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集団にお け る 「幼児の 性 自認 メ カ ニ ズ ム 」と 「男女間の 上 下 関係

形成過程」の 関係 に 関す る研究

大滝世津 子 （東京大学大学院 ・
日本学術振 興会特別研究員）

　本報告 は、幼稚 園 3 歳児 ク ラ ス の 観察 を通 して 、

入 園 畦に は、性 自認 （「あ る幼児が オ ン ナ ノ コ ／

オ ト コ ノ コ と呼 び か け られ た 時に 振 り向 い た こ

と」と 定義 ）を して い なか っ た幼児た ちが 、 や が

て 「男女 問 の 上 下 関係」 （「女」「男」 と い う 2 つ

の カ テ ゴ リ
ー

の 間に何 らか の 優越 ・上下 とい っ た

関係 が含 まれ る こ と、と定義）を提示す る よ うに

な る ま で の メ カ ニ ズ ム を明 らか に す る こ と を目

的 と した 。

　従 来 「i生自認」は主 に 心 理学 の分野で 研究が 多

くな され 、社会 学的研究の 紺象 とな っ て こ な か っ

た 。既存研究は  家庭内に お ける 大人一
子 どもと

い う垂 直軸を基 本 と して お り、 子 ど も同士の ピァ

と い う水 平軸 へ の 視 点が薄 い
、   家庭外 に お ける

両 親以外 の 大人 や 仲 間が幼児の 性 自認 に影響 を

与 える 要 因 とな りうる こ とを指摘 して は い る が 、

実 際 の 幼稚園 の よ うな 日常 的 ・継続的 に対 人関係

が保 たれ る組織 的集 団の 中 で 生 じた集団力学の

影響 に焦点を当 て た も の が少な い とい う点で 、 社

会 学的視点が 寄与す る余地が あ る と考 えた 。 そ の

た め本報告は 、対 人 関係 の 垂 直軸 と 水 平軸 とが相

互行為場面 に お け る指導や活 動 を通 して 、幼稚 園

の 構造的な特微 と交差する と こ ろ で 出 て くる集

団的現象 と し て性 自認 を扱お うと した 。

　　以 上 の 点を踏 まえ 、 本報告で は 、神奈川 県 の

Q 幼稚園で 、 3 歳児 ク ラ ス （R 組 ・K 組） に属す

る幼児 （女児 14 名 、 男児 17 名）、担任 を対象 と

し、各幼児 の 性 自認時期 の 測定 を試み （男女別 の

呼 び か け に 応 じ る か否か で判断）、 幼児の 相互行

為場 面 を と ら え る た め の 観察 を 行 っ た 。

　 そ の 結 果 以 下 の こ と が 明 ら か に な っ た 。

1 ．第
一一に 、幼稚園 3 歳児 ク ラ ス の 大半 の 幼児 は

入 園時に は性自認 を して い な か っ た 。 第二 に 3 歳

児 ク ラ ス 全体で 見 る と、数名ず つ が ほぼ 同時期 に

性 自認 し 、 そ の か た ま りが 5〜6 期に 分 か れ て

発生 して い た s

2 ．性自認時期 に 影響 を及 ぼ して い る 要 因を分

析 した 。 そ の た め に、まず各幼児が 「生自認 した

時期 と P性別 」「年齢」 「誕 生 日順 」「兄弟 姉妹

の 有無」との 閧連 を分 析 した が、こ れ らの 要 因

と の 関連 は見 られ なか っ た 。 次 に、各幼児が 性

自認 した 時期 と 「各幼児 の 対 人 ス タ ン ス 」と の

関連 を分折 した と こ ろ、関連が見 い 出 され、幼

児は こ の 結果 をもと に 12タイ プ に分類され た 。

　 そ して 、イ中間 と集 団 で 遊 ぶ 傾 向が あ り、か つ

保育者 と コ ミ ュ ニ ケ
ーシ ョ ン が あ る子 ほ ど性

自認時期が相対 的 に早 く、個 人 で 遊 ぶ傾向があ

り、か っ 保育者 と コ ミ ュ ニ ケ
ーシ 日 ン が な い 子

ほ ど 、 性自認 時期が相対的 に 遅 い 、と い う傾 向

が ある との 結果 が 出 た 。

3 ．「幼児 と保育者の 租互行 為」か ら見た 性 自

認の メ カ ニ ズ ム は 、以下 の 4 つ に整 理 され た。

すなわ ち 、 ／）「性別 カ テ ゴ リ
ー

と の 岡
一

化」

に よ る 性自認、2）「性別記号」と の 同
一化 に よ

る 性 自認 、 3）性 自認す る た め の 回路が ほ ぼ 出

来上 が っ て い た状 態で 行 わ れ た 「エ クサ サ イ

ズ」に よ っ て 回路が つ なが っ た こ と に よ る性 自

認 、 4）性 自認の 「ピ ン ｝」 となる ワ
ー

ドの 出

現頻度が増加 した こ と に よる 性 自認 、 で あ っ た 。

4 ．「幼児同士 の 相互行 為」か ら見 た性 自認 の

メ カ ニ ズ ム は、以 下 の 2 つ に整理 され た 。 すな

わ ち、 ／）「同性集団 との 同
一

牝」 に よ る 性 自

認 、2＞「異性 集団 と の相互 補完的同
一

化」に よ

る 性 自認 、で あ っ た 。

5 ．「性 自認 の ゆ ら ぎ」が見 られ る幼児の 事例

分析 を通 し て 、性 自認 の ゆ らぎの メ カ ニ ズ ム を

分析 した と こ ろ 、以 上 で 明 ら か に さ れ た 性 自認

メ カ ニ ズ ム の 他 に 、「異性集 団 と の 同
一

化」 と
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い う性 臼認 メ カ ニ ズ ム が 存在する の で は ない か

と考えた 。

6 ．以上 の 知見 に よ り、幼稚 園 3 歳児 ク ラ ス に お

い て 、どの ような タ イ プ の 幼児が い つ どの よ うな

メ カ ニ ズ ム で 「性 自認」 した の か の モ デ ル を作成

した 。

7 ．幼稚園 3 歳児 ク ラ ス に お ける 相互 行為場面 に

あ らわれ た 「男女 間の 上下関係形成過程」を分析

した結果、  幼稚 園 3 歳児ク ラ ス に は じめ に 1
一
男

女間の 上下 関係を含まない 差異」を持 ち込 ん だ の

は保育者 で あ っ た 、  幼稚園 3歳児ク ラ ス で は じ

め に 「男 女間 の 上 下 関係 を含 む差異」 を持ち出 し

た の は 幼児で あ っ た 、  保育者 は 第 1期か ら第 5

期 ま で ほ ぼ 一
貫 して 「男女間上下 関 係 を含まな い

差異」を提示 して い た、等が明 らか にな っ た。

8 ．6 ． 7．の 知 見を統合す る こ と に よ り、幼稚

園 3歳児 ク ラス におけ る 「幼児 の 性 自認 メ カ ニ ズ

ム 」 と、「男 女間 の 上下 関係 形成 過程 」 の 関係 を

分 析 した結果、以下 の こ とが 明 らか に な っ た。ま

ず、幼稚園 3 歳児 ク ラ ス に保育者が 「男女 間 の 上

下関係を含 ま な い 差異」を持ち込み 、全 て の 幼児

に 対 して 一貫 して 提示 した 。こ うし た 保 育者 との

相互行為 を通 し て 、入 園時か ら性 自認 して い た幼

児 （第 1 期 ）の 他 に 、「性別 カ テ ゴ リ
ーとの 同

一

化」ある い は 「性別記号 との 同
・．一化」に よ っ て性

自認 した 幼児が 現れ た （第 2 期）。 こ れ らの幼児

が 性自認 した後 も、保育者に よる 「男女 闖の 上 下

関係を含 ま な い 差異」の 提示は続け られ、次第に

性自認 した幼児が増加 し て い っ た。そ して 、男女

い ずれ か の 同性集団が ク ラ ス 内に形成 され る と 、

第 ／期 に 性 自認 して い た幼児が、それ 以降 に 性 自

認 した 幼児の 助 け を得て 、他 の幼児た ち に 「男 女

間 の 上 下 関係 を含 む差異」を提 示 し は じめ た 。 こ

の とき、そ れ ま で 「男女 間の 上 下 関係 を含 まな い

差異」と して しか提示 され て い なか っ た性 別カ テ

ゴ リ
ー

が、「男 女 間 の 上下 関係 を含 む差異」 へ と

変質 し て 用 い られ て い た 。
こ の よ うな状 況 に お い

て 、それ ま で 性 自認 し て い な か っ た 幼児た ち は 仲

間 か ら の 「男 女間 の 上 下 関係 を含む差 異」の 提示

と 保 育者 か らの 「男 女問 の 上 下 関係 を含 まな い 差

異．」の 提示 とい う二 重の 圧力 に さ らされ る こ と

に な っ た 。 こ れ を受 け て 「同性集団 との 同
一化」

ある い は 「異性集団 との相互 補完 的同
一化」 に

よ っ て 一
斉 に性 自認 して い た 。

　以上の よ うに、本報告 は 、従 来性 自認 の確立

が 心理学 に お い て は 個入 の 発達過程 と の 関連

で 語 られ て きた もの が多 い の に対 し、集団 の 中

で の 相互行為 に焦点 を当 て、社会学的貢献を模

索 した こ と に特徴が あ る 。ま た 本報告は 、社会

学が 今 ま で 問 題 と し て こ なか っ た初 期 の 性 自

認 の 時点 にお い て 既 に、社会 学的 関心 で あ る権

力 の 問題が 介在する こ とを示 唆 し、性自認 と権

力 と を切 り離 して 理 解 し て きた従 来 の 社 会学

的前提 へ の 問題提起 を した。こ れ によ り、初期

の 性 自認 が形成 さ れ る ま で の 社会 学的研究が

語 っ て こ なか っ た空 白期 問 と、そ の 後の 性 自認

形 成以 降 の 男女 の ジ ェ ン ダ
ー ・ア イデ ン テ ィ テ

ィ 形 成 に関 す る社 会学 的研 究 とを つ な ぐ こ と

に貢献 しようと した。
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