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幼児 の 社会的行動の 模倣学 習

東京教育大 学

牛 山 聡 子

L

問 題

　社 会 的 行 動 の 獲得 に つ い て 考え る と き， 「摸倣」 に よ

る学習 を 軽 視す る こ と は で きな い eBa
エidura らの 攻撃模

倣 の 実験（Bandura　 et、　al・，1961 ； Bandura 　ot　aL
， 1963a，

1963b； Bandura ．1965a ； Hicks ，19651Rosekrans 　 artd

Hartup
， 1967）や自己 強化反応 の 模倣 の 実験 （Bandura

and 　Kupers
， 1964 ；Mischel　and 　Liobort，1966 ； Ban−

dura　 and 　 Whalen ，1966 ；Bandura 　 et　al，1967）は ，

（1｝幼児
・
児童が 新 し い 行勁 を模倣に よ り学習す る こ と ，

  代理 強化 （他 の 人 の 行動に 対 し て 賞
・
罰 が与え られ る

の を観察す る こ と ）が 観察者に よ る モ デ ル の 行動 の 模 倣

に か な りの 影響 を 及 ぼす こ と，を明 らか に した とい え る。

　し か し，上 述 の 攻 撃 模 倣 の 実験 に お い て は ，（1）遊戯室

に は 攻撃行動を誘発 し やすい 玩具 が 置い て あ っ た 。 （2）代

理 強化 の な い 場合に は ， 幼児は 欲求 不 満 の 状態 に お か れ

た 。そ の うえ，（3）攻撃的 モ デ ル の 提示 は 幼．児の 攻撃行動

の 生起 を 容易 に し た 脱制止 効 果 を と もな っ て い た。ま た，

自己 強化反応 の 模倣 の 実験に お い て は ， 児童た ちは 自分

で 達成基準 を決 め ，自分 で 白分 に 報酬 を与え な け れ ばな

ら な い 状態に お か れ た が，児童た ちに と っ て モ デ ル に よ

ウ て 示 され た 基準以外 に ， 自分 の 達成基準 を決定す る う

え に 手 が か り とな る も の は な か っ た。以 上 の よ うな 理由

か ら，
Bandura らの 実験研究 に よ っ て 得 られ た 結果か ら

社会的 行動 の 模倣学習を過度 に 強調す る こ と や ， どん な

場合 で もモ デル をみ せ た だ け で 模倣が 容易 に 生 じ うる と

す る こ と に は 疑問が 残 る。

　そ こ で ， 本実験で は，模倣 の 対象 とな る 行動 と し て ，

「社 会 的 に 望 ま しい と は され て い る が 幼児 に は ま だ 獲得

され て い な い と思わ れ る行動」，
こ こ で は 「1 つ し か な

い 玩具を，まずゆず りあ い ，ジ ャ ン ケ ン で 順番 を決め t

交代 で ゆ ず りあ っ て 使 う」 と い う行動 を選 ん だ。実験 の

前提 と し て，幼児 は すで に 模倣能力を 身 に つ けて い る も

の と考 え る。ま た ，本実験の 模倣 の 対 象 と な る 「ジ ャ ン

ケ ソ 」等の 行為 の 部分 反 応 ダ 「ジ ャ ン ケ ン の しか た 」 や

「会話の しか た 」等を本実験 の幼児だ ちは す で に 獲得し

て い る 。 ま た，こ こ で は，幼児をモ デル の 行動 の 提示前

と提示後の 同 じ設定場面 に お い て 遊ば せ ，モ デ ル の 行動

を 観察 させ る 前 に は ほ と ん ど生 じ る こ と な く，モ デ ル の

提示後 に モ デ ル の 行動 と同様 な行動が幼児 に 生 じた 場合

に 幼児 は モ デル の 行動 を模倣 した。すなわ ち模倣学習が

生 じた と考 え る、，な お，遊 びが 進む に つ れ ，ま っ た く自

発的に モ デル と同様 な 行動 が 生 じる 可能「生も あ り うるの

で 統制群 を作 り　
，，映 画 を み せ ず に 遊 び の 場面 の観察の み

を く りか え し た 、、

　実験 1 に お い て は，他 の 模倣 を促進す る条件 を で きる．

だ け排除して ， 〔1〕どの 程度 の 模倣学習が 生 じ うる か ， 

1度 生 じた 模 倣 行 動 は ど の 程 度 維持 され る か ，（3｝代 理 強

化 （モ デル の 行動 に 対 して 賞が与え られ るの を観察す る

こ と）の 効果，に つ い て 実験 し ， 実S“　llに お い て は ， 模

倣学習 に 及ぼ すモ デ ル と観察者 との 類似性 の 影 響等 に つ ・

い て 実験す る e

実　験　 1

　模倣 を促進す る条件を で き る だ け少な く した 場合， 社
．

会的 に 望 ま しい と され て い る 行動 の 模倣 は どの く らい 生．

じ る も の で あ ろ うか。幼児の 自分中心 の 傾向 と幼児 の 模・

倣 の 傾向を考え あわ せ る と，社会的 に望 ま しい と され て

い る 行動 の 摸倣 が モ デル の 行 動 をみ せ た だ け で 容易に 生

じ うる と は 考 え られ な い
。 そ れ ゆ え

，
モ デル の

1
「ゆず り

’

あ い 」 や 「ジ ャ ン ケ ン 」 や r交 代時に ゆ ず る行為」 を観

察 し た だ けで も，幼児 は モ デル の それ らの 行 為 を 模倣す

るで あ ろ うが，そ の 模倣 の 生 じ る 割合 い は 小 さい こ と が

予測され うる。また ，「ゆ ず りあい 」は，　「ジ ャ ン ク
’
ン」

：

に 比 し生 ず る割 合 い が小 さい で あ ろ う こ と も 予測 され う

る。

　代理強化の 問題，特 に モ デル に 対 して 賞が 与え られ る

場合 と賞 が 与 え られ な い 腸合 に 閧 し て は
，
Bandura ら・や

他 の 研究者た ちの 実験 （Mischel　 and 　 Grusec，1966 ；

Grusec　and 　Mlschel，1966；Rosekran，1967；Kflmfer　and

Marston，1963 ； Marston 　and 　Kanfer ，1963 ； Bruning
，
．

1965 ；Berger，：L961；小橋川 ，
1968a

，
1968b） は ，

一
貫
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し た 結果 を示 して い な い 。 社会的 に 望 ま しい 行動を扱 う

こ の 実験 の 場合 に は 代理 強化 の 効果を否定しえ ない で あ

ろ うか ら ， 模 倣 行動 を示 す 幼児 の 割合 い は 無報酬群 よ り

報酬群 の 方が 大 きい で あ ろ う こ とが 予測 され うる。

　次 に，い ち ど模倣され た 行動 の 維持につ い て で あ るが，

本実験 の よ うな 行動 を幼 児 が 模隊す る場 合 に は，そ の 行

動 の 意味，すなわち 「ゆず りあい 」や 「ジ ャ ン ケ ン」を

す る こ との 意味 が わ か っ て 模倣す る と推測で き る。そ れ

ゆ え
， 玩具が か わ っ た こ と に よ っ て 模倣 され た 行 動 が す

べ て 消 え て し ま うとは 考 え られない 。そ こ で ， 模倣され

た 「ゆ ず りあ い 」 や 「ジ ャ ン ケ ン 」等は 玩具が か わ っ て

も維持され る 方向に あ る こ とが 予測 され る。

　 1　 方　　 法

　 被 験 児 ：神奈川 県 小田 原市 の 保育園 の 4 才児組 か ら男

児 22名 ， 女児18名 ，
5 才児組 か ら男児16名，女児22名。

　 実験設備 ：保育園内に あ る園児 の 教室 お よび 運動場か

ら は 少 し離 れ た と こ ろ に あ る建物の
一

室 を 遊戯室 ， そ の

廊 下 を観察室 お よ び 映写 室 と し て 使 っ た。遊戯室 と観察

室 の 略図 を Fig．11に 図示す る・。図 の 斜線の 部分は 観察す

る す き間か ら観察し うる範囲 を示 して い る。観察室 兼映

牢室 に は 机 が あ．D ，
8 纏 映写 機 ， テ ープ ・レ コ ーダー2

・
台 が 置い て あ る。

　実験条件 ： モ デ ル の 提示 は 融   映 画 で 行 な う e 模倣 を

促進す る条件 を で き るだ け少な くす る た め に 次 の 点 を考

、慮 した 。（1）モ デル は，特に 影響力 を持っ とは考え られ な

い モ デル
，

こ の 場合に は 女子 学生 で あ る。（2）映 画 は ，
で

き る だけ 遊戯場面 と の 関連性を幼児 に 気 づ か せ な い よ う

に し て 幼児 に みせ る。（3）映画をみ て い る 聞 に モ デル の 行

観

察

椅

ラ／
　／
畳

／
室

観察す るた め の す き問

一層順一一噛一
パ ヲ ブ イ

ン 紙 遊戯室

出 入 口

土 間

出入 ロ
」

Fig ．1　 遊戯 室 お よ び観察室 〔兼映 写 室）

動 を模倣す る 機会を 被験児 に 与え な い
。 （4腋 験児 は ，モ

デル の 行動 を模倣して も直接に は な ん の 強化 も与 え られ

ない 。（5）実 験 場面 に は 2 人 の 幼児 の み で 幼児 た ちの 行動

をみて い て か れ らに なん らか の 圧 力 を 及 ぼ す よ うな 人物

は い ない 。それ ゆえ ， 幼児 た ちは ほ め られ た い ， 叱られ

るに ちが い な い ，などと い うよ うな 気持を外か ら起 こ さ

れ る こ とは な い
。

　玩具は ， 予備実験の 結果， リモ ー ト ・コ ン ト P 一ル で

動 く 「パ ト カ ー」 が，男児 に と っ て は も ち ろん女児 に と

っ て も，か な り魅力的な 玩具で ある こ とが わ か っ た の で ，

これ が 選ば れ た。模倣 に よ り遂行 さ れ た 行動 が ， 玩 具 が

か わ っ て も維持 さ れ る か ど うか を研究す るた め に，も う

ひ とつ
， リモ ート・コ ン トP 一ル の

’
「パ トカ ー」 と ま っ

た く同 じ操作 で 動 く，リモ ート・コ ン ト 卩
一ル の 「ナ ソ

ダーバ ード2号
＊

」 を使 っ た 。両 方 と も 弖
｝般 に は，ひ

と りで 操作 し て 動 かす玩具で あ る。 「サ ン ダ ー・バ ード

2 号」 は 幼児 に と っ て 「パ ト カ ー」 と 同程度 あ る い は よ

り以 上 の 魅力の ある もの で あ っ た。

　実験手続 き ： 1 つ の 玩具をめ ぐって の 2 人 の 幼児た ち

の 行 動 を 観察す るた め に ，被験児 た ち は，年令 と性 が 同　
』

じ に な る よ うに され た 以 外の 点で ば特に 考慮 され ず ，
か

な り便宜的 に 2 人
一
組 に され た 。積極的 （消極的）な幼

児 と積極的（消極 的）な 幼児 の 組 ， 積極的 な幼 児 と消 極 的

な幼児 の 組等 々 を作 る と い うこ と も考え られ るわ け で あ

るが，
・
本実験の 場合 は その 点 を 無視 し， 2入

一
組 に され

た 被験 児 の 組 （以 下簡単 に 被 験 組 と よ ぶ こ どに す る） を

ひ とつ の 単位 と して 扱 っ た。被験組 は，まず （観察 1）

で よ り
・IS然に 近 い 状態で の 遊 び方を観察され，その 結果

に よ っ て
， 無報酬群 ・報酬群 。統缶ll群の 3群の い ずれ か

に割りふ られ た 。 数 日後 に 無幸晒 ｝1詳 ・報酬 群 は ， 映 画 を

み た 後， （観察 2 ）・（観察 3 ） お よび （観察 4 ）。（観察

5・）で 模倣が生起 す る か ど うか を観察され た。統 制 鮮は

映爾をみせ ちれ ず に ， 直接 （観察 2 ）・（観察 3）で モ デ

ル と 同様な 行動が 生 じ るか どうか を観察され た 。

（観察 1 ）　 特別 に は処理 を ほ ど こ さな い よ り 自然 に 近

い 状態 で ，2 人 の 幼児 が 玩具が 1 つ し
．
か ない 場合 に い か

な る 行動を示す か を観察す る た め に 行な っ た 。被験組 は ，

実験者 に よ っ て 教室 また は 運動腸 か ら遊戯室 に 連れ て こ

られ た。遊戯室 に 入 る までに ，実験者は 被験組 に ．次 の

1

こ と を告 げた。（1に れ・か ら行 く室 に オ モ チ ャ が あ る こ と

  2人 で しば ら くそれ で 遊 ん で み て，あ とで，お もしろ

か っ た か ど うか 教 え て ほ しい こ と，  しば ら くした ら必

ず迎 え に 来 る こ と，ま た 教室 ま た は運 動 場 の 方 へ 帰 れ る

＊

子 ど もに 人 気 の あ る テ レ ビ 番 組 に 繊て くる 飛行 髏。
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こ と。（4）靴は ぬ が ない で よ い （す な わ ち1畳 に は あが ら

ない ） こ と e

’

　遊戯室 に は， リモ reト ・コ ン トロ
ール で 動 く 「バ トカ

ー∫が 1台置 い て ある。実験者 は被験組 を 室に 入 れ ， 入

口 を後 に し て 右側の 被験児をA ，左側 の 被 験 児 を B と し

て 名前 を確認する。 次 に ， 「パ トカ ー」 の 動 か し方を説

明 し，や り方を 知 らな い 者 に は そ の や り方を教え る。リ

モ r・ト ・コ ン トロ ール の 部分 を ，
2 入 の 被験児 の そば，

2 人の 被験児 の それぞれ か ら等間隔の と こ ろに お い て ，

「は い 遊ん で もい い わ 」 と言い （こ の こ とば と 同時に 実

験者 と もう 1 名 の 観察者は ス ト ッ プ ・ウ ォ ッ チ を 抑 す ），

室 を出 る。す ぐ観察室 に入 り観察を行な う。観察室に は

も う 1 名観察者 が お り，観察と テ
ープ ・レ コ ーダ ーの 操

作を行な う。 す べ て の 被験組 の 発言 が テ ープ に 録音 され

た 。3 分
＊
経 過後， 実験者が 遊戯室 に 入 っ て い き遊びは

も
ト
う終 りで あ る こ と を告げ る。教室 また は 運 動場に 帰 る

途中，オ モ チ   は お も し ろか っ た か ど うか を聞い た 。

（群分 け） 群分 け は ， 統制群 ・実験群 1 （無報酬群）・

実験群 矼 （報酬群）が な るべ く等質に な る よ うに 行な っ

た。しか し ， こ の 手続 き は，か な り困難だ っ た の で
，

い

ずれ の 被験 組 に も 「ゆ ず りあい 」 と 「ジ ャ ン ケ ソ 」が生

じ なか っ た とい う こ とで ，
い ちお う 3 群間 に 大きな差 は

な い と考え た。統制群に 関 して は ，
9 組や っ た とこ ろ ， 〔1）

す べ て の 組 に 「ゆ ず りあ い 」も 「ジ ャ ン ケ ン ．1も生 じな か っ

た こ と 。   ほ と ん どの 組 が （観察 1）・（観察 2 ）＜観察3 ）

の 3 つ の 場 面 で，だい た い 同様な行動傾向を 示 し，一
方

の 幼児が 他方 よ りも 2 倍以上 の 時間玩具を使 っ た り， 所

有権争い を した り等 2 人 の 幼児の 間 の 力関 係 は 固定す る
．

傾向に あ り，望 ま し くな い 行動 も生 じ やす くな っ た こ と e

〔3）（観察 1 ）の 段階 で 「ゆ ず りあい」 や 「ジ ャ ン ケ v 」の 生

じた 組 が ま っ た くな か っ た こ とな どか ら ， 本実験の 保育

園の 園児 の 場合に は 自然 の ま ま の 状態で は 「ゆず りあい 」

や 「ジ ャ
’
ソ ケ ン 」は ほ と ん ど生 じな い と推測 で きたの で ，

統制群は 9 組 で うち き り， 実験群の 組 数 を増 した。無報

酬群報 酬群・統制群 の被験組数 は Table　1の よ うで あ る。

（映 画 ・観 察 2 ・観察 3 ）　（観察1 ）を行な っ た 日か ら

5 〜17日後 に 行な っ た 。 な お
， 統制群に つ い て は 映 画 を

見せ ない の で （観察 1）を行 な っ た 日か ら2 ん 9 日後に ，

直接 （観寨 2 ）・（観察 3 ）を 行な っ た。被験組 を 厂き ょ

うは，．映画を見 ，
パ Fカ t・・で 遊 び ， そ れ か らサ ン ダ e

・

バ ードで 遊 ぶ の 。どれ が お も し ろか っ た か あ とで 教えで

Table　 1 群別の 被験組数

4　 　 才 5　　 才
P

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4才 ＋5才
男 女 男 妝 男 女 男・ 女 i

無幸艮酉闘群 53

幸艮酉♪［｛君羊 44

統 制 群　2　 2

8・　　 2　、5

843 　 477

3　 2』　 　 5

15159

＊ 予備 実験 の 結果 ， オ モ チ ャ の 所 有者 が か な り短 い 時

闘 に 交 代 す る こ とが わ bSっ た こ と と，
3 分 間 ぐ ら い で

も あ き て し ま っ た り，ま だ 迎 え に 来 な い か と不 安 が っ

た りす る 被験 児 が い た こ とか ら，時間 は 3分間 と した 。

計 1・192 ・ 8 ・・ 三『
…
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ち ょ うだ い 」 と言い な がら実験室の あ る建物 に 連れ て く

る。ま ず，観察室 の 出入 口 の 石土聞の 上 に 立 た せ る か ，

観察室 の 廊下 に 靴 を ぬ が せ ず に 腰 か け させ る か し て 映 画

をみ せ る 。

’
映 画 は ， 幼児 の 立 っ て い る所 か ら約 1m の と

こ ろ に あ るパ ラ フ ィ ン 紙の 上 に，縦20c鋸 ，横24em の 大 き
．

さで 映写 され る 。 映 写 機お よ び テープ ・レ コ ーダーは，

パ ラ フ ィ ン紙 の 奥 に あ る机 の 上 に置か れ ， 奥で 観察者が ・

そ れ らを 操作 し て い る。映 画 の 内容 は 次 の よ うで あ る ：

　 リモ ＝ ン の パ ト カ ーが 工台．大 写 し され る。す ぐバ ト ガ

ーは 小 さ くな り，　「あ ，　リモ コ ン の 自動車だ わ」 とい う・

2 人 の 女性 の 声 と と も に
， 2 入 の 女 子 学 生 ふ う の モ デ ル

・

が 画 面 に 現 わ れ る 。2 人 の モ デ ル は ち ょ っ と取 り あ い を、

す る が，す ぐに 「あ な た ， お 先 に ど うぞ ］，「あ な た ど う

ぞ 」 と ゆ ず り あ う。そ し て ， 2 人 で 「ジ ャ ン ケ ン し ま し

ょ うか 」 と 言 い
， 「ジ ャ ン ケ ン ボ イ」．とジ ャ ン ケ ン を す

　　 　
る ee ，

一
方 が 「あ っ 勝 っ た 」 ≒言 い

，

一
方が 厂ど うぞ」と

謇 う。勝 っ た 方 は 「じ ゃ あ 」 ど 言 Vls 玩 具 で 遊 ぶ ， し ば

ら く遊 ん で 後，勝 っ た 方 は 「あ なた 次 や っ て い い わ 」 と

負 け た 方 に ゆ ず る。 「そ れ じ ゃ や ら し て 」 と負 け た 方 が ・

玩 具 で 遊 ぶ。　（そ の 途 中 で
， 報 酬 群 の 場合 に は ，　「仲 よ

く遊 ん で ふ た り と も偉 い わ ね 」 と い う声が 入 る 。） 負け

た 方 が 遊 ん で い る と こ ろ で ， 最後 に 犬 が 現 われ る。

　幼児 が 映画 をみ て い る 聞 ， 実験者 は幼児 の 行動を観察 ；

す る
。 特徴 の あ る行動 と発 言 を記 録 す る。記 録 して い る

と こ ろ は幼児 に は見 えな い 。

　映 画 が 終 る とす ぐ隣の 遊戯室 に 呼び 入れ ， 名前を確認

し， 「は い 」と 君 っ て 「パ トカ ー」 を 2 人 の 幼児の 側 に

お くと 同時に ス ト ッ プ ・ウ ォ ヅ チ を押 して 室を出 る。 3

分経過後 ， 実験 者 が 「サ ン ダ
ー・パ ード」 を 持 っ て 室 に ．

入 り， 「パ トカ ー」 と取 りか え る 。 「は い
，

こ ん ど こ れ

で 遊 び な さい 」と言 っ て 室 を 出 る。 3 分経過後，実験者

が 室 に 入 っ て い き終 りを 告 げ る。教室 ま た は 運 動 場 に 帰

る 途中で 何 が い ち ば ん お も しろ か っ た か 聞い て 記録す る。．

　統制群 の 被験児 に は 映画 を 見せ な ひの で， 厂き ょ うは，．

パ トカーとサ ン
「
ダー・V9

’
　t 一ドで 遊 ぶの ， あ と で ど っ ちが

お もし ろか っ た か 教 え て ち ょ うだ い 」 と 言い な が ら遊戯．
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室 に 連れ て き て ， す ぐ美験 に 入 る 。

　（映 画 ・観察4 ； 観蒹 5）　 5 才 児 に は も う 1 レ 映 画 を

み せ る と模倣が 生 じそ うで あ っ た の で 行な っ た 、被 験 児

を 「も うい ち ど映画を 巳て ，
パ ト カ ーとサ ン ダー・パ ー

ドで 遊ん で ， 今度 は ，どれ が い ち ば ん お も し ろ か っ た か

教 え て ち ょ うだ い 」 と言 い な が ら連 れ て き て 実 験 を行 な

っ た。

（観嘉の 中心 点）　 観察は ，お もに 玩 旦 の 所有 の 移動 に

瀾 し て 行な わ れ た 。移動時の 時聞，そ の と き の 所 有者，

移動 の しか た ， 移動に関して発せ られ た こ とば等 々
。 観

祭記録 は， 「最初 に 相手に玩具 をゆ ず っ た か ど うか 」，

「ジ ャ ン ケ γ を した ab）　e
”
うか 」， 「所 有権争い を した か ど

うか」， 「
一
方 が他方 よ りも 2倍以上 の 時閲玩 目 を所有 し

た か どうか 」，「何回交代 し た か 」，「玩 具交代時 に 相手に

玩 具 を ゆず っ た こ とが 何回 あ っ た か 」，「要求的言辞を侮

回骨 っ たか 」，「譲渡的言辞を何 ［r后 っ た か 」， 「女求 に対

す る否定的言酵 を何回言 っ た か 」，「そ れ ぞれ の 観嘉 段階

で ，先 に 玩 具を 使 っ た の は A か B か 」 の 点 力 ら整 理 し た 。

　　 2　結　　 果

　 ほ とん ど の 幼児た ちガ 活発 に 趣び，映画 に も興味 を示

し た 。

　 （1）　 「ノ ヤ ン ケ ン 」 の 模倣

　 4 才 児 に は ， 実験中ま ・
p た く 「ジ ャ ン ケ ン 」 は 生 じ な

か っ た
。

5 才児 の 統制群に も 「シ v ン ケ ン 」は生 じなか

っ た。 5 才児 の 「ジ ャ ン ケ ン 」 の 坐 じた 実験群 の 紐曾群

別 ， 観 察段階別 ， 性別，の 表が Table 　2 で あ る。

Table 　 2 「ジ ャ ン ケ ン 」 の 生 じた組数の 表

群 観察

5 才

無
報
酬
群

報

酬

群

男、 女 男 ＋ 女

123

・
45

　0 　（2 ）霜　　　　0　（5 ）　　　　0　（7）

　1 （2 ） 　 　 1 （5 ） 　 　 2 （7）

1，　0 　（2 ）　　　　1 　（5）　　　 1 　（7 ）「

123

1　（2 ）　　　　0　（4 ）

1　（2 ）　　十 1 ＊ ホ
（4 ）

＊＊＊・
）

）

6
ρ
0

（

（

12

0 　（3 ）　　　　0 　（4 ）　　　　0　（7 ）

〔｝　（3 ）　　　　G 　（4 ）　　　　0 　（7 ）

0 　（3 ）　　　　0 　（4 ）　　　　0 　（7 ）

＊

＊＊

41 （3 ） 　 1 （4 ）

5 　　 玉　（3）　　　　0 　（4 ）

（ ） 内の 数字 は被験組数

Z （7 ）

1 （7 ）

　　 「十 1」 と 「十 」 の つ い て い るの はそ こ で ジ ャ ノ

　　ケ ン の 生 じた組 が 創の観察段階で ジャ ン ケ ン の 生

　　 じた 組 と は 違 う組 で あ る こ とを 示 す。
瓢 串

観察 2 と 3 の 両方 で 「ジ ャ ン ケ ソ 」 の 生 じた組 を

　　除い た

　 Table 　2 か ら明らか な ように ， 工回映 画 を み せ た 結果

　「ジ ャ ソ ケ ソ 」が生 じた の は，無 服酬群男児 に 1 組 （観

察2 ） の み ， 無 服酬 群 女児 に 1 組 （観下 2 ’ 3 ） あ ・p た

の み で 少 な い
。 次 に ，

5 才坩夫 験群の み に も う1 団映 画

を み せ た結果 「ジ ャ ン ケ ン 」が生 じた の は無報酬
．
「群男児 に

1組 （観嘉 4 ・5 ，た だ し，こ の 紐 は観察 2 で も 「ン tr

ソ ケ ン 」 が生 じて い る）、無樶酬群女児 に 1組 （観察 5

の み ）， 翫酬群男り
a
に 1 組 （観察4 ・5）， 艱酬群女「Eに

1 組 （観藩 4 の み） で あ る。千
上
局 ，2 回 目の 映 面 の あ と

て 所 し く 3組 に 「ジ ャ ン ケ ン 」 が 生 じて い る。 1 回目，

2回 目の 映画観祭後に 「ジ ャ ン ケ ン 」の 集じた 組 を あ わ

せ る と ，
5 才 男女 三卜1蜘 中 5 組 に 「ジ ” ン ケ ン 」 が 生 じ

た こ と に な る。これ ら 5組 の うち 2 組 に か な りは っ き り

と映画の モ デル の 行動 の 椣倣 で あ る と言い う る 言動が 認

め b れ た。 1組 は 1 回 目 の 映 画 提示後 「ジ ャ ン ケ ン 」 の

生 じた 無報酬群の 女児 の 組 で あ るが ， （観察 2）で まず

　「A ち ゃ ん か らや っ て
・

，
…・1　「あ っ ジ ャ ン ケ ン ポイ し て

か り や ろ う」 「B ちゃ ん 勝 っ た ん だ よ 」 と言い ，交代時

に な る と 「は い A ちゃ ん 」B か らゆず りうける と 「は い

どうもすみ ま せ ん 」等々 ，　（観繁 1 ）段陥で は 生 じず，

．同時に ，映 画 の 内 容 と か なり類 似 しだ言 動 が み られ て い

る　 も う 1組 は ， 2 回目の 映 画提示後 「ジ ャ ソケ ン 」の

生 じた 報酬群 の 女児の 組 で あ るが， （観察 4）で 「あれ

やれ ば い い じゃ ん
a ほ ら映画 み た い に 」 と言 っ た あ とで

「ジ ャ ン ケ ン しよ う」 と言 い ， 　「ジ ャ V ケ ン 」 を して い

る。以 上 の ζ と，お よ び，　（観黍 1 ）段階 で 「ジ ャ ン ケ

ソ 」 の 生 じた 組 が ま っ た くな か っ た こ と，お よ び，統制

群 の 被験児の組に おい て は ， （観察 2 ）・（観祭 3 ）で もま

っ た く 「ジ ャ ン ケ y 」が 生 じ な カ ゾた ζと を 総合す る と

「ジ ャ ン ケ ン 」 の 生 じた 組数 は 少な く，統計的 に 有琶 と

は い えな くて も， 5 才児に限り，モ デ ル の行動 を見せ た

こ と の 効果が あらわ れ た。模倣 に よ り 「ジ ャ ン ケ ン 」 を

す る とい う行動 が 遂行 され た とい っ て も醇 りで は な い と

思 う．モ デル の 行動 を見せ た だ け で も模倣は生 じ る で あ

ろ うが ， 棋倣の 生 p る判合い は 小 ざ で あ ろ う とV う予

測は ， 5 才」月に 限 り， それも 「ジ ャ ン ケ ン 」 に つ い て の

み 肯 走し う る方向に あ る と言 え る e

　 モ デ ル に 報酬 を与えた場合 と，モ デル に なん の 強 化 も

与 え なか っ た 場合 と の
， 模倣に よ る行動 の 遂 行 を 比較す

るた め に，もうい ち ど 「ジ ャ ン ケ y 」 の生 じた 撮 に つ い

て Table　2 をみて み るq
　 1 回 目の 眇 画 提示 後 「ジ ャ γ ケ

ン 」 の 生 じた の は ， 報酬 群 に Q組 ， 無報酬群 に 2 組，2

回 目の 映画提示後で は，報酬群 に 2 組，無報酬群 に 1 組

で あ る。こ の 結果 は 代理強化 に つ い て の 予測に 反する 方

向に あ る。少な くと も，ラデル に 恨酬を与えた方が ， ，モ
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一
デル に な ん の 強化も 与 えな か っ た場合よ りも模倣 を よ り

多く生 じ させ う る とは い え な い こ と，代理 強化が大 きな

効果をもた な か っ た こ と を示 して い る p

　 模倣 に よ り遂行された行動が ， 玩具が か わ っ て 喝維持

され た か ど うか を知 るた め に，再 び Table 　2 を み て み

る と，玩具が か わ っ て も 「ジ ャ ン ケ ン 」 の 盈 じた の は ア

1 回 目の 映画提示後 に 無報酬群 の エ紘 　2 回 目の 映画提

示 後 に 報酬群 の 1組 で あ る。1 回目の 映 画 提示後，玩 具

が か わ る と と も に 「ジ ャ ン ケ ン 」 が 消 えて しま っ た無報

酬群の 男児 の 組 で は，2 回 目の 映 画提示後に は ， 玩 具 が

か わ っ て も 「ジ ャ ソ ケ ソ 」が生 じた。 2 回目の 映 爾 提示 後
．
初め て 模倣に よ り 「ジ ャ ン ケ ン 」が 遂行 され 玩具渉 か わ

る と と も に 「ジ ャ ン ケ ン 」 の 消えた の が，報酬群 に 1組，

玩 具 が か わ っ た後 に の み 「ジ ャ ン ケ ン 」の 生 じた 紐が 無

報酬群 に 1組 あ っ た。こ の 結果は ，模倣 に よ り遂行 され

た 行動 は 玩具が か わ っ て も維持 され る方向に あ る と い う

こ と を示 し て い る とい え よう。
し か し， ζの 結果の み か

・ら，予測 を肯定 し て しま うこ と は で きな い 。

　最後 に ， 「ジ ャ ン ケ ン 」 の 生 じた 5 才 児 の 5組 に つ い

て 「ジ ャ ン ケ ン 」の 生 じた 理 由を 探 っ て み る と， 個 々 の

・組で そ の理 由が 異 っ て い る よ うで あ る。 5才男児め 2組

に つ い て は ど ち らが 先 に 玩 具 を使 うか を 決 め る た め に

「ジ ャ ン ケ ン 」 を した と推測 し うる。一
方 ， 5 才女児の

．3組 で は，どち らが先 に や るか を決 め る こ と も 「ジ ャ ン

ケ ン 」 を し た こ との 理 由の 1 部で は あ る か もしれ な い が
，

1
「ジ ャ ソ ケ ン 」をする こ と自体 に よ っ て ， 遊びをお も し

・ろ くす る ζ とに ，か な り重みがあ っ た こ とが推測 し うる。

　，（2）　 「ゆ ず りあい 」 の 模倣

　 「ゆず りあ い 」 は， 4 ， 5 才児 とも実験 を 通 じ て ま っ

た く生 じ なか っ た。 「ゆ ず りあい 」 に関して は ， 生 ず る

割合 い は 少 な くて も，模倣 は 生 じ る で あ ろ う と した 予測

、は 否定され た。しか し． t の 結果 は ， 「ゆず り あい 」 は

「ジ ャ ソ ケ ン 」 に 比 し ， 生 じ る割合い が小さい で あ ろ う

と した 予測 の 方向に は そ っ た もの で あ る とい え る。

　 と こ ろ で ，

一
方の み が最初に 相手 に ゆず る とい う行為

が す こ しみ られ た の で ，そ れ に つ い て 検討す る。最初に

相手 に 玩具を ゆ ず っ た幼児の 数 は ， それ ぞ れ 次の よ うで

あ る 。 映画 を み せ る前の （観察 1）の 段階で 5 才男児 1

人 ，
1 回 鼠の 映画提示後 に ，無報酬群の 4 才 女 児 1 入

（観察 2 ），　報酬群 の 4 才女児 1人 （観察3 ），　報酬群

の 5 才男児 2 入 （観察 3）， 無報酬群の 5 才 女 児 1 人

（観察 2），　 2 回 目の 映 画提示後に ， 無報酬群の 5才女

児 2 入 （観察 4 ），・の 計 8 人 が そ れ ぞれ ま ず相 手 に 玩具

をゆず っ て い る。映画をみせ る 前 と後 で の数字の 差 は ，

統計的 に有 意 とは い えない 。また，
2度以上，まず相手に

那具を ゆず っ て い る幼児はひ と りもい ない 。また，映画

提 示 後 に ゆず る 行為 を遂行 しk7 人 の 被験 児 の うち で ，

「ジ ャ ン ケ ン 」の 模倣 を した の は 2入 の み で あ っ た。ま

た，報酬群 の 4 ．才女児 は （観察3 ） で 玩具を相手 に ゆ ず

っ た と き， 「こ fPどA ち ゃ ん か ら先」と い っ て い る。以

‡の こ と を総合す ると ， な か に は模倣に よ りゆ ず る行為
が 生 じたと推測 し うる被験児もい た が ，全般的 に ，それ

らが 模倣 に よ り生 じた とす る の は 危険で あ る。

　（3） 玩具交代時 の 相手 に 玩具を ゆ ず る行為，
お よ び ，

譲渡的言辞に 及ぼ すモ デル の 影響に つ い て は ，
こ の 実験

か ら適当な 資料 を得 る こ と は で きな か っ た。

　　　　　　　　　　実 験　［

　 実験 1 の と き，被 験 児 た ち は 映画 と 自分た ち の 遊 び と

の 関連 1生をほ とん ど気 に か けず，映画 は 映画，自分た ち

の 遊び は 遊び と して 楽 しん で い た 。もし，被験児 た ちが

映 画 と 自分 た ちの 遊び とを別 の もの と し て み る こ とが よ

り少なくなれ ば ， そ し て ， 映画 の なか の モ デル と 自分た

ち の 行動 と の 違い に よ り容易 に 気 づ き，それ と 同時に
，

モ デル を自分 に 身近な 者 と し て 感 じた と した ら ， そ うで

ない 場合， た とえ ば実験 1の よ うに女子学生 が モ デル で

あ っ た 場合 よ りも
，
．模倣 演 生 じや す くな る ζとが 予測 さ

れ る。

　そ ζで ，ζの 実験の 場合 に は，モ デル とし て 被験児 と

同年令 の 幼児 と女子学生 の 両方 を使 い ，上述 の 考 え を検

誕する 。

　と こ ろで ， 幼児た ちが 自分た ちの 行動 とモ デ ル の 行動

との 違 い に 気づ い た と して も， 自分 た ちの 行為 が望 ま し

い とは い え な い も の で あ るζ 孝に 気 づ か．なか っ た と した

らモ デ ル の 社会的 に 望 ま し い と され る 行動 の 模倣は 生 じ

な い かも しれな い。そ ζで ， 映画 を みせ た後の 遊び の 途

中で 「ふ た りに 1 つ の オ ラ チ ャ しか か して あげな か っ た

け ど，仲 よ く遊 べ た か 」 とい う暗示 的 質問 を 与え た 。

　1． 方 法

　被験児 ： 東京都交京区 の 私 立 の 幼稚園 の 5 才 児 組 か ら

男児14名，女児 8名。 被験児 た ち は ， 幼稚園 で す で に

「ジ ャ ン ケ ン 」を教わ つ て い た。

　実験設備 ；東京教育大 学内の 行 動 観察室 ， お よ び 遊戯

室。 遊戯室 に あ る玩具は すべ て 片づ け る 。 映 画 は行動観

察室で 映 写 し ， 幼児を行動観察室の 入 卩 に 立た せ ， 内側

の 入 口 に は っ た ト レ シ ン グ ・ペ ーパ 7 の 上 に 映 され た 映

画をみせ る。

　笑験 条件 ； 実験 1 とあま り変化 は な い 。完全 に 実験 正

と異な る点は，．モ デル ≧して女子学生 と幼児 とを使 っ た
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こ と，
お よ び 「仲よ く遊べ た か」

「
とい．う暗示的 質問を与

えた こ とくらい で あ る。幼児 の モ デル と して は ， 実験 1

の 被験児 で あ り，す で に 同 じ内容の 映 画 を 見 て い る保育

園 の 5 才児 を 使 っ た。　　　
1

　実験手続 き ：実験 llで は
．
母親 に 幼児 を 連れ て大 学ま で

き七も ら っ た の で ，　（観察 1 ） ・（映画をみ せ る）・（観

察 2 ） ・
〔観察 3） ・（観察4 ）を続けて 行な っ た。被

験 児2 人 を ， 玩具の 置 い て ない 遊戯室 に 導き入れ ， 室 に

慣 らす た め ，ま た 室の 中を 探索さぜ 玩具 以外に 興味 を も

つ こ とが な い よ うに す るた め に i 「こ こ で待 っ て い て ね 」

と言 っ て 実験者は 室を出て ，しば らく幼児た
1
ちの 好き な

よ うに させ た 。 被験児 た ち は廊下が 暗 く遊戯室が 明 る か

っ た せ い か ， あ ま り不 安 は示 さなか っ た。被験児た ちが

な に もす る こ とが な くな っ た こ ろをみは か ち っ て ， リモ

ート ・コ ン トロ
ール の 「バ トカ厂」 を持 っ た 実験者 の 補

助者が 室 に入り，　「パ ト カ ー」を動 か し て み せ て か ら 2

人の 被験児の 間 ，
2 入か ら等 間隔の と こ ろ に それ を 置い

て 室 を 出て （観察 1 ） を行 な う。 2 人の 被験児の 行動 は ，

観察室 か ら 3 人あ るい は 2 人 の 観察者に よ っ て 観察され

る。発言は テ ープ 。、レ コ ーダーに も記録 され る。 3 分経

過後実験 補助 者が 室 に 入 っ て い き ，
こ れ か ら映 画 を 見せ

て あ げ る と告げ ， 被験 児 た ち を廊下 に 連れ 出 し行動観察

室 の 入 口 に 立 た せ る。実験補助者は そ の ままそ こ で 被験

児た ち の 様子 を観察し， 特徴の あ る言動 を記 録 す る。映

濔の 内容は実験 1の と．きの それを少 し 変え ， 実験 1の 場

合 よ り 「ゆ ず りあ い 」 を 多 く し， 「ジ ャ ン ケ ン 」 も 「ジ．

ヤ ン ケ ン ポ イ ， ア ィ コ デ シ ョ 」．ど 2 度 に ふ や し た 。女子

学生 をモ デル に した映画 は実験 1 の ときに使 っ た フ ィ ル

ム を編集 し 直 した。 5．才男児 を モ デル と した 場合 の 映画

の 内容．を示す と次 の よ うで あ る ：

　．リモ ー ト ・コ ン 】・V 一ル で 動 く　「パ トカ ー」．が 置 い て

あ る・と こ ろへ，2 入 の 5 才 男児 が 同 時 に 「あ ，
リモ コ ン

の 自動車だ 」 と 両側か ら出て き て ，
バ ト カ．一に 手 を か け

る ち ょ っ と取 りあ い 気味 に な る が，す ぐ 「先 い い よ 」

「先 や っ て い い よ 」　「先 い い よ 」　「先 や っ て い い よ 」 と

ゆ ず りあ 鉱 そ し て す ぐ，同時 に 「ジ．v ン ケ γ ポ イ
，

ア

イ コ デ シ ョ 」．とジ ャ ン ケ ソ を す る。勝 っ た 方は 「勝 っ た」

と 言 い
， 負 け た 方 が 「先 い い よ」 と 言 う。勝 っ た 方 が し

ば ら く車 を 動 か す 。 そ れ か ら
．
「こ、ん ど君」 と負 け た 方 に

’

ゆ
．
ず る。し ば ら く後 「こ ん ど君」 と 負 け た 方が ゆ ず り，

次に
，

・「ま た 「こ ん ど君」 と 勝 っ た 方 が ゆ ず る
。 負 け た 方

が 車 を動 か し て い る 途 中 で 映 画 は 終 る。　 ・．

　 な お ， 同 年令児 をモ デル とす る 場合 に は 女児の 組 に は，
』

女児 の モ デル ，男児 の 組 に は 男児 の モ デル の 映画 を見せ

た 。
・映画 を見せ た後，

・再び遊戯室 に 連れ て い き， リモ ー

ト ゴ ソ ト P 一ル の 「パ トカ ー」 で 遊ぱ せ （観察2 ） を 行

な う。 3 分経過後，補助者が遊戯室 に 入 っ て 行 き 「バ ト

カー」 を 「サ ン ダー・バ ード 2号」 に か え て （観察 3 ）

を行 な う。 3 分経過 後再 び補助 者が 遊戯 室 に 入 っ て い き ．

「ふ た りに ひ とつ の オ モ チ ャ し て か して あげなか っ たけ

ど仲よ く遊べ た か し ら」「もう少 し遊ん で い て い い わ」 と

言 っ て 蜜を 出て （観察 4 ） を行 な う。2 分経過後 「遊 び

は終り」 で あ る こ と を告げ る．母親の 所 へ 帰 る 途 中で

「何が お も しろ か っ た か 」 「どん な映画だ っ た か 」な ど

を尋ね・る 。　　 ゴ

　実験 群 1 （女子学生 が モ デル で ある場合）と，

「
実験 1

幼児 が モ デ ル で あ る場 合）へ の 幼児 の 割 りふ りは ， （観

察 1）で 「ゆず る行為」や 「ジ ャ ン ケ ソ 」が 生 じ る か 生

じない か に よ っ て 適宜に 行な うつ も りで い た が ， そうし

た 行為は ま っ た く生 じな か っ た の で 前半の 6組 を実験群

豆 （幼児モ デル ）， 後半 の 5 組を実験群 1 （女子学生 モ

デ ル ） と して 映画をみ せ た。被験組 の 群別
・男女別 の 数

は Table　3 の よ うで あ る。

　Table 鮮別，男女別 の 被験組数

’

実験群 1

実験群 H

1 十 H

5 才

男

34

女

22

7 4

男＋ 女

5611

　 （観察の 中心 点） は 実験 1 に 同 じで あ る。な お ，発言

に 関す る分析は小 さな 声 で 語 した り， な い し ょ 話 を した

り した 幼児た ちが い た た め ，観察室 ま で 聞 えて 来ず ， ま

た テ
ープ に も うま く入 らな か っ た た め 除外 し た 。

　2． 結　果

　〔1） モ デ ル の 行 動 の 模 倣

　実験 llの 場合に も ，　 （観察 1）段階で 「最初 に ゅ ず り・

あ い ま た は ゆ ず る 行為」お よ び 「ジ ャ ン ケ ン 」 を した 被

験 組 は 1 組 も な い 。映 画 を見 せ た あ とそ れ らの 行動 を 遂

行 した の は実験 群 1 ・1を 通 じ 1組 の み で あ る。、そ れ は

実験群 1 （女子 学生 モ デ ル ）．の 男児の組 で．あ り．， （観察

2 ） ・（観察3 ） ・（観察 4）す べ て に 「ゆず り．あい 」

と 「ジ ャ ン ケ ン 」．が 生 じて い る ． 玩 具交代時に は モ デ！
v

の 使 っ た こ とば な ど もまね よ うと努力 し て い た が ， それ
』

は は っ き り思 Vl・出せ な か っ た よ うで あ り，結 局 ， 再
’
び

「ゆずりあ い 」 と 「ジャ ン ケ ン 」をくりか え した。こ の

組 の 幼児 た ちは 非常 に モ デル の 行動 が 気 に 入 っ た よ うで

ある
。 映 画 映写 時 に ， す で に 「こ こ に 自動 車 を も っ て来
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よ うか 」 と 言 っ て い る し，　 （観察 2 ） ・（観察 3 ）・（観

察 4 ） を通 じ，な ん ど もモ デ ル の 行動
一

「ゆ ず りあ い 」

と 「ジ ャ V ケ ン 」を くりか え し，その うえ 母親の 待 っ て

い る 室 に 帰 る途中も，舞 親 と 会 っ て か らも，い っ し ょ に

帰 りなが らも ，
ふ た りで 楽 し そ うに 「お 先 に ど う ぞ ti

「お 先 に ど うぞ」 「ジ ャ ン ケ ソ ポ イ 」 を くりか え し て い

た 。 母 親はそ の と き 、

t
「お 先 に ど うぞな ん て こ と ば い ま

まで 言 っ た こ と もない の に 」，　 と言 っ て い た。こ の 組 の

観察記録 の
一

部を Table　4 に 示す。

　も ち ろ ん ， こ の 結果だ けで 幼児が モ デル の 場合の 方が

女子学生 が モ デル の 場合 よ りも 模倣が 生 じや す い で あ ろ

う と した 予 測 を 否 定 す る こ と は で きな い 。し か し，実験

H の 被験児 た ちは，「も し被験児 た ちが 映画 と自分た ち の

遊び とを別 の もの と して みる こ とが よ り少な くなれ ば ，

そ して ， 映 画 の 中の モ デル と 自分 た ちの 行動 との 違 い に

よ り容易 に 気 づ き ， それ と 同時に ，
モ デ ル を 自分 に 身近

な もの と し て 感 じ た と し た ら ， そ うで な い 場合 よ り も模

倣 が 生 じ やす くな る で あろう」 とい う考え を簡単に は 認

め えな い よ うな事実を偶然 に提供して くれ た 。 実験群 ∬

（幼児モ デル ）の 女児 の 1組 は 映画 を見せ られ る とあ れ

Table 　4　 模倣の 生 じ た実験群 1 （女子学生 モ デ ル ） の 男児 の 組 の 観察記録 （観察 2 ）の
一

部

1弊 の 所司

b

行 動 お よ び こ と ば

時　　間

　 　 0”

30
”

”
51’1

2！18
”

AGB 　！

　 　 G を と る

G

G

G

A

「お 先 に ど うぞ ， お 先 に ど

　　　　　「（笑い な が ら）

i

！「お 先 に ど うぞ っ て ，

…∴」

i
「お先 に ど うぞ っ て ね 」

　　　　　　　　　　　　　　「ま た は じめ

　　　　　　　　　「お先 に ど うぞ」 「お 先

　　　　　　　　　　　　　「ジ ャ ン ケ ン ボ

1「や っ て くだ さ い っ て い うの 」

1
「また や ろ うか お 先 に ど うぞ っ て ね」

　 　 　 　 　 　 　 　 　 B

「ね ， あれ や ろ うか ， ね ，
お 先に どうぞ っ て一1

うそ 」　（笑い 声）

ジ ャ ン ケ ン 」

「か っ た 」 と る

「うん」　「もうい い よ 」

か らね 」

に ど うぞ 」 「お 失 に ど うぞ」

イ 」

「また か っ ち ゃ っ た お か し い ね 」 と る

「は い もうい い で す」

　　　　　　　　　　　　　　　　 「うん 」

「お先に どうぞ」 「お タこに どうぞ」 「お 先 に ど うぞ 」「ど うぞ ，
ど うぞ」 「ど うぞ 」

「ジ ャ ン ケ ン ポ イ 」 「ア イ コ デ シ ョ 」 「ジ ャ ン ケ ン ポ ィ 」 「ア イ コ デ シ ョ 」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 i「か っ た．！「お か しい なか っ て ば っ か りい て」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　嬉 る。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1
　　　　　　　　　　　　　　　　　以 下

1
略

は 自分た ちを 映 し た ん だ と言 う。’しか し ，　（観察 4）で

「で も，あれ 少 し 違うど こ ろ が あ っ た ね ，ジ ャ ン ケ ン
：t・

（少し沈黙）……ポ イ ，か して っ て い うと こ ろ が 」　「そ

うだ ね 」　r……と こ ろもね 」　「
……

」　「で も，

1
あ の 車 は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケ
同 じだ っ た よ 」　「そ うだ，前 に こ こ に 遊 び に 来 た 子 が 」

「
……

映画，そ うか も し れ な い 」　（
……

の 部分 は ， 何 を

言 っ て い る の か聞き とれ な か っ た こ とを 示 す）とい うお

し ゃ べ りを し た。ま た ， や は り実験群 H の 男児 の 1組 は，

映画 を み な が ら， 「ぼ くた ち ジ ャ ン ケ ン や っ た こ とな い も

ん な 」 と言い
， （観察 2 ） で 窒 の 中に あ る カ メ ラ に 気 を

使 い な が ら 「ま た と られ るか ら
……

」 と言 っ て い る。こ

れ ら 2 組 の 幼児 た ち は ， 映 画 と 自分 た ちの 遊び と を別 の

もの と し て み る こ とが 少な く， 映 画 の 中の モ デ ル と 自分

た ちの 行 動 と の 違 い に 気づ き ， 少 な くと もモ デ ル を自分

た ち と 同 じよ うな子ど も で あ る と思 っ て い る よ うで あ る

に もか か わらず ，
モ デ ル の 行動 を模倣

．
しな か っ た。こ の

事実 と被験組数が 少な か っ た と は 言 え，幼児が モ デ ル で

あ っ た 群 に モ デ ル の 模倣 を した 組 が ま っ た くな か っ た と
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い う事実 と は，模 倣者 が モ デ ル と 自分 た ち との 類似性 に

気づ い た り， そ れ らの 行動 を 比 較 し うる とい うだ けで は，

な か な か 社会 的 に 望 ま し い と され て い る 行動 の 模倣は 生

じ な い こ と を示 して い る と い え よ う。ま た 後 に （2｝で 述べ

る 「仲よ く遊 べ た か 」 と い う暗示的質問が 効果をもた な

か っ た とい うこ とか ら考 え て ，幼児 は 「行動 の 望 ま し さ」

と い うこ と ま で 考 え る こ とは な か っ た と もい え よ う 。

　なお，実験 H の 結果 は 次 の 点で実験 1で 扱 っ た 問題 を

検討す る うえ に 役立 っ た。す な わ ち ， 実験 H の 被験 児 た

ち の 場合に も ，　（観察 1 ） に お い て ， 1 つ しか ない 玩具

を ゆ ず りあい
， ま た は ， ジ ャ ン ケ ン して 使 うとい う行動

は ま っ た く生 じな か っ た。こ の こ と は ， 実験 1 の 場合 に

もい え た こ と で あ る
。

4
，

5 才児で は ， まだ ， ふ た りた

ひ とつ の 玩具 しか な い 場合に ， ま っ た く自発的 に 「ゆず

りあ う」 とか 「ジ ャ ン ケ ン 」 を す る とか い う行動が 生 じ

る とい うこ と は ほ とん ど な い と い え よ う。
こ の こ とは ，

間接的 に 実験 1の と きに生 じた 「ジ ャ ン ケ ン 」の 模倣，

お よ び ， 実験 H の 女子 学生 が モ デル で あ っ た 場合に 生 じ

た 「ゆず りあ い 」 と 「ジ ャ ン ケ ン 」 の 模倣 の 意味 に 重み

を与え て い る。また ， 実験 llの 1 組 に 生 じた 摸倣行動が

玩具が か わ っ て も維持され た ば か りで な く，実験場面外

の 場所 で さえ 維持され 続 けた と い うこ とは ， 実験 1の 「模

倣 され た 行動 は 玩 具が か わ っ て も維持され るで あ ろ う」

とい う予測 を支持す る ひ とつ の 証 拠 で あ る。

　  　 「仲 よ く遊べ た か 」 と い う暗示 的 質間の 効 果

　 「ふ た りに ひ とっ の オ モ チ ャ し か か し て あ げな か っ た

けれ ど仲よ く遊べ た か 」 と い う暗示的質問 を与 え た あ と

で，あらた に モ デル の 行動 の 模倣 が 生 じた組 は なか っ た 。

また，ほ と ん どの 幼児 た ち は ，そ の 質問に 対 し
．
肖
．
定の 返

事をす る こ と が 多か っ た。結局 ， 上 述 の 暗示 的 質問は モ

デ ル の 行動の 再生産 に なん の 影響も及 ぼ さなか っ た とい

え る。そ れ だ けで な く，い ま ま で の 遊 び 方が 好 ま し い と

はい え な か っ た 場合で さ え，そ う した 質間 に よ っ て 幼児

の 遊 び 方が 改善 され る と い う傾向 は ， 特に 認 め られ な か

っ た。

　　　　　　　　　 考　 　察

　実験 1 と実験 H の 結 果 は ， 次 の こ と を 明 らか に し た 。

　（1）4 〜5 才 児 で は ， ま だ ， ふ た りに ひ とつ の 玩具 し か

な い 場合に ， ま っ た く自発的 に 「ゆ ず りあ う」 と か 「ジ

ャ ソ ケ ン 」 をす る とい う行動 が 生 じ る こ とは ほ と ん どな

い こ と。

　  5 才 児 に 関 し て は ， 模倣 を促進す る条件を で き るだ

け少 な く し て も ， 社会 的 に 望 ま しい と され て い る 行動の

模倣が 生 じる こ と。

　〔3膜 倣者が モ デル の 行 動 を観察す る機 会 が多けれ ば ，

それ だ け模倣が 生 じやす くな る こ と。

　〔4膜 倣 に よ り獲得 され た 行動 は ，あ る期間維持 され る

方向に あ る こ と。

　〔5沙 な く と も， 本実験の よ うに し て 与え られ た 代理強

化 が社会的 に 望 ま しい と され て い る 行動の 模倣 に 大きな

影 響 を 及 ぼ さな い こ と。

　以上の こ と は，直接強化 や 代理 強化が な く，ま た ，
モ

デル に 特 に 影響力が な くて も，モ デル の 行動 を観察させ

るだ けで ， あ る程 度模倣学習が 起 こ りうる 可能性 の あ る

こ と を示 して い る とい え よ う。
こ の こ とは ， 社 会的行動

の 獲得過程 に お け る 模倣学習の 彳艾割 りの 大 き さ を示峻 し

て い る。

　模倣学習 を説明す る理 論 と して
，

Miller と Dollard

の 強化説，Mowrer の 第二 次強化説 と　
“

高次
”

代理学

習 説， Bandura の 接近説が あ る。本実 験 の 結 果 は ，た

しか に ， 直接強化や 代理強化が な くて も模倣学習が生起

す る こ とを示 し た とい え る。し か し，こ こ で ，模倣学習

の 理論に つ い て 論議す る に は ， 本実験だ けで は不 十 分 で

あ る。

　 と こ ろで ， 4 才児 は ほ とん ど模倣が 生 じ る気 配が な か

っ た こ と，お よ び，5 才児 の 場合 に も 3 分 の 2 以上 に 模

倣 が 生 じな か っ た こ と は ， 模倣学習が生 じ る際 に 模倣者

側 の 要 因が か な りの 意味 を持 っ て い る こ と を示 唆 して い

る とい え よ う。 実験 矼の 結果は ， た とえ 幼児 た ちが 自分

と類似 して い るモ デル の 行動 を観察す る こ とに よ っ て ，

モ デル を身近 な者 と して 感 じ ， ま た，キ デ ル と 自分 た ち

との 行動 を 関連させ ， その 相違に 気づい た と して も ， そ

れ ゆ え に 模倣をす る とい う可能性は 少な い し，い ずれ の

行動 が 望 ま し い 行動 で あ るか に 気づ く こ と さえ 少な い と

い うこ とを示 した。また，実験 1 ・
実験 H に お い て ， 映

画 をみ な が ら 「ジ ャ ン ケ ン ポ イ 」 ま た は 「ジ ャ ン ケ ン ポ

イ だ っ て 」 と言 っ た 幼児 に も 「ジ ャ ン ケ ン 」 の 模 倣 は生

じて い ない 。実験 llの 女子学生 モ デル を観察 した 幼児 の

ひ と りは，映 画 の 内容 を ほ とん ど完全 に こ とば で 言 え た

が模倣は しな か っ た 。 そ こで
， 次 に

， 模倣 の 生 じた 個 々

の 事例 に つ い て
， そ の 理 由を探 っ て み る と，模倣 の 生 じ

た 組 に お い て は，少 な く と も，幼児 は，相手 を遊 び 相手

と して，い っ し ょ に 遊 び を楽しむ仲間 と して
， ま た は ，

自分が 玩具を独 占す る の を 妨 げ る相手 と して 認識 して い
e

た こ とが推 測 し う る。．「ジ ャ ソ ケ ン 」 や 「ゆ ず りあ い 」

とい う行為の 性質上 か ら も ， そうした 行為の 生 じ る前提

に は，そ うした 認識の 存在 し うる こ とが 推測で き る。ま

ず遊 び 相手 と し て の 相手の 存在を無視 し て し ま う場合 に

は，それ らの 行動 は 多分生 じない で あろう。結局， 1 回
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も

　ま た は 2 回の モ デ ル の 提示 の み に よ っ て ，幼児 に社会的
「
に 望ま しい と され て い る行動 の 模倣 が 生 じる 場合 に働い
．
て い る要 因 は種 々 あ ろ うが，無視 で きない もの の ひ とつ

・と し て
， 幼児が そ れ な りに社会的 に 発達 して い る とい う

t と，本実験の よ うな社会的行動 の 場合に は ， 幼児 が 相

手を遊びをい っ し ょ に楽しむ仲聞 と し て 受け 入 れ ，ふ た

　りで 楽 し く遊べ る く らい の 社会性 を身に つ けて い るとい

　うこ とが あ る とい え るか も しれ ない 。こ の 点 に 関 して も，
もち ろ ん ， その こ とを確か め る実験が 必要 で あ る。

　 代理 強化 の 問題 に 関 して は，本実験 は ，
モ デル に 報酬

を与 え た 場合 の 方が
， なん の 強化 も与え な か っ た 場合 よ

りも ， 模倣学習が 起 こ りや す い と い う結果 を 示 し は し な

か っ た。考え られ る 理 由 と して は，次 の こ と が あ げられ

る。

　 〔1〕モ デル に 与 え た 賞 ， すなわ ち，「ふ た りと も伸よ く遊

ん で 偉 い わ ね 」 とい う声 は 報酬 の 役割 りを果たさな か っ

た とレ・え るか も しれ ない 。

　（2｝R ・ sek ・an （1967） の 期 寅研究 は ，　fkmp強 化 が，代

理 強 化 された 当の 反応 の み に 少 し影響を及 ぼ す だ け で あ

る こ とを 示 し た が，本実験の 映画の 最後 の 方 に ，「仲よ く

遊 ん で 偉 い わ ね」 と い う声 だ け で 与え られ た 賞 は ，模倣
され る べ き行動 に 対す る報酬 とは ならな か っ た の か もし

れ な い。

　（3体 実験で 問題 に され た よ うな モ デル の 行動が 幼児 に

模倣され るか ど うか は ，
モ デル に対す る報酬に よ っ て 左

右され る こ と は 少な く，幼児 の 社会的お よ び 精 神 的 発達

の 差や，幼児 が モ デル の 行動を何 回観察した か とい うこ

とや
，

モ デル の 特性 （年令 ・性 ・地位等）や 幼児 の 性格

（批判 され る こ とに 敏感 か ど うか 等 々 ） に よ っ て 左右 さ

れ るこ とが多い の か も しれ な い 。

　い ずれ の 理 由が ， も っ とも妥当 で あ るか に つ い て は ，

本実験 の み か ら断定す る こ と は で きな い 。し か し，代 理

強化が 模倣学習 に 及 ぼ す効果 は
， かな り複雑で あ り ， ど

ん な 場合で も ， どん な形で で も ，
モ デル に 報酬 を与え さ

え した ら模倣を よ り多く生 じさせ う る もの で は な い とい

え る。

　　　　　　　　　　要 、 約

　本実 験 は 次 の こ と を 検 証 す る こ とを 日的 と し て 行 な わ

れ た 。

　（1）幼児 は ， 幼児 に 対し特に 影響力 を持 つ と は考え られ

な い モ デル （こ の 場合女 子 学生 ）の 社会的 に 望 ま しい と

され て い る行動 を どの 位模倣す る か 。 （実験 1）

　  その 際，代理 強化 は ど の 程度 の 効 果 を及 ぼす か。

（実験 1）

　　（3膜 倣 された 行動は どの 程度維持 され るか。（実験 1）

　　（4）モ デ ル が 同年令児 で あ る場合 の 幼児 の 模倣 の 程度 。

　 （実験 H ）

　　（5晴 示 的な 質 問 の 模倣 に 及 ぼす効果。　（実．5k　ll）

　　そ の た め 実験 王の 被験 児 に は ， 4 才児 組 か ら男児 22名

　女児 18名 ，
5 才 児組 か ら男児 16名，女児22名 を と り， 実

　験 H の 被験 児 に は， 5 才児組 か ら男児 14名， 女児 8 名 を

　と っ た。2 名 の 幼 児 に 1 個 の 玩 具 しか 与え なか っ た と き

　の 幼児 の 遊 び方を観察す るた め に，被験児 は性 と年令を

　同 じ に して ふ た り 1組 に された。被験児た ち は モ デル の

行動 を観察 す る前 と後 ， お よ び 玩具 を か え て
， その 遊び

方 を観察 さ卸た。実験 1 の 被験児 た らに は ， 8　neve映画 に

　よ っ て
，

モ デル の 行動 の み （無報酬群），　あ るい は，モ

デ ル の 行 動 と 賞賛の 声 （報酬群）が 示 され た。統制群 に

は そ うした も の は な に も示 され な か っ た ． 実験 矼の 被験

児 た ちに は ， 女子学生 モ デル の 行動 の み か ，あ る い は ，

幼児 モ デル の 行勁 の み が 示 され た。その 後 の 遊 びの 途 中

で 「伸 よ く遊べ た か」とい う暗示的 な 質問が与え ら糺た。
モ デ ル た ちは ，まず玩具の 使用 をゆ ず りあ い ，それ か ら

　「ジ ャ ン ケ ソ 」 をし ， 交代 で 玩具を使 っ た 。 実験 1の ・5

才児 の み が，モ デ ル の 行動 を 2 回観察 した 。 被験児 の．行

動 は観察室か ら観察され，観察 は，お もに ，玩具 の 所有
の 移動 に つ い て なされ た 。 観察者は ， 玩具が 移動 した 時
の 時闘 ， 移動の しか た ，玩具の 所有者，被験児 た ちの 会

話を記録 し た 。会話 は テ ープ に も 録 音 され た 。

　 実験の 結果は 次の よ うで あ っ た 。

　（1）モ デル の 行動 を観察 させ る前 に は ，1 組 の 被 験 児 た

ち も「ゆ ず りあ い 」や 「ジ ャ ン ケ ン 」 を しな か っ た 。 統制

群 の 被験児 た ちは 実験の 間中， 「ゆ ず りあ い 」も 「ジ ャ ソ

ケ ン 」 もし なか っ た。無報酬群 。報酎「｛群 （実 験 1 ），　 お

よ び 女子学生 モ デル 群 （実験 H ）の 少数の 5 才児 た ちが
，

モ デル の ゆ ず りあい と ジ ャ ン ケ ン を模倣 した。以上の こ

と は ，5 才児 は た っ た 1 回ま た は 2 回，モ デ ル の 行動 を

観察す るだ け で も ， 特 に 影響力を持つ とは考え られ な い

モ デル の 社会的 に望ま しい と され て い る 行動 を模倣す る

とい うこ と を 示 して い る とい え よ う。

　  モ デル に対 す る報 酬 を観察させ る こ と （代理強化）
は ，必ず し も ，

モ デル の 行動 の 模倣 を促進 させ なか っ た 。

　（3膜 倣 され た 行 動 は，た と え玩具が か わ っ て も 維持 さ

れ る 傾向 に あ っ た。

　（4）同年令児 モ デ ル 群の 幼児 が 1 名もモ デル の 行動を模

倣しなか っ た とい う事実と，幼児 の 自発 的 な 会 話 か ら，
た とえ 幼児 は モ デル と自分 た ち との 類似陸に 気づ き，モ

デ ル の 行動 と自分 た ちの 行動 と の 相逮 に気 づ い た に して

も ， それ だ け で
，

モ デル の 行動 を 模倣 す る わ け で は ない
．
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と い う こ とが わ か っ た e

　（5）「仲 よ く遊 べ た か 」 とい う暗示 的質問 は ，あ らた に

モ デ ル の 行動の 模倣 を生 じさ せ は し なか っ た。
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                . ABSTR,ACT                                                              '

   IMITATIVE  LEARNING  OF  SOCIAL  BEHAVIORS

              IN  KINDERGARTEN  CHILDREN

                                by                                           '

                        Toshiko I7lshiyama
                  '                        '

                Tokyo Universily of Edblcation

  The  purposes  oi  the present expenments  were  to

examine  (1) the degree  of  imitation of  socially  ac-

ceptable  behaviors of  adult  models  (female stude-

n,ts)  ih kindergarten children,  (2) 
'the

 effect  of vi-

carious  reinforcement  on  imitation, (3) the  degree

･of maintemance  of  imitated behaviors(Exp.  1), (4)
the  degree of  imitation of  socially  acceptable  behav-

iors of  peer models,  and  (s) the effect  of  the

,suggestive  quest{on on  imitation. ･

 ･22 boys and  18 gi'rls in the  4 years  old  class  and

16 boys  and  22 girls in the 5 years  old  class  served

'as
 Ss in Exp.  .1, and  14 boys and  8 girls in the  5

years  old  class in Exp.2.  Ss were  paired  with  in

±he same  sex  and  the same  class  for observing  the

way  that  they  play with  each  other  when  only  one

toy,  patrol car  or  sunder'bird  No.2  meved  by rem-･

,otc control,  was  prepared  for them.  Ss' behaviors

were  observed  before and  after  Ss obscrved  models'  
･

behaviors en  film. Experimental groups  in Exp.1

observed  either  only  models'  behavior$ (no-reward

greup)  or  models'  behaviQrs gnd reward  
to

 
models

(;eward giovp) en  film, while  control  group  obse-

rved  no  models.  Ss in Exp,2  observed  either  aduit

models  or  peer  models.  Models,  first, mutually

conceded  the first use  of  a  toy  (patrol.car), did `jan-

ken-pon'  for turn  and  usedi  a  toy  in turn.  Only  5

years old  chiIdren.in  Exp.1 observed  models'  beha-

viers  two  times. Suggestive question 
""Do

 you  play

on  good  terms?"  was  asked  Ss in Exp.2 near  the

end  of  play. Ss' behaviors was  observed  from ob-  

'

serving  roem.  Observation was  done  abeut  the  tran-

sference  of  possession of  a  toy.  The  time when  the

toy  transfer  frem one  of  Ss to another'  the  way  of

traxisference,  the  owner  of  the toy  and  Ss' conver-

213

sation  were  recorded.                    '

  The  results  were  as  follows': 
'

1. All subjects  didn't mutually  conceded  and  did

 
'jan-ken-pon'

 before observing  models'  behaviors.

Subjects in control  group  also  didn't mutually  con-

ceded  and  did "jan-ken-pon'

 through  examination.
                                           '
A  few  s years old  ehildren  in no-reward  group,

reward  group  (Exp.1) and  female models  group                 s

(Exp,2) imitated models'  mutual  concessions  and

 
`jan-ken-pon'.

 These facts show  that  s years  old

children  imitated adult  models'  socially  acceptable

behaviors by observing  models'  behavlors on]y  one

or  two  tlmes.  ･

2. Reward  to rnodels  dind't 
'always

 facilitate Ss' im-

itation of  model$'  behaviors. .

3. Imitated behEviers tended  to be maintained  even

if the  toy  was  changed.

4. From  the  fact that  no  children  in pe3r models

group  imitated models  behaviers and  children's  spo-

ntaneous  conversation,  it was  proved  that  children

didn't always imitate models  even  though  children

became aware  of  similarity  between models  and  th-

emselves  and  clifference  between models'  behaviors

and  their beha'viors. '

5. The  suggestive  question 
"Do

 you  play on  good

terrns?  
"

 did not  aditionally  ganerate the imitation

of  models'  behaviors.
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