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展　望

乳 児 の 社会的相互 作用 の 研究動 向
一

と くに 仲 間関係 の 発達 の 個人 差 を中心 に 一

布　施　佐 代子
＊

1 ．問 題

　乳児期
耕 一 そ れ は ， 研究者に とっ て 長 い こ と，「魅

力 は あ っ て も近寄 りが た い 」「月の 裏側 の よ うな も の 」

（Bower 　1977； 岡 本 ほ か （1980）の 訳 に よ る ） で あ 一
， た。

し か し 近年，研究技法 の 進歩に伴 い ， 人間 の 乳児 の 有能

さを示 唆す る 事象 が次々 に報告 され る よ うに な り，い ま

や 乳 児期 の 発達 に関す る知見 は ， 国 の 内外 を問わ ず急速

に 増加 し て い る 。 そ の 背景に は，前言語期に お い て 言語

獲得 へ の 準備 が ど の よ うに なされ て い くか とい うこ とが，

最近 の 発達研究 の エつ の 関心事 （古 沢 1982）と な っ て い

る とい う状況 や，言 語 ・認知活動 の 発生的機構の 追求と

い う点 か ら，乳児 の 生育が改め て 問題 に され る に 至 っ た

（寺 田 1983）こ と な ど も考 え られ る 。

　 こ の よ うな国 の 内外 に お け る乳児研究前進 の 具体的現

わ れ の 1 つ と し て ，乳児の 社会的相 互 作 用 （social 　inte−

raction ）の 発達 に 関す る研究の 増加 が あ る 。

　子 どもの 社会的行動の 発達 は ，従 来，母親 と の 関 係 を
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 蕭

中心 に 研究 が すす め られ て きた 。そ こ で は ， 母 子間の 交

渉が 生 後間 もな くあ る い は す で に妊娠 rP か ら縦 断的 に追

跡 され ，母 子 相 互 作用 の 発達過程 そ の もの が明 らか に さ

れ つ つ あ る （例 ： Clarke−Stewart 　et　al， 19801 川 上 ；ま か

1980，1981，ユ982 ；丿「［」二　・須 田 1979 ；藤 崎 ISヵ斗1982 な ど）。

と くに ，発達初期 の 母子間 の や りと り （turn −taking）に

関する 研究 は ， 言語獲得 と の 関連と い う視点 か ら蓄積 さ

れ て きて い る （例 二Schaffer 　et　al， ユ977 ；Snow 　l977，

1978 ；Bruner 　1978；Njnio ＆ Bruner 　1978 ；Kaye 　1977；

Jaffe　et 　 a1，　 1973 ；Kaye ＆ Wells　1980 ；Kaye 　1982な

ど）。 また，初期 の 母子 相互作用 の あ り方 と数年後 の 子

ど もの 母親 へ の 愛着 （attachment ）や言語 ・認知機能の

発達 と の 関連 も追究 され て い る （例 ； 三 宅 ほ か 1982 ；斉

＊東 北 大 学 大 学 院 教 育学 研 究 科

＊＊Bower （1977）も述 ぺ て い る よ うに ，厳 密 な 意 味 で の

　乳 児 期 は 普通 ，1Sか 月 間 く ら い （言 語 開始 以 前 の 段

　 階 ） で あ ろ う e

藤 ：まttp　1981　； 古 乏尺1まib　1978，ユ979 ； 1葛奮喬1981　ヨ若葉1981；

ブζ浜 ほ ti1980
，
1981ts　ど＞e

　 しか し， こ の よ う な従来 か ら ○ 母 子 関係重視の 傾 向に

対 し ， 近年 ， 社会生活 に お い て 子 どもが か か わ D をもつ

の は 母親だ け で は な い と い う視点が提起 され，多様 な対

人的ネ ッ トワ
ー

ク に 目を広 げて 研究 をすす め て い く必 要

（Lewis　 et 　 aL 　 1975 ；Lewis ＆ Feiring 　 1979）　が強調 さ

れ る よ うに な っ て きた 。こ れ に 伴い ，母 親と の 関係 だ け

で な く，父親や き ょ うだ い ，祖 父母，仲問な ど と の 関係

に も注 R し，多面的に 子 ど もの 社会的相互作用 の 発達 を

とらえ て い こ うと す る 動 き が内外 で み られ る よ うに な っ

た。典型例 と し て ．き ょ うだ い 関係を と らえ よ うとする

研 究 （例 ： Vandell 　 1979 ； Kendrick ＆ Dunn 　 1983 ；

Dunn ＆ Kendrick 　1981）や，子 ど も が 自分 の 周囲 の 人

々 を社会的ネ ッ トワ
ーク と し て 関達づ けな が ら自己 を形

成 し て い く過程を明らか に し よ うとする 小島 ほ か 〔1982）

の 研究，親子関係 と幼児 の 発達 に 関す る 三宅ほ か 〔1981）

の 生態学的 な研 究 をあげ る こ とが で き よ う。

　近年 で は さらに ，こ れ ら の 多様 な 社会的 シ ス テ ム 問 の

相 互 連関的な 発達過程 が，実証的 に検討 され る よ うに な

っ て きて い る 。乳児期 に お い て も，母子 関 係 と他 の 社会

的 シ ス テ ム との 相互 関係 を は じめ と し て，子 ど も同士 の

仲 閤関係 と他 の 社会的 シ ス テ ム との 相五 関係が，注 日 を

集め て い る 。

　 さ て，こ の よ う な 新 た な研 究傾 向は，子 ど もの 社会的

相互 俘用 に おけ る 発達の 個人差が近年見直され る よ うに

な っ て き て い る こ と と関連 す る と こ ろ が大き い と 考 え

られ る。なぜ な ら，あ る社会的 シ ス テ ム 内 で み ら れ た

発達の 個人差 を解釈 し，そ の 本質や起源 を 明 ら か に す る

た め に は ， 初 期 の 段階か らの 他 の 社会的 シ ス テ ム に お け

る 個 人 差 の 有無 お よ び そ の 内容に も 目 を向け，そ れ と の

関連 で 検討 をすす め て い く必 要 が 生 じ て くる か ら で あ

る 。

　従来 は，個入 間 に 発達 の 差異 が み られ て も， そ の 発達

的意味 が 問 わ れ る こ とは ほ と ん ど な く，主体 と な る 側 の
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要因 の 分析 も きわ め て 不 十 分 で あ っ た 。

　 た と えば，以前 の 母子関係研究 で は ， 子 ど もが ど ん な

子 ど もで あ る か に よ っ て 母 親 の 子 ど もに 対す る 影響が 違

っ て くる ， とい う可能性 は ，ほ とん ど考慮され て い なか

っ た と言 っ て も過言 で は ない 。 し か し近年，母 子 関係を

考え る上 で，母親側の 要因 だ けで な く， 相互作用 を構成

し て い る も う
一

方 の 主体 で あ る 子 ど もの 側の 要因も重要

で あ り， こ の 要 因 が母 子 相 互 作用 に お い て 無視で きな い

役 割 を演 じ る ， と い うこ とが 認識され る よ うに な っ て き

て い る （三 宅 1984〕。

　仲間関係 の 研究 で も，最近，偶入 差が発達的観点か ら

問題 に され る ように な っ て きた 。 研究の 進歩に よ り ， 個

人 差がすで に 乳児期 に み られ る こ とが 明 らか に な り，そ

れ らの 個 人差が ど こ に 由来す る の か ， また発達的 に どん

な意味 を もつ の か ，と い う視点 か ら と らえ 直す方 向で ，

多面的な ア プ ロ
ー

チが 種 々 試 み られ つ つ あ る 。

　 し か し，仲間関係 の 結び方 の 個人差に 対 して は，母 子

関係 に み られ る 個 人 差 に 対す る の と は ま た違 っ た 角度 か

らの 切 D こみ が必要 と考え られ る 。 仲聞関係 の 場合は，

相 互 作用 を構成す る 主 体 が 生 活 年齢 の 似 か よ っ た 同輩同

士 で ある た め，相互 に与え あ う影響の 質が 母子関係 の 揚

合 と は か な り異 な る で あ ろ う。こ の こ と をま ず十分 に認

識し て お く必 要が あ る。ま た．個人差 を生 み 出す主・
体側

の 要因 の 1 つ と し て，多様な社会的 シ ス テ ム に おけ る 対

人的経験 の 差異 が，仲間関係の 場合，母 子 関係以上 に 効

い て くる もの と思わ れ る 。した が っ て ， 仲間関係に おけ

る 個人差 を追究す る 際に は ， と くに こ の 要 因を問題 に し

て い くこ とが 大切 に な る の で は あ る ま い か 。

　 以上 か ら， 本稿 で は ， 発達研究 の 1 つ の 焦点と も言 う

べ き乳児期 を と ！あげ，そ こ で の 社会的相 互 作 用 に お け

る 発達 の 側人差 の 問題 に つ い て，こ れ ま で の 実証的な研

究 の 成果 をふ まえ，と くに 沖問関係の 発達 の 個人差 を中

心 に 研 究の 動向を考察す る 。 具体的 に は，（D近年 の 乳児

の 仲間関係研究 に お け る 発達の 個人差見直 し の 動 きの 内

容 を明 らか に し，  乳児期の 子 ど も同士 の 関係 に み られ

る 発達 の 個人差の 具体的様相 を示 し ， 最後に （3｝そ れ らの

個人 差 を究明す る た め に お こ tsわ れ て い る い くつ か の ア

プ ロ ーチ に つ い て 検 討 を加 え ，（4）問 題 点 と今後 の 研究課

題 を提起す る 。

皿．乳児 の 仲問関 係研 究に おけ る

　　　　　　　　 発 達の 個人 差の 見直 し

　近年，子 ど も
一

子 ど も関係 の 研究 が 増 加 し，「発達 心

理学 の ミク ロ コ ス モ ス 」 （古 沢 1982＞ を形成 せ ん ば か り

の 進展 をみ せ て い る 。と くに，乳児同士 の 関係 σ）発達 を

明 らか に し よ うと す る 研究 は 従来少 な か っ た が，こ こ 数

年着実に ふ え て きて い る。前述の よ うに ， こ の 種 の 研究

は ，乳児期の 対人関係研究 が 母 子 関係に偏寄りすぎた こ

と へ の 反省か ら，社会的ネ ッ トワ ーク の 中 で 乳児 の 社会

的相互 作用 の 発達 を と ら え る必 要性が提起され た の に 伴

っ て質的に 高ま り，他方，乳児保育の 検討とい う社会的

要請 との か か わ りもあ っ て すす め られ て きた もの と み る

こ とが で きよ う。

　 こ れ ま で の 諸研究 の 結果 を 総合す る と，状況に よ る拘

束は うけ る もの の （Hay 　 et 　al，1983），生後 1 年賃の 乳

児 で さえ，仲間 に 関心 を示 す こ とが か な り確 か め られ て

SS　P （Vandell　et　al，1981），仲間同 士 で 影響を及ぼ し あ

い （Rubin ＆ Ross 　 1982）， パ ター ン 化 され た 短 い も の

で は あ る が や 1） と りが可能 で あ る （Becker　19771Van −

dell　 et 　 al．1980 ； Jacobson　 19Sl） こ とが 知 られ る よ

うに な っ て き た 。 さらに 生後 2年目 の よ ち よ ち歩 きの 乳

児 （toddler＞に は ， 仲間同士 で 意味 を分 か ち合 い （shared

rneaning ）な が ら の （Bernner ＆ Mueller 　 1982）模倣

的 。相補的 （complementary ）・相互白IJ （reciproca ］）な

ゲ
ー

ム や 社会的遊 び （social 　play＞もみ られ 〔Eckerman

＆ Whatley　 1977 ； Ross ＆ Kay 　 198   ； Rubinstein＆

Howes 　1976，1979），社 会的 な （s   iai＞skill
＊

が存在す

る （Rubin ＆ Ross 　1982＞こ とが確か め られ よ うと し て

い る。

　 と こ ろ が そ の
一方 で，仲間関係が成立 する の は 2 歳以

降と い う，上記 の 結果とは 相反 す る よ うな報告が い くつ

か なされ て い る 。 それ に よ る と，生後 2 年目ま で は 乳児

同 士 の 持 続的 な接触 は み られ ず （Btihler ユ930＞， 相手 に

対 して 無関心 な こ とが多 く （横 浜 1981）， 相手 か らの 働

きか け を無視 し て，物 に 対す る の と 同様 に 反応 し （Ma −

udry ＆ Nekula 　 1939），生 後 2 年 目 に お い て も 無意図

的 な接触 が 多 く， 18か A 以降 に な っ て よ うや く仲 間に 対

す る 正 の 反応が ふ え，興味 が 物 か ら入 （相 手 の 子 ど も）

へ と移 っ て い く （横 浜 1981） と い う。

　 こ の よ うな相違 は，実験の 条件や状況，分析 レ ベ ル の

違 い ，あ る い は 研 究者間 の 「仲間 1 や r仲間関係 」 の と

ら え方自体の違 い 等 か らくる もの か も し れ な い 。 し か

し，た と え 子 ど もの 年 ・月齢が 同 じで も，同 じ状況 ・ 条

件下 で か な 夢異な る 行動 パ ターン が観察され る場合 も多

い こ と か ら，対象児の 側 の 要 因も考 えられ る 。

＊ Eckerrnan ＆ Stein（1982）は，「是 認 され た （appro −

ved ）方 法 で ，種 々 の 重 要 な 祉 会 的 成 果 （social 　ou −

tcome ） を 達 成 す る 能力 」 と定 義 し ， 社 会 的 成 果 の

1 つ と し て ，協 同 的 遊 び （cooperat1ve 　 play） を あ

げて い る。
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　近 年の 砺 究 で は ，仲間 と の 関係が 個々 の 子 ど もの 社会

的発達 に 対 し独 自の 貢献 をす る こ とが実証 され て きて い

る （Hartup 　 1983） が，仲間関係が 個 々 の 子 ど もの 発達

に 及 ぼす影響だ け で な く，個 々 の 1 ど もの 要因が仲間関

係 の 発達 に 及 ぼ す影響 に も 目を 向けて い こ うとす る 動 き

もみ られ る よ うに な っ て きた 。こ の こ とは，個 々 の 子 ど

もの 要因に お け る 差異 を発達 の 個入差 と し て と ら え，そ

れ とか か わ らせ て仲間関係の 結び方の 個人差 を見直し，

そ の 発達的意味 を考え て い こ う とす る もの とみ る こ とが

で き よ う。

皿．個人差 の 様相

　他 者 と の 相 互 作用 に 必 要 な 杜会的 な sk 川 の 1 つ に，

自分 自身の 行動を 相手 の 行動 と協応的 に 意味 づ け口関係

づ け る skill が あ る 。 近年の 研究で は，こ の skil1 は 生後

2年 目の 間に 発達する （Eckerman ＆ Stein　 l982）とい

う結果 が 得 られ て い る 。

　た だ し 同報告 の 揚合，よ ち よ ち 歩 きの 子 ど も （toddler ＞

が 初対面 の 大人 と遊ぶ と き， こ の よ うな skill を用 い て

一様に大人 と協応的 な 関係 をつ くり出せ る わ けで は な か

っ た と記 され て い る 。 す な わ ち，16か 月 と い う比較的早

い 時点 で ，す で に 大入 の 模倣 をす る だ け で な く，大人 と

相補的 な 関孫 を結ぶ こ と もで き る子 どもが 何人 か い た こ

と に 示 され る よ うに ，協応的関係 の タ イ プ の 現 わ れ方 に

は か な りの 個 人 差 が み られ た の で あ る。こ の 場合 祁手

の 大人 が 巧 み に 子 どもの 反応 をひ き出 し発展 させ る こ と

の で きる パ ー トナ
ー

で あ ・
っ た か ど う か ，とい う こ と も影

響 し て くる で あ ろ うが ， それ を受け る 子 ど も側の 社会的

な skill の 質的 レ ベ ル も無視 で きな い 。

　同様 の こ とは，子 ど も同士 の 問 に も い え る 。上 記 の

Eckerman ＆ Stein （1982 ）の 報告 で は ， 初対面の ヒoddler

問 に も，さ し て 頻繁で は な い に せ よ，協同的遊 び （coe
−

perative　play）が生 じ た こ とが 示 され て い る。こ の 場合

も， 各 々 の 子 ど もの な か に培わ れ て き た社会的 な skii！

の 質的 レ ベ ル が 問 題 に され る 必 要 が あろ う。

　い ずれ に せ よ 以 上 の 例 は，か な ）の 社会的 な skill を

も つ toddler が 存在す る こ と を示す もの （Eckerman ＆

Stein　 1982） か も し れ な い 。

　一一方，toddler を対象に し た 研 究 で， 仲間間 で の 入 気

（peer　 popularity） と い う視 点 か ら魍人 差 を追 究 し k も

の が い くっ か あ る 。 Vandell 〔1978）は ，
　 toddler に も仲

間問 で の 好 き嫌 い が明 らか に み られた と し．Lee （1973）

も．仲間に最 も好 まれ る 群 と最 も好 まれ な い 群 で は，相

互 作用 の 特徴に 明 白な相違 が あ る と し て い る 。た とえ

ば ， 相 互 1乍用 の 開始 は後者の 方 が 多 い が，そ の 開始 の 仕

方 は ，他児 をつ か む な ど， トラ ブ ル に つ な が りそ うな も

の が多 く，押 し つ けが ま し い 。こ れ に対 し前者は，控え

め に 他児 を見 る こ と か ら相互 作用 を開始 し，他児 と相互

的 に 反応 しあうとい う特徴 が 得 うれ た 。

　 仲間関係 に お け る発 達 の 個 人 差 は ，さ らに 遡 っ て 生 後

1年目 で もみ られ る こ とが報告され て い る。Vandell 　et

al，（1980）は，初対 画 の 乳児 をベ ァ に し て 生 後6，9，12

か 力 時点 で 観察 し，次 の よ う な 結果 を得 た 。す な わ ち，

この 6 か 月間 に わ た り， 相 互 作用 の 大半は短 い 2 ユ ＝
ソ

トの や り と ）t （A 児 が 行 動 一→B 児 が 行 動） で あ っ た が ，

3 ユ ニ ッ トの や りとりが 25％ ，
4 ユ ニ ッ ト以上 の や りと

り も15％み られ た 。ま た 同 じ 6 か 月児同士 で も，ユ6回 も

相 互 1乍用 し ， そ の うち最 も長 い や Dと t）は 9 ユ ニ ッ トと

い うペ ア もあれば ， 栢互 S乍用 の 全 くな い ペ ア もあ っ た 。

こ の よ うに ，同 月齢 で も，仲間 と多 くの 相 互 作用系列 を

つ く り出せ る 乳児とそ うで な い 乳児 と が存在す る。ま た

個 人差は， 孤 立的 SDB ＊

（isolated　 socialty 　 directed

behavior ）の 頻度 に も あ ら わ れ，あ る 乳 児 は O ，あ る 乳

児 は 17とい う結 果 で あ っ た 。
つ ま り，生 後 1 年 目の 同月

齢 に お い て も，仲間に 向 け た 行動 を繰 り返 し 行 う子 ど も

が い る 反面 ， ほ とん ど行 わ な い 子 どももい る の で あ る 。

　以上 の よ うに ，す で に ご く初期 の 発達段階 で も， 仲間

と の か か わ り方に か な りの 個人 差 が み られ る こ とが 明 ら

か に され て きて い る 。

IV．乳児の 仲間関係に お け る

　　　　 発 達の 個人 差 へ の ア プ ロ ーチ

　 で は，前述 の よ うな発達 の 個人差 は ， なぜ どの よ うに

し て 生 じ て くる の だ ろ うか 。生後 1 年 目に して ，他児よ

1）多くの 社会的な skil ］ をも っ て い る よ うに 見え る 子 ど

もた ち が な ぜ存在す る の か に つ い て は ， 未 だ 十分な説明

は なされ て は い な い 。ま た， こ れ らの 社会 的 な か か わ り

方に み られ る 個人間の 差 異 が，skill の 差 に よ る も の な

の か ど うか も，明確に され て は い な い 。skilL の 1差 で な

く style の 差 で は な い か （Pastor　 1981） と い う見方 もあ

る が，今 後の 検討課題 と い え よ う。

　 い ずれ に せ よ，こ の よ う な社会的相互作用 に お け る 発

達初期 の 側人差 を生み出す 要因や起源 の 究 明が ， 次 の 重

要 な課題 と な っ て くる 。そ の 際，前述の よ うに ，多様な

社会的 シ ス テ ム に お け る 対人 的経験 の 差異 が ，近年注 目

＊ こ ち ら か ら の SDB （相 手 を 見 る こ と を 伴 う ， 梅手 に

向 it　 c⊃ れ た 不 連 続 の 行 動 ）（Mueller ＆ Brenner 　19

77）に 対 し ， 相 手 か ら 反 応 と し て ， SDB も 非社 会 的

な ER （相 手 を 見 る こ と を 伴 わ な い 行動〉 も 返 さ れ

な い 揚 台　（Vandell 　 et 　 aL 　1980 ；1981）。
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され る よ う に な っ て き て い る 5

　仲間関係研 究 で も 個 e の 子 どもの 社会的な先行経験

が 初期 の 仲問 との 相互 作 用 に 及 ぼ す効 果 が，問題 に され

て い る。そ こ で ，社会的 シ ス テ ム と し て ， 母親 ・年長児

（き ょ う だ い を 含 む ）・同輩 との 関係 を と り あ げ，各 シ

ス テ ム に お け る 個々 の 子 ど もの 先行経験 の 差異 との 関連

を，以 下 に み て い くこ と に し よ う。

　 1．母 親 と の 経験 に お け る差 異 と の 関 連

　 母 親 との 社会的 な 先行経験 ，こお け る 個人差 との 関連 に

つ い て は ，典型的 な ア プ ロ
ー

チ と し て ，発 達初期 に 母 子

間 で 形成 され る愛着関係の 質と，後の 仲間集団内 で の 祇

会的能力 との 相互関係 を追究す る 方法 が あ る 。

　 母 子 愛着 の 質 に お け る 個 人差 は，見知 ら ぬ 状況 （stra
−

nge 　situation ）で 子 ど もが 母親を安定基盤 （secure 　base）

と し て 用 い る 能力 を観察す る こ と を通 し て 評定 さ れ る 。

従来 は ， 母子愛着の 質 の 魃人差 と， それに 先 行 し か つ 因

果的 と み な し うる諸変数 （母 視 の 感 受 性 や 子 ど も の 伝達

様 式 な ど） との 関 係 が，問 題 に され て き た 。近 年 で は さ

らに ，発達初期の 愛着パ ター
ン が，後 の toddler 期や就

学前期 に お け る 仲間 との 社会的相 互 作用能力 の 発 達 と関

連づ け て 考え られ，縦断的 ア プ ロ
ーチ が行わ れ て い る 。

　Lieberman （1977） は，愛着と 仲間 と の 先行経験 が 3

歳 児 の 社会的能力 に 及 ぼ す影響 を 調 べ ，愛着 の 安 定 性

（security ）が ， 伸間 とか か わ る 能力 を直接的 に も問接的

に も助長す る 可能性 を示 唆 した 。Easterbr。 oks ＆ Lamb

（1979）も，　18カ・月日寺i： securely 　attached と言平定 さオした二

子 ど もは．そ うで ない 子 どもよ り， 仲間 との 相互作用 が

後 に 多 くな る と い う結果 を得 て い る 。ま た， Arend 　 et

al，（1979＞は，18か 月時 の 愛着の 質と，蹴 か 月時の 課題

解決能力，お よ び 4 ・5 歳時 の 仲間 と の 絹 互 作用能力の

問 に 相関 を見出 し，Waters 　 et 　 a1
， （1979）も，15か 月時

の 愛着 の 安定性 か ら， 3 歳半時 の 仲間 との 相 互 作用能力

に お け る 個 人差が 予 測 で きる と し て い る 。

　 さらに，18か 月時 の 母子愛着 の 質が 20〜24か 月時 の 仲

間 と の ペ ア で の 遊 び 状況 に お け る 杜交性や 社 会的 反 応性

と ど の よ う1こ関連す る の か を調べ た Pastor（1981）は，

3 つ の 愛着群間 の 量的
・
質 的 な類似点 と相違点の 分析 を

行 っ て い る 。そ れ に よ る と，肯定的情動的定位 （positive

affective 　 orientation ）｛こ 関 し て は ， 質的 に は A群 （anx
−

ious　 avDidant 　 infants） 　と C 群 （anxious 　 resistant

infanti）が 類似 し て い る が，量的頻度測度 を と る と A 群

と B 群 （securely 　 attached 　 infants） に 類似性 が み られ，

C 群よ V も仲間に 対す る提 示 （offer ）行動が 多く，仲間

か ら の 提 示 を無視す る こ と も少なか っ た。ま た B 群は，

他 の 群 よ り，母 親に 対 し て も伸問に 対 し て も関 心 を示 し，

肯定的な関係 をつ く り出 そ う と した 。 しか L ， こ の よう

な B 群児 で も，ペ ア を組む 相手 の 子 ど もに よ っ て大 き く

影響され た 。 す なわち，B 群 児同 士 の ペ ア で は 相互模倣

や 協応が多か っ た の に対 し， B 群児 が B 群以外 の 子 ど も

とペ ア を組 む と，仲 間 との 接触 よ リ自分 の 母親や 仲間 の

母 親 と の 接触 が 多 い とい う結果 が 得 られ た 。 これ は，協

応的 に か か わ ろ う と し て も，仲間 か ら拒否や無視 を頻繁

に う ける よ うな ス トレ ス の 多い 状況 で は ，B 群児は，母

親 の 支 え を必要 とし た こ と を示 唆 し て い る 。

　 こ れ らの 結果 か ら Pastor （1981）は，仲間との 遊 び 状

況 で み られ た 個 人 差と母 子 愛着の 質 の 個 人 差 との 関逮を

指摘 し，「仲間 に 対 す る 社会的定位 に お け る差異 は，よ

り初期の 母 子 愛着関係に おけ る 差異 を反映した もの だ ろ

う」 と い う仮説 は 支持 され た と して い る 。

　 し か し，母 子 愛着の 質が 時間や状 況，相互作用 シ ス テ

ム を越え て，子 ど もの 後 の 行動発達に 影響 を及ぼ し 続げ

る，と は っ き り結論 づ け る こ とは ま だ で きな い で あ ろ

う。 先行諸研究 が共通 して 仮定 し て い る 「安定 した 愛着

関係 か ら他の 領域に お ける 後 の 能カ へ の 繰 越 （carry
−

over ）」 （Pastor ユ981）の 本質は，と くに 母子 シ ス テ ム と

仲間 シ ス テ ム と の 問 で は 未 だ 明確 に され て い な 」、。こ の

仮 定 自体の 根拠 お よ び適切性に つ い て も，議論 の 余地 が

残 きれ て い る と い えよ う。高橋 （1981）は ，子 ど もの 母

親 に 対す る愛着 の 安定性 と母 親以外 の 対象 へ の 愛着に つ

い て ， 9 か 月児 を60か 月 ま で縦断的に検討 し，大 人 へ の

関心 と 仲間 へ の 関 心 は競合す る と い う傾向 を見出 して い

る 。こ の こ とか ら，従来優勢 で あ っ た 対 人 関係 の 発達 の

一元 過程 モ デ ル （牟 田 1983）　　
一
母 子相 互 の 安定 し た 愛

着 関係 を も とに，他 の 人 々 と の 関係 が 築 か れ広 が って い

く
一 とは 異な る 発達 モ デル の 可能性 も考え られ る 。

　 こ うし た愛着 との 関連 とい う視点 か らの
一連 の ア プ ロ

ー
チ に 加 え て ，近 年 ふ え て きて い る の は ，母 子相 互 作用

と仲間開の 相互 作用 の 類似性 と相 互 関係 を，と くに ski ］！

の 発達 の 面 か ら明 ら か に し よ う とす る 研 究 で あ る。

　母 子 相互 作用 と 仲間問の 相互 作用 の 関係に つ い て は，

次 の 3 つ の 仮説が考え られ て い る 。 第 1 の 説 は，両都 よ

基本 的 に 異 な っ て お り独 立 で あ る （Lee　1975 ；Lewis　et

al，1975 ，Rubinstein ＆ Howes 　 1976） とす る もの で あ

る 〔非 類 似 〔差 異 〕仮 説）。こ れ に 対 して ，両者は 基本的

に 類 似 して い る （Vande ］11977 ）と す る 説 （類 似 仮 説 ）が

あ る。さ ら に，母 親と の 経験 が 後 の 伸間 とか か わ る 能力

を形成す る と し て ，母子 シ ス テ ム が仲間 シ ス テ ム の 先駆

者（Precursor ）と して の 機能 を果 た す とみ る （Eckerman

etal ，1975）説 が あ る （先行仮説 〉。

　Vandell 〔1980）は ，こ れ らの 仮説 の 適否 を調 べ る た め，
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6 か 月 児 を12か 月時 ま で 縦 断的 に観 察 し，仲問 に 向け ら

れ た行動と母親に向け られ た 行動を比較検討し た。その

結果，月齢 とと もに 沖間，母親 の 両方に対 し て 発声し た

り見 た りす る こ とが 多 くな り，母親 と仲 閤 に 対す る 微笑

と 発声に 相 関 が あ っ た と い う点 で は，類似仮説が 支持 さ

れ た 。 し か し そ O 一
方 で ，仲間 と母親 に 向 け られ た 行動

の い くっ か （例 ，nonsocial 　 teuch 〔見 な い で き わ る 〕な

ど ！ に 相違 傾 度 の 差 ） がみ られ て い る 。そ し て ， 観察

実験室 へ の 来訪 回 数と性 の 影響が 母親 に 対す る 行動に の

み あ っ た と い う点 で は ， 非類 似仮説 も支持 され る こ とが

示 され た 。 Vande11 （1980） は こ れ らの 結果 か ら， 非類

似 ・類似 両 仮 説 ○ 諸要素 を合併す る よ う な 修 正 モ デ ル の

必要 を示唆 し て い る 。 なお Vandel1 の 同研究 （1980＞ で

は ，交差時問差相関 〔cros §
−1agged 　correlations ） は な

か っ た た め，先行仮説 は 支持 され な か っ た ．

　 こ の よ うに，母子 相 互 作用 と 仲間間の 相 互 作用 は，類

似性 と機 能的相違性 に 基 づ く複雑な関係 に あ る こ とが 示

唆 きれ て きて い る． Easterbrooks＆ Lamb （19　79）や

Vandell （1977）が 述 べ て い る よ うに，影響 の 方 向 は 一方

向的 で は な く相互的 で あ り， 仲間 との 相互作用 が 母子相

互作用 に 影響 し，ま た そ の 逆の 影響 もあ る か も し れ な

い
。 こ の 2 つ O 社会的 シ ス テ ム は，各 々 独 自の 質 を もち

（Vandell ＆ “｛ueller 　 1980）基本的 に は 独 立 し た もの か

も しれ な い が，両 シ ス テ ム に 共 通す る 基本的な skill の

存在 も考 え られ る 〔Vandell ＆ Wilson 　1982）。しか しそ の

揚合 ， 仲間関係 こ お け る 発達 の 個 入 差 は ，母 子 関係 に お

け る 発達 の 個人 差 と どの よ うに か か わ る の だ ろ うか 。こ

の 点 を究明す る た め に は，今後さ ら に 年少 の 乳児か ら縦

断的 な 観察 を積 み 重 ね，よ り広 範 で 適切 な 測度 を刑 い た

詳継な 分析 ・検討が必 要 で あ ろ う。 また Vandeli（1980）

に よ っ て 必 要 性 が 示唆 され た 修 正 モ デル に つ い て も，さ

ら に その 内容 に ま で 分 け入 っ て 追究され ね ば な る ま い
。

　2・年長 児 と の 経験 に お け る 差異 と の 関連

　　　　
一t・．

き ょ うだ い 関係 を中心 に ．一一一

　年長児 は
一

般 ；こ 年 少児の 相 互 作用 を促す で あ ろ う と考

え られ て い る 。Ross ＆ Goldman （1977＞ の 結 果 で も，

18か 月児 の 場合，相手 が 1 歳児 の と き よ EJ年長 （2 歳 〕

児 の と きの 方 が，は る か に 複雑 な 相 互 作用 を頻繁 に 行 っ

た 。年長児 は ，一
貫 し て 相 互 作用 の 開始者 と な る こ とが

大 入よ り少な く， 年少児 に 対 し て 大人 ほ ど受容的 で もな

い 。そ の た め 年 少 児 は ，年長 児が 相 手 の と き は ，大 人 が

相手 の ときよ ）能動的な役割 をもた され る こ とに な る の

か も し れな い （Vande 】1 ＆ Mueller　 1980）。 他方，年長

児は 年少児仲間よ ）も反応 し や す く，よ り多くの 社会的

な skM を も っ て い る と考え られ る 。つ ま り年長児 は ，

年少児仲間 と大入 との 中間的な立場 に あ り　（Vandell ＆

Mueller1980 ｝．中間的 な役割 を担 い うる 存在 と い え よ う。

　 しか し，こ の よ うな年長児と の 経験が，年少乳児同 ±

の 相互 作用 の ski ！！に 及 ぼ す影響 に 関 し て は ，未 だ有効

な情報は 得ら れ て い な い （Vandell 　 et　 al，1981）よ うで

あ る。乳児 が 年長児 と社会的な先行経験 をどの 程度 も っ

た か を示す 1 つ の 有効 な 指標 と し て ，出生順位 が と D あ

げ られ ， それ と仲間 に 対す る社会的行動と の 関係が示 唆

き れ て き て い る が ，そ の 関係も十 分明 らか に され て は い

な い
。

　Vandell　 et 　al ， （1981） は ， 第 1 子 乳児 と就学前年齢

（3 〜5 歳 ）の き ょ うだ い の あ る第 2子 乳 児 を， 6 か 月 と

9 か 月 の 時点 で 観察 し ， 乳児 の 仲聞 に 対す る 関心 と相互

作用 の 仕方に ，出生順位 （年 長 児 と の 経 験 差 ）と の 関連 で

差 を 見出 し た 。そ れ に よ る と，第 1子 乳 児は，第 2子乳

児 よ り時間的 に も頻度的 に も多 くの 複雑な相 互 作用 を行

っ た 。ま た就学前児 との 経験が少な い 第 1 子乳児は，そ

うで な い 第 1 子乳児 や第 2 子乳児 よ ）， 相互作用 の 開始

お よ び 協 応 的 （co 。 rdinated ）SDB ＊
が，9 か 月 時点 で 有

意 に 多 か っ た 。 さ ら に相互 作用 の 頻度 は，就学前児 との

経験 が 少な い 対 （dyad）で ， 9 か 月時 に 有意 に 多 い とい

う結果 が 得られ た 。

　 し か し ， こ れ らの 結果 だ けか ら，年長児 との 経験 が 少

な い 乳児 ほ ど 仲問 に 対す る 関心 が 大 き く skill も巧 み で

あ る と み な す こ とは で き な い 。な ぜ な ら，き ょ うだ い の

有意 な 効果 は み られ な か っ た と い う報告 （Bronson　 19

75 ； G 。ldman ＆ Ross 　 1978）や ， 年 長の き ょ うだい を

もつ 乳児 の 優位性 を示唆す る 報告 （Shirley　1933） さ え

一
方 に お い て あ る か らで あ る 。た と え年長児 と の 経験 が

仲 間へ の 提案 （overture ） を 抑制す る よ うに 思 わ れ た

（Vandelt 　 et　 al．1981）と し て も，そ の よ うな拆1制効 果 が

なぜ生 じ る の か に つ い て は，ま だ説 明され て い な い 。

　以上 の こ とか ら，今後 は 年長児 との 経験 の 量だけで な

く質も問わ れ る 必 要が あ ろ う。年長児 か ら無視さ れ た り

逆 に 支配 され た り して ， 用心深 く年長児 に 服従す る よ う

な 経験 を 多 くもつ 場合に は，年長児と の 経験が か え っ て

社会的 発 達 の 妨げに な っ て い る か も しれない 。

　 しか し，Vande ｝1　e ヒ a1 ， （ig81） の 結果 は， 第 ユ子 だ

け が 被験 児 と し て 用 い られ て い た先行研究 で の 発 見 の
一

般性 に 疑 問 を 投げ か け （Hay 　 et 　al，1982），年 長 児 との

経験 の 相違 を個人差 の 重要 な…
要因 と し て 見直す必 要 を

提起 し た ，と い う意味 で は 画期的 で あ っ た と い え よ う。

＊ SDB の うち， 2 つ 以 上 の 1司 時 的 あ る い は 隣 接 す る

行 動 を 含 む も の （例 ： 微 笑 し つ つ 発声す る 〉 （Van −

dell　 et 　al ．　1981）。
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乳児同士 の 相 ：ff．｛F用 の 発達 に と っ て ， と くに年長の き ょ

うだ い と の 経験 が 決定 的 で あ る （Hay 　et　al，ユ982）の か

どうか は ま だ わ か らな い が，か な り重要な 意味 をもつ こ

とは 確 か な よ うで あ る。

　短 期的 に み れ ば，出生順位の 相違に よ る 相 互 作 用 の 頻

度差 に は，あ る安定性が示 唆され て い る （Vandeil　et 　al，

1981）が，初期 の 年長児 との 経 験 や 出 生 順位 と そ の 後の

機能 との 相 互 関係 を明 らか に す る た め に は ，さ ら に 縦 断

的 な 研究 を積み 重 ね て い く必要が あ ろ う。

　3．同輩 と の経験 に おける差異 と の 関連

　toddIer の 場合 ， 同輩 との 経験 は， よ り巧み な 社会的

な skM と関連し て い る （Mueller ＆ Brenner　1977 ；

Vandell　1979） と もい え る。た とえ ば，仲間と の 遊 び 経

験 の 多い toddler は ，そ うで な い toddler よ り も長 い 相

互作用 を行 い ，社会的行動 の 内容 も複雑で あ る （Muel ｝er

＆ Brenner 　1977）　と い う結果が得 られ て い る。

　…
方 ， Vandell　et 　al， （1981＞に よ る と．年 少 乳児 の

場 合，同
一

乳児群の 6 か 月時 と 9 か 月時を比 較 し た と こ

ろ ， 乳児仲間と の 先行経 験 の 効果 は 6 か 月時に は い くら

か み られ た が， 9 か 月時 に は み られ なか っ た 。乳児仲間

と頻繁に 接す る機会をも っ た 6 か 月児は ， 出生順位を問

わず，初対面 の 仲間 と相互作用 を開始 す る こ と が，経験

の よ り少 な い 6 か 月児 よ り多 く， それ に成功す る 割合 も

高か っ た 。 こ の 結果 は ，先 に み た 年長児 との 経験 の 効果

と は 対照的 と もい え る結果 で あ る 。年少乳児 で は，年長

児か ら 同輩 へ とい うよ り，同輩 か ら他の 同輩へ 相互作用

の skill を般化す る 方が容易 な の か もし れ な い （Vandell

et 　aL 　l981）Q

　また Becker （1977）は， 9 か 月児 を 2群に 分 け，実験

群 の ベ ァ は 10回 の 遊び セ ッ シ ョ ン の 後 統制群 の 対 は 1

回 目 と10回 目の 遊び セ ッ シ ョ ン で の み 出会う よ うに した

後，それ ぞ れ新 しい 仲間 と組合 わ せ て 観察 を行 っ た 。そ

の 結果，仲間 に 向け られ た 行動 お よ び 相 互作用 は ， 実験

群で は頻度 ・複雑 さ と もに 増加 し た の に対 し．統制群 で

は そ の よ う な 変化 は み られ な か っ た 。 さ らに，第11セ ッ

シ ョ ン で 新 し い 仲間 と 出会 っ た 時，実験群 で は ，最初 の

仲間 と の 10回 目の セ ッ シ ョ ン よ ！！仲間 に 向 け られ た行

動 の 頻度は 減少 し た が，ユ回 目の セ ッ シ ョ ン よ りは 多 か

っ た 。 こ の こ と は ， 特定 の 同輩 と の 経験 が 多い 年少乳児

は ，そ うで
’
な い 年少乳児 よ P，新しい 仲問 に 対 して大き

な 関心 を示 す こ とを 示唆し て い る 。特定 の 同 輩 と の 反復

的 な経験 は ，仲間関係の 必 要条件 とい え る か も し れ な い

（Becker 　1977 三 Mueller ＆ Brenner 　1977）。

　今 日 で は，文化 の 違 い を越 え て 多 くの 子 ど もた ち が，

生 後 1年 目 で す で に 伸間と出 会い ，乳児同士 口常的 に接

触す る機会があ る （Hartup 　1983） とい わ れ る。逸話記

録 で は，ア メ リ カ の 6 〜12か 月児の うち 20 −・40％ が週 に

1 度以上他の 乳児 と接触 し，週 1度接触 をもつ 乳児 を含

め る と，そ の 割合は 50％ を越 え る 。 し か し，た と え ば ア

メ リカ の 6 か 月児 の 約30％ は ，他の 乳児 と何 ら接触 を も

っ て い な い （Vandell ＆ Mueller 　l980）と い う。 週 1 度

以 上 同輩と接触す る 機会 の あ る 乳児に っ い て も 接触 の

具体的 な内容ま で は 明らか に され て い な い
。 し か し、 こ

の よ うな特定 の 同輩 と の 経験 の 内容に お け る 相違 が ，仲

間と の 相 互 作用に お け る 個人差 をつ くり出す
一

因 と な っ

て い る の か も し れ な い 。今後 は ， 年長児 と の 場合と同様

に，どの よ うな同輩 と どん な経験 を どれ だ け し た か を問

題 に して，縦断的か つ 横断的 に い っ そ う細 か く検討 して

い く必要 が あ ろ う。

V ，今後 の 課 題

　以上み て きた よ うに，仲間関係研究 に お け る 発 達 の 個

人差 へ の ア プ ロ
ーチ は ， 母 親，き ょ うだ い

， き ょ うだ い

以 外 の 年長 児，同輩 と の 各 々 の 関係 と関連 づ け て 行 わ れ

て きて い る 。今後さ らに，近年新 た に 注 目 され 始め て い

る 父親 や祖父 母，家族以外 の た と え ば保育者等 と の 関係

も含め な が ら，多様 な 社 会 的 ネ ッ ト フーク の 中で 仲問関

係を と ら え る こ と， 他 の 社会的 シ ス テ ム との 相 互 連関的

な 発達機構 を 明 ら か に し て い く中で ，仲間関係 の 個人差

の 発生機構 を究明 し て い くこ と が 望 ま れ る 。

　しか し ， 乳児 の 仲間関係 に お け る 発達 の 個人 差 を本質

的 に と ら え る た め に は ，単に 乳児各 々 の 多様な社 会的 シ

ス テ ム に お け る 対人的 な先行経験 の 量的 ・質的 な差 異 を

分析 し た だ けで は 不十分 で あ ろ う。そ れ に 加 え て，経験

圭俸で あ る 乳 児 自身が ， 1 つ 1 つ の 経験 に 含 ま れ る 内容

をどの ように 認知 し．理 解 し て い る の か ，と い う視 点 か

らの ア プ ロ
ーチ も必 要 な の で はあ る ま い か 。 なぜ な ら，

主体側 の 経験 の 受け と め方に よ っ て ， 経験 そ の もの の も

つ 意味も個人 に よ りか な t）違 っ て くる と思 わ れ る か ら で

あ る 。

　2 歳以下の 子 どもで も，相手 に よ っ て 行動を使 い 分け

る こ とが で き る （山 田 1982）な ど， 乳幼 児 は ，周囲 の さ

まざま な 入 々 とか か わ る 経験 を重 ね る な か で ，そ れ ら の

人 々 に つ い て ，各 々 異 な る認 知的な枠組や構造 をっ く）

あ げ て い く。そ れ ら の 対 人 認知 の 構造 や 枠組は．乳幼児

自身が そ の 人 と 他の 人 との 関係を ど う認知す る か。とい

う対人関係 の 認知 の 仕方 に 規定され る こ とも多 い 。

　そ の 際に 基盤 と な る で あ ろ う対 人 的 経験 の 認知
・理 解

の 仕方 に は ， 乳児自身の 仕会的 ・認知的 ・情動的 な発達

の レ ベ ル が関係す る と も考え られ る 。 しか し，こ れ らの
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発達上 の 差が，乳児自身の 対人的経験 の と ら え方に 具体

的 に どの よ うに 影響 し，仲 間との 社会的相互 作用の skiil

や style に そ れ らが ど う反映 して い くの か ， と い う点に

関 し て は ，未 だ 明 らか に され て い な い 。こ れ らの 過稚や

機構 を究明す る こ と は，今後 の 重要な課題 とい え よ う。

　また，そ もそ も個入 間に こ の よ うな 社 会 的 ・認 知的 ・

情動約 な 発達 の 差異が 生 じ る の は なぜ か， と い う問題

も，依然 と し て 残 さ れ た ま ま で あ る 。こ れ に 関し て は，

1行動の 個性 」 （庄 司 1984）やい わ ゆる ゼ気質」 （tempe −

rament ） の 差異 の 影響が，近年提起さ れ て い る 。し か

し，た とえ それ らが 個人差 を生 み 出す重 要 な 要因 た ：）う

る と し て も，環境や 自分 自身 の 経験 の 受け と め 方 に それ

ら が どの ように 関与 して い くの か は 不明 で あ る。ま た ，

生得的 なもの の 影響 は 確 か に 大 きい か も し れな い が ， そ

れ で す べ て が 決 ま る と い う もの で もな い 。し た が っ て ，

仲間 との か か わ り方 の 個人差の 問題 が ， 「気質 」 等 の 差

異 の 問題 に 解消 し き れ る とは 言 い が た く，慎重 に 検討 を

すすめ る 必要 が あ る。

　 と こ ろ で ，以 上 の よ うな多面 的 な ア ブ 卩
一チ が い っ そ

う有効 な もの と な る た め に は ， さ ら に次の 点 を 十分考慮

す る こ と が 必 要 と思わ れ る 。 それ は ，対人 関係 をうまく

結 べ な い 子 ど も を ど う と ら え，ど の よ うに 発達援助 し て

い くか，と い う教育 ・臨床的 な観点 を検討
・
強化 して い

くこ と で あ る 。

　 た と え ば，乳 児保育の 実践場面 で は，乳児同士 の 閤 を

保育者 が 仲 立 ち し ，仲間関係 の 発達 を援助 しよ うとす る

は た ら き か け が随時観察され る （例 ： 互 い の 行 動 に 注 目

さ せ る 。互 い の 行 動 を意味 づ け 関 連 づ け る 。
い わ ゆ る 共

感 関 係 の 成 立 を 援 助 す る 。お も ち や の と D あ い な ど，日

常 生 活 の 中 で 互 い の 要 求 が ぶ つ か り あ う場 面 を む し ろ 漬

極 的 に 利 用 し て ， 仲 間 と の か か わ り 方 を指 導 し て い く。

等）。 つ ま り そ こ で は ， 各 々 の 乳 児 の 月齢や発達状況 に

応 じた，い わ ば觸入 差 を把握 し な が らの と 9 くみ が 目 々

なされ，ま た 試 み られ て い る と もい え よ う。こ の よ うな

実際 の 保育場面 で，教育的観点 か ら，発達 の 個 人 差 が ど

うと ら え られ ，どの よ うに と P くまれ て い る の か，具体

的 に 検討 し て い くこ とに よ り，本稿 の テ
ー

マ の 本質的解

明の 糸 口 が つ か め る か も しれ な い 。

　 ま た，臨床的観点 か ら障害 児 を対象と し た 研究で は，

大井 （1981） が ， こ と ば の な い 自閉児の 認 知機能 の 障害

と社会的相互 作用 の 発達 の 障害と の 相互 関係 を挨討し，

荒オくほ か （198ユ） で も，集 団保育場面 に お け る 精弉遅滞

児群 と 自閉児群の ，大人 お よ び 子 ど もとの 対人関係を分

析 し て い る 。こ れ ら の 研究 は，障害 をもた な い 乳児の 社

会的相互作用 の 発達機構，お よび そ の 発達途上 に お け る

つ まず き （こ れ が 個 人 差 に つ な が る と も 考 え られ る ） の

意味 と そ れ ら の つ ま ず きの 発生機構をも明ら か に して い

く上 で ， 大 い に意味 が あ る と思 わ れ る 。

　今後の 研究方向 と し て ，以上 の よ うな教育 ・臨床的な

観点か らの ア プ ロ
ー

チ の 方向が口さ ら に 追究 され る必 要

が あ ろ う。実験 ・観察的研究 の 成果 と と もに，現 実に お

こ な わ れ て い る 乳児 の 保育の 内容 とか か わ っ た実践的示

唆に富む 研究や，発達 障害の 現場，臨床 力・ らの 実証的研

究 の 戚果 が，従来 に も 増 し て 期待 され る 。
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