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前発話期 か ら発話期 に お げ る否定 表現 の 展 開

秦　野　悦　子
＊

問　　題

　 前発話期か ら発話期に か け て，子 ど もが どの よ うに 否

定に 関す る 認識 を持 ち ， ど の よ うな 表現形態 で 展 開 し て

行 くか ， と い う問題 を，語用論的観点か ら検討す る 。

　 論理的否定は ， 文 の 意味 ， 即 ち ， 文法的解釈に 基 づ き，

そ れ に 相 当す る真理 値 （truth−value ）を逆 に する だ けで

あ る が，語用論的否定は，発話が同時に行為そ の もの で

あ る の で ，真理値 の 有無 は 問 わ れ な い （太 田 ， 1980）。

また ， 入間が外界に働きか け る際用 い る表現形態に ，2

つ の 方向性 が あ る と す る な らば ， ひ と つ は 「微笑 」 に 代

表 さ れ る よ うな 正 （positive）へ の 方向付け で ，機能 と し

て は ， 要求 ・受容 ・是認 ・新情報 の 伝達等 の 機能 を含 み ，

も うひ と つ は，「泣 き」 に 代表 さ れ る 負 （negative ）へ の

方向付 けで ， 拒否 ・否認 ・非存在 ・禁止 等の 広 い 概念領

域 を含む。本研究 で は，「機能的 に 未熟 な 段 階か ら否定

の 発生 メ カ ニ ズ ム を探る こ と」 に視点 を置 い て い る の

で，負 に 方向付 けられた表現形 態 を総称 して 語用論的否

定とす る 。

　 こ の よ うな領域を含む 語用論的否定は，発生 の 極め て

早期か ら人 間に備 っ た機能と見な され る 。 Spitz（1968 ）

は ， 発話発生前 の 子 どもの 非発話的現象 の 中か ら ， 後の

発話 と機能的 に深 く関連す る身振 り を抽 出し ， そ こ に ，

慣用 的 に 使 われ る首 の 横振 りや ，地 の 排斥的身振 りに 否

定 の 存在を認 め て い る。彼は観察か ら，首の 横振 りの 運

動パ ター
ン そ の もの は ， 出生直後 か ら乳首 を求 め る探索

行動型 と し て 利用 され ， 探索 を行わ ない で 即座 に 乳首に

口 が到達す る こ とが 可能に な る時期に，そ れ と は 異 な る

機能と し て 利用 され て い る こ と を見出 し て い る 。即 ち ，

乳児が飽食 し 口 に 含む乳頭 を排除 し よ うと す る時， 頭 を

左右に 振 り 目的 を達す る 。こ の 反応が拒否
“No ”

を意味

す る よ うに な る の は，吸賢 一
吸乳経験後 で ，こ の よ うな

意 味的挙動 は ， 生理的 ・形態学的 ・自然発生的基礎 を持

ち，世界 中最 も広 く使 わ れ て い る と示 唆 し た。

＊ 　道灌 山 学 園 保 育 専 門 学 校

　 一
方 ， 池上 （1978）は ， 「首 の 横振 り＝否定 」 とい う図

式は，日本や欧印系の 社会の 人 々 の 揚合に 合致し，ブル

ガ リ ァ や トル コ 等 の 社会 で は 逆 で ある と い う事実 か ら，

こ の 身振 りが社会慣習的側面 に深 く関わ る現象で あ る こ

と を指摘 し た 。

　 そ こ で ， 首の 横振 り行動が ど の よ うな過程 を経て，否

定 の 慣用 的身振 り と して定着 し て 行 くの か，そ の 発生 メ

カ ニ ズ ム の 解明 が 第 1 の 問題 で あ る 。

　 さ て ，日常生活場 面 で 相互 交渉 の 際 に 頻繁に 用 い られ

る否定は，伝達機能習得に お け る中心的問題 の ひ と つ で

あ る e 従来，否定習得 へ の 関心 は 1 語発話出現以降 の 発

話 形式 に 向け られ ，意味的 （Bloom ，1970 ； McNeil ＆

McNeil ，　r973 ； Ito，1981 ； Yamamoto
，

1981）， 統語的

（Bellugi＆ Klima，1968 ； Bellugi，1971； Slobin，1973 ；

Brown
，
1973 ； Wode ，1977 ； 綿 巻 ，1977）発達に 関す る

分析研究が行われ て きた 。 また ， こ こ数年，語 用論的側

面 か ら否定を分析 して い く研究も見 られ （Steffensen，
1978 ； Akiyama ，1979 ； Keller−Cohen ，　 Chalmer ＆

Remler
，

1979 ； Volterra＆ Antinucci， 1979； Pea，

1980，1982）， 各 々 興味深 い 知見 が得 られ て は い る が，

問題 の取 り上 げ方は散発的で あ り，相互 に 関連の あ る 否

定 の 分析は 十分 で な い
。 特に 前発話期 か ら発話期 に か け

て ，非発話 と 発話 の 構造的連続性 を扱 っ た研究 （秦 野 ，

1981 ； 山 田 ， 1982） は 極 め て 乏 し い 。

　そ こ で ag　2 の 問題 と し て ， 乳児期 か ら， 否定が どの よ

うな行動で 表現 され ， それ に は ， どん な要因 が 関与 して

い る か，との 発達的視点 で の 解明が必要 で ，そ の 為 に は，

否定 を単に 論理的 なもの に 止 らず， 広 く日常生活 の 人間

関係 の 中 で 展開され る語用論的否定 を捉え る事 ， さらに ，

発話発生以前 の 表現形態 を，個体発 生 に お け る 連続的 過

程 と して 捉 え る視点が重視され よ う。

　 と こ ろ で ， 初期伝達行為は，行為者の 情緒状態 と密接

に 関連 し て 現われ る，対人的 ・相互作用的 ・
社会的機能

で あ t ’ 相 手 に 働 きか け て 目 的 を達 す る もの で あ る 。 が ，

やが て ， 子 どもは外界認知 に基 づ く知識，思 考 な り を

反映 し ， 新し い 観念形成を導 くと言 わ れ る 　（Leopold，
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ユ949 ； Jakobsen，ユ972 ； Werner ＆ Kaplan ，1974 ；

Austin，1978； Bates，1979； Ingram ，1981）。そ こ で第

3 の 問題 とし て ， 否 定表現 の 発達経過が こ の ように 初期

伝達行為 の 発達過程 で 生 じ る変化プ ロ セ ス に 従 うの か ど

うか の 検討 も行 う 。

　否 定 の 意味機能 を表 わす発語形式 の 発生順序 に 関 して，

Bloom （非存 在 →拒 否一否 認 ），　 McNeil ＆ McNeil （非

存 在 → 否 認 一拒 否 ），Ito（拒 否 ・禁 止
→消 失→非存在 ・否

認） 等 は 各 々 の 見解 を提出 し て い る 。否 定 の 発語形式発

生順序 に つ い て 解釈 す る時，あ る発話が比較 的遅 く出現

す る 理由 は，子 ど もの 認知能力 に よ っ て 抽出 化 し に くい

特性即 ち ， 認知的複雑性 〔Cognitive　Complexity ；Slo−

bin，1973） に よ る の か ， それ を表現す る 発話形式 が 相

対的 に複雑な こ と 即 ち， 形 式的複雑性 （Formal 　 Com

plexity、SIGbin，ユ973） に よ る の か は，発話形 式 か らは

推論 で きな い 。

　あ る発話形式 を正 し く使用 する為 に は ， そ の 形式が表

現す る 概念 の 習得 が 必 要 で あ る 。そ の 点，初期発話 は 認

知 発 達 に 依存 ， あ る い は随伴する こ と は 認 め られ て も．

子 ど もの 否定意昧機能習得順序が，そ の まま そ の 発 話

形式が用 い られ る順序に 反映 され る と は 限 らな い 。第 4

の 問題 と し て は，否定意味機能 と発話形式 と の 対応 を明

ら か に す る 中 で ，非発話 を含め た 否定意味機能習得 の 順

序性 と ， 否定発話形式習得 の 順序性 の 問題 を検討 す る こ

とに な る 。

　最後の 問題 は ， 子 どもの 初期発話 に 出現す る 否定構造

の 一般的方略 を分析す る こ と に よ り ， 子 どもが ど の よ う

に 発話形式 を構成 し始め，そ れ が ど の よ うな 操 作原則 に

基づ くもの で あ る か を検討し，欧米 の 研 究 （Beltugi ＆

Klima ，1968） や 日本 の 研究 （綿 巻，1977）結果 との 照

合に よ り， 子 どもの 操作原則 の 普遍性，個別言語依存性

を明ら か に し た い 。

　以上 5 つ の 問 題 解明 の 一方法 と し て ， 個体発生 の 連続

的過程 の 中 で ，ひ と りの 子 どもが，否定行為 を ， そ の 生

活 の 中 で どの よ うに 表現 し，展 開 して い っ た か と い う，

同
一

対象児の 縦継的資料 に 基 づ い て 検 討 す る 。

方　　法

　語用論的否定は，そ れ が使用 され た状 況や ， 場面 か ら，

行動 レ ベ ル で 評定 し易 い の で ，意味機能の 連続性や，行

動形態の 変化を捉 え る の に適 して い る 。 更 に ， 子 どもの

非発話的行動を解釈す る 時，通常，そ の 子 どもと親 し く

接 し て い る 者は ， 子 どもの ち ょ っ と し た 仕 ぐ さ，特定 の

表清，身体 の 動き，視線，発声 ， 音調 ， 語気 の 強 さの 手

掛 りや，そ の 行為が 行わ れ た文脈，あ る い は ， 過去の 生

活経験等の 諸情報 を最大限利用 し て ， 子 ど もの 意図を容

易 に 理解す る こ と が で き る 。

　本研究の H誌観察資料は ，子 どもの 否定行動全 て の 記

録が され て は い ない の で ， 量的測定値は 提供 し得 ない 。

し か し ， 子 どもの 日常生活場面 の 自発的 な 語用論的否定

行動 に 注 目，記録 して あ る の で ， 最初に 生 じ た 事例 ， ま

れ に 生ず る 行 動，あ る時期 に 頻繁に 出現する行為 と そ の

質的変化等 は ， 記録 され る可 能性が高 く， そ の 意味で ，

子 ど もの 行為 に 内在す る 基底構造 を把握 で き る 。 どん な

時期 に ， どん な行動形態 で 否定 を表現し，さ ら に ， あ る

表現形態が ，他の 伝達形態 に どん な影響 を与 えて い くか

は，実験や ，組織的観察で誘 発 させ る の は 困難で あ り，

む し ろ，日誌観察資料 で 有効 に 捉え られ る 側面 で あ る 。

　分析 に 用 い た 資料は ，筆者の 次女 の 出生時か ら， 生後

2歳 O か 月 30 日 （以 下 2 ： 0 ： 30）迄 に観察さ れ た 日誌

記録 で あ る 。 A 児 は 1981年 6 月 12日生れ の 女児で あ る 。

出 生時か ら現在 に 至 る 家族は，父 ，母．姉 （1 ： 11 ： 2

年 長）で ある 。胎生期 ， 周生期 と も正 常 で 満期 （3B週 ）

出 産 。出生時体重 3，025g ，首す わ り O ： 3 ， 始歩 0 ；

10 ：23
， 始 語 0 ：10， 2 語 文 （語 連鎖 ） 1 ； 8 ：17で あ

っ た 。生 後 ， 〇 二 2 ：20よ り，無認可乳児預 りで 保育 を

受け，生後 0 ： 9 ：20よ り，姉 の 通園 し て い る 公 立 保育

園 に 入園 し ， 現在に 至 っ て い る 。

　 母親 （筆者） との 接触 は，主 に朝 と，夕方 か ら夜 ， 休

日 に，父親 とは ， 朝 の 短時 間 と休 日に 限 られ ，記録 もそ

の 範囲内で行わ れ た 。一緒 に い る 時 間 の 母 子 相 互 の 遊 び

は 積極的 に 取 り組ん だ 。乳児期よ り，人見知 りは 強 く，

担任 の 保 母 以外の 者に は警戒心 が 強 く， 母親と の 分離不

安 も強 い 。 近隣で も姉 の 後に つ い て，自分 よ り年齢 の 高

い 子 ど もと の 接触機会 が 多 い 。

　 目誌記録は ， 伝達行動 に 関す る行為 と， そ の 文脈 を，

気 づ い た時に そ の 場 で 記述 （室内 の 壁 の 各所 に 貼 っ た記

録用紙 に随時記入）し た もの を，後で 観察 ノ
ー

トに 転記

し た。こ の よ うな縦断的 日誌観察記録 か ら抜 き出 され た

否定表現すべ て を基本的資料 と し た 結果，396 エ ピ ソ ー

ドが 分析 の 対象と な っ た 。

結果 と考察

（1）首の 横振 りが否定 を表わす典型的身振 りに定着する過

　程

　TABLE 　 1 に 主要な観察例を列挙 し た 。
　 A 児 の 場合，

0 ： 3 頃，首 を横に 動 か し て顔を そ む け，不要 な 対象 を

回 避す る，運動機能 の ひ とつ で あ っ た 。そ の証拠 に ， 対

象 を回避すれば ， 首 は それ以上動 くこ と は無 く，ま た 左

一 29 一
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TABLE 　1　首 の 横振 りが否定を表わす典型的身振 りに定着す る過程

月　 齢 主 要 観 察 例

0 ； 3〜 授乳 に満 足す ると，乳首 を 「唇で 振 り払 う」 「顔 を横 に そむける」

母 が無表情で じ っ とA 児の顔 をみ る と顔を横にそ む ける

　 　 　 　 1

0 ： 5宋 i母 が A 児 をおぶ い ，鏡の 前に 立 つ 。母の 肩越 しに A 児 の 顔が鏡に 映 る よ
　　　　二
　 　 　 　 　 うな姿勢 を母が とる 。す ぐに 180度向 きを変 え て ，母の （反 対の ）肩越

　　　　　しにA 児 の 顔が鏡 に 映 る よ うな姿勢を交互 に くり返 す と，大は し ゃ ぎを

　 　 　 　 　す る。

0 ： 6 ： 5 母 がA 児をお ぶ い ，鏡の 前 に 立つ だ けで 首 を左右に 振 り始め る 。

0 ： 6 ：13 鏡場面 で な くて も，母 や姉 が首 を振 る と呼応する ように 岡じ動作 をす る。

0 ： 6 ： 18 上半身 を前 後に揺す る喜 び の 表現 に，首 の 横振 りが伴 うよ うに な る。

0 ： 7 ；13 母 に抱 かれ て い る時，久 し ぶ りに 会 っ た 大人 が，「い ら っ しゃ い 」 と ，

0 ： 7 ； 15

だ っ こ を誘い ，手 を さしの べ ると，A 児 は激 しく首 を左右 に振 り，顔 を

揖 の 胸に 埋 め る。

A 児に 向け られ た発 話で な くて も 「イ ヤイ ヤ ね」 とい う発話 を聞 くと，

急に首を左右に振 り始め る 。

　　　　　機嫌 よ くひ とり遊 び をして い る時，首を横に振 っ て い る こ とが よ くあ る 。

　　　　　
0 ： 8 ：20［

ベ ビーシ ッ タ
ーの 「イヤ イ ヤ し て ご らん」 に即応 して，首 を横 に振 る。

・ ：
・11 ・15「簸 館 椅… 降 ・す為 に・騨 「だ ・こ し よ ・・ と両 手 ・差 ・・

：
べ る と，首 を横に 振 り，両手 で テ

ーブル をバ ン バ ン た た き，む ずか り声
．
を出す 。

1 ； O ： 5 各 自の 持物 を次 々 と，そ の 持主 に持 っ て い く。父 の 上着 を持 っ て ， 舞の

　 　 　 　 　方 に 近付 い て 来 た 時，母 が 「はい ，ど うもあ りが と う」 と言 っ て受 け取

首 の 横振 りで 表わ され る 意味

不要 な対象 を画避す る 為の 運 動機能

快状況 で 頻 出

  特定場面 か つ 特定姿勢 で ル ー
テ ィ ン 化 され た

遊び とし1 の 運動パ タ
ーン

  他者の振舞い に注 目し ， 共鳴する行動

  嬉 し さを衷 現す る際 の 行動 レ パ ー
トリ

ーの ひ

とつ

遮否定Q身振 り （抵抗的身振 りの
一

形式 と して

　「首 の横振 り＝否 定」の 芽生 えとな弖亘為）

「イ ヤイ ヤ 」一とい 至特 定音甦遊首Q 横t
−
　p一と結

び つ く

延滞摸倣

言 語 指示 の 理 解

．不快 情動と壁びつ い た 拒否の 釁弔的射 辰り

不快 陦動 と離れた 否認の 象微的遺用射 馳

1 ： 11
： 5

1ろ う とす る と，髄 横 に 緲 講 哨 を通過 し て 父醸 し 哘 く。

鱇 草欝 禦   。が 、｝韓 篝蠶 騫聾
し

嚢

1
幽
； 7 ： 9　「A ちや ん お しっこ は ？」 と誘 うと顔 の 前で 右手 を左右に振 り な が ら

　　　　［
「イ イ ノ」 と拒 否す る。

　　ノ

（勧誘）

一一（：首の 横振 りの 形態拡大使用）

右の 連続的動きに もな らな か っ た 。

　 0 ： 6 頃，首 の 横振 りは，  母 に背負 わ れ て鏡に 対面

す る とい う特定場面 ， かっ 特定姿勢が と られ た状況下で

の，刺激と応答の ル
ー

テ ィ ン化 され た遊び に お け る運動

パ タ
ー

ン で あり， また   身近 に い る 他者 の 振舞い をみて

触発 された行動 ，つ ま り　「他者 の 振舞 い に注 目し ， 共鳴
＊
」

す る行動の ひ とつ で あ り，さ らに ，  嬉 し さ を表現す る

際 の行動 レ パ ートリーに も組み入 れ られ た 。 こ の 時期の

用法に共通 して い る 点は，連続 した首の 横振 り行為を，

遊 び 的要素 が 強 く， 対人的関わ りの あ る快状況 で 盛 ん に

用 い ， 楽 しんで い る事 で ある 。

＊ 　他 者 の 挙 動 や 行 為 を我 が 身 に 感 じ る 「共 鳴 と注 目」

　 は ，

一
体感（u 亘ipathy）， 情動 転 移 （Zustandsaber −

　 tragung ）あ る い iま反 響 動 作 （echocinesie 丿 と も言

　 わ れ る。

　0 ： 7以降，首 の 横振 り鵠   他者か らの 働きか け を

回 避 ， 拒否す る 原否定の 身振 り （抵 抗 的 身 振 り と し て

「首 σ）横 振 り＝否定」 の 芽 生 え，あ る い は 前 兆 的 行 為）

が観察され た 。   本児に 向けられたの で はない 第 3者同

士 の 会話 の 1部 （「イ ヤ イ ヤ ね 」とい う特 定 の 音声 ）を抽

出 し，自らの 知識 （イ ヤ イ ヤ ＝首 の 横 振 り） と照合 し ，

特定 の 動作 （首 の 横tu　b） を引き起 こ した 。  延滞模倣

的 にひ と り遊 び の 時に，直接，前後の 文脈と関わ りの 無

い と思わ れ る状況 で ，首の 横振 リカミ繰 り返され た 。

　0 ： 8 「イ ヤ イ ヤ して ごらん 」 の 他者の 促 しに即応 し，

同 じや りと り を何度 も楽 しむ行為 が頻繁 に み られ た 。

　0 ：11頃か ら，嫌 とか 不快とか を， 揚面や状況 に 応
．
じ

て い ろ い ろ な行動で使い 分け， 伝達意図が明確化 されて

い く中で，首 の 横振 りも拒否 の 象徴的身振 りと して ， 慣

用的に使わ れ る よ うに な っ たが，ま だ首の 横振りは，他

の 抵抗的身振り と切 り離され ない 。、しか し，
‘‘Yes−No ”
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質問の 負方向 へ の 応答 と して ， 強い 嫌悪 の 情動，あ る い

は ， 手や腕に よ る抵抗的身振 りと離れ て ， 首 の 横振 りの

み で否定意図 を表わ し た の は 1 ： 0 過ぎで，こ の時点 で

「首 の 横振 り
＝否定」が，意味す る もの （signifiant ）と

意味され る もの （signifie ）に 明確に分化 し た 象徴的身振

り と し て定着 し た と考え られ る 。 また 「OO が欲 しい の

？」 と い う
“Yes −No ”

質問に対 し て も， 手 で 払 い 落 と す

等 の 直接的拒否行動で はな く， 肯定の 頷き と，否定の 首

の 横振 りを使 い 分け て，伝達行動 を行 うこ とも可能とな

っ て ， 記号的価値の 高 い 身振 りと な っ て い る 。

　「首の 横振 り＝否定」 の 定着後 ，
2 つ の 変化が観 察 さ

れ た 。 第 1 は 表現形態の 変化。A 児 は 1 ： 7 に顔 の 前で

右手 を左右 に振 る こ とで 否認 を 表 わ した 。こ れ は 「首の

横振 り＝否定 」 要素の 内 ， 左右に動かす動作の み が否定

表現形態 と して残 り，動か し易い 手 が 使 わ れ た もの で あ

る 。こ の 右手 を左右 に 振 る用法は，そ の 後，ご っ こ 遊び

で 何 か の 役割を演 じて い て ，「イ ーエ
， イ ーエ 」 と 大 袈

裟 に 否定意図 を表わす場 面 で 用 い られ る 。 第 2 は機能 の

変化。笑顔 で 首 の 横振 り を し な が ら （1 ； 1 〜），あ る

い は笑顔で 「イ ヤ 」 「ヤダ ア 」 等言 い なが ら （1 ： 5 − ）

母 親 の 方へ 近寄 D ，母親が話 しか け る と Fキ ャ
ー

ア 」 と

大喜 び し，あ わ て て カ
ー

テ ン の 陰に 隠 れ る事 で ，母 親 を

追 い か け っ こ に誘 う 「勧誘」 （invitatlon） の 機能 を表現

し た 。

　以上 ， 首 の 横振 りの 運動パ タ ン は初期か ら存在 し て い

た が ， 否定 の 慣用的身振 りと して の 首 の 横振 りは，他者

との 相互交渉 の 中で ，高 い 実用的価値 を荷 い な が ら 「否

定 」 を表 わ す応答的身振 りと して ，生後 1 年頃ま で に 習

得 さ れ て い く。こ の 慣用的身振 りが 習得 され る と間 もな

く，不快情動と離れ た ｛抵 抗 的 身 振 ワ を伴 わ ず に）場面

で 否認 を表 わ す象徴的身振 り と し て 用 い られ る 。

  否 定 に用 い ら れ る行動パターン の 変遷

　発達 の各 期 に ， 否定表現 に用 い られ る 主な行動 パ タ
ー

ン ， お よ び，そ の 具体的行動出現時期 を TA 肌 E2 に 示す。

　 出生直後 か ら 0 ： 4 頃 ま で は 「泣 き」 「む ず か 1 声」

と， それ に付随す る 回避的身振 りが 出現 した 。 特 に 初期

は，授 乳 時 に 乳 貰 の 放乳 と，子 ど もの 摂 取 リズ ム が合致

しな か っ た り，乳首 が飲み易い 角度で 口 の 中に 入 ら な い

揚合 大泣 きが み られ た 。 また ， 舌 で 押 し 出 し た り， 口

を閉 じた りで 乳 首 を取 り込 ま ず，不 快 表情や 体を 使 っ て

の 回避が観察され た 。0 ： 3 頃か ら満腹する と ， 乳首を

唇で振 り払 う， 顔 を横に 向け る，全身で つ っ ぱ る 、 そ っ

く り返 る な ど ， よ り積極 的 な 回避行動が 出現 した 。

　 0 ： 4 か らO ： 9頃 に かけ， 新た な行動形態 と し て ，

手，腕 の勁作が盛 ん に 用い られ た 。即ち，手 で 防卸，振

り払 う，放り投げる，振る，し がみ つ く，脇 へ 押 し の け

る ， 叩 く，払 い の け る，ひ っ 込 め る ， ひ っ 張る ， 等多彩 。

0 ： 5 ： 2　 こ の 頃 メ ン コ に熱中し，しば し ばそ れ を両

手 に 持 っ て 4 隅 を順 に なめまわ して い た 。 A 児が手 に持

っ て い る メ ン コ を取 りあげよ うとす る と ， 手 で 防卸 した

り， ぎゅ っ と強 く握 り込 ん だ り し ， 他 の 物を渡そ うとす

る と， それ を振 り払 っ た り，放 り投げた り，頻繁に手 が

使わ れ た （探 索的活動 に お い て も ， 片 手 に よ る 到 達一把

握行動 が 行 わ れ る 時 期 と一致 し て い る ）。

　一
方，初期に は 要求実現に適切な 手段を使えず 「ぐず

り泣 き」 が観察され た が ，自力で移動可能に な り，手 指

の 動きが微細 に な り，事物操作 レ ベ ル が高度 に な る こ と

で ， 以前は出来な か っ た場面解決，処 理 が可能に な り，

要求実現 が達成され る こ とも多 くな る 。 そ の 結果 と して ，

H 常生 活上 は ， 外界 あ る い は 他者 に 対 し て 「○○ し た い

けれ どで きない の で 泣 く（怒 る ）」 とい うタイ プ の 要求実

現拒否 が こ の 時期 に 急速 に 消失 し て い く。

　例 え ば母親が A 児 に排泄 を促し，お ま る に腰掛 け させ

る状況 で ，A 児が そ れ をどの よ うに 拒否す る か ，月齢 を

追 っ て 記述する と，

0 ： 6 ： 2 　 （以 前 の よ うに 大 人 し く座 っ て い ず），独特

の ， 甲高い 掬揚 の あ る 「ア ソ ウウーン 」 と い う発声 と伴

に，後ろ に 反 り返 り，腰 掛け座位姿勢 をとろ うとし な い 。

0 ： 7 ；25 お ま る の 把 手 に 両 手 をあ て ，両腕 をぴ ん と

伸ば して 上体を浮 か し，立 ち 上 ろ うと 四肢 をつ っ ぱ る が，

成功 し な い の で 「ア ァ ン ， ア ア ン 」 と大声で怒る 。

O ： 8 ： 25 傍 らに い る母 親 の 肩 に 手 をか け て，自ら の

右足 を軸 に し て左足 を あげ，お ま る を跨い で降 りる 。

O ： 1  ； 24 排泄 を促す と， 必 ず逃げ て 窓際 の カ
ー

テ ン

の 後 ろ に 隠れ る 。 あ る い は ，自力 で お ま る か ら降 P，お

ま る の 蓋 を閉 め た 後 ， 把手 を各 々 の 手 で 握 り， 部屋 の 隅

ま で 押 しや り，片付け る 。

　 0 ： 10頃か ら 1 ： 1 頃迄 は ， 次の

’
3 つ の 変化が認め ら

れ た 。 第 1 は ， 首 の 横振 り を慣用的否定表現 と し て使 い

始 め，否定を表わ す象徴的身振 P と して 定 着 し て い っ

た 。第 2 は ，0 ： 8 − 0 ： 9頃 に 生 じ た 提示 （showing ），

授与 （giVing），搬さ し行動（pointing＞等の 対象指示行動

が ，単に 相 互交渉過程 に お け る交換的や りと り を楽し む

目的 だ けで な く， 1 ： 0 過 ぎに は 否定表現 の 補助的手段

と して 使用 され 始 め た 。自分 の 欲 し くな い 物，不 要 な 物

を示 され た り， 渡 され た り した 時， 逆に 相手 に つ き返 し

た り，差 し出 し た り，食 べ 物 の 場合 は 相手 の 口 の 中へ 入

れ よ うとす る こ と で ， 「嫌 だ ・要 らな い 」 を意図す る 単

純 な否定 か ら， 「要 らない か らおか あさんにあ げ る 」 を

意図する発展 した伝達状況 へ と導 く。第 3 は，否定を意
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TABLE 　2 否定に 用い られ た行動パ ターン の 出現時期

月 全 体的 具 　 　 　体 的　 　 　行 　　 　動

齢 パ タ ン 発 声 お よび 発語 顔 と そ の 表情 手 あ る い は 腕の 動 き 手や 腕 以 外 の動 き

O ： 1

〔1 ： z

　 　 　 1

塞劉
動 とむ i

方 を 泣 1泣 き
・
む ず か リ声

口 を 閉 じ て 開 け な い

顔 歪 め る （泣 き ・怒 り ・
視 線 そ ら す・

眉 しか め る 〕
舌 で 押 し 出 す

上半 身よ ヒる

しず 1
o　；30

　： 4 矧 声 の 大小
唇 で ふ り 払 う

顔 を そ む け る

そ っ く り返 る、全 身で つ っぱ る

物 ・身体 の 一部 を 手で 防 御

0　： 5
季 振 り払 う、放 り投げ る、掴 む

゜ ： 6

司
0　： 7 司

　 　 　 】

o ： 呂 」

0　： 9

〔1 ：1D

　 腕
　 の

　 積

　 極

　 的
1　 利

　 用

挿 揚強度

吐．き出す

首 の 横 振 り の 前 兆

口 と 目 を堅 く閉 じる

脇 へ押 しの け る

到 達 ・把 握

叩 く 、払 い の け る 、ひ ．
っ 込 め る

取 り 出 す

引 っ 張 る

母 親に しが み つ く

対 象か ら逗 ざか る 、身をの り出す

・ ・11撫
1 ・ ・ 蠣 窮

首の 横振 弓慣 用 使用

噛 み つ く 握 り し め る、指 示 、手 渡 す

逃げ る ．うつ ぶ し て 泣 く、
相 手 と

一
定 の 距 離 を確 保 、

力 ん で 踏 ん ば り動 こ う と しな い 、
的 娠 の

1 ： 11

： 2

関 り慣

係 と 用
i否定 的 原 菖語 顔ひ きつ る 奪 う、指 さす 、背 中に 隠 す 相手 を移 動 させ る

発 否

1 ： 3 語 定
と語 否 定 語 単独 使 用

1 ： 4 身単
振 独 腕 の 中 へ 抱 え込 む

1 ： 5 り侵

に 用

1 ： 6 毒
勾

1 ： 7 璽
口 顔 前 で 片 手 を左 右 に 振 る
的

1 ：8 否
宀

’ヒ

1 ： 91

：10 否
定

否 定の 語 連 鎖

1 ：11 鑿囗臼
2　： c［

図す る特定の 音声 （上 昇 調 の ， 甲 高 い 特定 の 柳揚 を 持 っ

た 「ア ッ ウ ウーン 」 と い う音 声 が ，拒 否 表 現 に 伴 っ て 出

現 し た ）， お よ び ， 否定的原言語
＊

（1 ： 1 に 「バ ッ バ ッ 」

「ア ッ 」 が 使 わ れ 始 め た ） が 発現 した 。

　上 述の よ うな社会的に慣用化 され た身振 りや，日常生

活 の 類似的場面 で繰 り返 し使わ れ る，個人 的に固定化し，

＊ 哺 語 と 言 語 の 中 問 形 態 に 位 置 し，語 彙 一 文 法

　　（lexico−gra 皿 mer ） を 含 ま な い 点，言 語 と し て の

　　 未 熟 さ が あ る。が，内 容 （意 味） と 表 現 （音 声 ）の

　 　 一対 一対 応 が あ る 点 で ，初 期 過 程 に お い て ，原 初

　　的 機 能 を 持 つ も の を 順 言 語 」 と す る
。

Werner −

　　 Kaplan（1963）は vocal ，　Halliday（1975）は proto−

　　 language と 命 名 し て い る
。

＊一＊　 A 児 の 1 ； 3 の 総 語 彙 は 約 20語， 1 ： 9 の 総 語 彙

　　 は 約90語 で あ っ た。

儀式化 し，否定 を表 わ す様式 とな っ た身振 りや音声を，

目的的意図的な表現形態と して 利用す る うちに ， 次第に

否定意味 と， 表現形態が明確に 対応 し て く る と言え よ

う。

　 こ の 時期の 発声は，相手 の 注意 を喚起 した ＋），情動 の

強さを表 わ し，身振 りは否定 の 意図内容 を表 わす。そ の

際，発声 と身振 りは 互 い に 相補的役割 を果 た し，効果的

な統合され た 伝達行動 が行 われ る e

　 1 ： 3 に 否定語 （「イ ヤ ， ア ッ プ ， ナ ィ j）が使用され

始 め て か ら
＊＊， 1 ： 9 に否定 の 語連鎖出現迄 は，否定語

単独使用期で あ る 。 こ の 時の 子ど もの 否定表現形態 に は ，

TABLE 　3 に 示すように ， 発話 と身振 りの 興味深 い 関係

が 見出された 。 子 どもの 語連鎖表現が不十分な時，否定

語 は必 ずし も適切に 用 い ら れ て は い な い 。 否定伝達行動
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TABLE 　3 否定語単独使用期の 否定表現に お け る 発話 と 身振 りの 関係

月酬 表 現 形 態 具 体 例

　　 i1
，i否 定 的 脂 語

i静 要 求then 否定的躾 …

無理 に 服 を脱 が せ よ うと す る と 「ア ッ 」 とい っ て服 を両 手 で 押え 拒否。（1 ： 1 ； 2 ）

積み 木が うま く積 めずか ん し ゃ くを起 こ し，「パ ッバ ッ 」 と言 っ て 積 み 木 を テ
ーブル か ら 払 い 落 と

す （1 ： 1 ： IO）

「…ン ブ…ン ブ」 とお ぶ い ひ もを母 に 渡 し て か ら，大急 ぎで 逃 げ る （1 ： 1 ：28）

　 　 　否 定 語 単 独 使 用

1　 3　 　
．．．

言 言吾　and 　首 の 横 振　り

ま ま ご と で 母 が 皿 に よ そ o て 渡す と，気に 入 らず厂イ ヤ、…と言 o て 自分 で よそい なお す（1 ； 3 ：21）

「ね ん ね す る ？」 と聞 くと 厂ネ ン ネ 」 と言 い な が ら首を横に 振 る （寝る の は 嫌 だ との 意 図表 示 ）（1
： 3 ： 22）

1 ： 6 身 振 り and 言 語 要 求 　パ ン を一切れ 渡す と，母 の 手 に さ し戻 しなが ら ノ・ン ブ ン 」 （半分に して 欲 しい ） （1 ： 6 ： 11）

否定 語 then 言議 求
飾 終 了 R“Z 　f＝ プ 貯 を H （姉 ）瞰 ・ て もら 瞭 さい 捷 言 わ れ て ・「イ ヤ・タ

ーP ン 」（嫌 だ ・
　　　　　お か あ さ ん がや っ て，の 意 図表示 ） （1 ： 7 ： 3 ）

1　 7　 言 語 要素 and 否定辞

　　i壱 。 、丁 正

’

1 ．8 身振 り　 and 　 言 語理 由

　　　　　　　　　　　一　　　黶@　一

　 　　 　 　 ． 1

9 否定 の2 語 文 　 TV とA 児 の 間 に母 が 立 ちは だか り 「 見える ？ 」 と 聞か れ 「 ミ エナイ

（1 ： 7 ； 2 4）
に 謐 蠶諜 黛 餓 。 野 が購 ・バ さ互 ・ ・

・と 言 う と・ ・ 滅・ 　母 がTV の
子 ど も体操畜 組 を見て 一 緒に体 を 動 かそ う と する と ， 母 の 体を

さ え 「 ジ ュ ンバン ， ジ 　 J ン バン ー と 言 い つ

制

止
る（1 ；B ； 5 ） 1

． 、絵 本を 見 なが ら 「
ニ

ュー ど こ ？ 」 （ 象 の鼻 が ニ ュ ーとのび
て
い

る 絵 ）

礫 か れる と　
「 ニ ュ ー ナ イ ネ 　 エ，ニ ューナ イネ エ 」 と 頁を

く P なが ら 探す（1 ： 9 ： 2） 全 般を みる と ， 非 発

形 態 （首の 横振 りや ，他 の否定的 身振 り〉で 否 定 を 伝

， 発 護 形態で 新 情報 （自 己の 要求・ 稲手 の 発 話訂正

説明 ）を伝 え，双方を結
合

し て複合 的 否 定（Cornplex − neg
ien ）を

う事 が 観 察された点 は注
目 さ れ る。 　 上 述 の否

表現パター ン の 変 化 は， 単に 身 振り が 言語 に 置 き 換

る わ けでは 無く ， 後 に 獲得 さ れ た 行 動 が，以 前から

用され ていた 形 態 に加わる 事 で， より一層 複 雑 な 観

を表現し た り ， 情 動 の起伏 を表
現 す る 。 また ， あ る

期にはひと つ の行動 パ
タ

ー ンのみ が 出 現 するの で な

， 前段 階 の 行 動 パ ターンも共 存し てい る。 こう し た
過

    o て， 各 々の文 脈や揚面 に最 も適し た行動 パ タ ーン

を選択し っ っ ， 新し く 習 得した行 動 形 態 が優位となり ，

伝達効率が 高め られていく と考え ら れる 。事実，発 話 表

現 が 多様 化し た 2 歳 以降 でも ， 子 ど も の 要求 や 感 情 と密

接 に関係した 拒 否表明 に は ， こ とば で なく， 激 しい 身振

りと，掬揚型の音声など， その 時 点

り以前に習得され た初歩的な 表現形態が用い

れる。   否定に関 す る認 識の 発達と否定 意 味機 能 の

得 　観察 期 間中， A 児 にみら れ た 否定意 味 機能は4
に 大 別さ れた。 そ の 操作 的 定義 と ，そ れ が出 現する文脈

特 徴は TABLE 　 4に，否定 に 関 する 認

の発展と否定意味 機能習 得の順序性はTABLE 　

ﾉ 示 した。 　 最初 期は ，原初的 誹除 拒 否 と ， 欲 求

満 拒 否 が出現 す る 。 即ち 子 ど もへ 向けられた他者の 行 為

発話，直面 せ ざるを得 な い状況その ものへの回 避 （ avoid

， 抵

（ registance ）で， 緊 張低 減 ・ 不快 軽減 の

に用 い ら れ る 。 　子ど も の泣 き輿 ぴの程 度 や ，

身 の 緊 張 の そ り 返 1 は ， 情 動 の 強さの表現とし て，

入 の注意 を引 く 効 果 はある が ，そ れ は 単に 障 害物の

避 に 止ま り ，何に，誰れに 対 し

向 け ら れ たか の 内 部 から の 方 向 性が不明 確 ， 非 組織

で 漠 然 と した無方向 活動である 。

： 2 ： 10 抱 っこが 醇 きにな D ，夕方は 抱 いて歩 き ま

  轤 ﾈ い と 機嫌が悪 く 大 声 で 泣 く 。 O ： 2 ：ユ 8 母

の姿 が 視界 から遠 ざかる と甲 高 い泣 き 声 でむ

か ） ， 母 親が戻 っ て 来 る と ， 「 ア ア ア 〜」 と 柔 ら かい

語を 出 す 。母親 が去 るとまた むず か る 。 0 ： 4 ： 2

　 ガラガラ をあ お 向 けの 状 態 で ， 振 っ た り ， 先端 の

をなめ

わし， 偶然自 分の顔に あ て， む ずか り 泣 き ，何 度も

で 空を切っ て， イ ライラしたよう な 声 を 出 す。 　

の 段 階 は， 障 害 物の単なる回 避 ・抵抗 で な く ，行為

方 向 性 が 明 確な目的的 排 除 拒 否へ の変 化 に ある 。 ま た，

0 ： 6 以 前 の 専ら 障害 物排 除の 目 的 は ， 0 ：7 前 後に自

己にとっ て直接 障害 物となる も の に対して だ け

で
な く ，

ﾞ しろ そ

障害物
を
取り 除 く こ と が で きる 他者へと ， 目 的実現 の 効 率の 高
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TABLE 　4．否定意味機能 の 操作的定義 と否定 が 出現す る 文脈的特徴

否定意贓 副 　 　 　 操 作 的 定 義

　　　　　　1直接 自己 へ 向け られた，他者の 行為や発話 へ の ，負方 向の

拒 1撓除拒否 　応 答。 「私 は ○ ○を し た くない ．1の 意味

旨　　 …

　　　　　　　 文　脈　的 特 徴

他者か ら の 援功，介助，命令，要 求，願望，また 「○○

が欲 しい の ？」

’
と言 うよ うな欲 求の

“Yes，No
”

質問な ど

が 先行す る。

否
要 求実現
　 の

為 の 拒否

自分 の し よ うと思 って い る 行動が で きない 事 を表 明 し ，現

状 に 何 らか の 変 化 を要 求す る負方向 の 表現。
「私 は○ ○を したい がで きない 」 の 意味

自己 の 何 ら か の 目的 達成あ る い は 自己の 要求実現 の 為 に，
大人 の ス キ ル や助 力を求 め る 。

否 認

非　 存　 在

（消失 ）

禁 止

問題と な っ て い る 先行発話，事柄， 事物 ， 状態を事実で あ

る （自分の 意見 で あ る）とは認 め な い （不同意） こ と。
「私は OQ とは 思 わ な い 」 の 意 味

予 期又 は 期待 した事態 に 反する 事 実に つ い て の 認識表 明。
「存在 しない 」 を意味す る。
直前 ま で 眼前 に ある物 ・人 ・行 為等の 感覚刺激 が，もは や

知 覚 で きな い 認識 の表 明

（直接自己 に向け られ た の で は無い ）他者の 行為や活動を ，

拘束 した り統制 した りす る行為 。

「○ ○ して はい け な い 一1の 意 昧

相手の 意見に不同意，不適切な表現 の訂正 ，

』
自己 の認識

と事 実関係 の ギ ャ ッ プ （満 た され な い 期待や 前提）が先

行条件とな る。

「存在す る はず だ．亅とい う前提 が 先行条件 と なる

厂過去 に存在 して い た」 とい う前 提が先 行条件 となる

自己 と外界，あ る い は 自己 と他者の 相互 関係の理解が先

行条 件と なる 。

TABLE 　5 否定 に 関す る認識の 発達 とそ れ に伴い 習得され る否定意昧機能

月齢

0　 　10

　 　2
’

0　 30

　　40

　 　50

　 678

 

00

　　90

　 1 

O　 U01011

　 21

’
3

新 た に 習 得 され る 意 味

原初 的排 除 拒否

欲 求不 満拒否

目 的的排除拒否

要求実 現拒 否

否　認

禁　止

非存在

否 定 に 関 す る 認 識

直面す る 状 況 の 緊張 低 減 、不快 軽減

無 方向で 非組織 的な 図避，抵 抗的行為

相手 の 反応 を期待 した り予想 した りしな が ら、尚自立 の 行動修正 を行 う、方 向性 の 明確 な行為 ．

否 定 対話 構 造 の 成 立 腰 求
一

拒 否、指 示
一

撤 回 りや り と リパ タ ン を積 極的1こ維持 す る）

不 快情動 と結び 付か ない 意図表 明

意 味 す る もの と意味 さ れ る もの の 分化

自己の 意 図、期 待、予 想（「○σの はず」）と現実 との 相違に 焦点が 当 て られ る。

他者か ら向けられた行為 で な く，自ら開始 した行為につ

い で ， 目的達成 ・要求の 実現 と密接に結び つ い た文脈 で

生ずる 「○○ し たい けれ どで きな い 」 とい う要求実現達

成の 為 の 拒否が出現 した 。

”

・0 ： 6 ：23 手 を伸ば し て 物 を取れない 時 「ア ウ
ー

ン」

と怒 っ た よ うな大声 を出 し母 ep顔 を訴え顔に見 る 6

　，0 ： 10頃 ， 否定表現 は ，

一
方的な 自己 表現活動で な く，

相手め反応を期待した り，予 想した りし な がら，自己 の

府 動修正 を行う点が注目 され る 。 散歩の 途 中，母親 に抱

き あ げて も らい た い 状況 の 時， 以前 は ， 少 し離れた 前方

か ら呼ぶ と，大急 ぎで 近寄 っ て きた。が，0 ： 11 ：19で

は，呼ばれ る と，   数歩前進 し て 立 ち止 ま り， 母親 の 様

子 を伺い っ b 泣 く，   母親が来る蘯 ， そ の場から動かず ，

むずか り顔で 立 ちつ くす ， 等がある 。

』
こ の 時期は 生活全般に 不 庚晴動 に支醜され た拒杏ボ圧

倒的 に 多 く観察され るが ， 次の よ うな揚面で の 相互作用

持続の 手毅に も利用され てい る 。

0 ： 8 ：16 父親が 「抱 るこ し よ う」 と言 い な がら両手

一 34 一
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を出す と， ふ ざけ笑 い をし て ， 父親 に 手 を出 し ， 身 をの

り出 し た瞬間，さ つ と手 を 引込 め て ，ク ル リ と反 蛎側 を

向き， 側 らに い る母親 の 胸 へ 顔 を埋 め た あ と ， キ ャ ッ キ

ャ ッ と笑 っ て 父親 の 顔 を 見 る 。

　 こ の よ うな 子 ど もの 行為 は，相 手 を，日常生活 の 中 で

の 「要求
一

拒否 」 「提示
一一
撤 回 」 と い う十 分 に確 立 さ れ

たや りと リパ タ
ー

ン （well 　 established 　 format ） へ と導

入 し，そ の 維持の 為に 相手 の 注意 を引き付け，自らそ の

交換 を主導ナ る，積極的な 行為で あ る。こ れ は，匿に 子

ど も自身，否定 の 対 話構造 （dialogue 　 strucre 　 of 　 neg −

ation ），あ る い は，会話行動 に 於 け る役割 （speech 　 role ）

に つ い て 何 らか の 認識が習得 され て い る こ と を示 唆する 。

　最後の 段階は ，不快情動 と直接に結び つ か な い 揚面 で ，

自分 な りの 外界認知に 基 づ く，判断叙述形式 の 表 明 で あ

る （TABLE 　3．1 ： 7 言 語 訂 正 参 環 ）。 そ の 第 1 は，栢 手

の 意見 や ， 話題 の 事柄 ， 状態 を， 事実 （自分 の 意 見 で あ

る 〉 とは 認 め な い 態度表明 の ， 否認 が 出現す る 。

　否定の 判断叙述形式 の 第 2 は，他者の 行為や活動が，

目 己 に 直接向け られ て い な い の に ，他者 の 行為 を拘束統

制 し て ，「○○ して は い け な い 」 の 意図表明，禁止 の 出

現 で あ る 。

1 ： 0 ：20 母親 が他者 と会話中，近寄 っ て 来 て ， 母親

の 膝 に 乗 り，母親 の ロ を手 で塞 ぎ，自分 に注 目 さ せ よ う

とす る 。ま た，保育園で は保母 を独 占した が り，他児が

抱 か れ て い る と怒 り，そ の 子 を叩 い た り，噛 ん だ り す

る 。

　 こ の 段潜 で は 、自己 の 経験 の 枠 内 で ，種 々 の 事物 や 性

質，関係 を配列，整理 ，統合 し，「OO の は ず で あ る 」

と い う見通 し を持 ち，他者 との 関係で 自己 を捉 え た ワ，

もの を認識 して い く。 同時 に 自己 主 張 も盛 ん に な J： ，他

者 の 介入 で 要求実現 が阻 止 され た 場台 に 示す拒否 は ， 徹

底的 で あ る 。

1 ： 0 ：30　父親 と姉 と 3 人 で 入浴 中 ， 姉 の 手 に す る 小

バ ケ ツ が 欲 し くて ，
バ ケ ツ の 柄 をひ っ ぱ ろ うとす る 。 姉

に 「ダ メ ） と，A 児 の 手 の 届か ぬ 位置 に 持 ち 上 げ られ る

と， 9ワ ッ 」 と泣 き出す。そ の 烈 し さに姉 が圧倒 され ，

「ハ イーiとA 児 に バ ケ ツ を渡 そ うとす る と首 を強 く横 に 振

り， そ れ を振 い の げ る 。バ ケ ツ が欲 し か っ た の だ が ， 拒

否 され た の が 悔し く， 目 己 の 要 求 を受け入 れ られ な か っ

た事 に 対 し拒否 を表 明 し て い る 。

　第 3 は，「過去に存在し て い た 」 と い う前提に基づ き，

直前 ま で 眠前 に あ る 物，人 ， 行為 等 が もは や知覚 で きな

い 事 を表明する ， 非存在 継 失） で あ る。ま た ， 「存 在

す る はず」 と い う前提 で 予期あ る い は 予期 した 事態に 反

す る事実表明の ，非存在で あ る 。

ユ ： 2 ； 5　 U さん 宅 で キ ャ ン ディ 罐 を見 つ け取 1に 行

き，両手 で そ の 罐 を持ち 「マ ン マ ，マ ン マ 」 と開け て 欲

し そ うに U 小母 さん に その 罐 を渡 す 。 U 小母 さん の fこ

れ 開 ける の ？」 の 問 い に 頷 き 「マ ン マ ，マ ン マ 」 と 言

う 。 罐 が開 い て ， 中に何も入 っ て い な い の を 見 た 瞬 間

「ワ ッ 」 と泣 き出す
』
（A 児 は そ ・D 時 迄 に ，そ の キ f ン デ

ィ 罐 と同一の も の を 見 た 事 は 無 い 筈 で あ る が ，  キ ャ ン

デ a や ク ッ キ
ー

の 罐 に 開 し て ，大 き さ，型 ，摸 様，柄 ，

色 台 、、 等 の 何 ら か の 概 念 や 規 範 を 持 ち ， ＠ そ の よ う な罐

の 中 1乙 は マ ン マ が 入 っ て い る は ず との 自分 な ； の 埼 報 を

引 き 出 し た ）。

1 ： 3 ： 5　 お ぶ っ て 保育園 に 来 たの で 靴 を持 っ て こ な

か っ た 。降園時，A 児 は い つ も の 手順 で 降園準 備 を し，

靴棚に 靴 が 見つ か らな い と探 し 回 る 。 「靴 を履 い て 来 な

か っ た の だ か ら」 と母親が説 明 し て も納得せ ず．探す 。

　非 存在 は 明 らか に 「○○ の は ず ， の つ も り」 の 否定で ，

§己 の 明確な基準や 前提 の 否定 で あ る 。 非存在 に 最 も多

く用 い られ る 前提 は ，典型的文脈 （prototype−context ）

基準 に 依存す る もの で ，「あ る対象が，然る べ き場 所 に

存在す る」 と い う物 の 永続性 の 認識 で あ る 。

　否 定意味機能習得で は，初期に ， 主体 の 要求 や感情 と

密接 に 結び つ い た行為 と して ，実践的 ・対人的動機 に よ

り，原初的排除拒否 と欲求不満拒否が出現 し，要求実現

拒否 を経 て ，次 に 否定意味機能 の 拡 大 ・分化 が 顕著 と な

り ， 外界認知 に 基づ く判断，と い う認知的動機 が支配す

る，否認
・
禁止 ・

非存在が 習 得 され て い っ た 。本例 で は，

否定 の 発話形式 出現以前 こ こ れ らの 意味機能 を習得 し た 。

（4）否定発話形式 の 習得

　FIG．1 に否定意味機能と，そ れ に対応す る 発話形式 の

習得過程 を整理 し ， 既 に 非発話形態で 表わ さ れ て い た も

の に，どん な単語が与 え られ て い くの か を分析する 。

¢ 拝 除 拒 否 　自己 の 要求や主張 と密接 に 関運 し ， 使用頻

度 も高 く，多種 の 発話形式 が 用 い られた 。 否定意味機能

が 出揃 う （／ ： 2 ） と 間 もな く，A 児 は 否 定的原 言 語 を

用 い た 。◎他者 か ら 「ち ょ うだ い ］ と手 を差 し出 された

時，相手 の 手 を払い の け，＠食卓 で 食べ た くない もの の

並 を押 しの け，  誘 い か け を拒 否す る 時 に ，首 を強 く左

右 に fi　D ， 「ア ッ 」 「バ ッ バ
ッ 」 と い う特定 の 音声 を用い

る 。こ の よ うな否定的原言語 は ，否定語出現直前 の 極 め

て 短 い 期間 で の 過渡的な もの で あ ！，
1 ： 3 に 否 定 語

「イ ヤ」 が出現す る と漸次消失 し た 。排除拒否 で 最も良

く使 われ る の は 「イ ヤ 」 （イ ヤ ヨ ，イ ヤ ダ．イ ヤ ア ） で

あ る 。こ の 他 1 ： 3 か ら 1 ： 4 に 「ア ッ プ 」 が用 い られ

た 。衣脹 の 着脱 を嫌 が る §祭に ， 母親 が 無理 に 脱 が せ よ う

と す る と 「ア ッ プ 」 と言 っ て 自分 の 衣服 を押 え る。「ア
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ma 他の 言 語要素と結合された 使用 鰯 属語 と して使用 された もの ）

FIG ．1 否定意味機能に 対応する 発話形式 の 習得

ッ プ」は，保育園の 担当保母が 「い けませ ん 」の 意で，

子 ど も達へ の 禁止 語 に用 い た もの で
＊＊，家庭で は 用 い ら

れ な か っ た 。 A 児 は他者 か らの 働きか けを阻止す る 為 の

強い 排除拒否に 「ア ッ プ」 を用い ， 禁止 に は用い な か っ

た 。ま た 「メ ッ 」 も 1 二 7 に頻繁に用い られ た 。

　 ユ ： 7 ：24 母親が菓子皿 の 菓子 を，A 児に渡し 「お

と うさ ん に もひ とつ あ げて ね 」 と言 う と，「メ ッ メ ッ 」

と言 っ て 首 を横に 振 る 。 ま た 相手 に 「ち ょ うだ い 」 と言

われ ． 渡 した くない 物 を 「メ ッ 」 と言 っ て 背中に隠す。

　 「ナ イ 」 は こ の 発話形式が出現 （1 ： 4 ： 2 に 非 存 在

で 用 い ら れ た ） し て 4 日後に 拒否の 応答に用 い られ た が，

すぐに消失，般用 は され な か っ た。「イ イ （イイ ノ ）」 は，

1 ； 7 以降，「要 らな い ，不要 」 の 意で 用 い 始 め た 。「チ

ガ ゥ」は 1 ：11 以降，要求実現 が 満 た されない 時 の 拒

否的応答に用 い られ，明確な 否定 を表わ す もの と して 注

月され る が，あ ま り使用例は 認 め られ な い 。嫌悪 お よ び

不承 認の 強 い 拒否感情を表わ す際 は手持ちの 語 を駆使 し

て い る 。．1 ：10 ： 14 古鍋ど空 コ
ッ プで ひ と り遊び の 時，

他児が近寄 り取 られ そ うな気配 を感 じ る と ， 「イ ヤ ヨ ，

イ タイ ヨ
， ダメ ヨ 」 と大声を出 し ，

、し っ か P握 りし め る 。

　A 児の 場合 ， 新たに 習得 した否定語は ， 強 い 情動 と結

＊ 　 「ミ エ ナ イ」 の み 1 ： 7 か ら 例外的 に ， 希 に 出現

　 　 し て い た が，A 児 に と っ て 他 の 言 語 要 素 十 否 定 辞

　　
’
tナ イ」 の 習得 は 1 ； 9 以 降 で あ る 。

＊＊

　 「OO ち や ん ア ッ プ 」， 「そ れ は ア ッ プ よ」， 「○ ○

　　 し た ら ア ヅ プ で す よ 」 の
「
よ う に 用 い ら れ て い た 。

び つ い た，排除拒否 に適用す る傾向 が みられ る が，般用

す る に至 らず，「イ ヤ」「イ イ （不 要 〉」 を典型発話形式と

し て 使用 し て い く。

  要求実現 の 拒否　「あか ない 」 「で きない 」 「見 えない 」

等 を意図す る の に 「ナ イ 」 が用 い られ始め た （1 ； 8 〜
）。

「ナ イ 」 の 否 定詞 的単独使用
＊＊＊

か ら，2 か 月 後 に他 の 言

語要素と結合され る否定辞的使用に至 る迄の 過渡期 に，

「…ナ イ…
キナ イ 」 （1 ： 8 ：30）， 「ナ イ…ナ イ …デキ ナ

ィ 」 （119 ：15）とい う発話 が 観察 され，そ の 移行過程

の 発詣形式とみ な され る 。 要求実現の 拒否 は，否定辞の

付 くべ き動詞 そ の もの が未習得の 故 ， 否定要素 の み が言

語化 され た もの で あ ろ う。

1 二 8 ：3  衣服 の 着脱 などをひ と り で や り た が D

「（ジ）ブ ン デ， （ジ）ブ ンデ」 と自己主張。ズ ボ ン や パ ン

ツ の ひ とつ の 履き 口 に 両足 を
一

緒 に 入れ ， 大奪闘 し なが

ら 「ナ イ
…

キ ナ イ 」 と母親 に 言 う。1 ： 9 ： 13 茶筒の

外蓋 は 取 り外 せ るが， 中蓋 は で き な くて rナ イ …ナ イ…

デキ ナ イ 」 と母親 に言 う。1 ： 10以 降 は rイ エ ナ イ，ア

カ ナ イ ， デ キ ナ イ」等の 単語 に移行 。

　ひ と 口 に 拒否 と い っ て も， 他者か らの 働きか け に対す

る 応答 と し て の 排除拒否 と，自発 的 に 開 始 され た 要求実

現 の 拒否 とは ， 発話形式 の 使 わ れ方 に 明確な違 い が み ら

れ る の は 示唆的で あ る。

  否 認　発話形式 と して は 「ナイ 」 で あ る が，否 認 の

「ナ イ 」 は単独使用例 が ほ と ん ど無 く，む しろ，他の 言

語要素と結合され る 1 ： 9以前 は ，
TABLE 　3 の 例 の よ

うに，発話 に よ る 明確な否定をせ ず （省 略 又 は 暗 黙 の 前

提 と し て ）訂正 ， 主張等の 瓢情報が 言語化 され る 。

　拒否や禁止 は，そ の 表現自体が伝達そ の．もの で あ る が，

否認は，自己 の 認識判断の 反映 との 性格 を備えて い る の

で，指否や禁止 に比ぺ ，新情報 の 伝達 に ， よ り比重が 置

か れ る。  禁 止 　排除拒否 に用 い られ た 「メ ッ 」 （1 ：

7 〜
） は， 1 か 月後 に 禁止 の 発話形式 に用 い られ始 め ，

携除拒否 で は 使 わ れな くな っ た 。 その 1 か 月後 ， 「メ
・
ッ 」

に 代 る 禁止 の 「ダメ」 が 現わ れ て か らは ， 漸次消失し，

発話形式 と して は 「ダ メ」 の み用 レ）られ る 。 こ の 期 の 禁

止 は ，池者 へ の 禁止 ， 即 ち， 他者 の 行動統制あ 蚤 い は拘

束 の み で あ り，自己禁 止 ，即 ち，自らの 行動 の 統制あ る

い は 拘束 の 肇話 は 禺現 し て い ない 。

1 ： 11 ： 10 戸外 で ， 逃げる蟻 を指先 で つ まもうとす る

が で きず，「ア リ，ダ メ ヨ 。ア リ，ダメ ヨ 。」 と言 い 追

＊＊＊
否 定 謡

膿 1識 1謙二製1
　　　　　　　　　 、合 さ れ 否 定 を表 おす）
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い まわ す。

  非存在　発話習得過程 に次 の 段階が認め られた 。 第 1

は，非存在すべ て を 「ナ イ」 で 表現す る段階（1 ： 4 〜）。

第2 は，話題 と な る 対象 に よ り 「ナ イ 」 と 「イ ナ イ 」 を

区別す る段階（1 ： 7 −
）。 rナ イJ は ， 食器 ・食物 ・身

体各部 ．一目常雑貨 （セ ・テ
ープ ・ブ ラ シ 他）・衣 類 （潔

タ ン ・服 他 ）・玩具等，無生 物 に ， 「イ ナ イ 」 は ， 小 動物

　（イ ヌ ・ネ コ 〉・入 間 （父 ・姉 ・友 達 ）・写 真の 人物，生

物 に で ある 。 第 3 は ， 非存在 （ナ イ ， イ ナ イ ） と存 在

（ア ッ タ，イ タ ） を対 立 す る語 と し て 言語化する 段階（1

： 9 − ）e

　 A 児 は 1 二 7以降，限 られ た 範囲内で 生物 無生物 の

違い に よ り 「イナ イ 」 と 「ナ イ 」 を使 い 分 け て い る が，

秦野 （1977）＊
の 結果 で は ， こ の 時期 の 「ア ル

ー
イ ル 」 の

使い 分けは，認知的理解で は な く，慣用的直観 に よ る と

考えられ る。

　 ま た ， 本来，肯定 （無 標） は 否定 （有 標 ） よ り早 く習

場 され るが ． 存在 （イ ル
2 ア ル 〉， 非 存 在 （イ ナ イ ， ナ

イ ）は その 限 りで な い 。 その 理由 に は ， eg　1 に ， 目本語

は 非存在 を 「存在 の 打消 し」， 即 ち， 「肯定形 ＋ 否定形」

で 表 わ さず ， 異な る概念と して 扱われ るの で ， 子 どもは

各概念を独立的に学習する，第 2 に，・予想され る対象が

存在す る時よ り も，存在し な い 時 の 方が 知覚的 に 目立 ち，

注意が向き， 情報度が高い g）で 発話 され易い
， 等が考え

られ る 。

　 以上 の結果，第 1 に ，日本語 で は 何種類 か の 否定藷 が，

意味機能 に応 じ て 異な る 発話的形式 と して対応 し て い る ，

とい う構造的特徴があ り，子 どもも，初期か ら発話形式

と意味機能 をあ る 程度対応 させ て 使 う事が 認 め られ た 。

　 第 2 に ， 「ナイ 」 は 非存在 ・否認 ・拒否 の 各機能 に 拡

張 し丁用 い られ る点 で は，否定 の 広 い 意味機熊を表 わす

発話形式と言え るが，英語 の よ うに
“NoY の 単独使用 で

様々 の 否定を表瞬す る ほ ど般化され て使 わ れ な い 。「ナ

イ 」の 発生過程 は，初出が 1 ： 4 ： 2 で 非存在 に用 い ら

れ，そ の 4 日後に拒 否，さ らに そ の 10 後 に否認 に用 い

ち れ た
g

こ れは ， ひ とつ の 発話形式を否定表明 と し て規

則化 した 例 と して興味深い 。

　 第3 に ， 、A 児 の 要求実現拒否の 「ナ イ」，禁 止 の 「メ

ッ 」 の 使わ れ 方 をみ る と ， そ の 意味機能を表 現す る発語

形式 を習得 して い くHk 噺 し い 機能は ．始φ古 い 形 式

で 表現 され る （S｝obi 恥 1973）」一
方 ，

　 Fメ ッ 」が禁止 に

用
』
い られ る以 前 に｛非除拒否 で 最初 に使用 され た こ と は

　「新 しい 形式 は v 始 め 古 い 機能で 表現 され る （Slobin，
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j 」．と 解 釈で き る。 しか し ，他の 否 定発 話 形 式

べ て に， この原 則が適 用 され るわけ で は な かった。

　第 4 に「 イ ヤ ，イイ，チガ ウ，ダ メ」 等 は ， 日 常生活

場 面で頻発 するが， 語 連 鎖が可能な時期にな っても ，他

の言 語 要 素と結合 せず ，単独 使 用 傾 向 が 強 い。 これらの

単語は， 発 話そのものが 行 為である の で ， 他の 言 語 要素

と結 合して新 情 報 伝達の必要

が少ない 為 と 言 え よう。   否定発 話における操作 方

　 A 児が い っ 頃 、 どういう方 略 に 基づ

否定 発話 を行っ てい るか を 示 し たの が FIG ． 2で あ

。 方 略1 　 否 定

特定 音声（否定的原言語 ：「 ア ッ」「バ ッ バ ツ 」〉を

え る a 方 略 2 　 否 定 語 は 一 語 で 独 立 し た 単 語 とし

用い る（「ナ イ 」 「イヤ」 を 単独使用 し， 命 題全

を 否定する） 。

方略3　否定語 は他の 言語要素 の 配列 位置｛ 語厠に影

響 を与え ない 。 方略 4 　 否 定 語は他の言 語 要 素の 語

（活励に影響を 与えない （ 他 の 言 語 要 素 と 結 び 付

時，既知の語を単に 　　 　 　　
　
　

　 　 　　 　　

べることで，意味と形 　　 　 　 　　 　 　 　
　　　

式を一対一対応さ せ， 言
　 　　

　　　　　　　　一語要素（ 終止 形・原形） 　　

　　　　擁懸螺1 驚ま’否定 　 　 　　　 　　　　

　　　方略5 　活用語ど結び 付 　 　　　　　 　 　

　　　　いた時，否定語は他 の言 　 　 　 　 　 　　　

　　　　語要素の内部に組み込む 　　　 　　　 　

　　　　　（「未然形十否定 語」） 。 　 　 　　　

　　　　　　　方略6　活用 譖 以 外の言 　　 　 　

　　　　　　　　語要素と結 び付いた時 ， 　　 　

　　　　　　　　　双方を結 合さ せ る為 の 符 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 号 を 付 け る （ 通 常 ， 助 詞 　

　　　　　　　　　　　「
は 」を 付け 「 ○ ○で

　　　　　 　　 　 　

　　 　 な いi の口語

「○ ○ じ 　　　　　 　 　 　　 　　饌轍 ’ 」を 用いる

・ FIG ．2　否定 発話 に 　 　おけ る 操 作方 略

　 子 ど も の 初期否 定発話 にお ける言語要 素の 結合は，大

人の モデルを 模 倣 的 に取り入れた 慣 用ルール と ，大 人の

モデ ルとは無関係 な ， 独 自の規 則体

の両方を
築 し， そ れら を 併用 し な が ら， 漸 次 大 人の 言語構

に 近 付 く よ う に 再構成 され るの であ・ろ う 。 討　　論 ＊ 　 お茶 の

女
子大 学

理専攻
3
年生 心 理 実 験 豆 演 習 　共同 研 究 で ある。 （ 1 ） 首
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は ，他 の 慣用的身振 りの 形成 と平行して，対人相互交渉

の 楽 し い や り と りの 中で 習 得 され，維持 され て 行 くが，

対人 的伝達能力 に 遅 れ の 著 し い
， 子 ども達の 場合こ の 象

徴的身振 り習得 の 困難 さが考 え られ る。

　西村 ・水野
・若林〔1978 ，

1980）は話 し こ と ば を持た な

い 遅滞群の 自閉症 児 （6 鵞時点） の 伝達行動の 特徴と し

て ，「自発的動作 の 乏 し い 毀階か ら，自己 の 要求に結 び 付

い た imparative （要求 表 出 的〉段階 に は 至 る が ， 自己 の

要求か ら離れ た deelarative（陳 途 的 ） 段 階に 達 し て い な

い 」 こ と を実証 し た。さ らに綿巻
・
西村 ・水野 （1983）は ，

話 し こ とば を持 つ 遅滞群 の 自閉症児 （9 〜10歳 ） の 言語

特 徴 と して ，要求 〈約 5  ？6），応答 ・遂行 （20〜25，6），

記述
・
質問 （0 ％〉 を示 し ， 記述遂行機能 （叙 述 ）の 未

発達を指摘して い る 。こ れ らの 事実 か ら，前発話期に未

習得 の 叙述機能 は ，発話期に お い て も未形成 の まま， 記

号 と し て の 言語習得 が 進 む と言 え る 。 単語 は 増大 して も，

相手 の 質問 の 意図や，意味理 解 が 困難 で あ り，
“
Yes ，　No

’”

の応答園難性 もそ れ に起因 す る 。

　質問一応答講造 は ，子 どもが操 作 し な け れ ば な らな い

抽 象的言語構造 で あ る （Steffensen ，1978）が，「質問 さ

れ た の で ，応答し な けれ ば な らな い 」 と い う考 え は ， 早

期 に獲得 され で い る 。 A 児 の 揚合， 1 ： 1 に 頷 き と，首

の 横振 りを使 い 分 けた が， 1 ： 8 に ， ひ と り遊び に夢中

に な っ て い る時，肯定疑問 に 対 して すべ て 肯定的に応答

し，否定疑問 に 対 して す べ て 否定的 に 応答す る ， とい う，

意味的 に不
一

致 な応答発話 が観察 され た 。同様 の 事実 は

Steffensen （1978＞の 観察 で も指摘 され て い る。

　 こ の よ うに ， 正常発達 を し て い る 者に は ，極め て 自然

に 出現す る 行動 を，発達障害児 の 治療教育 で ， い か に扱

うか は 課題 の ひ とつ で あろ う 。 即 ち ，   相互 作用 を開始

・維持 ・終了 ・回避す る こ とが 可能 な相 互作用技能， 

他者の 行為 へ 意図的に 影響を及ぼそ うとす る 伝達意図，

◎相互 の や り と D を調整す る ， 受け手 の 敏感さ，  相互

作用 を構成する 足場 と な る よ うな行動 を形成す る こ と に

よ り，確立され た相 互 作用 の ル ーテ ィ ン 化 の 構築 ， 等 を

積極的 に 導入 し て い くこ と の 重要性が指摘され る 。

  否定 に 用い られ る 行動 パ タ
ー ン は ， 他 の 伝達行動と

同 様，非発話 か ら発話 へ と移行す る が，特 に 発 話初期の

身振 P と発話 の 関係 は 興抹深 い 。非発話形態 で 否定 を伝

え ， 発話形態 で 新情報 を伝え る現象は，会話 で は 新情報

が 求 め られ，話者は 「情報性」の 高い 要素 を表現す る原

則 （Greenfield ＆ Smith
，
1976）に 適合す る。一

般 ；二，

あ る事襲に お け る不確実性 （uncertainty ）の 高い 要素，

つ ま ！）　、清報性の 高 い 要素 は 言 語化 され ，予 測 可 能 な 要

素は 言語化され な い
。 こ の 原則 は ， 単に統語発達が 進 む

こ とで 消滅 は せ ず， 大 人 で も，首 の 横振 IJ，そ の 催慣用

的身振 りは利用 され て い る 。

  　伝達行動一
般 をみ る と，前 発 話期 1二身振 りや視線 ，

聴 語 や 池 の 音声を用 い た伝 達構造で 表 わ され る意瞭内容

は，初期 に は 主体 の 要求や感情と密接に 結 び付 く， 実践

的 ・対人的動機に よ り行 わ れ る が ， 次第 に間接化，客観

化の 方肉を と る （Bates，1979 ；Carter，1978 ；Dore，1975 ；

lngram ，1981）。他方，そ の 発達途上，要求や感情表現

その もの と離れ た 形 で ， 外 界 を客観的に捉 え，記号 に よ

り表現す る 発達が 認 め られ る。

　 こ の こ と は ，否定表現 の 展開 で も同 様で あ り，そ の 経

過 は 否定意味機能の 習得過程 に 顕著に 表 わ れ た 。 初期 の

実践的 ・対 人 的動機に 基づ い た排除拒否 ， 欲求不満拒否，

要求実現拒否 は，や が て，外界 との 相 互 関係認識を反映

した 禁止，否認，非存在 の 発 現 と な る。

　Slobin（1973）の 言語習得 に お け る複雑性 の 考えを ， 拡

大借用すれば，否定の 意味機能 の 習得 過 程 は，「認 識 的

あ る い は意味的 に 簡単 な もの は先に 習得 す る 」 と 言 え る 。

（4） 否定 の 各意味機 能 に対応す る，典型的発話形式 の 習

得過程 で ，

一
発 話 形式 が 他 の 意味機能 に 拡大使用 され る

こ とは 本研究で も，示 され た 。 Ito （1981），　 McNeil ＆

McNeil （1973），　 Yamaoto （1981）で は，「イ ヤ 」 が 拒否

と否認 に，「ナ イ 」 が否認，非存在 ， 拒否 に 使用 さ れ た

事例が 報告され て い る 。 こ れ は ， 否定 の 意味を表 わ す の

に，同 じ規則 をあ ら ゆ る場合 に 適用す る方路 を と る，と

い う規則化の 原則 （The 　Principle　 of 　Regularization 　；

Sl。bin，1973）か ら説開 で き る か も しれ な い 。

　さて，子 ど もが ，ど の 発 話 機能 を表 わ す発話形式を早

く使用 し た か に つ い て，本研 究 と野地 （1973，1977），大

久保 （1969）， 秦 野 （1981）
＊ ，Ito（1981）等 の 結果 を 比較

検討す る と ， 共通点は ， 排除拒否 が 早 く， 要求実現拒否，

禁止 は や や遅 い こ と， 相違点は，非存 在，否認 の 出現 の

様相 に 個人差 が認 め られ る こ と で あ る 。

　発 話 形式 の 発生 に 関 し て は ， 認知的複雑性 （意掠的 に

単純 な も の 程，早 く習得す る ） に 加え ， 形式 的 複 雑 性

（表 運 形 式 の 単 純 な も の 槿 ，早 く 習 得 す る ）， お よ び語用

論的側 面 （揚 面 に お け る 情 報 度 の 高い も の 程，発 話 さ れ

易 い ） が 関与す る の で ，子 どもが 意味機能 を習得す る 順
序 を，意味機能を表 わ す発話形式 の 使用順序 か ら推論 は

で きな い し，又 あま り意殊も無 い 。否定 習 得 の 順序性 を

発 話形式の み に 限 っ て 論 ず る 研 究　（Bloom ，　 1970；

McNeil ＆ McNeil ，1973）は ， 子 ど もの 伝達 能力 査 定
の 点 か ら不備 が 残 る。

＊ 　H 児 （長 女 ） の 出 生 時 か ら ユ ニ 8 ま で の 否 宅 表 魂

　 を 分 卜
Fi
資 料 と し た 。

一 38 一
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　本研究 で は，排除拒否は，他の 機能よ り も発話形式 の

種類 が 多い が ，包排 除拒否 は使用頻度が圧倒的に 高 く，

そ の 出現の 様相 も様 々 で ，多 くの 発 話形 式 が生 ず る可能

性 が あ る ，   新た に 習得し た否定語 を， まず排除拒否 に

使 う傾向が あ y，一
時的 に 発話形式 が 多 くな る，等 の 理

由が 考 え られ る が ， 更 に 他事例 と の 比較 が 必要 で あ ろ う 。

　要求実現拒否が，非発話 で は 早期 に ， 発話 で は遅 く出

現す る理 震 は，子 ども に と っ て 直接要求語 を使用する方

が ，伝達効率が高い の で，否定語 は 用 い ない ，とい う語

用論的側面 か ら説明 で き る か も しれ な い 。

　さて ，McNeil ＆ McNeii （1973） は，「チ ガ ウ」 が 総

括的否定で あ る こ と を指摘 し た 。 本事例 で は ， 「チ ガウ」

は 要 求実現が満 た され な い 時 の 応答的拒否 と し て 出現 し

た 。 こ の 発話形式 は 2 ： 0 迄 の 出現頻度 は低 く， 2 歳前

半 か ら中頃，拒 否，禁止，否認を表現す る の に 用 い られ，

そ の 際新情報が 加 わ る こ とが 多か っ た 。「チ ガ ウ」 は，

話題 となる 事柄が ， 巨 己 の 基準な り認識な り と合致 せ ず ，

現実 と の ズ レ に 不都合が あ る と の 判断 に 基 づ き，総括的

否定 と して の 機能 を果 た す こ と が確認 され た 。

　McNeil ＆ McNeil （1973），秦野 （1981），　 Ito（1981），
Yamamoto （19．　Sl＞， 山 田 （1982）等の 結果か ら も，「チ ガ

ウ 」 が，否定 発話形式習得 の 中 で ，比較的遅 く出現 し，

「チ ガ ウ」 が意味的に よ ）t 複雑 で あ る こ と が指摘 され る。

　以上 の 否定発話形式 に 関 し て は ， 個 人 差，地域差 （方

言 ） の 面 か らも，今後検討 され る べ き課題 で あ る 。

（5） 否定発話 の 操隼方略 を，英語児 （Bellugi ＆ Klima
，

1968 ；Bellugi，197 ） と比較す る と，次 の よ うな共通点が

認 め られ た 。第 1 に ，否定語単独使 用，第 2 に，否 定要

素 を他 の 言語要素 に 単純付加す る，ng　3 に，否定要素 を

他 の 言語要素 内 に 組 み 入 れ る，第4 に，慣 用的 ル
ー

ル と

自己 認知 ル ール を併用 す る，で あ る 。 従 っ て ， 否定発話

操作方略 は ， 本研究お よ び綿巻（ユ977）の 結果 と一致 し ，

基本的 に は 子 ど ミ．の 普遍的方略 と考 え られ る。唯
一

の 相

違点 は，否定要素 を他の 言語要素 に 単純付加す る 際 ， 日

本語 の 揚合は 必 ず後置され る が，英 語は その 限 りで は 無

い 。こ れ は，発 話 を継 ぎ足 し つ つ
， 新 し い 文 を搆築 す る，

口 本語 の 言藷 構造 に 準拠す る もの で あ ろ う。

　と こ ろ で，A 児 の 場 合 出現 し な か っ た が ， 子 ど もの 発

話が ，最終的 に は 大人 の 言語構造 に 限 D な く近付 くと い

う方向性 か ら み る と，理 論的 に は，不 適切 な否定語単純

付加方略 （方 路 4 ） か ら，適切 な変化結合方賂 （方 略 5

・6 ） へ 移行 す る 過程 で ，不適切 な変化結合方略 と い う

中 間 毅 階 が 仮 定 され る 。 即 ち，他 の 言語要素と否定語 が

結合す る 場合 ，「言語要素 を変化 させ る こ とは 知 っ て い

る が，そ の 形 態 は 大人 の モ デル に 一致 し な い 」 と い う過

渡的段階 で あ る （キ レ イ ナ イ ーキ レ イ ク ナ イ→キ レ イ デ

ハ ナ イ ・キ レ イ ジ ャ ナ イ ）、，

　 こ の 結果 か ら導 き出 され た ，否定表現 の 理論展 開 の 妥

当性に っ い て は ， 他事例資料の 集積と比較 で ， 今後実証

され よ うし，A 児の 言語発達の 別 の 側面 で の，身振 D と

言語 の 関係 と， 否定行為 で の そ れ の 比較 に よ り，否定表

現 の 発達特徴 を明確 にす る 事 も，今後 の 課題 で あ る 。
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                                    ABSTRACT

                  DEVELOPMENT  OF  NEGATIVE  EXPRESSION

                   IN THE  FIRST  TWO  YEARS  OF  INFANTS

                                         by

                                   Etsuko  Hatano

 The  purpose  of this study  was  to examme  the

developrnental process  of  pragmatic  negatien  frorn

the  sensorimotor  interactien te the  early  linguitic

communlcation.

 The  data  for this  case  study  were  the Iongitudinal

diary records  of  my  daughter  A, from  her birth te

24 months  of  age,  The  data for analysis  were  396

nonverbal  and  verbal  episodes  of  pragmatic  negatien.

 Resultant findings :

O> The  develepment of rnedia  used  for pragmatic

   negatlon

 The  earliest  emergence  of  media  she  used  was  crying

with  nondirective  activitles,  The  second  was  exclu-

sive  direct actions  for an  object  or  person, the third

was  the syrnbolic  use  of  rituat  headshaking  gesture,

and  the  last was  the  verbal  negation.  The  abeve-

mentioned  negative  media  were  not  only  the change

from  gesture  to language,but the  later media  were

combined  to the  earlier  media,  then  building  rnore

effeetive  communlcat!ons.

(2) The  acquisition  of head  gestures

  Nodding  and  shaking  the  head are  a  type  of

symbolic  behaviour  simi}ar  to affirmative/negative

partieles, and  the establishment  of  these  gestures

was  at  1/L

(3) The  process of  the  functlonal dlfferentiation of

   pragmatlc  negation

 It cauld  ctearty  be  seen  that  function  preceded

from  in the  development of  negation.  In this study

five-functional categories  of  negation  were  suggested:

1. exclusive  rejection,  2, rejective  expression  of

request  for supportlve  action,  3. denlal, 4 non-

existence,  5, prohibition,

 Rejection was  the  first function in which  negations

were  used  for, the  first topics of negation  were

concretely  present in the child's  immediate  ivoTld

of activity  and  transcended  the  here  and  now  only

when  negative  cernments  carne  up,  About  a  year

later, other  types of  negation  such  as  denial,

non-existence,  prohibition appearedi.  In the later

negation  contexts,  the topic  of  negatLon  had trans-

cended  on  the  spot,

 The  negation  acquired  Iater was  basedi on  one's

judgment about  unfulfilled  expectation  er  presuppe-

sition,  The  mere  mature  use  of  unfulfilled  expectatien

provided  an  irnportant insight into the developnient

of  pragmatic  negation.  So,the developmental sequ-

ence  of  negation  from  emotional  to declarative was

confirmed,

(4) Form-Functien  Mapping

  Some  lexical items, i}'a<iyaTvo, i.vada), attsPu,  metts

(a baby-talk), nai,  t'i, chigau,  were  used  to $ignal

41

NII-Electronic  



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

JapaneseAssociation  ofEducational  Psychology

205 ig ff ,b  mp \U

exclusive  rejection,  Lexical item  nai(inai)  signified

nonexistance,  nat  expressed  denial, and  dame(metts)

indicated prohibition. In early  stage,  nai  was  overre-

gularized to almost  all  functions to negation.

(5) The  developmental  strategies  of  negative  lexicon

Strategy l, To intend negation,  the  speeialized

          vecal  must  be  used.

Strategy 2, The negative  operator  isused independ-

          ently  and  negates  the  whole  preposition.

Strategy 3, Thenegatlve  operator  has fixed location,

          and  in Japanese, it is put at the last

ft en32ts

Strategy

Strategy'

Strategy

ca3e

  part of  the  utterances.

4. To  eombine  the words,  the negative

  operator  is only  added  tQ other  linguistic

   items,

5. To  combine  the words,  other  linguistic

  ltems are  inflected, and  then  added  to

  the negative  operator.

6, To  combine  the words,  other  ]inguistic

  items(nouns  and  norninal  adjectives)  are

  fol!owed  by the negative  form  ianai.
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