験 開 始 の 序 盤 の セ ッ シ ョ ン で は ，

キ ー つ つ き の 反 応 率 は 高 か っ た が ， 4 セ ッ シ ョ ン 目 か ら 安 定 し た 。
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そ し て ， そ れ 以 降 の フ ェ イ ズ で は ， # T 11 を 導 入 し た セ ッ シ ョ ン で

も ， キ ー つ つ き 行 動 の 反 応 率 が 安 定 し て い た 。 ま た ， # A N 3 の キ ー

つ つ き 行 動 の 反 応 率 は ， E I A と 比 べ て 高 か っ た 。 # T 11 は ほ と ん ど

つ つ き 行 動 を 生 起 し な か っ た 。 # A N 3 の キ ー つ つ き 行 動 と E I A の

I R Ts  p e r  o p の 結 果 を F i g u r e 9 - 6  に 示 す 。 # A N 3 の キ ー つ つ き 行 動

の I R Ts  p e r  o p は ， ど の 条 件 で も ， 短 い I R T で の 出 現 確 率 が 高

く ， I R T が 長 く な る に つ れ ， 出 現 確 率 が 減 少 す る 傾 向 を 示 し た 。 一

方 ， E I A の I R Ts  p e r  o p は ， 短 い I R T の 出 現 確 率 が 高 く ， I R T が

延 び る 傾 向 を 示 し て い た が ， 2 回 目 の 標 的 バ ト が い る 条 件 の は じ め

の セ ッ シ ョ ン で は 7 秒 の I R T が ， 最 後 の セ ッ シ ョ ン で は 5 秒 と 1 0

秒 の I R T の 出 現 確 率 が 高 か っ た 。  

 

9 - 3  考 察  

 

 

実 験 Ⅲ は ， 攻 撃 バ ト の E I A が キ ー つ つ き 行 動 の 影 響 を 受 け て い

る か を 調 べ る た め に 行 わ れ た 。 ま ず ， 攻 撃 バ ト の E I A と キ ー つ つ

き 行 動 の 反 応 率 を 比 較 す る と ， E I A の 方 が 高 い 個 体 も い れ ば ， キ

ー つ つ き 行 動 の 方 が 高 い 個 体 も い た 。 し か し ， 行 動 の 安 定 性 に つ い

て は ， す べ て の ハ ト が キ ー つ つ き 行 動 の 方 を 安 定 し て 生 起 さ せ て い

た 。 ま た ， キ ー つ つ き 行 動 の 反 応 率 は ， 標 的 バ ト 設 置 の 有 無 に よ る

変 化 を 示 さ な か っ た 。 そ の た め ， E I A が キ ー つ つ き 行 動 の 代 替 で

は な い こ と が 明 ら か と な っ た 。 こ の 結 果 は ， こ れ ま で の 先 行 研 究 と

同 じ で あ る  ( A z r i n ,  H u t c h i n s o n ,  &  H a k e ,  1 9 6 6 )  。  

I R Ts  p e r  o p を 見 る と ，キ ー つ つ き 行 動 は ，始 め の フ ェ イ ズ で は ，

短 い I R T で の 出 現 確 率 が 高 く ，I R T が 長 く な る と そ の 出 現 確 率 が 減

少 す る 傾 向 が 見 ら れ た が ， 後 半 の フ ェ イ ズ に な る と ， I R T の 出 現 確

率 に 変 動 性 が 見 ら れ た 。一 方 ，全 て の 攻 撃 バ ト の E I A は ，短 い I R T

で の 出 現 確 率 が 高 く ， I R T が 長 く な る と そ の 出 現 確 率 が 減 少 す る 傾

向 を 示 し た 。 そ の た め ， キ ー つ つ き 行 動 の I R Ts  p e r  o p は ， E I A に
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影 響 を 及 ぼ し て い な い こ と が 明 ら か と な っ た 。  

 し か し ，E I A の I R T が ，キ ー つ つ き 行 動 の I R T に 影 響 し て い る 可

能 性 が 示 さ れ た 。 例 え ば ， # A 8 2 の 2 回 目 の 標 的 バ ト 設 置 無 条 件 と

標 的 バ ト 設 置 有 条 件 の I R Tｓ  p e r  o p  を 比 べ る と ， 2 回 目 の 標 的 バ

ト 設 置 無 条 件 で は ， 3 秒 ク ラ ス ま で の I R Ts  p e r  o p は ， 減 少 傾 向 に

あ っ た が ， 4 秒 以 降 の ク ラ ス で は ， I R T の 出 現 確 率 が 上 昇 す る 傾 向

が 見 ら れ た 。 し か し ， 2 回 目 の 標 的 バ ト 設 置 有 条 件 で は ， そ の 傾 向

は み ら れ ず ， E I A の I R Ts  p e r  o p  と 同 様 に ， 3 秒 以 降 の ク ラ ス も 出

現 確 率 が 低 か っ た 。# A 3 1 は ，2 回 目 標 的 バ ト 設 置 無 条 件 で は ， I R Ts  

p e r  o p は ， 全 体 的 な 出 現 確 率 が 低 く ， 平 坦 で あ っ た が ， 2 回 目 の 標

的 バ ト 設 置 有 条 件 で は ， 短 い I R T の 出 現 確 率 が 上 昇 し た 。  

 以 上 の こ と か ら ，攻 撃 バ ト の キ ー つ つ き 行 動 が E I A に 影 響 を 及 ぼ

す こ と は な い が ，E I A の I R T が キ ー つ つ き 行 動 に 影 響 す る 可 能 性 が

示 さ れ た 。  

し か し ，本 実 験 は ，キ ー つ つ き 行 動 の I R T を 操 作 し て い な い こ と

か ら ，E I A が キ ー つ つ き 行 動 の I R T を 全 く 受 け て い な い と 断 言 す る

こ と は で き な い 。今 後 は ，キ ー つ つ き 行 動 が ，短 い I R T で の み 強 化

子 が 呈 示 さ れ る 条 件 (高 反 応 率 分 化 強 化 )や ， 長 い I R T で の み 強 化 子

が 呈 示 さ れ る 条 件  (低 反 応 率 分 化 強 化 )な ど の 条 件 を 設 定 し ，そ れ ぞ

れ の 条 件 で の 攻 撃 バ ト の キ ー つ つ き 行 動 と E I A の I R T を 比 較 す る

必 要 が あ る だ ろ う 。  

 ま た ， 本 実 験 で は ， 実 験 Ⅰ や Ⅱ と 異 な り ， 標 的 バ ト の つ つ き 行 動

が ほ と ん ど 生 起 し て い な か っ た 。 こ の よ う な 違 い が な ぜ 起 き た の か

は ， 本 実 験 の 結 果 の み で は 明 ら か に す る こ と が で き な い 。 し か し ，

本 実 験 と 実 験 Ⅰ や Ⅱ と 異 な る 点 は ， 始 め の フ ェ イ ズ に ， 攻 撃 バ ト が

標 的 バ ト の い な い 場 面 で ， 餌 を 獲 得 す る ， と い う 経 験 を し た 点 で あ

る 。 こ の ， 強 化 子 で あ る 餌 を ， 独 占 し て 獲 得 で き た と い う 経 験 に よ

っ て ，攻 撃 バ ト の E I A に 質 的 な 変 化 が 生 じ た の か も し れ な い 。し か

し ， こ の 点 に つ い て は ， 推 論 の 域 を で な い 。 そ の た め ， 今 後 ， 本 実

験 の よ う に ， 攻 撃 バ ト が ， 標 的 バ ト と 隣 接 せ ず ， 自 由 に 餌 を 獲 得 で
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き る フ ェ イ ズ を 経 験 し た 後 に ， 標 的 バ ト を 導 入 し た 際 ， 標 的 バ ト の

つ つ き 行 動 が 見 ら れ な い か を 再 検 証 す る 必 要 が あ る だ ろ う 。  

し か し 一 方 で ， 攻 撃 バ ト は ， 標 的 バ ト が つ つ き 行 動 を 生 起 し な い

場 面 に お い て も E I A を 生 起 さ せ て い た 。こ の 結 果 か ら ，攻 撃 バ ト の

E I A は ， 標 的 バ ト の 行 動 よ り も ， そ の 存 在 の 方 に 強 く 影 響 さ れ て い

る の か も し れ な い 。 こ の 点 に つ い て は ， 実 験 Ⅳ で 検 証 す る 。  
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第 1 0 章  実 験 Ⅳ ：  

標 的 バ ト の 姿 と 行 動 が 攻 撃 バ ト の E I A に 及 ぼ す 影 響  

 

実 験 Ⅳ で は ， 標 的 バ ト の 行 動 が ， 攻 撃 バ ト の E I A の 強 化 子 と し

て 機 能 し て い る か ど う か を 調 べ る こ と を 目 的 と す る 。  

様 々 な 攻 撃 行 動 が ， 結 果 事 象 の 制 御 を 受 け る こ と が 報 告 さ れ て い

る 。 そ し て ， 強 化 ス ケ ジ ュ ー ル に よ る 攻 撃 行 動 も 結 果 事 象 の 影 響 を

う け る 攻 撃 行 動 の 一 つ で あ る 。 望 月  ( 1 9 9 5 )  は ， S I A の 実 験 場 面

で ， 攻 撃 バ ト の S I A の 強 化 事 象 に つ い て 検 討 し て い る 。 彼 は ， 標

的 バ ト を コ ン ベ ア に 設 置 し ， 攻 撃 バ ト が 標 的 バ ト を 攻 撃 す る と ， 標

的 バ ト が 前 後 に 移 動 す る 装 置 を 用 い た 。 そ の 結 果 ， 標 的 バ ト の 移 動

に 伴 っ て S I A の 生 起 頻 度 が 上 昇 し た 。  

こ れ ま で の 実 験 Ⅰ と Ⅱ か ら ， 攻 撃 バ ト と 標 的 バ ト の 互 い に 向 け た

行 動 の 反 応 率 と I R Ts  p e r  o p の 傾 向 が 対 応 し て い た 。 佐 藤 ( 1 9 7 8 )

は ， 攻 撃 行 動 の 強 化 子 が ， 相 手 の 攻 撃 行 動 で あ る 可 能 性 を 指 摘 し て

い る 。 そ の た め ， 標 的 バ ト の 行 動 が 攻 撃 バ ト の E I A の 強 化 子 と し

て 機 能 し て い た た め に ， 双 方 の 行 動 の 反 応 率 と I R Ts  p e r  o p が 対 応

し て い た の か も し れ な い 。  

以 上 の 理 由 か ら ， 実 験 Ⅳ で は ， 標 的 バ ト の 行 動 が ， 攻 撃 バ ト の

E I A の 強 化 子 と し て 機 能 し て い る の か を 調 べ る 。 こ の 目 的 を 達 成

す る た め ， 実 験 Ⅳ で は ， ワ ン ウ ェ イ ミ ラ ー を 用 い て ， 攻 撃 バ ト か ら

標 的 バ ト を 見 る こ と が で き る が ， 標 的 バ ト か ら 攻 撃 バ ト が 見 え な い

実 験 場 面 を 設 定 す る 。 こ の フ ェ イ ズ で は ， 標 的 バ ト が 攻 撃 バ ト を 見

る こ と が で き な い こ と か ら ， 標 的 バ ト は ， 攻 撃 バ ト の 行 動 を 弁 別 刺

激 と し て 行 動 す る こ と が で き な い 。 そ し て ， 標 的 バ ト の 行 動 が 攻 撃

バ ト の E I A に 随 伴 し な い こ と か ら ， も し ， 標 的 バ ト の 行 動 が 攻 撃

バ ト の E I A の 強 化 子 と し て 機 能 し て い る の で あ れ ば ， こ の ワ ン ウ

ェ イ ミ ラ ー が 機 能 し て い る フ ェ イ ズ で は ， 攻 撃 バ ト の E I A の 反 応

率 は 低 下 す る は ず で あ る 。  
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1 0 - 1  方 法  

 

被 験 体   

攻 撃 バ ト 3 羽 ( # A 5 , # A 9 , # A 2 4 )と 標 的 バ ト 3 羽  ( # T 3 2，  # T 1 0，  

# T 2 0 )の 合 計 6 羽 を 被 験 体 と し て 用 い た 。 攻 撃 バ ト の ， # A 5 と # A 9

は ， S I A の 実 験 履 歴 の あ る ハ ト で ， # A 2 4 は ， 攻 撃 行 動 に 関 す る 実

験 以 外 の 行 動 実 験 の 履 歴 の あ る ハ ト で あ っ た 。 標 的 バ ト の ， ＃ T 1 0

と # T 2 0 は 実 験 Ⅰ と Ⅱ で 攻 撃 バ ト と し て 用 い ら れ た ハ ト で ， # T 3 2

は ， 攻 撃 行 動 に 関 す る 実 験 以 外 の 行 動 実 験 の 履 歴 の あ る ハ ト で あ っ

た 。  

 

 

装 置   

実 験 装 置 は ， こ れ ま で の 実 験 Ⅰ か ら Ⅲ で 使 用 し た 攻 撃 バ ト 用 の 実

験 箱 と 標 的 バ ト 用 の 標 的 箱 を 用 い た ( p . 5 8 参 照 )。 そ し て ， こ れ ら の

実 験 箱 と 標 的 バ ト の 間 に ， ワ ン ウ ェ イ ミ ラ ー を 設 置 し ， そ れ ぞ れ の

実 験 箱 の 上 部 に ラ イ ト を 設 置 し た 。 こ の ワ ン ウ ェ イ ミ ラ ー を 介 し ，

実 験 箱 上 部 に 取 り 付 け た ラ イ ト の 点 灯 す る 組 み 合 わ せ を 操 作 す る こ

と で ， 攻 撃 バ ト か ら 標 的 バ ト を 見 る こ と が で き る が ， 標 的 バ ト か ら

攻 撃 バ ト を 見 る こ と は で き な い フ ェ イ ズ と ， 攻 撃 バ ト と 標 的 バ ト が

互 い に 見 る こ と が で き る フ ェ イ ズ を 設 定 で き る 。  

 

 

手 続 き  

 ま ず ， 実 験 Ⅰ と 同 様 に 本 実 験 に 入 る 前 に ， 攻 撃 バ ト に は 事 前 訓 練

を 行 っ た 。 攻 撃 バ ト の キ ー つ つ き 行 動 が 安 定 し た 後 ， 本 実 験 に 移 行

し た 。 実 験 デ ザ イ ン は ， B A B A デ ザ イ ン を 用 い た 。 B は ， ワ ン ウ ェ

イ ミ ラ ー が 反 射 し ， 攻 撃 バ ト は 標 的 バ ト を 見 る こ と が で き る が ， 標

的 バ ト は 攻 撃 バ ト を 見 る こ と が で き な い フ ェ イ ズ で あ る 。 そ の た

め ， 標 的 バ ト は ， 攻 撃 バ ト の E I A に 対 し て 行 動 が で き な い こ と か
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ら ， 攻 撃 バ ト の E I A に 標 的 バ ト の 行 動 が 随 伴 す る こ と が な い 。 し

か し ， 攻 撃 バ ト は ， 拘 束 さ れ て い な い 標 的 バ ト を 視 認 す る こ と が で

き る 。 A は ， ワ ン ウ ェ イ ミ ラ ー が 透 過 し て い る フ ェ イ ズ で ， 攻 撃 バ

ト と 標 的 バ ト は ， 互 い を 視 認 す る こ と が で き る 。  

 

 

1 0 - 2  結 果  

  

F i g u r e  1 0 - 1 ,  F i g u r e 1 0 - 2 ,  F i g u r e 1 0 - 3 は ， 各 攻 撃 バ ト の E I A と

標 的 バ ト の つ つ き 行 動 の 反 応 率 を 示 し た も の で あ る 。 横 軸 は ， セ ッ

シ ョ ン 数 を 示 し ， 縦 軸 は そ れ ぞ れ の 攻 撃 行 動 の 反 応 率 を 示 す 。 縦 の

点 線 は ， フ ェ イ ズ の 移 行 を 示 す 。 R e f l e c t は ワ ン ウ ェ イ ミ ラ ー が 反

射 し て い る フ ェ イ ズ で あ る こ と を 示 し ， t h r o u g h は ， ワ ン ウ ェ イ ミ

ラ ー が 透 過 し て い る フ ェ イ ズ で あ る こ と を 示 す 。 以 下 で は ， 各 ペ ア

の 結 果 に つ い て 記 す 。  

 

 

 

 

F i g u r e  1 0 - 1 .  # A 2 4 の E I A と # T 3 2 のつつき行 動 の反 応 率 。横 軸 は ， セ ッ シ ョ ン 数 を

示 し ，縦 軸 は そ れ ぞ れ の 攻 撃 行 動 の 反 応 率 を 示 す 。縦 の 点 線 は ，フ ェ イ ズ の 移

行 を 示 す 。 R e f l e c t は ワ ン ウ ェ イ ミ ラ ー が 反 射 し て い る フ ェ イ ズ で あ る こ と を

示 し ， t h r o u g h は ，ワ ン ウ ェ イ ミ ラ ー が 透 過 し て い る フ ェ イ ズ で あ る こ と を 示

す 。  
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F i g u r e  1 0 - 2 .  # A 5 の E I A と # T 1 0 のつつき行 動 の反 応 率 。横 軸 は ，セ ッ シ ョ ン 数 を 示

し ， 縦 軸 は そ れ ぞ れ の 攻 撃 行 動 の 反 応 率 を 示 す 。 縦 の 点 線 は ， フ ェ イ ズ の 移

行 を 示 す 。R e f l e c t は ワ ン ウ ェ イ ミ ラ ー が 反 射 し て い る フ ェ イ ズ で あ る こ と を

示 し ， t h r o u g h は ， ワ ン ウ ェ イ ミ ラ ー が 透 過 し て い る フ ェ イ ズ で あ る こ と を

示 す 。  

F i g u r e  1 0 - 3 .  # A 9 の E I A と # T 2 0 のつつき行 動 の反 応 率 。横 軸 は ，セ ッ シ ョ ン 数 を 示

し ， 縦 軸 は そ れ ぞ れ の 攻 撃 行 動 の 反 応 率 を 示 す 。 縦 の 点 線 は ， フ ェ イ ズ の 移

行 を 示 す 。R e f l e c t は ワ ン ウ ェ イ ミ ラ ー が 反 射 し て い る フ ェ イ ズ で あ る こ と を

示 し ， t h r o u g h は ， ワ ン ウ ェ イ ミ ラ ー が 透 過 し て い る フ ェ イ ズ で あ る こ と を

示 す 。  
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  攻 撃 バ ト の E I A の 反 応 率 は ， 3 組 す べ て で 異 な る 結 果 を 示 し

た 。 以 下 ， そ れ ぞ れ の ペ ア の 結 果 に つ い て 記 す 。  

ま ず ， # A 2 4 と # T 3 2 の 結 果 に つ い て で あ る ( F i g u r e 1 0 - 1 )。 # A 2 4

は ， ワ ン ウ ェ イ ミ ラ ー が 透 過 し て い る フ ェ イ ズ で ， E I A を 示 し ，

ワ ン ウ ェ イ ミ ラ ー が 反 射 し て い る フ ェ イ ズ で は E I A を ほ と ん ど 示

さ な か っ た 。 ま た ， 標 的 バ ト の # T 3 2 も 同 様 に ， ワ ン ウ ェ イ ミ ラ ー

が 透 過 し て い る フ ェ イ ズ で つ つ き 行 動 を 示 し た が ， 反 射 し て い る フ

ェ イ ズ で は ほ と ん ど つ つ き 行 動 示 さ な か っ た ，  

 次 に ， # A 5 と # T 1 0 の 結 果 に つ い て で あ る ( F i g u r e  1 0 - 2 )。 # A 5

は ， 始 め の ワ ン ウ ェ イ ミ ラ ー が 反 射 す る フ ェ イ ズ で 最 も E I A の 反

応 率 が 高 く ， 次 い で ， 最 後 の ワ ン ウ ェ イ ミ ラ ー が 透 過 し て い る フ ェ

イ ズ で E I A の 反 応 率 が 高 か っ た 。 標 的 バ ト の # T 1 0 も ， 始 め の ワ ン

ウ ェ イ ミ ラ ー が 反 射 す る フ ェ イ ズ で ， つ つ き 行 動 の 反 応 率 が 高 く ，

2 回 目 の 反 射 フ ェ イ ズ で も つ つ き 行 動 が 生 起 し て い た 。 透 過 フ ェ イ

ズ で も ， つ つ き 行 動 が 生 起 し ， 最 後 の 透 過 フ ェ イ ズ で は ， 攻 撃 バ ト

で あ る # A 5 の E I A の 反 応 率 と 対 応 し て い た 。  

 最 後 に ， # A 9 と # T 2 0 の ペ ア の 結 果 に つ い て で あ る ( F i g u r e  1 0 -

3 )。 # A 9 は ， 一 回 目 の 反 射 フ ェ イ ズ で は ， 5 回 目 の セ ッ シ ョ ン で

E I A の 反 応 率 が 高 か っ た が ， 他 の セ ッ シ ョ ン で は ほ と ん ど E I A を

し め さ な か っ た 。 1 回 目 の 透 過 フ ェ イ ズ で は ,セ ッ シ ョ ン が 進 む に

つ れ て E I A の 反 応 率 が 上 昇 し た 。 2 回 目 の 反 射 フ ェ イ ズ で は ,直 前

の セ ッ シ ョ ン と 同 程 度 で あ っ た が ， セ ッ シ ョ ン が 進 む に つ れ 減 少 し

た 。 最 後 の 透 過 フ ェ イ ズ で は ， 4 セ ッ シ ョ ン 目 ま で は 上 昇 傾 向 を 示

し た が ， 最 後 の 3 セ ッ シ ョ ン は 減 少 傾 向 に あ っ た 。 一 方 ， 標 的 バ

ト で あ る # T 2 0 は ， 最 後 の フ ェ イ ズ を 除 い て ほ と ん ど つ つ き 行 動 を

示 さ な か っ た 。  
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1 0 - 3  考 察  

 

実 験 Ⅳ は ， 標 的 バ ト の 行 動 が ， 攻 撃 バ ト の E I A の 強 化 子 と し て

機 能 し て い る か ど う か を 検 討 す る た め に 行 わ れ た 。 上 記 の 結 果 か

ら ， ワ ン ウ ェ イ ミ ラ ー が 反 射 し て い る フ ェ イ ズ よ り も ， ワ ン ウ ェ イ

ミ ラ ー が 透 過 し て い る フ ェ イ ズ の 方 で ， よ り 多 く E I A を 示 し た 個

体 は ， 3 個 体 中 2 個 体 で あ っ た 。 こ の こ と か ら ， 標 的 バ ト の 行 動 が

攻 撃 バ ト の 行 動 の 強 化 子 と し て 機 能 す る こ と が 明 ら か と な っ た 。 し

か し ， モ デ ル を 支 持 し な い ペ ア が い た こ と ， さ ら に モ デ ル を 支 持 す

る ペ ア に お い て E I A の 反 応 率 に 違 い が み ら れ た 。 以 下 で は こ れ ら

の 違 い が 生 ま れ た 原 因 つ い て 考 察 す る 。  

# A 2 4 と # T 3 2 の ペ ア に つ い て で あ る 。 # A 2 4 は ， 実 験 を 通 し て ，

標 的 バ ト で あ る # T 3 2 を 全 て の セ ッ シ ョ ン で 見 る こ と が で き た 。 し

か し ， # T 3 2 か ら # A 2 4 が 見 え な い フ ェ イ ズ で は E I A を 示 さ な か っ

た 。 そ し て # T 3 2 か ら # A 2 4 が 見 え ， な お か つ # T 3 2 が つ つ き 行 動 を

示 し た フ ェ イ ズ で # A 2 4 は E I A を 示 し た 。 こ の こ と か ら ， # A 2 4 の

E I A は ， 標 的 バ ト の 存 在 に よ っ て 誘 発 さ れ る 行 動 で は な く ， 標 的

バ ト の 行 動 に よ っ て 生 起 ， 維 持 さ れ て い る と い え る 。  

# A 9 と # T 2 0 の ペ ア に つ い て は ， 標 的 バ ト で あ っ た # T 2 0 は ほ と ん

ど つ つ き 行 動 を 生 起 し な か っ た 。 し か し ， # A 9 は ， ワ ン ウ ェ イ ミ ラ

ー が 反 射 し て い る フ ェ イ ズ で は ， E I A の 反 応 率 は 上 昇 す る 傾 向 に

あ っ た の に 対 し ， 反 射 し て い る フ ェ イ ズ で は 減 少 傾 向 に あ っ た 。 こ

の よ う な 結 果 に な っ た 理 由 と し て ， # A 9 の E I A は ， # T 2 0 の つ つ き

行 動 以 外 の 行 動 よ っ て ， 強 化 さ れ て い る 可 能 性 が あ げ ら れ る 。 攻 撃

行 動 を は じ め と す る 嫌 悪 的 な 刺 激 に 曝 さ れ た 個 体 は ， 主 に 固 有 の 防

御 反 応 ( s p e c i e s  s p e c i f i c  d e f e n s e  r e s p o n s e 以 下 ;  S S D R )を 示 す 。

S S D R は ， 闘 争 ・ 逃 走 ・ 凍 結 で あ る  ( B o l l e s ,  1 9 7 0 )。 本 実 験 の 場 面

で は ， 標 的 バ ト は 実 験 箱 に 入 れ ら れ て い る こ と か ら ， 自 然 場 面 と は

異 な り ， 標 的 バ ト は 攻 撃 バ ト が 存 在 す る 空 間 か ら 逃 走 す る こ と が で

き な い 。 そ の た め ， 標 的 バ ト の 行 動 は ， 闘 争 と 凍 結 の ど ち ら か で あ
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る 。 そ の た め ， # T 2 0 は ， # A 9 の E I A に 対 し て ， 凍 結 し て い た 可 能

性 が あ り ， そ の よ う な 行 動 が # T 2 0 の E I A の 強 化 子 と し て 機 能 し て

い た と 考 え ら れ る 。  

こ れ ま で の ， # A 2 4 と # T 3 2 と # A 9 と # T 2 0 の ペ ア は ， 攻 撃 バ ト の

E I A に 対 し て ， 標 的 バ ト の 行 動 が 強 化 子 と し て 機 能 す る と い う 仮

説 を 支 持 す る 結 果 で あ っ た 。 し か し ， # A 5 と # T 1 0 の ペ ア の 行 動

は ， ワ ン ウ ェ イ ミ ラ ー が 反 射 し て い る フ ェ イ ズ と 透 過 し て い る フ ェ

イ ズ で 明 確 な 差 が 見 ら れ な か っ た 。  

# T 1 0 は ， １ 回 目 の マ ジ ッ ク ウ ィ ン ド ウ が 反 射 し て い る フ ェ イ ズ

で ， 攻 撃 バ ト が 見 え な い に も 関 わ ら ず ， つ つ き 行 動 を 示 し た 。 本 実

験 に 入 る 前 の ， 標 的 バ ト の み が 設 置 さ れ た ， マ ジ ッ ク ウ ィ ン ド ウ が

反 射 す る フ ェ イ ズ で の ， # T 1 0 の つ つ き 行 動 の 反 応 率 が 低 か っ た 。

そ の た め ， 1 回 目 の マ ジ ッ ク ウ ィ ン ド ウ が 反 射 し て い る フ ェ イ ズ で

の ， # T 1 0 の つ つ き 行 動 は ， マ ジ ッ ク ウ ィ ン ド ウ に 反 射 し た 自 分 自

身 の 姿 に 向 け た つ つ き 行 動 で は な く ， 攻 撃 バ ト が 導 入 さ れ た た め で

あ る 。 # T 1 0 が # A 5 が 見 え な い に も 関 わ ら ず ， つ つ き 行 動 の 高 頻 度

で 生 起 し て い た の は ， # A 5 の 鳴 き 声 が 原 因 で あ る 可 能 性 が あ る 。 結

果 に 記 さ れ て い な い デ ー タ で あ る が ， # A 5 と # T 1 0 は ， 他 の ペ ア と

比 べ て 大 き な 声 で 鳴 い て い た 。 ハ ト は 攻 撃 時 に ， 低 い 声 で 鳴 く こ と

が 報 告 さ れ て い る ( R e y n o l d s ,  C a t a n i a ,  &  S k i n n e r,  1 9 6 3 )  。 そ の た

め ， # T 1 0 は ， # A 5 の 鳴 き 声 を 弁 別 刺 激 と し て ， 鳴 き 声 が 聞 こ え る

方 向 を つ つ い て い た 可 能 性 が あ る 。  

以 上 の こ と か ら ， 実 験 Ⅳ で は ， 標 的 バ ト の つ つ き 行 動 が 攻 撃 バ ト

の E I A の 強 化 子 と し て 機 能 し て い る こ と を 明 ら か に し た 。 ま た ，

そ の よ う な 標 的 バ ト の 行 動 は ， つ つ き 行 動 だ け で な く ， 凍 結 行 動 と

い っ た 他 の 行 動 で も ， 攻 撃 バ ト の E I A を 強 化 で き る 可 能 性 が し め

さ れ た 。 そ し て ， 標 的 バ ト の つ つ き 行 動 は ， 攻 撃 バ ト の つ つ き 行 動

だ け で な く ， そ の 鳴 き 声 と い っ た ， 攻 撃 行 動 に 関 わ る 他 の 行 動 で も

誘 発 さ れ る 可 能 性 が 示 さ れ た 。  

 



96 

 

第 1 1 章   

実 験 Ⅴ ： 消 去 誘 導 性 攻 撃 行 動 に 対 す る 標 的 バ ト の 行 動 の 随 伴 性 に つ

い て の 検 討  

 

 

こ れ ま で の 実 験 Ⅰ ， Ⅱ ， Ⅳ は 攻 撃 バ ト の 随 伴 性 に つ い て 調 べ て き

た 。 実 験 Ⅴ で は ， 攻 撃 バ ト の E I A が 標 的 バ ト の 行 動  (逃 避 な い し

回 避 行 動 )  に と っ て 負 の 強 化 子 と し て 機 能 す る の か ど う か を 調 べ

る 。 攻 撃 行 動 や 嫌 悪 的 な 事 態 に 曝 さ れ た 個 体 は ， そ の 種 に 特 有 の 防

御 反 応 を 示 す し ， そ れ ら は お も に 闘 争 ， 逃 走 ， 凍 結 で あ る ( B o l l e s ,  

1 9 7 0 )  。 こ れ ま で ， 標 的 バ ト は ， 攻 撃 バ ト の E I A に 対 し て ， 闘 争

と み ら れ る よ う な つ つ き 行 動 を 示 し た り ， ま た ， 凍 結 と み ら れ る よ

う な ， 行 動 を 生 起 し な い 状 態 な ど が 観 察 さ れ た 。 ま た ， 実 験 事 態 と

し て ， 逃 走 が で き な い 場 面 で あ っ た が ， 攻 撃 バ ト の E I A が 標 的 バ

ト の 行 動 に と っ て 負 の 強 化 子 と し て 機 能 す る の で あ れ ば ， 回 避 や 逃

避 と い っ た ， E I A か ら 逃 れ る 行 動 を 生 起 す る と 考 え ら れ る 。 そ の

た め ， 実 験 Ⅴ で は ， 標 的 バ ト が 攻 撃 バ ト の E I A か ら 回 避 や 逃 避 が

で き る 場 面 を 設 定 し ， そ の た め の オ ペ ラ ン ト 行 動 が 上 昇 す る か を 調

べ る 。  

こ の 目 的 を 達 成 す る た め ， 実 験 Ⅴ で は ， 実 験 Ⅰ か ら 実 験 Ⅳ ま で 用

い た 実 験 装 置 ( p . 5 8 参 照 )に 加 え て ， マ ジ ッ ク ウ ィ ン ド ウ を 用 い る 。

マ ジ ッ ク ウ ィ ン ド ウ は ， 電 流 が 流 れ る と ， ウ ィ ン ド ウ が 白 濁 し ， ウ

ィ ン ド ウ の 向 こ う 側 が 見 え な く な る 装 置 で あ る 。 攻 撃 バ ト は E I A

を 生 起 し て も こ の ウ ィ ン ド ウ を 白 濁 さ せ る こ と は で き な い が ， 標 的

バ ト は ， ア ク リ ル 板 の マ イ ク ロ ス イ ッ チ を 作 動 さ せ る こ と で ， 白 濁

さ せ る こ と が で き る 。 こ れ に よ っ て 標 的 バ ト は ， ウ ィ ン ド ウ 越 し の

攻 撃 バ ト の 存 在 を 撤 去 す る こ と が で き る 。  

し た が っ て 実 験 Ⅴ で ，攻 撃 バ ト の E I A が ，標 的 バ ト の つ つ き 行 動

に と っ て 負 の 強 化 子 と し て 機 能 す る の で あ れ ば ， マ ジ ッ ク ウ ィ ン ド

ウ が 作 動 し て い る フ ェ イ ズ の 消 去 条 件 で の 標 的 バ ト の つ つ き 行 動 が ，
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マ ジ ッ ク ウ ィ ン ド ウ が 作 動 し て い な い と き の 消 去 条 件 で の 標 的 バ ト

の つ つ き 行 動 よ り も ，長 い I R T の 生 起 確 率 が 高 い こ と が 予 測 さ れ る 。 

 

 

1 1 - 1  方 法  

 

被 験 体   

攻 撃 バ ト 3 羽  ( # A N 1 ,  # A 2 5 ,  # A 3 3 )と 標 的 バ ト ( # T 1 0 ,  # T 5 , # T 3 2 )  

の 合 計 6 羽 で あ っ た 。 攻 撃 バ ト の 3 羽 の う ち ２ 羽 は  # A N 1 は ， 当

初 # T 8 2 と ペ ア を 組 ん で い た が ， # T 8 2 が 実 験 の 途 中 で 亡 く な っ た た

め ， 代 わ り に 標 的 バ ト # T 5 を 用 い た 。 そ の た め ， # A N 1 は ， 標 的 バ

ト が マ ジ ッ ク ウ ィ ン ド ウ を 曇 ら せ る こ と が で き る フ ェ イ ズ を 経 験 し

た 個 体 で あ る 。  

 

 

手 続 き  

ま ず ， こ れ ま で の 実 験 同 様 に ， 事 前 訓 練 を 行 い ， 攻 撃 バ ト の キ ー

つ つ き 行 動 が 安 定 し た 後 に ， 本 実 験 に 移 行 し た 。  

実 験 デ ザ イ ン は ， マ ジ ッ ク ウ ィ ン ド ウ が 作 動 す る フ ェ イ ズ ， 作 動

し な い フ ェ イ ズ ， そ し て 再 び 作 動 す る フ ェ イ ズ の A B A デ ザ イ ン を

用 い た 。 そ れ ぞ れ の フ ェ イ ズ で ， 実 験 Ⅰ か ら Ⅳ ま で の よ う に 攻 撃 バ

ト に は ， 連 続 強 化 ・ 消 去 条 件 が 行 わ れ る 。 た だ し ， マ ジ ッ ク ウ ィ ン

ド ウ が 作 動 す る フ ェ イ ズ で は ， 標 的 バ ト の つ つ き 行 動 に 対 し て の み

低 反 応 率 分 化 強 化 ス ケ ジ ュ ー ル  ( d i f f e r e n t i a l  r e i n f o r c e m e n t  o f  

l o w  r a t e s  o f  r e s p o n d i n g 以 下 ； D R L )  1 s を 設 定 し ， 2 秒 間 マ ジ ッ ク

ウ ィ ン ド ウ を 曇 ら せ た 。 D R L は ， 特 定 の 行 動 の 長 い I R T の み を 強

化 す る ス ケ ジ ュ ー ル で あ る 。 本 実 験 に お い て は ， 標 的 バ ト の 1 秒

以 上 の I R T の つ つ き 行 動 に 対 し て マ ジ ッ ク ウ ィ ン ド ウ を 作 動 さ せ

（ こ の 場 合 ， 標 的 バ ト は 攻 撃 バ ト を 見 る こ と が で き な い ）， 1 秒 未

満 の I R T の E I A に 対 し て は ， マ ジ ッ ク ウ ィ ン ド ウ は 作 動 し な い
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（ こ の 場 合 ， 標 的 バ ト は 攻 撃 バ ト を 見 る こ と が で き る ）。 そ の た

め ， マ ジ ッ ク ウ ィ ン ド ウ が 作 動 す る フ ェ イ ズ の 消 去 条 件 で の 標 的 バ

ト の つ つ き 行 動 の 方 が ， マ ジ ッ ク ウ ィ ン ド ウ が 作 動 し な い フ ェ イ ズ

の と き の つ つ き 行 動 よ り も ， 長 い I R T の 出 現 確 率 が 高 け れ ば ， 攻

撃 バ ト の E I A は ， 標 的 バ ト の つ つ き 行 動 の 負 の 強 化 子 と し て 機 能

す る と 言 え る 。  

D R L を 標 的 バ ト の 回 避 ・ 逃 避 行 動 に 用 い る の に は ， 以 下 の 問 題

点 を 避 け る た め で あ る 。 ま ず ， 結 果 事 象 が 行 動 の 強 化 子 と し て 機 能

す る か を 調 べ る 方 法 と し て ， そ の 強 化 子 を 随 伴 し た と き の 当 該 行 動

の 反 応 率 と ， 強 化 子 が 随 伴 し な い と き の 行 動 の 反 応 率 を 比 較 す る 方

法 が 一 般 的 で あ る 。 そ し て ， 強 化 子 が 随 伴 し た と き の 方 が ， し な い

と き よ り も 高 い 反 応 率 を 示 せ ば ， そ の 結 果 事 象 は 強 化 子 と し て 機 能

し て い る と 言 え る 。 し か し ， 標 的 バ ト の つ つ き 行 動 は ， 自 発 的 に 生

起 す る 行 動 で ， ま た そ の 変 動 性 が 高 い こ と か ら ， 反 応 率 で の 比 較 は

困 難 で あ る と 考 え ら れ る 。  

次 に ， ペ ダ ル 踏 み 行 動 と い っ た ， 攻 撃 行 動 と し て 扱 わ れ な い 行 動

形 態 を 対 象 に す る と い う 方 法 が あ る 。 レ バ ー 押 し 行 動 と い っ た ， 足

で 踏 み つ け る よ う な 行 動 は ， ハ ト の 攻 撃 行 動 の レ パ ー ト リ ー に は な

く ， ま た 自 発 的 に 生 起 す る 可 能 性 が 低 い 行 動 で あ る 。 そ の た め ， 回

避 逃 避 の 結 果 事 象 を ， レ バ ー 押 し 行 動 に 随 伴 さ せ る こ と で ， E I A

の 反 応 率 が 上 昇 す れ ば ， 回 避 逃 避 が 強 化 子 と し て 機 能 し て い る と い

え る 。 し か し ， レ バ ー を 押 す 行 動 は つ つ き 行 動 と 異 な り ， ハ ト が 自

発 的 に 生 起 す る 頻 度 が 低 い 行 動 で あ る 。 そ の た め ， レ バ ー 押 し 行 動

で 反 応 率 の 比 較 を 行 う な ら ば ， ま ず 標 的 バ ト に レ バ ー 押 し 行 動 を 学

習 さ せ る 必 要 が あ る 。 し か し ， E I A の 実 験 場 面 で ， 攻 撃 バ ト の

E I A に 対 し て 標 的 バ ト に レ バ ー 押 し 行 動 を 学 習 さ せ る こ と は 困 難

で あ る 。 ま た 仮 に ， 餌 と い っ た 他 の 強 化 子 を 用 い て レ バ ー 押 し 行 動

を 予 め 標 的 バ ト に 学 習 さ せ た と し て も ， レ バ ー 押 し 行 動 の 反 応 率 が

そ れ ま で の 餌 で 強 化 さ れ た 履 歴 に よ る も の な の か ， そ れ と も ， 回 避

逃 避 の 結 果 事 象 に よ る も の な の か の 判 別 が で き な い と い う 問 題 が あ
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る 。 以 上 の こ と か ら ， 通 常 の 手 続 き で は ， 攻 撃 バ ト の E I A か ら の

逃 避 や 回 避 が ， 標 的 バ ト の 行 動 の 強 化 子 と し て 機 能 す る か を 調 べ る

こ と 困 難 で あ る 。 そ の た め ， 本 実 験 で は ， 特 定 の 行 動 の 反 応 率 で は

な く ， つ つ き 行 動 の I R T を 指 標 と す る 。  

 

 

1 1 - 2  結 果  

 

 攻 撃 バ ト の E I A の 反 応 率 と 標 的 バ ト の つ つ き 行 動 の 反 応 率 を

F i g u r e 11 - 1， 11 - 3， 11 - 5  に 示 す 。横 軸 は ，セ ッ シ ョ ン 数 を 示 し ，縦

軸 は 攻 撃 バ ト の E I A と 標 的 バ ト の つ つ き 行 動 の 反 応 率 を 示 す 。白 丸

の 点 線 は ，攻 撃 バ ト の E I A を 示 し ，黒 丸 の 実 践 は ，標 的 バ ト の つ つ

き 行 動 を 示 す 。 縦 の 点 線 は ， フ ェ イ ズ の 移 行 を 示 す 。 Wi n d o w  

i n e f f e c t i v e は ，マ ジ ッ ク ウ ィ ン ド ウ が 機 能 し な い フ ェ イ ズ で あ る こ

と を 示 す ， w i n d o w  e f f e c t i v e は マ ジ ッ ク ウ ィ ン ド ウ が 機 能 す る フ ェ

イ ズ で あ る 。  

各 フ ェ イ ズ の 始 め の 3 セ ッ シ ョ ン と 最 後 の 3 セ ッ シ ョ ン の ，標 的

バ ト の つ つ き 行 動 の I R Ts  p e r  o p を F i g u r e  11 - 2， 11 - 4， 11 - 6 に 記

す 。横 軸 は ，各 I R T の 1 秒 ご と の ク ラ ス を 示 し ，縦 軸 は ， I R Ts  p e r  

o p を 示 す 。図 中 の A は ，1 回 目 の マ ジ ッ ク ウ ィ ン ド ウ が 機 能 し な い

フ ェ イ ズ ，B は マ ジ ッ ク ウ ィ ン ド ウ が 機 能 す る フ ェ イ ズ ，A A は 2 回

目 の マ ジ ッ ク ウ ィ ン ド ウ が 機 能 し な い フ ェ イ ズ の 結 果 で あ る こ と を

示 し ， 数 字 は ， そ れ ぞ れ の フ ェ イ ズ 中 で の セ ッ シ ョ ン 番 号 を 示 し て

い る 。  
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A 1  A 2  A 3  

B 1  B 2  B 3  

B 1 6  B 1 7  B 1 8  

A A 1

5  

A A 1  A A 2  A A 3  

A A 1

6  

A A 1

7  
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p
 

F i g u r e 1 1 - 2 .  # T 3 2 の 各 フ ェ イ ズ で の I R Ts  p e r  o p。 横 軸 は ， 各 I R T の 1

秒 ご と の ク ラ ス を 示 し ， 縦 軸 は ， I R Ts  p e r  o p を 示 す 。 図 中 の A は ， 1

回 目 の マ ジ ッ ク ウ ィ ン ド ウ が 機 能 し な い フ ェ イ ズ ， B は マ ジ ッ ク ウ ィ

ン ド ウ が 機 能 す る フ ェ イ ズ ，A A は 2 回 目 の マ ジ ッ ク ウ ィ ン ド ウ が 機 能

し な い フ ェ イ ズ の 結 果 で あ る こ と を 示 し ，数 字 は ，そ れ ぞ れ の フ ェ イ ズ

中 で の セ ッ シ ョ ン 番 号 を 示 し て い る 。  

D u r a t i o n  o f  i n t e r r e s p o n s e  t i m e ( 1 - s e c  c l a s s  i n t e r v a l )  
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A 1  

B 1  

B 1 9  

A A 1  A A 2  A A 3  

B 2 0  B 2 1  

B 2  B 3  

A 2  A 3  
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D u r a t i o n  o f  i n t e r r e s p o n s e  t i m e ( 1 - s e c  c l a s s  i n t e r v a l )  

F i g u r e 1 1 - 4 .  # T 1 0 の 各 フ ェ イ ズ で の I R Ts  p e r  o p。 横 軸 は ， 各 I R T の 1

秒 ご と の ク ラ ス を 示 し ， 縦 軸 は ， I R Ts  p e r  o p を 示 す 。 図 中 の A は ， 1

回 目 の マ ジ ッ ク ウ ィ ン ド ウ が 機 能 し な い フ ェ イ ズ ， B は マ ジ ッ ク ウ ィ

ン ド ウ が 機 能 す る フ ェ イ ズ ，A A は 2 回 目 の マ ジ ッ ク ウ ィ ン ド ウ が 機 能

し な い フ ェ イ ズ の 結 果 で あ る こ と を 示 し ，数 字 は ，そ れ ぞ れ の フ ェ イ ズ

中 で の セ ッ シ ョ ン 番 号 を 示 し て い る 。  



104 

 

 

 反 応 率  

F
i
g

u
r

e
 
1

1
-
5

. 
#

A
N

1
の

E
I

A
と

#
T

5
の
キ
ー
つ
つ
き
行
動
の
反
応
率
。
横
軸
は
，
セ
ッ
シ
ョ
ン
数
を
示
し
，
縦
軸
は
攻
撃

バ
ト
の

E
I

A
と
標
的
バ
ト
の
つ
つ
き
行
動
の
反
応
率
を
示
す
。
白
丸
の
点
線
は
，
攻
撃
バ
ト
の

E
I

A
を
示
し
，
黒
丸
の
実

践
は
，
標
的
バ
ト
の
つ
つ
き
行
動
を
示
す
。
縦
の
点
線
は
，
フ
ェ
イ
ズ
の
移
行
を
示
す
。

W
i
n

d
o

w
 i

n
e

f
f
e

c
t

i
v

e
は
，
マ

ジ
ッ
ク
ウ
ィ
ン
ド
ウ
が
機
能
し
な
い
フ
ェ
イ
ズ
で
あ
る
こ
と
を
示
す
，

w
i
n

d
o

w
 
e

f
f
e

c
t

i
v

e
は
マ
ジ
ッ
ク
ウ
ィ
ン
ド
ウ
が

機
能
す
る
フ
ェ
イ
ズ
で
あ
る
。

 

 

セ
ッ
シ
ョ
ン
数

 

W
i
n

d
o

w
 

e
f
f
e

c
t

i
v

e
 

W
i
n

d
o

w
 

i
n

e
f
f
e

c
t

i
v

e
 

W
i
n

d
o

w
 

i
n

e
f
f
e

c
t

i
v

e
 

(
回

/分
)
 



105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 1  A 2  A 3  

A 4  A 5  

B 1  B 2  B 3  

B 3 3  B 3 4  B 3 5  

A A 1  A A 2  A A 3  

A A 1
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A A 1
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D u r a t i o n  o f  i n t e r r e s p o n s e  t i m e ( 1 - s e c  c l a s s  i n t e r v a l )  

F i g u r e 1 1 - 6 .  # T 5 の 各 フ ェ イ ズ で の I R Ts  p e r  o p。 横 軸 は ， 各 I R T の 1 秒

ご と の ク ラ ス を 示 し ， 縦 軸 は ， I R Ts  p e r  o p を 示 す 。 図 中 の A は ， 1 回

目 の マ ジ ッ ク ウ ィ ン ド ウ が 機 能 し な い フ ェ イ ズ ， B は マ ジ ッ ク ウ ィ ン

ド ウ が 機 能 す る フ ェ イ ズ ，A A は 2 回 目 の マ ジ ッ ク ウ ィ ン ド ウ が 機 能 し

な い フ ェ イ ズ の 結 果 で あ る こ と を 示 し ，数 字 は ，そ れ ぞ れ の フ ェ イ ズ 中

で の セ ッ シ ョ ン 番 号 を 示 し て い る 。  
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ま ず ， F i g u r e  1 0 - 1 の # A 2 5 - # T 3 2 の ペ ア の 結 果 に つ い て 記 す 。

# A 2 5 は ， 1 回 目 の マ ジ ッ ク ウ ィ ン ド ウ が 機 能 し な い フ ェ イ ズ と 機

能 す る フ ェ イ ズ で の E I A の 反 応 率 は 1 回 前 後 と 低 頻 度 で あ っ た 。

そ し て ， マ ジ ッ ク ウ ィ ン ド ウ が 機 能 す る フ ェ イ ズ に 移 行 し て も ， 前

半 は こ の 傾 向 を 維 持 し た が ， 後 半 で は ， 上 昇 傾 向 を 示 し た 。 そ し

て ， 2 回 目 の マ ジ ッ ク ウ ィ ン ド ウ が 機 能 し な い フ ェ イ ズ の 前 半 で

は ， E I A の 反 応 率 は 維 持 さ れ て い た が ， 同 フ ェ イ ズ の 後 半 で は 減

少 し た 。 標 的 バ ト の # T 3 2 の 攻 撃 行 動 の 反 応 率 は ， は じ め の マ ジ ッ

ク ウ ィ ン ド ウ が 機 能 し な い フ ェ イ ズ の 第 1 セ ッ シ ョ ン は 低 頻 度 で

あ っ た が ， 第 2 セ ッ シ ョ ン で 急 激 に 上 昇 し た 。 ま た ， 第 3 セ ッ シ

ョ ン の E I A は ， 第 1 セ ッ シ ョ ン ほ ど で は な い が ， E I A の 反 応 率 が

高 か っ た 。 そ し て ， マ ジ ッ ク ウ ィ ン ド ウ が 機 能 す る フ ェ イ ズ の 前 半

で は ， 高 頻 度 で 生 起 し て い た が ， 後 半 で は 減 少 し た 。 そ し て ， 2 回

目 の マ ジ ッ ク ウ ィ ン ド ウ が 機 能 し な い フ ェ イ ズ で の 標 的 バ ト の つ つ

き 行 動 は ， 直 前 の セ ッ シ ョ ン と 同 程 度 の 反 応 率 を 維 持 し て い た が ，

後 半 で は 上 昇 し た 。  

 # T 3 2 の 攻 撃 行 動 の I R Ts  p e r  o p の 結 果 を F i g u r e 1 0 - 2 に 示 す 。

# T 3 2 の I R Ts  p e r  o p は ， 1 回 目 の マ ジ ッ ク ウ ィ ン ド ウ が 機 能 し な

い フ ェ イ ズ で は ， 1 秒 以 下 の I R T の 出 現 確 率 が 高 く ， I R T が 長 く な

る に つ れ ， そ の 出 現 確 率 が 減 少 す る 傾 向 が 見 ら れ た 。 ま た ， 1 秒 以

内 の I R T の 出 現 確 率 は ， 0 . 5 2， 0 . 6 6， 0 . 6 8 で ， 半 分 以 上 の I R T が

1 秒 以 内 に 出 現 し て い た 。 こ の 傾 向 は ， 1 回 目 の マ ジ ッ ク ウ ィ ン ド

ウ が 機 能 す る フ ェ イ ズ で も 観 察 さ れ た 。 し か し ， セ ッ シ ョ ン を 重 ね

る に つ れ ， 1 秒 以 内 の I R T の 出 現 確 率 は ， 0 . 5 を 下 回 る セ ッ シ ョ ン

が 増 え た 。 さ ら に ， そ れ ぞ れ の 秒 数 の I R T の 出 現 確 率 が ， 同 じ 程

度 見 ら れ ， I R T の 変 動 性 が 見 ら れ る よ う に な っ た 。 こ の 傾 向 は ， 2

回 目 の ， マ ジ ッ ク ウ ィ ン ド ウ が 機 能 し な い フ ェ イ ズ に 戻 し て も 持 続

し て い た が ， セ ッ シ ョ ン を 重 ね る と ， 短 い I R T の 出 現 確 率 が 高

く ， I R T が 長 く な る に つ れ そ の 出 現 確 率 が 減 少 す る 傾 向 を 示 す セ ッ

シ ョ ン が 増 え た 。 し か し ， 1 回 目 の マ ジ ッ ク ウ ィ ン ド ウ が 機 能 し た
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フ ェ イ ズ で の 3 セ ッ シ ョ ン は ， い ず れ も 0 . 5 以 上 で あ っ た が ，  1

秒 以 内 の I R T の 出 現 確 率 の ほ と ん ど は 0 . 5 以 下 で ， そ の 出 現 確 率

は 減 少 し て い た 。  

 次 に ， # A 3 3 - # T 1 0 の 結 果 に つ い て 述 べ る ( F i g u r e  1 0 - 3 )。 # A 3 3 の

E I A の 反 応 率 は ， マ ジ ッ ク ウ ィ ン ド ウ が 機 能 し て い な い フ ェ イ ズ

と 機 能 し て い る フ ェ イ ズ で 違 い は み ら れ ず ． 実 験 を 通 し て 安 定 し て

い た 。 # T 1 0 の つ つ き 行 動 は ， マ ジ ッ ク ウ ィ ン ド ウ が 機 能 し な い フ

ェ イ ズ の 1 回 目 の セ ッ シ ョ ン で 高 い 反 応 率 を 示 し た が ， 残 り の

２ ， ３ セ ッ シ ョ ン で は そ の 反 応 率 は 低 か っ た 。 マ ジ ッ ク ウ ィ ン ド ウ

が 機 能 す る フ ェ イ ズ で は ， 標 的 バ ト の つ つ き 行 動 の 反 応 率 は ， 低 頻

度 で 安 定 し て い た 。 し か し ， 最 後 の マ ジ ッ ク ウ ィ ン ド ウ が 機 能 す る

フ ェ イ ズ で は ， 標 的 バ ト の つ つ き 行 動 は 高 い 反 応 率 を 示 し た 。  

# T 1 0 の I R Ts  p e r  o p の 結 果 に つ い て 述 べ る ( F i g u r e  1 0 - 4 )。 # T 1 0

の I R Ts  p e r  o p は ， 1 回 目 の マ ジ ッ ク ウ ィ ン ド ウ が 機 能 し な い フ ェ

イ ズ で は ， 短 い I R T の 出 現 確 率 が 高 く ， I R T が 長 く な る に つ れ ，

そ の 出 現 確 率 が 減 少 す る 傾 向 を 示 し た 。 こ の 傾 向 は マ ジ ッ ク ウ ィ ン

ド ウ が 機 能 す る フ ェ イ ズ に 移 行 し た は じ め の 3 セ ッ シ ョ ン で も 観

察 さ れ た 。 し か し ， ４ セ ッ シ ョ ン 目 以 降 か ら ， I R Ts  p e r  o p が 平 坦

な 傾 向 を 示 し ， I R T の 変 動 性 が 高 く な っ た 。 2 回 目 の マ ジ ッ ク ウ ィ

ン ド ウ が 機 能 す る フ ェ イ ズ で は ， 再 び I R T の 長 さ に 伴 っ て そ の 出

現 確 率 が 減 少 す る 傾 向 が 観 察 さ れ た 。 ま た ， １ 秒 以 下 の I R T が ，

0 . 6 以 上 の 割 合 で 生 起 し て お り ， 1 秒 以 下 の I R T の 出 現 確 率 が 高 か

っ た 。  

 最 後 に ， # A N 1 と # T 5 の 結 果 に つ い て 記 す ( F i g u r e  1 0 - 5 )。 # A N 1

の E I A の 反 応 率 は ， 1 回 目 の マ ジ ッ ク ウ ィ ン ド ウ が 機 能 し な い フ

ェ イ ズ で は 低 頻 度 で あ っ た 。 マ ジ ッ ク ウ ィ ン ド ウ が 機 能 す る フ ェ イ

ズ で は ， 始 め の ４ セ ッ シ ョ ン と 後 半 の セ ッ シ ョ ン で は ， 高 い 反 応 率

を 示 す こ と が あ っ た が ， 中 盤 の セ ッ シ ョ ン で は ， 1 回 目 の マ ジ ッ ク

ウ ィ ン ド ウ が 機 能 し な い フ ェ イ ズ と 同 様 に 低 頻 度 で あ っ た 。 2 回 目

の マ ジ ッ ク ウ ィ ン ド ウ が 機 能 し な い フ ェ イ ズ で は ， 前 半 の セ ッ シ ョ
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ン は 低 頻 度 で あ っ た が ， 後 半 の セ ッ シ ョ ン で は 高 い 反 応 率 を 示 し

た 。 # T 5 の つ つ き 行 動 の 反 応 率 は ， 第 1 セ ッ シ ョ ン で は 高 か っ た

が ， そ れ 以 降 の セ ッ シ ョ ン で は 減 少 傾 向 に あ っ た 。 マ ジ ッ ク ウ ィ ン

ド ウ が 機 能 す る フ ェ イ ズ で は ， 2 回 か ら 4 回 の 間 で 変 動 し て い た 。

最 後 の マ ジ ッ ク ウ ィ ン ド ウ が 機 能 し な い フ ェ イ ズ で は ， 攻 撃 バ ト の

E I A と 同 様 に 上 昇 傾 向 に あ っ た 。  

 # T 5 の I R Ts  p e r  o p  の 結 果 を F i g u r e  1 0 - 6 に 示 す 。 T 5 の I R Ts  

p e r  o p は ， 1 回 目 の マ ジ ッ ク ウ ィ ン ド ウ が 機 能 し な い フ ェ イ ズ で

は ， こ れ ま で の 標 的 バ ト と 異 な り ， 1 秒 だ け で な く 2 秒 の I R T の

出 現 確 率 も 高 く ， そ れ 3 秒 以 上 の I R T で は ， I R T の 長 さ に 対 応 し

て 出 現 確 率 が 減 少 す る 傾 向 が 見 ら れ た 。 マ ジ ッ ク ウ ィ ン ド ウ が 機 能

す る フ ェ イ ズ に 移 行 す る と ， 1 秒 と 2 秒 以 内 の I R T の 出 現 確 率 が

減 少 し ， I R T の 出 現 確 率 の 変 動 性 が み ら れ た 。 し か し ， こ の 傾 向 は

安 定 せ ず ， 短 い I R T の 出 現 確 率 が 高 い セ ッ シ ョ ン も 観 察 さ れ た 。

最 後 の マ ジ ッ ク ウ ィ ン ド ウ が 機 能 し な い フ ェ イ ズ で は ， 1 , 2 秒 の

I R T の 出 現 確 率 が 高 く な る セ ッ シ ョ ン が 増 え た が ， 変 動 性 の 高 い セ

ッ シ ョ ン も 見 ら れ た 。  

  

 

1 1 - 3  考 察  

 

 実 験 Ⅴ の 目 的 は ， 標 的 バ ト の 随 伴 性 に つ い て 調 べ る こ と で あ っ

た 。 そ の た め ， 標 的 バ ト に D R L の 強 化 ス ケ ジ ュ ー ル を 設 定 し ， 攻

撃 バ ト と 標 的 バ ト の 間 の マ ジ ッ ク ウ ィ ン ド ウ が 曇 る フ ェ イ ズ を 設 定

し た 。 そ の 結 果 ， 攻 撃 バ ト の E I A と 標 的 バ ト の つ つ き 行 動 の そ れ

ぞ れ の 反 応 率 は ， 変 動 性 を 見 せ た が ， フ ェ イ ズ に よ る 一 貫 し た 結 果

は 得 ら れ な か っ た 。  

 標 的 バ ト の つ つ き 行 動 の I R T は ， マ ジ ッ ク ウ ィ ン ド ウ が 機 能 し

な い フ ェ イ ズ で は ， こ れ ま で の 実 験 と 同 様 に ， 短 い I R T の 出 現 確

率 が 高 く ， I R T が 長 く な る に つ れ 減 少 す る 傾 向 を 示 し た 。 そ し て ，
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マ ジ ッ ク ウ ィ ン ド ウ が 機 能 す る フ ェ イ ズ で は ， I R T の 傾 向 が 横 ば い

に な る 傾 向 を 示 し た 。 そ の た め ， 回 避 逃 避 は ， I R T に 影 響 を 及 ぼ し

て い る こ と が 明 ら か と な っ た 。 し か し ， 標 的 バ ト の I R T が ， 回

避 ・ 逃 避 の 随 伴 性 に よ っ て 強 化 さ れ て い る と い う ほ ど 明 確 な 結 果 は

示 さ な か っ た 。 R e y n o l d s  ( 1 9 6 4 )に よ れ ば ， D R L s で 強 化 さ れ た 行

動 は ， 秒 ク ラ ス の I R T が 高 く な る こ と を 示 し て い る 。  

し か し ， 本 実 験 で は ， I R T 2 秒 の 出 現 確 率 が 高 く な る と い う よ り

も ， I R T 1 秒 の 出 現 確 率 が 低 下 す る と い う 結 果 で あ っ た 。 こ の よ う

な 結 果 に な っ た 理 由 と し て ， 回 避 ・ 逃 避 の 強 化 価 が 高 く な か っ た 可

能 性 が あ げ ら れ る 。 攻 撃 行 動 は ， 攻 撃 者 を 退 か せ る と い う 負 の 強 化

に よ っ て 維 持 さ れ る 行 動 で あ る と 考 え ら れ る が ， 攻 撃 行 動 そ れ 自 体

が 強 化 子 と し て 機 能 す る 可 能 性 が あ る 。 そ の た め ， 本 実 験 に お け

る ， 標 的 バ ト の 攻 撃 バ ト に 向 け た つ つ き 行 動 が 攻 撃 行 動 な の で あ れ

ば ， 攻 撃 行 動 そ れ 自 体 に 内 在 す る 強 化 子 と ， 攻 撃 バ ト か ら の 回 避 逃

避 と い う 負 の 強 化 子 と の 間 で の 選 択 場 面 と な っ て い た の か も し れ な

い 。 選 択 場 面 に お け る ， 行 動 の 反 応 率 は ， 強 化 子 の 強 さ ， す な わ ち

強 化 価 と 対 応 す る 。 こ の 反 応 率 と 強 化 子 と の 対 応 を マ ッ チ ン グ の 法

則 と 呼 ば れ て い る ( H e r r n s t e i n , 1 9 6 1 )。 本 研 究 で は ， I R T を 行 動 の

指 標 と し て い た た め ， 攻 撃 行 動 に 内 在 す る 正 の 強 化 子 と ， 回 避 ・ 逃

避 の 負 の 強 化 子 間 で の 強 化 価 を 比 較 す る こ と が で き な い 。 そ の た

め ， 今 後 は ， こ れ ら の 強 化 子 の 強 化 価 を 調 べ る た め の 選 択 場 面 を 設

定 し た 実 験 を 行 う 必 要 が あ る だ ろ う 。  
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第 1 2 章  総 合 考 察  

 

本 論 文 で は ， ま ず 第 Ⅰ 部 で ， 心 理 学 の 領 域 に お け る ， 攻 撃 行 動 に

関 す る 定 義 や ， 諸 理 論 に つ い て 概 観 し ， 近 年 の 攻 撃 行 動 研 究 の 傾 向

を 明 ら か に す る た め に 2 0 1 5 年 か ら 2 0 1 7 年 の 間 で A g g r e s s i v e  

B e h a v i o r に 掲 載 さ れ た 論 文 を 概 観 し た 。そ し て ，そ れ ら の 結 果 か ら ，

近 年 の 攻 撃 行 動 研 究 は ， 攻 撃 者 と 被 攻 撃 者 の 双 方 を 含 む 攻 撃 行 動 を

盛 ん に 研 究 し て い る こ と が 明 ら か と な っ た 。 そ し て ， 第 Ⅱ 部 で は ，

攻 撃 者 と 被 攻 撃 者 を 包 括 的 に 調 べ る た め の 枠 組 み と し て ， 双 方 の 行

動 に 注 目 し ， 行 動 分 析 学 的 視 点 か ら ， 攻 撃 行 動 を 攻 撃 者 と 被 攻 撃 者

の 互 い の 行 動 の 随 伴 性 と し て 捉 え る 枠 組 み を 提 案 し た 。  

そ し て ， 第 Ⅲ 部 で は ， 攻 撃 行 動 を 攻 撃 者 と 被 攻 撃 者 の 相 互 作 用 と

し て 捉 え る モ デ ル を 実 験 的 に 検 証 す る と と も に ，攻 撃 バ ト の E I A に

標 的 バ ト が ど の よ う に 影 響 し て い る の か を 調 べ た 。 本 章 で は ， こ れ

ら 2 点 に つ い て ， 第 Ⅲ 部 の 実 験 結 果 か ら 考 察 し ， 最 後 に 今 後 の 展 望

に つ い て 述 べ る 。  

 

1 2 - 1  モ デ ル の 実 験 的 検 証  

  

第 Ⅲ 部 の 実 験 は ， 第 Ⅱ 部 で 構 築 し た モ デ ル を 検 証 す る た め に 行 わ

れ た 。 実 験 Ⅰ で は ， 標 的 バ ト が 拘 束 さ れ て い な い 事 態 に お い て ， 攻

撃 バ ト が E I A を 生 起 す る か を 調 べ た 。ま た ，攻 撃 バ ト と 標 的 バ ト の

間 に ア ク リ ル 板 を 設 置 し ，攻 撃 バ ト の 標 的 バ ト へ 向 け た E I A と 標 的

バ ト の 攻 撃 バ ト へ 向 け た つ つ き 行 動 を 計 測 し た 。 そ の 結 果 ， 攻 撃 バ

ト と 標 的 バ ト の 互 い に 向 け た 行 動 の 傾 向 が 対 応 し て い た 。 こ の 結 果

か ら ， 攻 撃 バ ト と 標 的 バ ト の そ れ ぞ れ の 行 動 が 影 響 し あ っ て い る こ

と が 明 ら か と な っ た 。 ま た ， 連 続 強 化 ・ 消 去 条 件 の 方 が ， 強 化 無 条

件 よ り も ， 攻 撃 バ ト と 標 的 バ ト の 互 い に 向 け た 行 動 間 の 相 関 係 数 が

高 か っ た 。 こ の こ と か ら ， 消 去 に よ っ て 誘 発 さ れ た 攻 撃 行 動 は ， 他

個 体 の 行 動 に 影 響 を 及 ぼ す 攻 撃 行 動 で あ る こ と が 明 ら か と な っ た 。



111 

 

こ れ は ，E I A と E I A で な い 攻 撃 行 動 で ，攻 撃 行 動 が 機 能 的 に 異 な る

可 能 性 が あ る 。 第 Ⅰ 部 で 述 べ た よ う に ， 人 の 攻 撃 行 動 は ， 機 能 的 側

面 に お い て ， 情 動 を 伴 う 反 応 的 攻 撃 行 動 と ， 目 的 指 向 的 な 能 動 的 攻

撃 行 動 と に 分 け る こ と が で き る 。 C o i e ,  D o d g e ,  Te r r y,  &  Wr i g h t  

( 1 9 9 1 )  に よ れ ば ，反 応 的 攻 撃 行 動 を 生 起 す る 男 児 の 方 が ，能 動 的 攻

撃 行 動 を 生 起 す る 男 児 よ り も 否 定 的 に み ら れ る こ と を 報 告 し て い る 。

C o i e  e t  a l .  ( 1 9 9 1 )  の 結 果 は ，ヒ ト を 対 象 と し て お り ，ま た ，攻 撃 行

動 の 被 攻 撃 者 に よ る 印 象 評 定 で は な い が ， 攻 撃 行 動 が 他 者 に 与 え る

影 響 が ， 攻 撃 行 動 の 機 能 的 側 面 に よ っ て 異 な る こ と を 示 し て い る 。

そ の た め ， 実 験 Ⅰ に お け る ， 消 去 時 の 攻 撃 バ ト の 行 動 は ， 消 去 事 態

で な い と き の 攻 撃 行 動 と そ の 機 能 的 側 面 が 異 な っ て い た 可 能 性 が あ

る 。 こ の 点 に 関 し て は ， 今 後 ， 他 の 攻 撃 行 動 の 種 類 ， 例 え ば ， 餌 な

ど の 強 化 子 に よ っ て 学 習 さ れ た 攻 撃 行 動 と ， E I A な ど の 嫌 悪 的 な 刺

激 に よ っ て 誘 発 す る 攻 撃 行 動 ， を 比 較 す る こ と で 明 ら か に な る と 考

え る 。  

実 験 Ⅱ で は ，標 的 バ ト が 攻 撃 バ ト の E I A の 弁 別 刺 激 と し て 機 能 し

て い る か を 調 べ る こ と を 目 的 に 行 わ れ た 。各 攻 撃 バ ト は 3 羽 の 標 的

バ ト と 組 み ， E I A の 反 応 率 を 比 較 し た 。 そ の 結 果 ， 標 的 バ ト を 変 更

に 伴 い ，攻 撃 バ ト の E I A の 反 応 率 が 変 動 し た こ と か ら ，攻 撃 行 動 の

対 象 と な る 標 的 が ， 攻 撃 行 動 の 弁 別 刺 激 と し て 機 能 す る こ と が 明 ら

か と な っ た 。す な わ ち ，攻 撃 バ ト の E I A は ，消 去 に よ る 影 響 に よ っ

て の み 隣 接 す る 標 的 バ ト を 攻 撃 し て い る の で は な く ， 標 的 バ ト の 存

在 に よ っ て も 制 御 さ れ る 行 動 で あ る こ と が 確 認 さ れ た 。  

そ し て ，実 験 Ⅳ で は ，攻 撃 バ ト の E I A が 標 的 バ ト の 存 在 に よ っ て

制 御 さ れ て い る の か ， そ れ と も 標 的 バ ト の 行 動 に よ っ て 制 御 さ れ て

い る の か を 調 べ る た め に 行 わ れ た 。そ の 結 果 ，3 羽 中 2 羽 の ハ ト は ，

標 的 バ ト の 行 動 に よ っ て 強 化 さ れ て い た 。し か し ， 2 羽 の う ち # A 2 4

は ， 標 的 バ ト の つ つ き 行 動 に よ っ て 制 御 さ れ て い た が ， # A 9 は ， つ

つ き 行 動 以 外 の 行 動 で 制 御 さ れ て い た 可 能 性 が 示 さ れ た 。ま た ，# A 5

と ＃ T 1 0 の ペ ア の 標 的 バ ト で あ っ た ，# T 1 0 は ，# A 5 の 鳴 き 声 に よ っ
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て つ つ き 行 動 を 生 起 し て い た 可 能 性 を 示 し た 。 本 論 文 で は ， 攻 撃 バ

ト の 行 動 と 標 的 バ ト の 行 動 を ， そ れ ぞ れ が 互 い に 向 け た つ つ き 行 動

と 限 定 し て い た こ と か ら ， そ れ 以 外 に 双 方 の 行 動 を 制 御 す る 可 能 性

の あ る 行 動 を 測 定 し て い な か っ た 。 そ の た め ， 標 的 バ ト の 鳴 き 声  

( R e y n o l d s ,  C a t a n i a ,  &  S k i n n e r,  1 9 6 3 )  や ， 凍 結  ( B o l l e s ,  1 9 7 3 )  と

い っ た ，攻 撃 行 動 に 関 わ る と 考 え ら れ る 行 動 を 測 定 す る 必 要 が あ る 。 

実 験 Ⅴ で は ， 標 的 バ ト の 行 動 が ， 攻 撃 バ ト か ら の 回 避 や 逃 避 の 随

伴 性 に よ っ て 強 化 さ れ る 行 動 で あ る か を 調 べ た 。 そ の 結 果 ， 攻 撃 バ

ト か ら の 回 避 や 逃 避 に よ る 随 伴 性 は ， 標 的 バ ト の つ つ き 行 動 に 影 響

し て い た 。  

以 上 の 結 果 か ら ， 攻 撃 行 動 の 標 的 の 存 在 と 行 動 が ， 攻 撃 行 動 を 制

御 す る 変 数 で あ る こ と が 明 ら か と な っ た 。 す な わ ち ， 攻 撃 者 と 被 攻

撃 者 間 の 行 動 随 伴 性 の 相 互 作 用 と し て 捉 え る モ デ ル は ， 攻 撃 行 動 に

関 わ る 環 境 変 数 を 調 べ る う え で 有 効 な 枠 組 み で あ る と 言 え る だ ろ う 。 

 

 

1 2 - 2  標 的 バ ト が E I A に 及 ぼ す 影 響 に つ い て  

  

E I A は ， こ れ ま で ， 消 去 に お け る 嫌 悪 的 な 側 面 に よ っ て 誘 導 さ れ

る 攻 撃 行 動 と し て 扱 わ れ て き た  ( A z r i n ,  H u t c h i n s o n ,  &  H a k e ,  

1 9 6 6 )。し か し ，実 験 Ⅱ の 結 果 ，標 的 バ ト の 移 行 に 伴 い ，E I A の 生 起

頻 度 は 変 化 し た 。ま た ，実 験 Ⅳ の 結 果 ，攻 撃 バ ト が 生 起 し た E I A に

対 し て 標 的 バ ト が 反 応 で き る フ ェ イ ズ で E I A を 多 く 生 起 し た 個 体

が い た こ と か ら ， E I A は ， 消 去 の 嫌 悪 的 側 面 の み で 生 起 ， 維 持 さ れ

る 攻 撃 行 動 で は な く ， 標 的 バ ト の 行 動 に よ っ て も 制 御 さ れ る ， 複 数

の 変 数 が 混 在 す る 攻 撃 行 動 で あ る こ と が 明 ら か と な っ た 。  

ま た ，E I A や S I A の 結 果 が 安 定 せ ず ，個 体 差 の 大 き い 行 動 と よ ば

れ る の は ， 標 的 バ ト が ， E I A の 弁 別 刺 激 と 強 化 子 と し て 機 能 し て い

る こ と が 原 因 な の か も し れ な い 。攻 撃 バ ト の E I A は ，標 的 バ ト の つ

つ き 行 動 に 対 応 し て い た 。 そ の た め ， 標 的 バ ト が ， 攻 撃 バ ト の E I A
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の 強 化 子 と し て 機 能 す る よ う な 行 動 を 生 起 す る か に よ っ て ， 攻 撃 バ

ト の E I A の 生 起 頻 度 が 変 動 し て い た 可 能 性 が あ る 。そ の よ う に 考 え

れ ば ， A z r i n , e t  a l .  ( 1 9 6 6 )や R a m i r e z  &  D e l i u s  ( 1 9 8 6 )  の研 究 で，生

体 でない標 的 に対 して，E I A の生 起 頻 度 が低 いことや，生 起 しなかったことも

説 明 できる。しかし，一 方 で，L o o n e y  &  C o h e n  ( 1 9 7 4 )  のように生 体 でない

ハトに対 しても攻 撃 行 動 が生 起 している。このことから，E I A は，消 去 条 件 に

おいて，標 的 バトの存 在 によって誘 発 される行 動 ではあるが，標 的 バトの行 動

によって維 持 される行 動 であると言 える。また，言 い換 えれば，E I A は，オペラ

ントの制 御 を受 ける攻 撃 行 動 であると言 える。   

 

1 2 - 3  今 後 の 展 望  

 

 本 論 で は ， ハ ト を 被 験 体 に ， E I A の 実 験 事 態 を 用 い て 第 Ⅱ 部 で 提

案 し た ， 攻 撃 行 動 を 攻 撃 者 と 被 攻 撃 者 の 行 動 随 伴 性 の 相 互 作 用 と し

て 捉 え る モ デ ル の 検 証 を 行 っ た 。 そ の 結 果 ， 本 モ デ ル が 2 個 体 間 で

の 攻 撃 行 動 を 調 べ る に あ た っ て 有 効 な 枠 組 み で あ る こ と が 明 ら か と

な っ た 。 し か し ， 攻 撃 者 と 被 攻 撃 者 の 行 動 随 伴 性 の 相 互 作 用 と し て

捉 え る 本 モ デ ル が ， 他 の 種 や 他 の 攻 撃 行 動 に お い て ど れ だ け 一 般 化

で き る か は 明 ら か と な っ て い な い 。 そ の た め ， 今 後 は ， 他 の 攻 撃 行

動 や 他 の 種 に お い て ， 本 モ デ ル の 枠 組 み の 一 般 性 を 検 証 し て い く 必

要 が あ る 。  

 ま た ， 本 モ デ ル は ， 攻 撃 行 動 を オ ペ ラ ン ト 行 動 と し て 捉 え ， 攻 撃

者 と 被 攻 撃 者 の 行 動 随 伴 性 に の み 言 及 し た ， 単 純 な モ デ ル で あ る 。

今 後 は ， 攻 撃 行 動 に 関 わ る 他 の 変 数 に つ い て も 調 べ て い く 必 要 が あ

る だ ろ う 。 例 え ば ， 遺 伝 的 要 因 や 攻 撃 行 動 の 抑 制 因 に つ い て は ， 本

モ デ ル で は 言 及 し て い な い 。 サ ケ を 対 象 と し た 研 究 で は ， 近 縁 関 係

が 近 い ほ ど ， 攻 撃 行 動 が 抑 制 さ れ る こ と が 報 告 さ れ て い る  

( G r i f f i t h s  &  A r m s t r o n g ,  2 0 0 0 )。 す な わ ち ， サ ケ は ， 標 的 の 存 在 ，

正 確 に は 標 的 か ら 放 出 さ れ る 臭 い ， が 攻 撃 行 動 を 抑 制 す る 機 能 を 有

し て い る 。 ま た ， イ ヌ な ど は ， 服 従 行 動 を 生 起 す る こ と で ， 攻 撃 個
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体 の 攻 撃 行 動 を 回 避 す る こ と が で き る 。 こ れ ら の 機 構 や 行 動 は ， 種

に 固 有 な も の が 多 い と 思 わ れ る が ， こ う い っ た 攻 撃 行 動 の 抑 制 因 を

明 ら か に す る こ と に よ っ て ， 攻 撃 行 動 の 制 御 に 近 づ け る と 考 え る 。  

 最 後 に ， 本 モ デ ル と ， こ れ ま で の 攻 撃 行 動 研 究 で 提 案 さ れ て き た

攻 撃 行 動 理 論 と の 整 合 性 に つ い て も 検 討 す る 必 要 が あ る だ ろ う 。 本

論 文 で は 行 動 分 析 学 的 視 点 か ら ， 被 攻 撃 者 の 行 動 を 中 心 と し ， 攻 撃

者 の 攻 撃 行 動 に 関 わ る 変 数 に 注 目 し て き た 。 し か し ， こ れ ま で の 攻

撃 行 動 研 究 か ら ， 攻 撃 行 動 に 関 わ る 内 的 過 程 が 重 要 な 変 数 で あ る こ

と は 明 ら か で あ る 。 例 え ば ， 同 じ 外 的 刺 激 で あ っ て も ， そ の 刺 激 に

対 す る 個 々 人 が ど の よ う に 受 け 止 め る か に よ っ て ， そ の 刺 激 が 嫌 悪

的 か ど う か は 異 な る 。 ま た ， 攻 撃 者 と 被 攻 撃 者 が ど の よ う な 関 係 な

の か ， 被 攻 撃 者 が 社 会 的 に ど の よ う な 立 場 の 人 な の か も 重 要 な 変 数

で あ ろ う 。 例 え ば ， 相 手 が 家 族 の よ う な 気 の し れ た 相 手 な の か ， そ

れ と も ， 全 く の 他 人 な の か で も ， 攻 撃 者 の 攻 撃 行 動 の 生 起 確 率 や 生

起 し た 際 の 強 度 や 形 態 が 変 わ る 可 能 性 が あ る だ ろ う 。 こ れ ら の 変 数

に つ い て は ， D o d g e  &  C o i e  ( 1 9 8 7 )  の 社 会 的 情 報 処 理 理 論 が 得 意 と

す る 領 域 で あ ろ う 。 そ し て ， こ の よ う な 知 見 を 踏 ま え て ， 本 モ デ ル

の 枠 組 み で あ る 攻 撃 者 と 被 攻 撃 者 の そ れ ぞ れ の 行 動 の 随 伴 性 を 調 べ

る こ と で ， ど の よ う な 相 手 だ と ， 攻 撃 者 の 攻 撃 行 動 に 対 す る 被 攻 撃

者 の 行 動 が 強 化 子 と し て 機 能 す る の か と 言 っ た ， 攻 撃 行 動 の 生 起 に

関 わ る 変 数 を 詳 細 に 分 析 す る こ と が 可 能 と な る だ ろ う 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

引 用 文 献  

 

A d l e r  ( 1 9 7 9 )  O n  t h e  p h y s i o l o g i c a l  o r g a n i z a t i o n  o f  s o c i a l   

b e h a v i o r :  S e x  a n d  a g g r e s s i o n .  I n  M a r l e r, P.  &  Va n d e n b e r g h ,  

J . ,  G  ( E d . ) H a n d b o o k  o f  B e h a v i o r a l  N e u r o b i o l o g y  Vo l u m e 3  

S o c i a l  B e h a v i o r  a n d  C o m m u n i c a t i o n ( 2 9 - 7 1 ) .  N Y:  S p r i n g e r.  

A l l e n ,  J .  J . ,  &  A n d e r s o n ,  G . ,  A .  ( 2 0 1 7 ) .  A g g r e s s i o n  a n d  

Vi o l e n c e :  D e f i n i t i o n s  a n d  D i s t i n c t i o n s .  I n  S t u r m e y,  P.  ( E d . )  

T h e  Wi l e y  H a n d b o o k  o f  V i o l e n c e  a n d  A g g r e s s i o n  ( 3 - 1 6 ) .  U K :  

Wi l e y.  

A z r i n ,  N . H .  ( 1 9 6 1 ) .  T i m e - o u t  f r o m  p o s i t i v e  r e i n f o r c e m e n t .  

S c i e n c e ,  1 3 3 ,  3 8 2 - 3 8 3 .  

A z r i n ,  N .  H .  ( 1 9 7 0 ) .  P u n i s h m e n t  o f  e l i c i t e d  a g g r e s s i o n .  J o u r n a l  

o f  t h e  E x p e r i m e n t a l  A n a l y s i s  o f  B e h a v i o r ,  1 4 ,  7 - 1 0 .  

A z r i n ,  N .  H . ,  H a k e ,  D .  F. ,  &  H u t c h i n s o n ,  R .  R .  ( 1 9 6 5 ) .  

E l i c i t a t i o n  o f  a g g r e s s i o n  b y  a  p h y s i c a l  b l o w.  J o u r n a l  o f  t h e  

E x p e r i m e n t a l  A n a l y s i s  o f  B e h a v i o r ,  8 ,  5 5 - 5 7 .  

A z r i n ,  N .  H . ,  H u t c h i n s o n ,  R .  R . ,  &  H a k e ,  D .  F.  ( 1 9 6 6 ) .  

E x t i n c t i o n - i n d u c e d  a g g r e s s i o n .  J o u r n a l  o f  t h e  

E x p e r i m e n t a l  A n a l y s i s  o f  B e h a v i o r ,  9 ,  1 9 1 - 2 0 4 .  

A z r i n ,  N .  H . ,  H u t c h i n s o n ,  R .  R . ,  &  H a k e ,  D .  F.  ( 1 9 6 7 ) .  A t t a c k ,  

a v o i d a n c e ,  &  e s c a p e  r e a c t i o n s  t o  a v e r s i v e  s h o c k s .  J o u r n a l  

o f  t h e  E x p e r i m e n t a l  A n a l y s i s  o f  B e h a v i o r ,  1 0 ,  1 3 1 - 1 4 8 .  

A z r i n ,  N .  H . ,  H u t c h i n s o n ,  R .  R . ,  &  S a l l e r y,  R .  D .  ( 1 9 6 4 ) .  P a i n  -

a g g r e s s i o n  t o w a r d  i n a n i m a t e  o b j e c t s .  J o u r n a l  o f  t h e  

E x p e r i m e n t a l  A n a l y s i s  o f  B e h a v i o r ,  7 ,  2 2 3 - 2 2 7 .  

B a r o n ,  R . A . ,  &  R i c h a r d s o n ,  D .  ( 1 9 9 3 ) .  H u m a n  A g g r e s s i o n  ( 2 n d  

e d . )  N e w  Yo r k :  P l e n u m .  

B a t e s ,  E . A . ,  A r c h e r,  J . ,  &  K e v a n ,  G .  N .  ( 2 0 1 7 )  D o  t h e  s a m e  r i s k  

a n d  p r o t e c t i v e  f a c t o r s  i n f l u e n c e  a g g r e s s i o n  t o w a r d s  



116 

 

p a r t n e r s  a n d  s a m e - s e x  o t h e r s ?  A g g r e s s i v e  B e h a v i o r ,  4 3 ,  

1 6 3 - 1 7 5 .  

B a u m  ( 2 0 0 5 ) .  U n d e r s t a n d i n g  B e h a v i o r i s m .  U K :  B l a c k w e l l  

p u b l i s h i n g .  

B e r k o w i t z ,  L .  ( 1 9 8 9 ) .  F r u s t r a t i o n - a g g r e s s i o n  h y p o t h e s i s :  

E x a m i n a t i o n  &  r e f o r m u l a t i o n .  P s y c h o l o g i c a l  B u l l e t i n ,  1 0 6 ,  

5 9 - 7 3 .  

B e r k o w i t z ,  L .  ( 1 9 9 4 ) .  I s  S o m e t h i n g  M i s s i n g ?  S o m e  o b s e r v a t i o n s  

p r o m p t e d  b y  t h e  c o g n i t i v e - n e o a s s o c i a t i o n i s t  v i e w  o f  a n g e r  

a n d  e m o t i o n a l  a g g r e s s i o n .  I n  H u e s m a n ,  L . R .  

( E d . ) A g g r e s s i v e  B e h a v i o r  C u r r e n t  P e r s p e c t i v e ( 3 5 - 5 7 ) .  N e w  

Yo r k :  P l e n u m  P r e s s .   

B o l l e s ,  R . C .  ( 1 9 7 0 ) .  S S D R  a n d  a v o i d a n c e  l e a r n i n g .  

P s y c h o l o g i c a l  R e v i e w ,  7 7 ,  3 2 - 4 8 .  

B o l l e s ,  R . ,  C . ,  &  R i l e y,  A . ,  L .  ( 1 9 7 3 ) .  F r e e z i n g  a s  a n  a v o i d a n c e  

r e s p o n s e :  A n o t h e r  l o o k  a t  t h e  o p e r a n t - r e s p o n d e n t  

d i s t i n c t i o n .  L e a r n i n g  a n d  M o t i v a t i o n ,  4 ,  2 6 8 - 2 7 5 .  

B o s s o n ,  J . ,  K . ,  P a r r o t ,  D .  J . ,  S w a n ,  S .  C . ,  K u c h y n k a ,  S .  L . ,  &   

S c h r a m m ,  A .  T.  ( 2 0 1 5 ) .  A d a n g e r o u s  b o o m e r a n g :  I n j u n c t i v e   

n o r m s ,  h o s t i l e  s e x i s t  a t t i t u d e s ,  a n d  m a l e - t o - f e m a l e  s e x u a l   

a g g r e s s i o n .  A g g r e s s i v e  B e h a v i o r ,  4 1 , 5 8 0 - 5 9 3 .  

B r o n s t e i n ,  P.  M .  ( 1 9 8 1 ) .  S o c i a l  r e i n f o r c e m e n t  i n  b e t t a  

s p l e n d e n s :  a  r e c o n s i d e r a t i o n .  J o u r n a l  o f  C o m p a r a t i v e  a n d  

P h y s i o l o g i c a l  P s y c h o l o g y ,  9 5 ,  9 4 3 - 9 5 0 .  

B u s h m a n ,  B .  J . ,  &  H u e s m a n n ,  L .  R .  ( 2 0 1 0 ) .  A g g r e s s i o n  

H a n d b o o k  o f  s o c i a l  p s y c h o l o g y .  N Y:  Wi l e y.  

B u s s ,  A .  H .  ( 1 9 6 1 ) .  T h e  p s y c h o l o g y  o f  a g g r e s s i o n .  N e w  Yo r k :  

Wi l e y.  

B u s s ,  A .  H . ,  &  D u r k e e ,  A .  ( 1 9 5 7 ) .  A n  i n v e n t o r y  f o r  a s s e s s i n g   

d i f f e r e n t  k i n d s  o f  h o s t i l i t y.  J o u r n a l  o f  C o n s u l t i n g   



117 

 

P s y c h o l o g y ,  2 1 ,  3 4 3 - 3 4 9 .  

B u s s ,  A . H . ,  &  P e r r y,  M .  ( 1 9 9 2 ) .  T h e  A g g r e s s i o n  Q u e s t i o n n a i r e .  

J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t y  a n d  S o c i a l  P s y c h o l o g y ,  6 3 ,  4 5 2 - 4 5 9 .  

C a r r,  E . G . ,  N e w s o m ,  C .  D . ,  &  B i n k o f f ,  J .  A .  ( 1 9 8 0 ) .  E s c a p e  a s  a  

f a c t o r  i n t  t h e  a g g r e s s i v e  b e h a v i o r  o f  t w o  r e t a r d e d  c h i l d r e n .  

J o u r n a l  o f  A p p l i e d  B e h a v i o r  A n a l y s i s ,  1 3 ,  1 0 1 - 11 7 .  

C a t a n i a ,  A .  C .  ( 2 0 0 7 ) .  L e a r n i n g .  4 t h  e d .  N Y:  S l o a n  P u b l i s h i n g .  

C h e r e k ,  D .  R . ,  S p i g a ,  R . ,  S t e i n b e r g ,  J .  L . ,  &  K e l l y,  T.  H .  ( 1 9 9 0 ) .  

H u m a n  a g g r e s s i v e  r e s p o n s e s  m a i n t a i n e d  b y  a v o i d a n c e  o r  

e s c a p e  f r o m  p o i n t  l o s s .  J o u r n a l  o f  t h e  E x p e r i m e n t a l  

A n a l y s i s  o f  B e h a v i o r ,  5 3 ,  2 9 3 - 3 0 3 .   

C o h e n ,  P.  S . ,  &  L o o n e y,  T.  A .  ( 1 9 7 3 ) .  S c h e d u l e d - i n d u c e d  m i r r o r  

r e s p o n d i n g  i n  t h e  p i g e o n .  J o u r n a l  o f  t h e  E x p e r i m e n t a l  

A n a l y s i s  o f  B e h a v i o r ,  1 9 , 3 9 5 - 4 0 8 .  

C o i e ,  J .  D . ,  D o d g e ,  K .  A . ,  Te r r y.  R . ,  &  Wr i g h t .  V.  ( 1 9 9 1 ) .  T h e  

r o l e  o f  a g g r e s s i o n  i n  p e e r  r e l a t i o n s :  A n  a n a l y s i s  o f  

a g g r e s s i o n  e p i s o d e s  i n  b o y ’ s  p l a y  g r o u p .  C h i l d  

D e v e l o p m e n t ,  6 2 ,  8 1 2 - 8 2 6 .  

C o r d o n i ,  G . ,  &  P a l a g i ,  E .  ( 2 0 1 5 ) .  B e i n g  a  v i c t i m  o r  a n   

a g g r e s s o r :  D i f f e r e n t  f u n c t i o n s  o f  t r i a d i c  p o s t - c o n f l i c t   

i n t e r a c t i o n s  i n  w o l v e s  ( C a n i s  l u p u s  l u p u s ) .  A g g r e s s i v e   

B e h a v i o r ,  4 1 ,  5 2 6 - 5 3 6 .  

D e Wa l l ,  C .  N . ,  A n d e r s o n ,  C .  A . ,  &  B u s h m a n ,  B .  J .  ( 2 0 0 1 ) .  T h e  

G e n e r a l  A g g r e s s i o n  M o d e l :  T h e o r e t i c a l  e x t e n s i o n s  t o  

v i o l e n c e .  P s y c h o l o g y  o f  V i o l e n c e ,  1 ,  2 4 5 - 2 5 8  

D o d g e ,  K .  A . ,  &  C o i e ,  J .  D .  ( 1 9 8 7 ) .  S o c i a l - i n f o r m a t i o n -

p r o c e s s i n g  f a c t o r s  i n  r e a c t i v e  a n d  p r o a c t i v e  a g g r e s s i o n  i n  

c h i l d r e n ’ s  p e e r  g r o u p s .  J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t y  a n d  S o c i a l  

P s y c h o l o y .  5 3 ,  11 4 6 - 11 5 8 .  

D o l l a r d ,  J . ,  D o o b ,  L . ,  M i l l e r,  N . ,  M o w r e r,  O . ,  &  S e a r s ,  R .   
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( 1 9 6 9 ) .  F r u s t r a t i o n  a n d  a g g r e s s i o n .  N e w  H a v e n ,  C T:  Ya l e   

U n i v e r s i t y  P r e s s .  

D o u g h t y,  A .  H .  &  O k e n ,  G .  ( 2 0 0 8 ) .  E x t i n c t i o n - i n d u c e d  r e s p o n s e   

r e s u r g e n c e .  T h e  B e h a v i o r  A n a l y s t  To d a y ,  9 , 2 7 - 3 3 .  

D o v e ,  L .  D . ,  R a s h o t t e ,  M .  E . ,  &  K a t z ,  H .  N .  ( 1 9 7 4 ) .  

D e v e l o p m e n t  &  m a i n t e n a n c e  o f  a t t a c k  i n  p i g e o n s  d u r i n g  

v a r i a b l e - i n t e r v a l  r e i n f o r c e m e n t  o f  k e y  p e c k i n g .  J o u r n a l  o f  

t h e  E x p e r i m e n t a l  A n a l y s i s  o f  B e h a v i o r ,  2 1 ,  4 6 3 - 4 6 9 .  

E l c o r o ,  M . ,  S i l v a ,  S .  P. ,  &  L a t t a l ,  K .  A .  ( 2 0 0 8 ) .  V i s u a l  

r e i n f o r c e m e n t  i n  t h e  f e m a l e  S i a m e s e  f i g h t i n g  f i s h ,  b e t t a  

s p l e n d e n s .  J o u r n a l  o f  t h e  E x p e r i m e n t a l  A n a l y s i s  o f  

B e h a v i o r ,  9 0 , 5 3 - 6 0 .  

E p s t e i n ,  R .  ( 1 9 8 3 ) .  R e s u r g e n c e  o f  p r e v i o u s l y  r e i n f o r c e d  

b e h a v i o r  d u r i n g  e x t i n c t i o n .  B e h a v i o r  A n a l y s i s  L e t t e r s ,  3 ,  

3 9 1 - 3 9 7 .  

F a n t i n o ,  E . ,  Wi e g e l e .  S . ,  &  L a n c y,  D . ( 1 9 7 2 ) .  A g g r e s s i v e  d i s p l a y   

i n  t h e  S i a m e s e  f i g h t i n g  f i s h  ( b e t t a  s p l e n d e n s ) .  L e a r n i n g  

a n d  M o t i v a t i o n ,  3 ,  4 5 7 - 4 6 8 .  

F a l k ,  J .  L .  ( 1 9 7 1 ) .  T h e  n a t u r e  &  d e t e r m i n a n t s  o f  a d j u n c t i v e  

b e h a v i o r.  P h y s i o l o g y  &  B e h a v i o r ,  6 ,  5 7 7 - 5 8 8 .  

F e r s t e r,  C .  B . ,  &  S k i n n e r,  B .  F.  （ 1 9 5 7） .  S c h e d u l e s  o f   

R e i n f o r c e m e n t .  N e w  J e r s e y :  P r e n t i c e - H a l l .  

F l o r y,  R .  K . ,  ( 1 9 6 9 a ) .  A t t a c k  b e h a v i o r  a s  a  f u n c t i o n  o f  m i n i m u m   

i n t e r - f o o d  i n t e r v a l .  J o u r n a l  o f  t h e  E x p e r i m e n t a l  A n a l y s i s   

o f  B e h a v i o r ,  1 2 ,  8 2 5 - 8 2 8 .  

F l o r y,  R .  K . ,  ( 1 9 6 9 b ) .  A t t a c k  B e h a v i o r  i n  a  m u l t i p l e  f i x e d - r a t i o   

s c h e d u l e  o f  r e i n f o r c e m e n t .  P s y c h o n o m i c  S c i e n c e ,  1 6 ,  1 5 6 -

1 5 7 .  

F l o r y,  R .  K .  &  E l l i s ,  B .  B .  ( 1 9 7 3 ) .  S c h e d u l e - i n d u c e d  a g g r e s s i o n   

a g a i n s t  a  s l i d e - i m a g e  t a r g e t .  B u l l e t i n  o f  t h e  P s y c h o n o m i c  
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S o c i e t y , 2  , 2 8 7 - 2 9 0 .  

F l o r y,  R .  K . ,  S m i t h ,  E ,  L .  P. ,  &  E l l i s ,  B .  B .  ( 1 9 7 7 ) .  T h e  e f f e c t s   

o f  t w o  r e s p o n s e - e l i m i n a t i o n  p r o c e d u r e s  o n  r e i n f o r c e d  a n d   

i n d u c e d  a g g r e s s i o n .  J o u r n a l  o f  t h e  E x p e r i m e n t a l  A n a l y s i s   

o f  B e h a v i o r ,  2 5 ,  5 - 1 5 .  

F r e u d , S .  ( 1 9 1 7 ) . M o u r n i n g  a n d  M e l a n c h o l i a .  R e p r i n t e d  i n   

C o l l e c t e d  P a p e r s  Vo l . 4  ( 1 9 3 4 ) .  L o n d o n :  H o g a r t h  P r e s s .  

G e n i o l e ,  S .  N . ,  C u n n i n g h a m ,  C .  E . ,  K e y e s ,  A .  E . ,  B u s s e r i ,  M .  A . ,   

&  M c C o r m i c k ,  C .  M .  ( 2 0 1 5 ) .  C o s t l y  r e t a l i a t i o n  i s  p r o m o t e d   

b y  t h r e a t s  t o  r e s o u r e s  i n  w o m e n  a n d  t h r e a t s  t o  s t a t u s  i n   

m e n .  A g g r e s s i v e  B e h a v i o r ,  4 1 ,  5 1 5 - 5 2 5 .  

G e n t r y,  W.  D .  ( 1 9 6 8 ) .  F i x e d - R a t i o  s c h e d u l e d - i n d u c e d  

a g g r e s s i o n .  J o u r n a l  o f  t h e  E x p e r i m e n t a l  A n a l y s i s  o f  

B e h a v i o r ,  11 ,  8 1 3 - 8 1 7 .  

G o l d e n ,  S .  A ,  H e i n s ,  C . ,  Ve n n i r o ,  M . ,  C a p r i o l i ,  D . ,  Z h a n g ,  M . ,  

E p s t e i n ,  D .  H . ,  &  S h a h a m ,  Y.  ( 2 0 1 7 ) .  C o m p u l s i v e  a d d i c t i o n -

l i k e  a g g r e s s i v e  b e h a v i o r  i n  m i c e .  B i o l o g i c a l  P s y c h i a t r y .  8 2 ,  

2 3 9 - 2 4 8 .  

G r i f f i t h ,  S .  W.  &  A r m s t r o n g ,  J .  D .  ( 2 0 0 0 ) .  D i f f e r e n t i a l  

r e s p o n s e s  o f  k i n  a n d  n o n k i n  s a l m o n  t o  p a t t e r n s  o f  w a t e r  

f l o w :  d o e s  r e c i r c u l a t i o n  i n f l u e n c e  a g g r e s s i o n ?  A n i m a l  

B e h a v i o u r ,  5 9 ,  1 0 1 9 - 1 0 2 3 .  

G r o w,  L .  L . ,  K e l l e y,  M .  E . ,  R o a n e ,  H .  S . ,  &  S h i l l i n g s b u r g ,  M .  A .  

( 2 0 0 8 ) .  U t i l i t y  o f  e x t i n c t i o n - i n d u c e d  r e s p o n s e  v a r i a b i l i t y  

f o r  t h e  s e l e c t i o n  o f  m a n d s .  J o u r n a l  o f  A p p l i e d  B e h a v i o r  

A n a l y s i s ,  4 1 ,  1 5 - 2 4 .  

H a s k e l l ,  M . ,  C o e r s e ,  N .  C .  A . ,  &  F o r k m a ,  B .  ( 2 0 0 0 ) .   

F r u s t r a t i o n - i n d u c e d  a g g r e s s i o n  i n  t h e  d o m e s t i c  h e n :  t h e  

e f f e c t  o f  t h w a r t i n g  a c c e s s  t o  f o o d  a n d  w a t e r  o n  a g g r e s s i v e  

r e s p o n s e s  a n d  s u b s e q u e n t  a p p r o a c h  t e n d e n c i e s .  B e h a v i o u r ,  
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1 3 7 ,  5 3 1 - 5 4 6 .  

H e r r n s t e i n ,  R .  J .  ( 1 9 6 1 ) .  R e l a t i v e  a n d  a b s o l u t e  s t r e n g t h  o f   

r e s p o n s e  a s  a  f u n c t i o n  o f  f r e q u e n c y  o f  r e i n f o r c e m e n t .  

J o u r n a l  o f  t h e  E x p e r i m e n t a l  A n a l y s i s  o f  B e h a v i o r ,  4 ,  2 6 7 -

2 7 2 .  

H o f f m a n ,  H .  S . ,  B o s k o f f ,  K .  J . ,  E i s e r e r,  L .  A . ,  &  K l e i n ,  S .  H .   

( 1 9 7 5 ) .  I s o l a t i o n - i n d u c e d  a g g r e s s i o n  i n  n e w l y  h a t c h e d  

d u c k l i n g s .  J o u r n a l  o f  C o m p a r a t i v e  a n d  P h y s i o l o g i c a l  

P s y c h o l o g y .  8 9 ,  4 4 7 - 4 5 6 .  

H u t c h i n s o n ,  R .  R . ,  A z r i n ,  N .  H . ,  &  H u n t ,  G .  M .  ( 1 9 6 8 ) .  A t t a c k   

p r o d u c e d  b y  i n t e r m i t t e n t  r e i n f o r c e m e n t  o f  a  c o n c u r r e n t  

o p e r a n t  r e s p o n s e .  J o u r n a l  o f  t h e  E x p e r i m e n t a l  A n a l y s i s  o f  

B e h a v i o r ,  11 ,  4 8 9 - 4 9 5  

K e l l y,  J .  F.  &  H a k e ,  D .  F.  ( 1 9 7 0 ) .  A n  e x t i n c t i o n - i n d u c e d   

i n c r e a s e  i n  a n  a g g r e s s i v e  r e s p o n s e  w i t h  h u m a n s .  J o u r n a l  o f   

t h e  E x p e r i m e n t a l  A n a l y s i s  o f  B e h a v i o r , 1 4 , 1 5 3 - 1 6 4 .  

K n u t s o n ,  J .  F. ,  ( 1 9 7 0 a ) .  A t t a c k  d u r i n g  d i f f e r e n t i a l   

r e i n f o r c e m e n t  o f  l o w  r a t e  o f  r e s p o n d i n g .  P s y c h o n o m i c  

S c i e n c e ,  1 9 ,  2 8 9 - 2 9 0 .  

K n u t s o n ,  J . F. ,  ( 1 9 7 0 b ) .  A g g r e s s i o n  d u r i n g  t h e  f i x e d - r a t i o  a n d   

e x t i n c t i o n  c o m p o n e n t s  o f  a  m u l t i p l e  s c h e d u l e  o f  

r e i n f o r c e m e n t .  J o u r n a l  o f  E x p e r i m e n t a l  A n a l y s i s  o f  

B e h a v i o r ,  1 3 ,  2 2 1 - 2 3 1 .  

K o s s ,  M . P. ,  A b b e y,  A . ,  C a m p b e l l ,  R . ,  C o o k ,  A . ,  N o r r i s ,  J . ,  Te s t a ,   

M . ,  U l l m a n ,  S . ,  We s t ,  C . ,  &  W h i t e .  J .  ( 2 0 0 7 ) .  R e v i s i n g  t h e   

S E S :  A C o l l a b o r a t i v e  P r o c e s s  t o  I m p r o v e  A s s e s s m e n t  o f   

S e x u a l  A g g r e s s i o n  a n d  Vi c t i m i z a t i o n .  P s y c h o l o g y  o f  Wo m e n   

Q u a r t e r l y ,  3 1 ,  3 5 7 - 3 7 0 .  

K o s s ,  M .  P,  &  O r o s ,  C .  J .  ( 1 9 8 2 )  S e x u a l  e x p e r i e n c e s  s u r v e y :  A  

r e s e a r c h  i n s t r u m e n t  i n v e s t i g a t i n g  s e x u a l  a g g r e s s i o n  a n d  
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v i c t i m i z a t i o n .  J o u r n a l  o f  C o n s u l t i n g  a n d  C l i n i c a l  

P s y c h o l o g y ,  5 0 ,  4 5 5 - 4 5 7 .  

K r a h è ,  B .  ( 2 0 0 1 ) .  T h e  s o c i a l  p s y c h o l o g y  o f  a g g r e s s i o n .  N e w  

Yo r k :  P s y c h o l o g y  P r e s s .  (ク ラ ー エ ,  B .  秦 一 士 ・ 湯 川 進 太 郎

（ 編 訳 ） ( 2 0 0 4 ) .  攻 撃 の 心 理 学  北 大 路 書 房 )  

K u p p e r,  A .  S . ,  A l l e n ,  R ,  &  M a l a g o d i  E .  F.  ( 2 0 0 8 ) .  I n d u c e d  

a t t a c k  d u r i n g  f i x e d - r a t i o  &  m a t c h e d - t i m e  s c h e d u l e s  o f  

f o o d  p r e s e n t a t i o n .  J o u r n a l  o f  t h e  E x p e r i m e n t a l  A n a l y s i s  

o f  B e h a v i o r ,  8 9 ,  3 1 - 4 8 .  

L e r m a n ,  D . C . ,  I w a t a ,  B .  A . ,  &  Wa l l a c e ,  M .  D .  ( 1 9 9 9 ) .  S i d e  

e f f e c t s  o f  e x t i n c t i o n :  p r e v a l e n c e  o f  b u r s t i n g  a n d  

a g g r e s s i o n  d u r i n g  t h e  t r e a t m e n t  o f  s e l f - i n j u r i o u s  

b e h a v i o r.  J o u r n a l  o f  A p p l i e d  B e h a v i o r  A n a l y s i s ,  3 2 , 1 - 8 .  

L i ,  J . ,  N i e ,  Y. ,  B o a r d l e y,  I .  D . ,  D o u ,  K . ,  &  S i t u ,  Q .  ( 2 0 1 5 ) .  W h e n   

d o  n o r m a t i v e  b e l i e f s  a b o u t  a g g r e s s i o n  p r e d i c t  a g g r e s s i v e   

b e h a v i o r ?  A n  a p p l i c a t i o n  o f  I 3  t h e o r y.  A g g r e s s i v e  B e h a v i o r ,   

4 1 ,  5 4 4 - 5 5 5 .  

L o o n e y,  T.  A . ,  &  C o h e n ,  P.  S .  ( 1 9 7 4 ) .  P i c t o r i a l  t a r g e t  c o n t r o l  o f  

s c h e d u l e - i n d u c e d  a t t a c k  i n  w h i t e  c a r n e a x  p i g e o n s .  J o u r n a l  

o f  t h e  E x p e r i m e n t a l  A n a l y s i s  o f  B e h a v i o r ,  2 1 ,  5 7 1 - 5 8 4 .  

L o o n e y,  T.  A . ,  &  C o h e n ,  P.  S .  ( 1 9 8 2 ) .  A g g r e s s i o n  i n d u c e d  b y  

i n t e r m i t t e n t  p o s i t i v e  r e i n f o r c e m e n t . N e u r o s c i e n c e  &  

B i o b e h a v i o r a l  R e v i e w s ,  6 ,  1 5 - 3 7 .  

L o o n e y,  T.  A . ,  &  C o h e n ,  P.  S . ,  &  Yo b u r n ,  B . ,  C .  ( 1 9 7 6 ) . Va r i a b l e s  

a f f e c t i n g  e s t a b l i s h m e n t  o f  s c h e d u l e - i n d u c e d  a t t a c k  o n  

p i c t o r i a l  t a r g e t s  i n  w h i t e  k i n g s  p i g e o n s .  J o u r n a l  o f  t h e  

E x p e r i m e n t a l  A n a l y s i s  o f  B e h a v i o r ,  2 6 ,  3 4 9 - 3 6 0 .  

L o r e n z . ,  K  ( 1 9 6 3 ) .  D a s  S o g e n a n n t e  B ö s e  Z u r  N a t u r g e s c h i c h t e  

d e r  a g g r e s s i o n .  Wi e n :  B o r o t h a - S c h o e l e r（ 日 高 敏 隆 ・ 久 保 和

彦 (訳 ) ( 1 9 8 5 ) .   攻 撃  悪 の 自 然 誌  み す ず 書 房 ）  
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M a y,  M .  E .  &  K e n n e d y,  C .  H .  ( 2 0 0 9 ) .  A g g r e s s i o n  a s  p o s i t i v e  

r e i n f o r c e m e n t  i n  m i c e  u n d e r  v a r i o u s  r a t i o  a n d  t i m e - b a s e d  

r e i n f o r c e m e n t  s c h e d u l e s .  J o u r n a l  o f  E x p e r i m e n t a l  A n a l y s i s  

o f    B e h a v i o r ,  9 1 ,  1 8 5 - 1 9 6 .  

M a z u r,  J .  E .  ( 2 0 0 6 ) .  L e a r n i n g  a n d  B e h a v i o r  ( 6 t h  e d ) .  N e w  

J e r s e y :  P r e n t i c e  H a l l .  (磯 博 行 ・ 坂 上 貴 之 ・ 川 合 伸 幸

(訳 ) ( 2 0 0 8 )  メ イ ザ ー の 学 習 と 行 動  二 瓶 社 )  

望 月  要 ( 1 9 9 6 ) .ハ ト の ス ケ ジ ュ ー ル 誘 導 性 攻 撃 行 動 を 中 心 と し た

ス ケ ジ ュ ー ル 誘 導 性 行 動 の 研 究  慶 応 義 塾 大 学 社 会 学 研 究 科 心

理 学 専 攻 博 士 論 文 (未 公 刊 )  

M o y e r,  K .  E .  ( 1 9 7 4 ) .  T h e  n e e d  f o r  a  n e w  j o u r n a l .  A g g r e s s i v e  

B e h a v i o r ,  1 ,  ⅰ -ⅱ .  

N i c k e r s o n ,  A .  B . ,  A l o e ,  A .  M . ,  L i v i n g s t o n ,  J .  A . ,  &  F e e l e y,  T.  H .  

( 2 0 1 4 ) .  M e a s u r e m e n t  o f  t h e  b y s t a n d e r  i n t e r v e n t i o n  m o d e l  

f o r  b u l l y i n g  a n d  s e x u a l  h a r a s s m e n t .  J o u r n a l  o f  

A d o l e s c e n c e ,  3 7 ,  3 9 1 - 4 0 0 .   

P f u n d m a i r,  M . ,  D e w a l l ,  N .  C . ,  F r i e s ,  V. ,  G e i g e r ,  B . ,  K r ä m e r,  

T. , K r u g ,  S . ,  F r e y,  D . ,  &  Ay d i n ,  N .  ( 2 0 1 5 ) .  S u g a r  o r  s p i c e :  

U s i n g  I 3  m e t a t h e o r y  t o  u n d e r s t a n d  h o w  a n d  w h y  g l u c o s e  

r e d u c e s  r e j e c t i o n - r e l a t e d  a g g r e s s i o n .  A g g r e s s i v e  B e h a v i o r .  

4 1 ,  5 3 7 - 5 4 3 .  

P i e r c e ,  W.  D .  ＆  C h e n e y,  C . D .  ( 2 0 0 8 ) .  L e a r n i n g  a n d  B e h a v i o r .  

N Y:  P s y c h o l o g i c a l  P r e s s .  

R a m i r e z ,  J .  M . ,  &  D e l i u s ,  J .  D .  ( 1 9 8 6 ) .  T h e  a s s e s s m e n t  o f  

i n d i v i d u a l  “ A g g r e s s i v e n e s s ”  i n  p i g e o n s  b y  a  v a r i e t y  o f  

m e a n s .  A g g r e s s i v e  B e h a v i o r .  1 2 ,  1 3 - 1 9 .  

R a i n e ,  A . ,  D o d g e ,  K . ,  L o e b e r,  R . ,  G a t z k e - k o p p ,  L . ,  Ly n a m ,  D . ,   

R e y n o l d s ,  C . ,  &  L i u ,  J .  ( 2 0 0 6 ) .  T h e  r e a c t i v e - p r o a c t i v e   

a g g r e s s i o n  q u e s t i o n n a i r e :  D i f f e r e n t i a l  c o r r e l a t e s  o f  r e a c t i v e   

a n d  p r o a c t i v e  a g g r e s s i o n  i n  a d o l e s c e n t  b o y s .  A g g r e s s i v e   



123 

 

B e h a v i o r ,  3 2 ,  1 5 9 – 1 7 1 .  

R e p p ,  A .  C .  &  D e i t z ,  S .  M .  ( 1 9 7 4 ) .  R e d u c i n g  a g g r e s s i v e  a n d  s e l f -  

i n j u r i o u s  b e h a v i o r  o f  i n s t i t u t i o n a l i z e d  r e t a r d e d  c h i l d r e n  

t h r o u g h  r e i n f o r c e m e n t  o f  t h e  b e h a v i o r.  J o u r n a l  o f  A p p l i e d  

B e h a v i o r  A n a l y s i s ,  7 ,  3 1 3 - 3 2 5 .  

R e y n o l d s ,  G .  S .  ( 1 9 6 4 ) .  Te m p o r a l l y  s p a c e d  r e s p o n d i n g  b y  

p i g e o n s :  d e v e l o p m e n t  a n d  e f f e c t s  o f  d e p r i v a t i o n  a n d  

e x t i n c t i o n .  J o u r n a l  o f  t h e  E x p e r i m e n t a l  A n a l y s i s  o f  

B e h a v i o r ,  7 ,  4 1 5 - 4 2 1 .  

R e y n o l d s ,  G .  S . ,  C a t a n i a ,  A .  C . ,  &  S k i n n e r,  B .  F.  ( 1 9 6 3 ) .  

C o n d i t i o n e d  a n d  u n c o n d i t i o n e d  a g g r e s s i o n  i n  p i g e o n s .  

J o u r n a l  o f  t h e  E x p e r i m e n t a l  A n a l y s i s  o f  B e h a v i o r ,  6 ,  7 3 - 7 4 .   

R i c h a r d s ,  R .  W. ,  &  R i l l i n g ,  M .  ( 1 9 7 2 ) .  Av e r s i v e  a s p e c t s  o f  a   

f i x e d - i n t e r v a l  s c h e d u l e  o f  f o o d  r e i n f o r c e m e n t .  J o u r n a l  o f   

t h e  E x p e r i m e n t a l  A n a l y s i s  o f  B e h a v i o r,  1 7 ,  4 0 5 - 4 11 .   

R i l l i n g ,  M .  &  C a p l a n ,  H .  J .  ( 1 9 7 3 ) .  E x t i n c t i o n - i n d u c e d  

a g g r e s s i o n  d u r i n g  e r r o r l e s s  d i s c r i m i n a t i o n  l e a r n i n g .  

J o u r n a l  o f  E x p e r i m e n t a l  A n a l y s i s  o f  B e h a v i o r ,  2 0 ,  8 5 - 9 2 .  

R i l l i n g ,  M .  &  C a p l a n ,  H .  J .  ( 1 9 7 5 ) .  F r e q u e n c y  o f  r e i n f o r c e m e n t  

a s  a  d e t e r m i n a n t  o f  e x t i n c t i o n - i n d u c e d  a g g r e s s i o n  d u r i n g  

e r r o r l e s s  d i s c r i m i n a t i o n  l e a r n i n g .  J o u r n a l  o f  E x p e r i m e n t a l  

A n a l y s i s  o f  B e h a v i o r ,  2 3 ,  1 2 1 - 1 2 9 .  

佐 久 間  ( 2 0 1 8 ) .  攻 撃 行 動 研 究 は ど こ に 向 か っ て い る の か  － 過 去

3 年 間 の A g g r e s s i v e  B e h a v i o r を 概 観 し て －  常 磐 大 学 大 学 院

学 術 論 究 ,  5 ,  9 5 - 1 0 6 .  

佐 久 間  崇 ・ 森 山 哲 美  ( 2 0 1 3 ) .  攻 撃 者 -被 攻 撃 者 の 行 動 随 伴 性 の  

相 互 作 用 と し て の 攻 撃 行 動 研 究 に 向 け て  常 磐 研 究 紀 要 ,  7 ,   

9 3 - 1 0 4 .  

佐 久 間  崇 ・ 森 山 哲 美  ( 2 0 1 4 ) .  人 間 の 攻 撃 行 動 を 説 明 す る た め

の 行 動 随 伴 性  常 磐 大 学 大 学 院 学 術 論 究 ,  1 ,  6 7 - 7 6 .  



124 

 

佐 久 間  崇 ・ 森 山 哲 美  ( 2 0 1 7 ) .  行 動 分 析 学 の マ ク ロ 的 視 点 か ら 分

析 し た ハ ト の ス ケ ジ ュ ー ル 誘 導 性 攻 撃 行 動 に 関 わ る 変 数 の 実 験

的 検 討  常 磐 大 学 大 学 院 学 術 論 究 ,  4 ,  2 9 - 4 2 .  

S a n d e r s ,  C .  ( 2 0 1 5 ) .  E c o n o m i c  a b u s e  i n  t h e  l i v e s  o f  w o m e n  

a b u s e d  b y  a n  i n t i m a t e  p a r t n e r :  A q u a l i t a t i v e  s t u d y.  

V i o l e n c e  a g a i n s t  Wo m e n ,  2 1 ,  3 - 2 9 .  

S a n d s t r o m ,  M .  J . ,  D e u t z ,  M .  H .  F. ,  L a n s u ,  T.  A .  M . ,  N o o r d e n ,  T.  

H .  J . ,  K a r r e m a n s ,  J .  C . ,  &  C i l l e s s e n ,  A .  H .  N .  ( 2 0 1 7 ) .  

U n a n i m o u s  v e r s u s  p a r t i a l  r e j e c t i o n :  H o w  t h e  n u m b e r  o f   

e x c l u d e r s  i n f l u e n c e s  t h e  i m p a c t  o f  o s t r a c i s m  i n  c h i l d r e n .  

A g g r e s s i v e  B e h a v i o r ,  4 3 ,  1 - 1 4 .  

佐 藤 方 哉  ( 1 9 7 8 ) .  け ん か 行 動 の 心 理 学  － 行 動 分 析 的 一 試 論 －   

言 語 生 活 ， 6 ,  6 0 - 7 1 .  

S c h m i t t ,  D .  R .  ( 1 9 8 7 ) .  I n t e r p e r s o n a l  c o n t i n g e n c i e s :  p e r f o r m a n c e   

d i f f e r e n c e s  a n d  c o s t - e f f e c t i v e n e s s .  J o u r n a l  o f  E x p e r i m e n t a l  

A n a l y s i s  o f  B e h a v i o r ,  4 8 ,  2 2 1 - 2 3 4 .  

S c o t t ,  J .  P. ,  D i L i l l o ,  D . ,  M a l d o n a d o ,  R .  C . ,  &  Wa t k i n s ,  L .  E .   

( 2 0 1 5 ) .  N e g a t i v e  u r g e n c y  a n d  e m o t i o n  r e g u l a t i o n  s t r a t e g y   

u s e :  A s s o c i a t i o n  w i t h  d i s p l a c e d  a g g r e s s i o n .  A g g r e s s i v e   

B e h a v i o r , 4 1 , 5 0 2 - 5 1 2 .  

S i d m a n ,  M .  ( 2 0 0 0 ) .  C o e r c i o n  a n d  i t s  F a l l o u t .  R e v i s e d  E d i t i o n .   

U S :  A u t h o r s  C o o p e r a t i v e .  

S k i n n e r,  B .  F.  ( 1 9 5 7 ) .  Ve r b a l  B e h a v i o r .  N e w  Yo r k :  A p p l e t o n -  

C e n t r y - C r o f t s .  

S o l b e r g ,  M .  E .  &  O l w e u s ,  D .  ( 2 0 0 3 ) .  P r e v a l e n c e  e s t i m a t i o n  o f   

s c h o o l  b u l l y i n g  w i t h  t h e  O l w e u s  b u l l y / v i c t i m   

q u e s t i o n n a i r e .  A g g r e s s i v e  B e h a v i o r ,  2 9 ,  2 3 9 - 2 6 8 .  

S t r a u s ,  M .  A .  ( 1 9 7 9 ) .  M e a s u r i n g  i n t r a f a m i l y  c o n f l i c t  a n d   

v i o l e n c e :  T h e  C o n f l i c t  Ta c t i c s  S c a l e s .  J o u r n a l  o f  M a r r i a g e  

a n d  t h e  F a m i l y ,  4 1 ,  7 5 - 8 8 .  



125 

 

S u t t o n ,  J .  &  S m i t h . ,  P.  K .  ( 1 9 9 9 ) .  B u l l y i n g  a s  a  g r o u p  p r o c e s s :   

A n  a d a p t a t i o n  o f  t h e  p a r t i c i p a n t  r o l e  a p p r o a c h .  A g g r e s s i v e  

B e h a v i o r ,  2 5 ,  9 7 - 111 .  

Te d e s c h i ,  J . T. ,  &  F e l s o n ,  R . B .  ( 1 9 9 4 ) .  V i o l e n c e ,  a g g r e s s i o n ,  &   

c o e r c i v e  a c t i o n s .  Wa s h i n g t o n ,  D . C . :  A m e r i c a n  P s y c h o l o g i c a l   

A s s o c i a t i o n .  

T h o m p s o n ,  T.  ( 1 9 6 4 ) .  V i s u a l  r e i n f o r c e m e n t  i n  t h e  f i g h t i n g   

c o c k s .  J o u r n a l  o f  E x p e r i m e n t a l  A n a l y s i s  o f  B e h a v i o r ,  7 ,  4 5 -  

4 9 .  

T h o m p s o n ,  T. ,  &  B l o o m ,  W.  ( 1 9 6 6 ) .  A g g r e s s i v e  b e h a v i o r  a n d  

e x t i n c t i o n - i n d u c e d  r e s p o n s e - r a t e  i n c r e a s e .  P s y c h o n o m i c  

S c i e n c e ,  5 ,  3 3 5 - 3 3 6 .  

U l r i c h ,  R .  E . ,  &  A z r i n ,  N . H .  ( 1 9 6 2 ) .  R e f l e x  f i g h t i n g  i n  r e s p o n s e  

t o  a v e r s i v e  s t i m u l a t i o n .  J o u r n a l  o f  t h e  E x p e r i m e n t a l  

A n a l y s i s  o f  B e h a v i o r ,  5 ,  5 11 - 5 2 0 .  

Vo l l m e r,  T.  R . ,  P r o g a r,  P.  R . ,  L a l l i ,  C a m p ,  C .  M . ,  S i e r p ,  B .  J . ,  

Wr i g h t ,  C .  S . ,  N a s t a s i ,  J . ,  &  E i s e n s c h i n k ,  K . ,  J .  ( 1 9 9 8 ) .  

F i x e d - t i m e  s c h e d u l e s  a t t e n u a t e  e x t i n c t i o n - i n d u c e d  

p h e n o m e n a  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  t h e  s e v e r e  a b e r r a n t  b e h a v i o r.  

J o u r n a l  o f  A p p l i e d  B e h a v i o r  A n a l y s i s ,  3 1 ,  5 2 9 - 5 4 2 .  

We b b e ,  F.  M . ,  D e We e ,  J . ,  &  M a l a g o d i ,  E .  F.  ( 1 9 7 4 ) .  I n d u c e d   

a t t a c k  d u r i n g  m u l t i p l e  f i x e d - r a t i o ,  v a r i a b l e - r a t i o  s c h e d u l e s   

o f  r e i n f o r c e m e n t .  J o u r n a l  o f  t h e  E x p e r i m e n t a l  A n a l y s i s  o f   

B e h a v i o r ,  2 2 , 1 9 7 - 2 0 6 .  

Wi l l i s ,  F.  N .  ( 1 9 6 6 ) .  F i g h t i n g  i n  p i g e o n s  r e l a t i v e  t o  a v a i l a b l e  

s p a c e .  P s y c h o l o g i c a l  S c i e n c e .  4 ,  3 1 5 - 3 1 6 .  

山 崎 勝 之  ( 2 0 0 2 ) .  攻 撃 性 の 発 達 と 教 育  山 崎 勝 之 ・ 島 井 哲 志 (編 )   

攻 撃 性 の 行 動 科 学 ― 発 達 ・ 教 育 編 ―  ナ カ ニ シ ヤ 出 版  p p . 4 -  

1 8 .  

 



126 

 

謝 辞  

 

 こ の 度 は ， 多 く の 方 々 の お 力 添 え が あ り ， 博 士 論 文 を 執 筆 す る こ

と が で き ま し た 。 ま ず ， 修 士 課 程 か ら こ れ ま で 研 究 指 導 を し て い た

だ い た 森 山 哲 美 名 誉 教 授 に 謹 ん で 感 謝 の 意 を 表 し ま す 。 ま た ， 博 士

課 程 の 3 年 生 か ら ， 指 導 教 授 と し て ご 指 導 い た だ い た 中 原 史 生 教

授 に 深 謝 い た し ま す 。 修 士 課 程 か ら こ れ ま で ， 副 指 導 教 授 と し て ，

貴 重 な ご 助 言 を い た だ い た 島 田 茂 樹 准 教 授 に 感 謝 申 し 上 げ ま す 。  

御 三 方 か ら は ， そ れ ぞ れ ， 行 動 分 析 学 ， 動 物 行 動 学 ， 応 用 行 動 分 析

学 と ， 異 な る 領 域 か ら ご 助 言 を い た だ け た こ と で ， 私 は ， 本 論 文 の

テ ー マ で あ る 「 攻 撃 行 動 」 に つ い て 多 角 的 な 視 点 か ら 捉 え る こ と が

で き ま し た 。 改 め て 深 く 感 謝 申 し 上 げ ま す 。  

ま た ， 博 士 課 程 の 最 後 ま で ， 不 自 由 な く 実 験 が で き た の は ， 動 物

実 験 委 員 会 の 皆 様 ， 大 学 職 員 の 皆 様 ， そ し て ， 森 山 哲 美 名 誉 教 授 が

ご 退 職 後 ， 動 物 心 理 学 実 験 棟 の 運 営 ・ 管 理 を 引 き 受 け て く だ さ っ た

鈴 木 雅 洋 助 教 の お か げ だ と 思 っ て お り ま す 。  

最 後 に ， 励 ま し の 言 葉 を か け て く だ さ っ た ， 諸 先 生 方 ， 諸 先 輩

方 ， 友 人 ， そ し て 家 族 に お 礼 申 し 上 げ ま す 。   


