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幼児 に お け る事象の 因果 的統合 と産 出

内 田 伸 子 ＊

工NTEGRATION 　 AND 　 PRODUCTION 　 OF 　CAUSAL 　 SEQUENCES 　BY

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 PRESCHOOL 　 CHILDREN

Nobuko 　 UCHIDA

　　In　 a　 series 　of 　3　studies ，　the　 ability 　 of 　preschool　children 　to　describe　the　temporal 　or
causal 　 relat ｛on 曲 ip　in　two 　events 　was 　examined 　using 　production 　as 　the 　response 　 mode ．
Ss　 were 　 asked 　to　 produce 　a 　 story 　 from 　 two　 events ；in　 a　forward 　condition 　Ss　 were

asked 　to　describe　them 　in　time，　and 　in　a 　backward　condition 　they　were 　asked 　to　describe

them 　which 　involved　a　conf1 量ct 　between 　ternporal 　succession 　and 　spat 量al 　arrays 　of 　cards ，
The 　resu 王亡s　showed 　that　 the　younger 　children 　had 　 more 　di正ficulty　with 　 the　 production
of　 temporal 　 relationship 　in　the　backward 　 condition

，
　 also 　 three　stages 　of 　 production 三n

the　backward 　conditlon 　were 　found ； first
，
　children 　used 　an 　event −ordered 　 strategy 　to

describe　temporal 　relationships ； second ，　they　used 　an 　event −ordered −changed 　strategy

through 　reconstruction 　of 　 representation ；七hird，
　they　used 　a　backward　 strategy 　depending

on 　 such 　 lexical　 knowledge　ag 　the　relational 　 term 　for　describing　backward 　relationship ，
The 　present　investigation　 demonstrated　 that ，　 contrary 　 to　 current 　daims 　in ｝iterature，
the　 expository 　 skills 　 of　 causal 　 relationship 　possessed　by　children 　 were ，　 a § yet ，　 in　the

preoperat 董onal 　 per至od ．

　Key　words ： integration，　production ，　causal 　or 　temporal 　relationship ，　backward 　strategy
，

preschool 　children ．

問 題

　私 た ち が 日常の 出来事 を理解 し た り，物語 の 展開を理

解 で きる か ど うか は ，先行 す る 事象 と，後続 の 事象 を 同

定 し ， そ れ ら を統合 的 に 把握 で き る か ど うか に 依存 し て

い る。こ の 時，そ れ ら 2 つ の 事象 が 時間的 な生起順序 に

従 っ て 生 ず る時 や ，因 果 的 に 配列 され て い る 時 に は こ れ

らの 事象の 関係 を統合的 に 理解す る の は 容易で あ る。し

か し映画 の 回想 シ
ー

ン の よ うに，結果都先に 示 され ， 遡

っ て 原因 を推測 し な くて は な ら ぬ時に は ，
2 つ の 事象 を

結び つ け る の は難 しい で あ ろ う。こ の よ うに ， 原因 か ら

結果 を　（前 か ら 後 へ ） 推論す る 方 が，結果 か ら原 因 を

（後 か ら 前 へ ）推論 す る 揚合よ P容易で あ り，両者間に

は 推論 の しやす さ に 不均 衡があ る こ と （Tversky ＆ Ka −

hneman ，1980）が 知 られ て い る 。

＊

　お 茶 の 水 女
・
了
．大 学 　（Department 　 of 　 Psychology，

Faculty　 of 　 Literature　and 　Education ，　Ochanomizu
University）

　 こ の よ うな因果関係の 理解 に 関す る 発 達的研究 に つ い

て は Piaget 派 の 知見 が 蓄積 され て い る 。 まず Piaget

（1969）や Fraisse （1963）が 7 歳以 前 の 予 ど もは物語 を

再現する と き，事象を自己 中心的興味や偶然 に よ っ て 結

び つ け て し ま の ，時間的順序 に 基 づ い た 再構成 が で きな

い こ と を見出 した 。 その 理 由 と して Piaget （1969 ）は，

前操 「乍段階 の 子 ど もが
尸
前 か ら後 へ 」 と 「後 か ら前 へ 1

の 両 方向的 な 系列 を推論す る た め の 可 逆的 操作が使 え な

い た め で あ る こ とを 指 摘 し た 。 こ れ を受け て Brown

（1975）は ，前操作段階 の 子 ど も に と っ て ，物語 の 再 現が

難 し い の は ， 説明 の 技能 が 欠如 して い る た め で，出来事

の 順序 が理解で きな い た め で は ない こ と を見出 し た 。 こ

れ 以後，因 果関係 の 理解 に 関 す る 研究 は，子 ど も に 言 語

的な説 明を求 め な くて もす む よ うな事態 で なされ る よ う

に な り，そ の よ うな 事態で な ら，何歳頃 か ら因果関係 が

理 解 で き る の か を明 らか に し よ う とす る 方向に向か う こ

とに な っ た 。

　Br。wn ＆ French （1976）は 時間的順序 に 従 っ て 配列さ
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れ た 絵 カ
ー

ドを手 掛 りに す る揚合は 5歳 7 か 月児 で あ っ

て も，事象の 再 購成が可能 で あ る こ と，と こ ろ が絵 カー

ドを ラ ン ダ ム に 配 置す る と，知覚的手 掛 りの 順序 に 惑わ

され，再構成の 成綾は 低 くな る こ とを見出 し て い る。

　Schmidt ＆ Paris（正978）は 出来事の 時間間隔が等 し く

な る よ うに 絵 カ ー
ドの 内容 を統 制する と さ ら に 低 年 齢

（5 歳 1 か 月） で あ っ て も出来事 の 生起順序 が正 し く理

解 で き る こ と を報告 し て い る 。ま た Kun （1978） は ， 言

葉 や記徳 へ の 依存度を減 ら し た実験事態で あれば， 3 歳

児 で さ え も，原 因 か ら結果 へ と い う関係 が 理解 で き る こ

と を見出 し て お り，幼児が 因果関係 の 理解 の 枠組 をか な

り早期 か ら持 っ て い る こ と を示 唆す る 内 田 （1983） の 知

見 と一致す る 。なお ，
Brown ＆ Hartig （1983）は 4 歳児

に お い て ， 「前 か ら後 へ 」 の 推論 と 「後か ら前 へ 1 の 推

論問 に 不均衡 が 見出 せ な か っ た こ と を報告して い る が ，

彼 らの 報告の 他の 午齢段階 の 子 ど もで は，不 均衡が 存在

し て い る こ と，ま た 実験 事 態 の 適 切 さ に も問 題 が あ る こ

と な ど か ら，必ず し も説得的 な証拠 で は な い 。

　以上 か ら，実験事態 や刺激の 性質に よ り何歳か ら因果

関係が理 解で き る よ うに な る か は 知見 に よ っ て 異 な る も

の の ， 「前 か ら後 へ 」の 推論が，「後か ら前へ 」の 推論に 比 べ

て 易 しい と い う点 で は 概 ね 一
致 し て い る と い っ て よ い 。

但 し ， 「後 か ら前 へ 」の 推論が何歳頃か ら可 能か に つ い て

は 十分 に 検討 され て き た わ け で は な い 。さ ら に ，因果 関

係 の 産出 に つ い て は ， こ れ ま で 殆 ど扱 わ れ る こ とは な か

っ た 。 こ れ は 先 に 述 べ た よ うに Brown （1975）の 指摘以

来，極力，言語表環 に よ る 反応 を と らな くて もす む よ う

な実験 ：事態 に よ っ て 研究 しよ う と し て き た た め で あ る。

　 し か し，最 近 で は ，作文 や 物 語 の 産 出 な ど文 章 産 出 に

関す る 研 究が あ らわ れ ，幼児期 で あ っ て も，か な り早期

か ら 目常経験 を説明 した り，物語 を産出する こ と が で き

る こ とが 見出 され て き て い る （内 田 ，
1982 ；内 田 1983）。

　
一

貫 し た 文章 を産出す る た め に は ，文章理解 の 揚合と

同様 に，先行 の 事象 と後続 の 事象 を時間的 ・因果的 に 関

係づ け て 統合す る こ と が ま ず必 要 で あ る 。 し か し ， そ れ

に加え て ，統 合 の 結果 ， 構成され た 表象 を言語表現 に 置

き か え な くて は な ら な い 。因果関係 を理 解す る こ と と，

理解 の 結果生 じ た 表象 を言語化す る こ と は 異 な る心 的過

程 に 基 づ い て い る もの と思 わ れ る 。

　 従 っ て ， 文章産出 を問題 に す る と き，事象 の 因果的統

合 と，統合 した 表象 を ど の よ うに 言語表現に置き換え る

か を 明 らか に す る こ と は，基 本 的，か つ 重 要 な 問 題 で あ

る と考 え る 。そ こ で ，本稿 で は 2 つ の 事象 の 因果的統合

と産出
＊

を幼児が い か に行うか を問題 にする 。

　 Clark （ユ970，1971）は，幼児 が before や after を含む

複文 を解釈す る 際 ， そ の 接続詞の 意味内容 に 関 わ りな く，

先行す る節で 述 べ られ た 事象が 先に 生起し た もの と解釈

す る 「言及順方路 （order −oFmention 　strategy ＞」 に 従

う時期 が あ る こ と，ま た 自分 が 表 現 す る場合に も，そ の

方略に従 っ て 表現 す る 段階 を経 た後，徐 々 に 接続詞 の 意

味が 獲得 され る こ と を 見出 して い る 。こ の 知 見 は，事象

の 生起順 と表現順が 一
致す る 場合 に 解釈 の 誤 りが 少 な い

が ，不
一

致 の 場合 に 解釈 を誤 る 轂階が あ る こ と を示 唆 し

て い る 。

　ま た内田 （1982）は ，年中児，年長児 を対象に して 物

語 の 発端 と結末を与 え て 物語 を完成す る 課題 を 与 え た と

こ ろ ，発端 だ け を与 えられ た時 に は一貫 し た 物語 を産出

で き る年中児 （4 歳 半 〜5 歳 前 半 ）が，発端 と結末 の 間 を

埋 め る 事態 で は 物語 を完成 す る こ と が で き な くな っ て し

ま うこ と を見出 し た 。 発端 と結末 をつ な げ る た め に は，

発端 か ら順 向す る 命題 の 連鎖 と，結末 か ら逆 向す る 命題

の 連鎖を つ な ぐこ とが 必 要 で あ る 。 結末 で うま く し め く

くる に は ，そ の 前 に 何 が 生 じ て い る か 推測 で きな くて は

な ら な い 。 年 中児 が こ の 課 題 に 失敗す る の は ， 「結果 」

か ら遡 っ て 「源因 1 を推測する よ うな 「後か ら前 へ 」 の

操作が使 え な い た め か も しれ な い 。一
方年長児 は こ の 課

題 に 成功す る こ とか ら 「後 か ら前へ 」 の 操作が使え る の

で は あ る ま い か 。

　 こ れ らの 知 見 を 踏 ま え る と ， 第 1 に ，
2 つ の 事象 が 時

間的
・
因果的順序 と一

致 し て い る 場合 に は ， それ らを統

合 し て 産 出す る の は容 易だが，事象 の 生起順が逆転す る

事態 で の 産出 は ，よ り困難 で あ ろ うと の 予測 が 立 て られ

る 。 第 2 に，こ の よ うな逆転の 事態で，因果的統合 と産

出が 可能に な る の は， 5 歳後半 をす ぎて か らで あ ろ う。

こ れ ら の 予 測 を確 か め る と共 に，こ の 時期の 子 ど も達 の

因果関係 を逆転 し て 処理 する方賂に つ い て考える た め の

資料を 得 る こ と を B的 と す る 。

実　験 　 1

　 目　 的

　 2 っ の 事象が時間的 ・因果的順序に従 っ て 配列され て

い る願向条件と，逆転 した順序に配列され て い る逆向条

件 を設 け，それぞれ の 産出 プ ロ ト コ ル を比較す る こ と に

　 ＊ 本 稿 で 事 象 の 「因 果 的 　（時 間 的 ）」 続 合 と呼 ぶ 時 に

は，結 果 が 生 ず る た め に は 必 ず 原 因 が 存 在 す る と い っ た

決 定 論，原 因 に は 結 果 に 先 行 す る も の で あ る とい ワ た 先

行 論，原 因 と結 果 の 問 に は そ れ ら し い 関 係 D：存在 す る と

い っ た 機構 論 〔Bullock ，
　 et

，
　 al ．

，
1980） の す べ て が 満 た

され る よ う な 関 係 と し て 2 つ の 事象 を統合す る こ と を 指

し て い る 。ま た，そ の よ う な 因 果 的 関 係 が 時 間 概 念 の 基

礎 で あ る と い う立 場 を と っ て い る 。
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よ り，因 果が逆転す る 事態は 産出 が 因難 に な る で あろ う

と の 第 1 の 予測 を確 か め る こ とを目的 とする 。

　方 　法

　被験者 ： 3 歳 0 か 月〜6歳 6 か 月ま で を半年毎 に 7 年

齢段階 に 区切 る。 3歳前半 〔3Y と略記す る。平均 3 歳

3 か 月， レ ン ジ 3 ： 0 〜 3 ： 5 ）， 3 歳後半，（30 ，3

歳 9 か 月， 3 ： 6 〜3 ： 11）， 4歳前半 ， （4Y ， 4 歳 2

か ノ目，4 ： 0N4 ： 4 ），4 歳後’￥
t：，（40 ，

4 歳 9 か 月 ，

4 ； 6 〜4 ； ／0），
5 歳前半 ， （5Y ， 5 歳 2 か 月 ， 5 ：

O − 5 ： 5 ）， 5 歳後半，（50 ， 5 歳 9 か 月， 5 ： 6 〜

5 ： 11） 6 歳前半 （6Y ， 6 歳 2 か 月 ， 6 ： 1 −・　6 ： 4 ）

で あ る 。 各年齢段階 12名ず っ （男 女 半 々 ）計84名 。規準 デ

ータ や 内観報告 を得る 目的 で 大学生 18名 を対象 に した 。

材料 ： 因果的 な関連 を推測 し うる A5 版 の 絵 カード

TABLE 　 l　 Stimulus　 mater 三als ．

課 題 Ne ．

実 験 1 ・ll皿
　  

〔先 行事 象〕

　  

〔後続 事 象〕

121rD

　

4

．
．
。

酵

　
匝

121234習

題

練

課

5 ・T 料

广
0

　

　

　

　

2
り
0

司

7

的

9

均

r
 
　

　

（
　　　　
（

男 の 子 が積 木 をつ み 始め る

2 人 の 女の 子 が 人 形 を と りあ う

男の 子 が 石 に つ ま つ い て 転ぶ

男 の 子 が ポール をけ とばす

男 の 予 が プール の そ ば で 体操する

女 の 子 が 杢 の カ ゴ を 持 っ て 買物 に 行 く

タ マ ゴ

芽が出 て い る

つ ぼ

女 の 子 が 歯み が き を し て い る

男の 子 が お 菓子 をた く さん たべ て い る

女 の 子 が て る て る ぽ うず を下 げて 雨 をみ て い る

積木の ビル が 完成する

人形 の 足が 1本 とれ て しま う

男の 子 が けが を して 泣 い て い る

植 木鉢 が こ わ れ て お じい さ ん に しか られ る

プー
ル で泳い で い る

女 の 子が カ ゴ に荷 を入 れ て 買物 か ら帰 って くる

ヒ ヨ コ

ア サ ガオの 花 が 咲い て い る

つ ぼがわ れ て い る

ベ
ソ ドに 入 っ て 眠 る

歯 医者 さん で 治療 を受 け て い る

お天気 で お 父 さん と い っ し ょ に ハ イ キ ン グに 出か け る

＊ 実験 1 で は （ ） を付 さ な い もの を X セ ッ ト，付 し た もの をY セ ッ トとす る

＊ ＊ 実験 皿で，T が新奇課 題 と し て用 い られ た。
註 ）な お，絵 カードの 背 景情報 （例，課 題 8 ； 洗面所 の 窓 か ら月や 星が 見 える ） や ス ク リプ ト的 知識か ら情報の 先起順が推測 で きる よ う

　 に 構成 し た。

 

 

FIG．1
　 No ．　iAn

　example 　 of 　stimulus 　materials ； Task

2枚 を 1組 と し て ， 練習用 2 組， テ ス ト用 10 組を用 い

た 。 TABLE 　 1 に 絵 カ ードの 内容 を 概 括 的 に 示 し，　FIG ，1

に 課題 No．1 を例示 した 。絵 カードは 彩色 され て い た e

  で は 先行 事象 を，  は 後続事象 を表 わ し て お り ，   →

 
＊
の 順 に 作話する 揚合を順向条件 ， ◎一→  の 順 に 作 話

す る 場合 を逆 向条件 とする 。

　個 々 の 材料 の 特 異 性や難 易度 を相殺す る 目的 で テ ス ト

用 10組 の うち半数をX セ ッ ト， 残 りをY セ ッ トと し ， 各

セ ッ ト内 は ラ ン ダム に 配置す る。被験者の 半数は X セ ッ

トを順向条件 で ，Y セ ッ トを逆向条件 で 作話 し ， 残 り半

数 の 被験者 は X セ ッ トを逆向，Y セ ッ トをll頂向 で 作話す

る 。ま た個 々 の 被験者は 顧向条件 一逆向条件 →順向条

件
……

の 順 に 交互 に 作話 した 。

　手続 ： （1）モ デル 文の 呈 示 ；〔i噸 向の モ デル 文 　被験者

か ら向 か っ て 左 に 練習 1   の カ ード， 右 に   の カ ード

を ， カ
ー

ド 1枚分 の 間隔 をあけて 置 き，各 カードに描か

れ た 事象 の 説明 を求 め る 。事象が理 解 さ れ て い る の を確

か め た 後 ， 実験者が指で   →  の 順 に 示 しな が ら 「こ ち

＊   は 原 因 の 事 象  は 結 果 の 事 象 を表 わ す。そ れ ら を つ

な ぐ矢印 が一
重 の 楊 合 は 言 及 の 順 を，二 重 の 場 合 は 表 象

内部 で の 配 列順 を示 し て い る。
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ら （  ）か らこ ち ら （  ）に っ な が る よ うに お 話 を作 っ て 下

さい 。 今私 が作 っ て み ま す か ら，よ く聞 い て い て ね 。jと

言 っ て モ デル 文 （ま さ お ち や ん は 積 木 で ビ ル を｛↑：ろ うと

思 い ま し た 。そ し て 1 コ 1 コ 積 木 を積 ん で い き ま し た 。

「ヤ ッ タ ー
」 と うと う ビ ル が で き あ が ijま し た 。 ） を指

で 絵カ
ー

ドを  →  の 順に指 し なが ら閔 か せ る 。倒逆向

の モ デ坐文 練習 2 の 絵 カ ードを被験者か ら向 か っ て 左

に   ，右に   を並 べ
， 順向 の 揚合と 同様の 手順で ，  →

  の 順 に 指 で 指 し な が ら逆向の モ デ ル 文 （と う と うお 人

形 さ ん の 足 が とれ て し ま い ま し た 。ど う し て か ・
） て い う

と， さ っ き み ほ ち や ん と ま り ち や ん は お 人 形 さ ん が ほ し

くて ， 両 方 か ら ひ っ ぱ り っ こ し た か ら で す 。） を 聞 か せ

た 。

　  テ ス ト試行 ；材料 の 項で 述べ た順に テ ス ト課題 を与

え る 。絵 カ ードの 事象が 理 解 され て い る の を確認 した 後

「こ ち らか ら こ ち らに つ なが る よ うに （指 で 左 の カ ード

か ら 右 の カ ー ドの 順 を 示 し な が ら ） お 話 を作 っ て 下 さ

い 。」との教示 を与 え て 作話 させ る 。 反応 は テ ープ レ コ
ー

ダーに録音 し た 。 作話 中は 「そ し て 〜」 「そ の 次 は 7 」
＊

と い う促 し の 言葉以外，内容に つ い て の 誘導は い っ さ い

行 わない よ うに す る 。

　評価基準 ： 2 っ の 事象が関係づ け られ な い 場合 （2 つ

の 事 象 を述 べ た 文 間 に 飛 躍 や 矛 眉 が あ る 場 台） を 「非統

括的結合 」，関係 づ け て 統合し た場合を 「統括的結合 」

に 分 けた
＊
  　「統括的結合」 に は 以下 の 4 つ が 含 ま れ

る 。ユ・一
方 の 事象 を記述 した第一文と他方の 事象 を記

述 し た 第 二 文 が接続 詞 （順 接 ・逆 接 ）や接続助詞 に よ っ

て結合され て い る 場合 （例 1 ，   ま さ お ち ゃ ん は石 に っ

ま つ い て 転 ん だ。そ し て   け が を し て 泣 い て し ま った 。

例 2 ，  ま さ お ち や ん は 歯 が 痛 く な っ た
。

だ って   ＃
一
い

も の ば か り食 べ た か ら だ ）， 2．第一
文 の 動詞 が 連用形

と な ！　za二 文 に連結され る揚合 （例 ，  ま さ お ち や ん は

塹をで
，   け が を し た 〉， 3 ．前後関係 を明示 する副詞や

動詞 を使用 し て 2 つ の 文 を結合す る場合 （例，  ま さ お

ち や ん は お か し を た く さ ん た べ た 。  そ の 次 の 日 歯 が 痛

く な った 。）4 ・第一文と第二 文の 問に橋わ た し文 を挿入

し， 2 つ の 事象 を関係 づ け る 場合 （例，  ま さ お ち や ん

は 甘 い も の を た く さ ん 食 べ た
。歯 を み が か な か った の で

，

＊ こ れ らの 促 し も 順 向 の 作話 を促進す る 可 能 性 が あ る た

　 め，実 za　ll・皿 で は 言 葉 で の 促 し は い っさ い 取 り除 く

　 よ う に し た 。
＊＊作 話 プ v ト コ ル の 評 価 は す べ て の 実 験 に お い て 2 人 の

　 評 定 者 が 独 立 に 行 った 。評 定
一

致 率 は 実 験 193、5％，

　 実 験 ll　97．4％，実験 皿98．0％ で あ り，不
一

致 に つ い て

　 は 協 議 に ょ り決 定 し た 。
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FIG ．2　 The　number 　of 　correct 　 responses 　 in　 each

　 condition ．

  歯 が 痛 くな っ た ） の 4 つ で あ る 。

　結 　果

　（1）2 つ の 事象の 統合 ： 評価基準 に 基 づ き 「統 括的結

合 」 と評定され た もの の うち，教示 通 りに 順向条 件 で は

  →   の 順 に作話 し た揚 台，逆向条件 で は   →  の 順 に

作話 した場合の 総頻度 （Max ．＝ 5 ）の 平均 を年齢段階毎

に作話条件別 に FIG ．2 に 示す 。

　頻 度 の 平均に つ い て 年齢   × 作話条件 （順向 ・逆向）

の 2 要 因 の 分散分析 の 結果 （F （6，154）＝ 23，548，P ＜．

01），年齢 の 主効果 ， 作話条件の 主 効果 （F 〈1，
154）＝

102．401， F ＜．01），年齢 x 条件の 交互 作用 （F （6．　154）
＝3．036， P ＜．　Ol）が 1 ％ 水 準 で 有意で あ っ た 。年齢差

に つ い て Newman −Keu ［s 検定 に よ り対間比較す る と ，

順向条件 の 3歳後半〈 4 歳前半 の 間 の 差が 5 ％水 準で 有

意 で あ っ た 。

　以上 よ り順 向条件 で の 作話 は ，逆向条件に 比 べ て容易

で あ る こ と が 示 さ れ た 。ま た 順向条件 で な ら 4 歳 前半 よ

り 2 つ の 事象を統合 して 産出 で き る よ うに な る可 能性 が

示 唆され た 。

　（2＞逆向条件に お け る統合方略 ： 順向条件 に お い て 2 つ

の 事象は   →  の 順 に統合 され ， 結合 の 仕方は順接的 で

一
様 で あ っ た。と こ ろ が，逆向条件 で は 結合 の 仕方 が 様

様で あ っ た 。（1）の 分析 で 正 答 と し た  →  の 順 に作話す

る 以外 に ，教示 を無視 し て   →  の 順 に 作 話 す る 揚台 が

見 られ ，そ の 中に は 「統括的結合 」 と 評定 され る もの も

含まれ て い る 。 そ こ で，こ れ ら を含め て 「統括的結合 」

と 評 定 さ れ た もの す べ て を分析 す る と，結合 の 仕方 に 以

下 の 3 種類 の タ イ プ があ る こ とが わ か っ た 。

　第 1 に，事象の 展 開頽に 固執し，絵カ
ードの 配 列 を無

視 して  
一・  の 順 に 作話す る 揚

．
合 （例 ， 「ま さ お ち や ん

は 石 に つ ま つ い て 転 ん で し ま い ま し た 。そ し て ひ ざ こ ぞ
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うか ら 血 が 出 て し ま い ま し た 。」 A ．N ．5議 7 か 月 ）。第

2 に 教示通 りに絵 カ ードの 配列順 に   →  へ と作話す る

が ，   を原 因 ，   を結果 と逆転 させ て 作話す る 場合（例，

「ま さ お ち や ん が 暑 ん で け が を し て し ま っ た 。 モ し て ，

ま た 車二1ん て し ま った 。」 R ．M ．5 巌 7 か 月）。第 3 に 絵 カ

ードの 配列順 に   一  へ と 作話 す る が，  は 結果，  は

そ の 原因 と して逆向 の 統合 （〔診仁 こ）） をする 場合 （例，

「ま さ お ち や ん は ，ひ ざが 赤 く な っ て 泣 い て い ま す。 ど

うし て か と い う と ， ま さお ち や ん は 石 に つ ま つ い て 転ん

で し ま っ た か ら で す 」 S．1．5 歳 10か 月）で あ る。大人

は ， こ の 側の ように 包 を現在 ，   を過去の 事象 と し て 述

べ る 場合 と ，   を宋来，  を現在 の 事象 と し て 述 べ る 場

合 が あ っ た が，逆向条件 で の Ke話 は い ず れ も第 3 の タ イ

プ に 分類 され た 。しか し幼児に と っ て は こ の よ うな逆向

の 統合は難 し い 。4 歳前半で 60試行 中 2 例， 5 歳前半で

5 例 ，5 歳 後半 で 6 例，6 歳前半 で 9 例観察 され た に す

ぎな い 。 こ れ は 2 つ の 事象 を逆向 き （後 か ら 前へ） に 言

語化す る こ と が 難 し い との 先 の 予 測 を直接支持 す る もの

で あ る 。

　FIG ．3 に は， 年齢段階毎 に， 事象順に 作話 し た 揚合

（白），絵 カ ードの 配列順 に 作話 し た 場合 （斜 線 ），配 列

順で あ る が逆向き に作話 した場合 （黒）に 分 けて 示 し た 。

　　 匚 一 一
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FIG．3　 Types　 of 　 strategies 　used 　in　the　 backward

　 condition ．

棒 グ ラ フ の ドッ ト の 部分は ，事象順に   →  へ と作話し

た場合の うち ， 次 の 例 の よ うに 教示通 りに   →  の 配列

順 に 作話 で き な い こ とを実験者 に訴 え，意識的 に 事象順

に作話した 頻度を示 して い る 。

　 S ： 「い た い よ一
っ て 転ん で

・…t・（と 作 り か け ノニ と こ

ろ で ）最初は こ っ ち （と 絵 カ ード  を 指 す）か ら。」

　 E ： 「そ うね，だ け ど こ っ ち （  を指 す ） か らは お 話

で き な い ？」

　 S ： 「で き な い よ。順番が決 ま っ て ん だ か ら。」

　 E ：
’
そ れ じ ゃ あ，こ っ ち （  ）か ら作 っ て み て 。」

　 S ： （  の カ ー ドを 見 な が ら）　 「石 こ ろ がね，べ た一

っ て つ け て あ っ た の ね 。そ して ね，くつ が つ っ か か っ て

ね ，

“
あ
一”

っ て 言 っ て 転 ん じ ゃ っ たの 。 で ，　 （◎ の カ

ードを 見 て ） けが し ちゃ っ た 。そ し て くつ が ど っ か い っ

ち ゃ っ た。」 （H ．M ．6 歳 4 か 月 ）

　 こ の 例の よ うに 意識的に   → ◎ の 順で 作話し た の は 5

歳後半 に 16例，6 歳前半 に 17例あ っ た 。また 上例 の 下線 を

施 し た 発話 に は 「……だ か ら 。」と理 由を表 わ す接 続詞が

使 わ れ て い る 。 こ の よ うに 実験 者との 会話 で は 逆向関係

を 表 現 で き る の に，＠ ζ   と い う逆向 の 課 題 を解 決 す る

よ り形式的場面 で は ， こ の 表現 法 を使えない の で あ る 。

　 さ らに 3 歳後半 ま で の 子 ど も は， 2 つ の 事象が統括的

に 結合 で きな い 場 合で あ っ て も，最初に 言及す る の は絵

カ ード  の 場合が殆 ど （無 反 応 以 外 の 反 応 の 93・8％）で

あ っ た。こ の 事 実 は ，2 つ の 事象 が あ る 揚合 に，原 因 が

結果 に先行す る もの で あ る と い う因果 の 理解 は か なり早

くか ら可能 で あ る こ と を示 唆 して お り，Kun （1978）や内

田 （1983） の 知見 と一致す る もの で ある 。

　上 に 述 べ た 結 果 よ り， 2 っ の 事象 を 因 果的 に 統 合 して

産出す る際 ， 子 ど も達 が 用 い る 方略 の 発達過程 が 推測 で

き る 。 最初 は 2 つ の 事象 の う ち，ど ち らが 先 で，ど ち ら

が 後 か を理解 し，そ の 事象 の 生起順に言語化 し て い く

「事象順方略 」 をと る 。 次 に 「  の 方 か ら話す 」 と い う

教示 通 りの 行動 を し よ うと す る が，
“
結果  が 生ず る に

は 原因  が あ る は ず
”

と い う表象  ぐ   を構 成 で き な

い ， な い し ， そ の 表象 を構成 し得た と し て も，そ の 逆向

関係 を言語化 す る 手段 を持 た な い 。そ こ で最初 に 呈 示 さ

れ た 事象   を原 因，  を結果 とみ な し て 表象  ⇒   を構

成し，そ れ を言 語 化 す る f呈 示 順方略 」 に従 う段 階 が あ

る 。 次 の 例 は ， 課題要求 を満 たそ うと し た が ， うま く逆

向関係 を導入 で きず，被験者 の 知識 に 違反す る統 合 をせ

ざる を得な か っ た こ と を示 唆 して い る。

　 S ： 「う
一ん，ほ ん と うは芽か ら ア サ ガ オ に な る ん だ

けれ．ど……。j

　 E ： 「そ うね，だ け どこ っ ち （  の カ ー ド を 指 す） の
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絵か らは 作 れ な い ？」

　 S ： 「う
一ん と……（と考 え 込 む）。 （自信 な さ そ う に ）

ア サ ガオ が 小 さ くな っ て 芽 に な っ た 。」 （T ，L5 歳 5 か

月 〉

　最後に第 3 段階：こ至 っ て，逆向関係 に よ り 2 つ の 事象

を統合 し て 言語化す る 「逆順方略 」が 使え る よ うに な る 。

大 人 の プ ロ トコ ル は す べ て こ の 逆順方略 が 用 い られ て い

た が，い ずれ も，◎ の 事象に続け て   を言語化する際，

理 由や前後関係 を表 わ す接続詞や接続助詞 ， 副詞 ， （例 ，

だ っ て
……

だ か ら， さ っ き……
し た か ら 等） が 用 い られ

て い た 。 とこ ろ が幼児 に お い て は ，こ の よ うな逆向関係

を 表現す る た め の 「修辞法 」 が 適切 に使わ れ た の は ， 5

歳後半に 1 例，6 歳前半 に 2 例観察 され た だ け で あ る
＊。

こ の よ う な修辞法が使え る か ど う か が逆順方略に よ る統

合が可能で あ る か ど うか を左 右す る の か も し れ な い 。

　 こ の 推測 を確 か め る た め に，事象 を逆順 方略 で 統 合す

る た め の 補助 と して，理 由 を示 す接続辞 を 使 う言語 形式

を 訓 練 す る群，事象 の 生起順は 変 え な い よ うに 結果 ◎ の

方 か ら作話す る こ と を教示 に よ り注 目す る 群 を設 け ， こ

れ らの 訓練や 教示 の 効果 を検討す る た め 実Ut　［ を行 う。

こ の 検討 を踏 まえ ， 逆向関係 の 産 出 の 条件は 何 か ， 何歳

頃 か ら逆 向関係 の 産出が可能 か を探 る 。

　 な お ，大人 の 内観 よ り，課 題 に よ っ て は ど ち ら を原 因

と し て も作話 で きる との 指摘 が あ っ た
＊＊

。 呈示順方 略 を

と っ た 子 ど も の 中 に は ，最初 か ら  を原 因 ，  を結 果 と

みな し た 揚合 が 含 まれ て い る 可能性 もあ る 。 そ こ で 実験

llで は，一
義的 に 因果 の 方向づ け が なされ る （大 学 生 88

％ 以 上 の
一

致率 を 得 た も の ）課題 を用 い ，さ らに 子 ども

に作話 の 直前 に 前後関係の 確認 を と る点 を改良した 。

実　験 　 」

目　 的

実験 1の 結果 か ら示唆 され た 方略 の 発 達 過 程 に つ い て

＊ 幼児 の プ ロ ト コ ル で 逆 順 方 賂 が 用 い ら れ て い る と 判定

　 さ れ た の は，接 続 詞 ・副 詞 ・
接 続 助 詞 が うま く組 み 合

　 わ され て い な い も の （例 ，

“
ま さ お ち や ん は 泣 い た の

。

　 転 ん で 。
”
） が 殆 ど で あ っ た 。一方，順 向 関 係 を表 わ す

　 た め の 接続 詞
ld

そ し て
，，“

そ こ で
P｝“

で
1「

や 動 詞 の 連 用

　 形
“・…・・

し て，・…・t’
は す で に 3 歳 台 の プ ロ ト コ ル か

　 ら 観 察 され，そ の 使 用 も適 切 で あ っ た 。
＊＊

例 え ば 課 題 7 な ど は そ の 典 型 で， 
一→

  ；花 び ん を た

　 な に か ざ ） ま し た 。そ し た ら 地 震 が 来 て ，お っ こ っ ち

　 や っ て ， わ れ ま し た 〔5 歳 7 か 月，男 児 ）や ，  →  ；

　
“
大 事 に し て い た 花 び ん が わ れ ち や っ た の で ，　 ま た ，

　 お ん な じ の を 買 っ て き ま し た （6 歳 2 か 月，女 児 ）
”
な

　 ど の 反 応 が 見 ら れ た 。

の 予測 を確認 し，さらに ，ど うす れ ば子 ど もは 2 つ の 事

象 を逆向関係に よ っ て統合 し，そ れ を言語化 で き る よ う

に な る か，ま た何歳頃 か ら，そ の よ うな 「逆順方略」 が

使え る よ うに な る か を明 ら か に す る こ と を 日的 とする 。

　 方法

　実験 計画 ：年 齢 （3 ： 5 歳 前 半 〔5Y 〕・5 歳 後 半 〔50 〕

・6 叢 前 半 〔6Y 〕）x 訓 練 条 件 （3 ； 訓 練群 〔Tgr．〕・

順 番 明 示 群 〔Ogr ．〕t統 制 群 〔Cgr ．〕）x 作 話条件 （2 ：

唄 向 条 件 ・逆 向 条 件）の 要因計画。第 1 ，第 2 要因 は 群

間，第 3要 因 は群内要因 で あ る 。

　被験者 ： 5歳 O か 月〜 6 歳 6 か 月まで を半年毎に 3 年

齢段階に 区切 る 。各年齢段階 を男女半 々 ， WPPSI 知能

診断 検査 「文章 」 の 評価点 を基 準 に等質 な 3群 を設 け，

逆向関係 を表現す る た め の 修辞法 を訓練 す る 訓練群 ， 作

話順 を 明示 す る順番明示 群 と統 制群に あ て る e 各群 12名，

計 108名 で あ る 。

　材料 ： 実験 1の 材料 よ り因果 の 方向 が一
義的 に 定 め ら

れ る もの を選択 した　（TABLE 　1 の 実験 E の 欄 〉。 テ ス ト

用 6 組 の 課題順は 固定 し ， 被験者の 半数は順向→逆向→

順 向……
の 頼 に ，残 り半数 は 逆 向→順向→逆向……の 順

に作話す る 。

　手 続 ： 〔1＞練習試行 1 ；練習 1 「積木 」 の 各絵 カ ードの

説明 を求 め た 後， 「ど ち ら が先 で ど ち らが後に 起 っ た こ

と で す か ？」 の 教示 で 事象の 前後関係 を問 う 。 こ の 時カ

ードの 位置 は 左 右 ラ ン ダ ム に 並 べ た （以
’
F 同 じ ）。次 に

「ど うして こ ち らが 先 に 起 っ た の で す か ？］ の 教示 に よ

り前後関係の 判断理由 を説明 させ る 。 さ らに作話条件 

→  に 配列 し なお して か ら左 か ら順に 1 つ の 話を作る こ

とを教示 （実 験 1 に 準ず る ） し た 後 ， 順向 の モ デル 文

（実 験 1 に 準 ず る ） を 聞 か せ る （全 条 件 ）。

　（2）練習試行 2 ； 教示 に よ り3群 に分 か れ る 。 訓練群 ；

li）モ デル 文呈示 ： （1）と 同様 に 練 習 2 「人形」 に つ い て 前

後関係の 確認 と判 断理 由 を求 め た後，順向 の モ デ ル 文 を

呈示 す る。Pi）順番明示 ：   →   を   →  の 配 置に か え，

  ，  の 順番 は 変 え な い よ うに   か ら話 を作 る こ と を教

示 （「こ ち ら  が 先、こ ち ら  が 後 と い う こ と は 変 え な

い よ うに ，こ ち ら   か ら 話 を 作 っ て 下 さ い 。」） に よ っ て

理解 させ ，逆向 の モ デ ル 文 （実 験 1に 準 ず る ） を聞 か せ

る 。  定式化 ； 「つ な ぎの カ ード （黄 の 地 に 手 を つ な い

で い る 絵 が 描 か れ て い る ）」，「順向カード（ピ ン ク 地 に 黒

の 右 向 き矢 印 が 描 か れ て い る ）」，「逆向カ ード （青 の 地

に 黒 の 左 向 き 矢 印 が 描 か れ て い る ）」の 3 枚 の B7 版の カ

ード を補助 に ，順 向作話 を求 め られ た 時 は 「そ し て 」「そ

こ で 」 等 の 接続辞 を用 い る と 2 つ の 事象が うま くつ なげ

られ る こ と を 説明 す る 。逆 向作話 の 揚合は 「ど う して か
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と い うと……
さ っ き

……だ か ら」 ，　 「だ ・
っ て

……して た

か ら」 とい う接続辞 を用 い る と前後関係 をか えず に左 か

ら話 が作れ る こ と を説明す る 。商言語化 ： 上 記 3 枚 の 補

助カ ードを使い な が ら ， 順向 の モ デ ル 文，逆 向 の モ デ ル

文 を呈示 し，被験者 自身 に そ れ ぞ れ の 場 合を模倣再 生さ

せ る 。次 に 餬 の 説明 をもう 1 度繰 り返 した後 ， 補助 カ ー

ドを取 り去 っ て 被験者 自身 に 順向，逆向 の 順に 作話 させ

る 。 逆向関係 の 修辞法 に よ っ て 自発的に逆向の 作話が で

きた と こ ろ で テ ス ト試行に移る 、

　順番明示 群 ； 訓練群田 の 前 半 と同様に 絵 カード各々 の

説明，前後 関係 の 確認 ， 前後関係 の 判断理 由の 説明を求

め た後，訓練群倒 と 同 じ教示 に よ っ て 作話順 を 明示 し ，

逆向 の モ デ ル 文 を 1 度 呈 示 す る。

　統制群 ； 訓練Ptti］の 前半と 同様 に 絵 カ
ー

ド各 々 の 説 明，

前後関係 の 確認 ，前後関係 の 判断理由 の 説明 を 求 め た後 ，

逆向 の モ デル 文 を 1 度呈 示 す る。

　（3）テ ス ト試行 ；訓 練群 ・順番 明 示 群 ；各絵 カ ー ドの 説

明，前後関係 の 確認，前後関係 の 判断理 由の 説明 を求め

た後，逆向作話 の 揚合 に は，　「こ ち ら （  ・
右） が 先，

こ ち ら （  ・左 ） が後と い うこ と は 変えない よ うに，こ

ちら （  ） か ら 1 つ の 話 を 作 る よ う に 」 とい う教示 に よ

っ て 作話順 を明 示 す る 。

　統制群 ；各絵 カ ードの 説明 ， 前後関係 の 確認，前後関

係 の 判断理 由 の 説明 を求 め た後，作話 させ る 。

　評価基準 ： 〔1）理 由づ け ；前 後関 係 の 判断 理 由を表現形

式と意味内容 の 2 つ の 側面 で 評価 した 。 表現形式 は 「完

全」（理 由 の 接続 詞
。
接続 助 詞 共 使 用 。．洌，

‘」
だ っ て ……

だ

か ら
”
） を 2 点 ， 「不完全 」　（理 由 の 接 続 詞，接続 助詞 の

ど ち ら か
一

方 の み 使 用。） を 1点 ， そ れ以外 を 0点 と し

た 。内容 は 「完 全 1　（2 枚 の 絵 カ
ー

ド の 比 較 に よ り前 後

関係 を 明示 す る。例，
“

こ っ ち は カ ゴ に お 荷 物 が 入 っ て い

る け れ ど，こ ち ら は こ れ か ら 行 く と こ ろ で お 荷 物 が 入 っ

て い な い ♂） を 2点 ， 「不完全 」 （1 枚 の 桧 の 内容 に つ い

て 答 え て い る が，再 質 問 〈 ど う し て ？〉に よ り 2 枚 の 関

係 を示 唆す る
。 例，

“
甘 い も の た べ た か ら

”
〈 ど う し て

？〉
“
そ れ で 虫 歯 に な っ た の

”
） を 1 点，理 由 と し て 不適

切 な もの を 0 点 と した。

　（2＞作話 プ ロ ト コ ル 1 順向条件は 実験 1 と1ま ぼ 同 様 に

「統括的結合 」 は 以下の 5 つ か らな る 。 1．モ デ ル 文構

造と相同 で順接 の 接続辞 を用 い た場合を 3点， 2 ．第 1

文 の 動詞が連用形 と な り第 2 文 に 続 く場合， 3 ．前後関

係 を表 わ す副詞や動詞 を用 い た 揚合，4 ．第 1 文 と第 2

文 に橋わ た し文が挿入 され た揚台の 3 つ の 場合をそ れ ぞ

れ 2 点 ，
5 ，上記以外 で 時間的 ・因果的関係 を推測 で き

る 場合 を 1 点 と得点化した 。

　逆向条件 で 「統 括 的 結合 」 と 評 価 す る場台 の 基 準 を

TA 肌 E2 に 示 す。

　結果

　（1）理 由づ け ： 絵カ ードの 前後関係の 判断 に つ い て は 全

員，実験者 の 意図通 りの 判断 に
一致 し た 。理 由づ け を先

の 基準 で 得点化 し，形式，内容 それ ぞれ に つ い て 年齢｛3｝

× 訓練条件  × 作話条件  の 3要因 の 分散分析 を行 っ た

と こ ろ，形 式 に お い て は 有意差 は な く，内容 に お い て 年

齢 の 主効果 （F （2，　198）＝14．516，P＜．01の み が 1 ％ 水準

で 有意 で あ っ た 。対間比較 す る と 5 歳前半く 5鼓後半 の

間が 5 ％ 水準で有意で あ っ た 。そ こ で　FIG ．4 に訓練条

件 ， 作話条件 をま と め，形式 ， 内容各 々 に つ い て 年齢段

階別 に 各 カ テ ゴ リー毎 の 頻度 の 比 率 を示 し た 。 こ れ よ

り，理 由の 表現形式 の 使用 に つ い て は年齢差は な い が，

理 由と して 適切 な 内容が 伴 うの は 5 歳後半 か ら で あ る こ

とが 示 され た 。

　   作話 の プ ロ トコ ル ｝ 1．順向条件 ・逆向条 件 の 比較 ；

評価基準 に 従 っ て 評価 し，そ の 得点 の 平 均 と SD を条件

群別に TABLE 　3 に 示 す。年齢〔3）x 訓練条件 （3）× 作話条

TABLE 　2　 Framework 　for　scor ｛ng ｝n 　the　 backward 　 condition ．

カ　 テ 　 ゴ 　 リ 定 義〔例｝ 得 　点

逆順方賂

接　続　詞

　  一 

理 由付加 1

　  ・一
 

理 由付加 2

　  一一 

モ デ ル 文 O 構造 と相同，理 由 を示 す接 続詞 ・接 続助詞 の 使用，
〔ま さお ちゃ ん は 泣 い て い ま す 。 ど うして か と い うと石 に つ ま つ い て 転ん だ か ら で す。 〕

第 2 文 を述べ ，そ の 理 由 と し て 第 1文 を付 加 す る。
〔ま さお ち ゃ ん は 泣い て い る ．石 に つ まつ い て こ ろ ん だ か ら t 〕

第 2 文 を述べ ，その 理 由 と し て 第 1 文 を述 べ て ，第 2文 に ま た も どる。
〔ア サ ガ オ が 咲 きま し た。芽 か ら大 き くな って 咲 き ま し た。〕

3

2

2

呈 示 碩 方 略 　   を原 因，（£ を結 果 に入 れ 替 え順 向 の 結 台 をす る 場 合 （顧 向条 件 の 評 価基準 に 準 ず る）。　 　 1

　　   →  　　　　　〔ま さお ちゃ ん は 歯 医者さん で 虫歯 を治療 し て も ら っ た。そ し て 帰 っ て か らま た 甘 い も の を食べ た。〕

事 象 順 方 略 　   を原矚 1   を結果 と し て  か ら作話す る揚合 （順向条 件の 評価基準に 準ず る ）。
　　   →  　　　　　〔ま さお ちゃ ん は こ ろん で 1立い た ．〕

1
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FIG．4　 Percentage　 of 　 responses 　in　 the 　 form 　 and 　 content 　of 　 reason ，

5 に，訓練条件別，年齢段階毎 に，

ど の 方略 を用 い て 統括的結合 を行

っ た か ，そ の 総頻度を示 し た。 5

歳後半 ・6歳前半の 訓練群 に お い

て は ，そ の 殆 ど が 逆順方略 に よ っ

て 事象 を言語化 し た。残 りの 条件

群 で は 「呈 示順方略」 が多 く，

「事象順方略 」 は 少な い 。 実験 1

の 結果 と併 せ る と，「事象順 方略 」

か ら 「呈 示 順方略 」 を経 て
「
逆順

方酪」 へ と発達す る と考 え て よい

で あ ろ う 。

　ま た 短期的 な 修辞法訓練 に よ

！， 5 歳後半 ・6 歳前半 の 子 ど も

が 逆順方略 を使 え る よ うに な っ た

と い う事実 は ， 5歳後半 か ら逆順

方略 を徐 々 に 使 え る よ うに な る こ

TABLE 　3　 Test　 scores 　 in　 each 　 condition
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9） 件 の3要因の分散分析を行っ たところ，年齢の主効 果 （ F（
Cユ98 ）＝54．610，P〈．01 ），訓練条件の主効果 （ F （2 ，19

j一・69 ．498，P〈． 〔 11），作 話 条 件 の 主 効 果（ F （ 2 ，

  8） ≡18 ． 732 ， P く ． 0

j 並 びにそれらの交互作 用 の いず れ も が 1 ％水 準で

意で あった 。 　 順 向 条

は逆向条件 に 比 べ 作 話が容易 であるとの実 験 工の結

は 再確 認 さ れた。 　逆 向 条件 に お いて5 歳後半 ・ 6

前半 の 訓 練 群は ， 他 の 群 に比 べ 1 ％ 水 準で有意に得

が高 く ， 順向条件の 訓 練群 の得点との 差 はな かった

こ の こ とは， 逆 向 関 係の 修 辞 法の訓練が，逆 向 作 話

態 で 逆順方 駱 の 使 用を促 進 するこ と， ま た そ の訓 練

果は 5 歳後半 以 後 有 効である こと を意味している 。

た ，前後 関係 を変 え ず に 結 果 の 方から作話す る とい

順番 明示の教 示 は ， 順 番 明 示 群 と 統制 群の 差 が 有意

な かっ た こ と か ら

逆向事態で逆順 方 略を 使 用すること に お い て何 の促進効果

な

い

こと

明

ら
か

なっ

。

　2 ，逆向条件で用いられろ 事象統合のための方 略； FIG ． 　 　20 台5暮召負
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　 Og

D30rder −Of − mentiOn 　GrOUp 　 Tgr ．；Training

Group ｝ 　 6YTypes 　 of 　 s
ategies 　 used 　 in 　 the 　backwar

と，あるいは，少 な く と も，この方 略 を 使 う た め の準

が 整う こ と を 意 味 し て い る 。これは，内田（198
j の年 中児 が 可 逆 的 産 出の た めの技 能 が欠 如し てい

こ とを 示

する知 見 に 基 づ い て 立て た，5 歳後半以降， 可逆的な

ｾ 語化 が

能にな
る
であ ろ う と の 頭 初 の第 2の予測 を 支 持して い る 。
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TABLE 　4　 Test　 scores 　 in　 the　 backward 　 condition ，
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ら幼児 に有効だ っ た の で あ ろ うか 。上 の 結果（1）よ り，5

歳後半 をす ぎる と， 事象 の 前後関係 の 判断理 由が 名実 と

もに 適切 に な る こ とが 示され た 。 理 由づ け は，逆向関係
“
  〈≒  構造

”
の

“
c  

”
の 部 分 に 対応 す る もの で あ

る 。 判断理 由が正 し く言 語 化 で きる と い うこ と は，逆順

方略 の 鍵 と な る 逆向関係 を表現す る た め の 修辞法 をす で

に 習得 し て い る とい うこ と を示 唆 して い る 。従 っ て ，実

験 に お い て 訓練 した の は ，「修辞法」 そ の もの で は な く

て ，す で に 日常使え る よ うに な っ て い る 逆向関係 の 修辞

法 を， こ の 実験事態 に 適用する 仕方だ っ た の で は あ る ま

い か 。こ の 修辞法 をま だ習得 して い な い （理 由 づ け が 正

し くで き な い ） 5 歳前半児 に と っ て は，修辞法 の 実験 事

態 へ の 適 用に 加 え て，修辞法 そ の もの も習得する こ とが

心 要 で あ り，こ の 程度 の 短 期的訓練 で は 有効 で は な い の

で あ ろ うe

　 し か し 短期的 な 訓練 で 修辞 法 の 適 用 が 理 解 で き るf2ee
の 5 歳後半以後の 子 ど も達に と っ て は，そ の 訓練の 効果

は一定時間後 も保持され ， 転移課題 に お い て も逆順方駱

に よ る 事象 の 統合 が 可能 で あ る もの と考え ら れ る 。こ の

予測 を次の実験 逕 で確か め る こ とに す る。

実 験 皿

　目　　的

　逆向関係の 修辞法訓練は，転移課題に封 して も有効 で

あ る か ， ま た そ の 効果 は一
定期 間持続す る か ど うか を検

討す る 。

　方　　法

　実験計画 ： 年錦 （2 ； 5 歳 前 半 ・5 歳 後 半） x 訓練条

件 〔2 ： 訓 練 群 ・順 番 明 示 群 ） x テ ス ト時期 （2 ： 直 後

・1遇 問 後 ） の 要 因計画ゆ第 1 ・第 2要因 は群閤 ， 第 3

要 因 は群内 要 因 。

　被験者 ； 5 歳 0 か 月〜 5 歳 11か 月ま で を半年毎 に 2年

齢段階に 区切 る。各年齡児 を男女半々 ，WPPS 　I知能診

断検査 「文章」 の 評価点で 等質な 2群 を 構成 し ， 訓練

群 ， 順番明示 群 に わ りあ て る 。各群 10名 ， 計 40 名で あ

る 。

　材料 ・手続 は 実験 建に 準拠 す る 。 1 週間後に 訓練効果

をみ る 目的 で， 6 課題 に 加 え て新奇課題 1問か らな る遅

　（（MAX ．＝9）　　　　　　　　　　　　　　　 （MAX ．＝工2）

延 テ ス ト （再 テ ス ト 3 問，転 移 テ ス ト 4 問 ） か らな る 遅

延 テ ス トを実施 した 。

　結　　果
＊

　（1）訓 練 の 効果 ： 逆向条件 の 作話 プ ロ トコ ル の 得点 の 平

均 と SD を， 直後 ， 1 週間後 に 分け て TEBLE4 に 示す 。

ま た FIG ．6 に条件群毎 の テ ス ト課 題 の 得 点 を示 す 。得 点

に つ い て 年齢  X 訓練 条件（2）× テ ス ト時期：2）の 3 要因 の

分散分析 を し た結果，年齢 の 主効果 （F （1，72）＝39．　egl，

P ＜．01），訓練条件 の 主効果 （F （1，72）” 68．26」，，p 〈

．Ol） は 有意 で あ っ た が ， テ ス ト時期 の 主効果 （F （1，
72）

； L246，n ，s．）は有意 で は なか っ た 。 こ れ よ 1），訓練 は

5歳後半児 に有効 で あ り，そ の 効 果 は 1 週 間 後 も持 続 ナ

る こ とが 明 らか に な っ た 。

　（2）転移課題 ：TABLE 　4 の 転移課題 の 得点 に つ い て 年

齢  × 訓練条件  の 2 要因の 分散分析 をし た 結果，年齢

の 主効果 （F （1， 36）＝17．　651， P 〈．01））訓練条件 の 主効

　 　 　 　 　 →
一一 50 ；TGr ，

　 　 　 　 　 一一Q − − 5Y ；TGr ．
　 　 　 　 　 一一一・●一一一一K 〕；OGr ．
Full ＝9　　

… つ 一一一一5Y ；OGr ．

9

撃

「
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引

拍

Oq

い

o

一

／
●
”

　 　 　 　 　 T ∈ s匸　　　　　　　 DElayed 　Tes し

FIG．6　 Test　 scores 　in　the　 backward

　 　 　 　 condition ，

果 〔F （1，36）
＝21．674

， P

〈．01）と も有

意 で あ っ た。

対間比較 の 結

果 ， 5 歳後半

訓練群と，他

の 群 の 間が 1

％水準 で 有意

で あ り， 訓練

の 効果 は 転移

課題 に お い て

も 確認 さ れ

た 。

　以上 の こ と

か ら， 5 歳後

半 に な る と逆

向関係の 修辞

法 は 習得 され

＊ 　 作 話 プ ロ ト コ ル の 評 価 結 果 は 実験 ［ と 同 様 で あ っ

　 　た の で ，逆 向 条 件 に つ い て 得 ら れ た 結 果 の み 示

　 　す 。
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て お 夢，訓練に よ っ て そ の 使い 方が理解 されれば， 2 つ

の 事象の 統合 と産出 に 「逆順方略」 が使え る こ と が示唆

され ， 実験 ilか らの 予測 は 確認 され た 。

討　　論

　3 つ の 実験 を通 し て 事象 の 因果的統合 と産出 に 関す る

有意な知見が得 られ た。ま ず 3 歳 0 か 月
〜 6歳 5 か 月 の

子 ども達に，事象 を統合 し産出す る 課題 に つ い て 発達差

が 見 られ ， 4歳頃か ら生起順に 従 っ た 事象 の 統合が可能

に な り始め る 。 し か し事象 が 統合 で き な い 3 歳児 で も，

最初に 言及す る の は 生起順 の 最初 の 方，す な わ ち 原因 の

事象で あ る場合が多い こ とか ら・Kun （1978）の 指摘す る

よ うに，原因 が 結果 に 先行 す る もの で あ る とい う関係 の

理解 は か な り早 くか ら で き る と い うこ とが示唆され た。

　ま た，事象 の 生起 順と絵カ ードの 配列が一致す る場合

は事象の 統合 ， 産出は 容易 で あ る が，事象 の 生起順に 矛

眉す る 絵カードの 事象を統合 し 産出す る の は 難 し い こ と

が確認 され ，予 測 は 支持 され た 。

　 こ の よ うな 逆向関係 の 言語化が 難 し い の は ま ず第 1

に ，Brown （1975）が指摘す る よ うに 「時間的順序が ，

ドミ ナ ン トな 空間的順序 と区別 され 」，   ぐ   とい う逆

向の 表象 が 構成さ れ な くて は な ら な い 。 そ れ だ けで は な

くて 第 2に， こ の 表象 を言語 に 置き換 え る こ と が必 要で

あ る
＊ 。こ れ に は ， 逆向関係 の 「修 辞法 」 の 適 用が 可能

か ど う か が 決定的 らし い 。 な ぜ な ら ， 単 に
”
前後関係 を

変 えない よ うに 後 の 方 か ら言語化 し て い ぐ
’

旨の 教示 と

モ デル 文 を 与 えた だ け で は 逆向関係 を言 語 化 で き る よ う

に は な らな い か ら で あ る （実験 ll　）。

　 こ の 逆向関係 を言語化で き る よ うに な る ま で に，い く

つ か の 段階 を経 過 す る 。

　最初 に あ ら わ れ る の は ，事象 の 生起順に 依存 し て 2 つ

の 事象 を統合 し，そ れ を言語化す る と い う 「事象順方

略」 を用 い る 段階で あ る 。こ の よ うな方略 をと る場合に

2 通 りあ る 。カ ードの 配置順に 言語化す る と い う教 示 を

無視する 場 合 と，教示通 り の 行動 が とれ な い と判 断 し て

意識的 に 事象順に 言語 化す る揚 合 （実 験 1，FIG ．3 の ド

ッ ト部 分 ） で あ る 。い ずれ に し て も順向関係 と して 言 譜

化す れ ば よ い 。

　次 に 実験者の 「  →  の 順に 話 を作 る 」 とい う課題要

求 を満 た そ うと す る 段階 が あ る。彼 ら は そ の 場 で 事象 が

  一  の 順 に 起 る こ と を確認 し ， 判断理 由 を求 め られ る

＊ 　 こ の 第 1 ， 第 2 は 継 時 的 な 関 係 を示 す の で は な い 。

　 実 際 に は ，  ぐ   の 表 象 の 構 成 と 逆向 の 修 辞 法 の

　 適 用 の 過 程 は 相 互 に 関 連 し あ い 規定 し あ う よ うな

　　関 係 に あ る と 推測 され る。

過程 で   i   とい う表象 を構成 して い る はずで あ る。と

こ ろ が こ の 表象と課題要求は矛盾す る 。 両方 を満たすの

に は   ζ  の 表象を構成 し な くて は ならな い 。 こ の 段階

で つ ま つ く と，先 の 事象順方略 を 「意識的 に 」 と る こ と

に な る 。 さ らに   ケ   の 表象が構成 で きた とし て もそれ

を言語 に 置 きか え な くて は な ら な い 。そ の た め に は先 に

述ぺ た よ うに 逆向関係 の 修辞法 を適用す る こ と が必 要で

あ る 。

　 こ の よ うな逆向関係 を表現す る た め の 修辞法 を持 っ て

い な い 場合 ， あ る い は持 っ て い た と して も実験事態 に 適

用で き な い 場合 に は ，   を原因 ，   を結果と して 表象を

  ⇒ S）へ と作 り直す の で あ る。こ れ に つ ま つ くと や は り

事象順 方略 を用 い る こ と に な る 。

　表象   ⇒  が 再構成 で きる と，あ とは順向関係 と し て

言語化すれ ば よ い 。 こ れ が 「呈示順方略」 と名 づ け た 方

略 で あ る。幼児期後期 に こ の 方略 をとる 子 ど もが 多 い
。

こ の こ と は 表象 の 再構成 は 極 め て 容易 に起る こ と を 示唆

す る 。 そ し て ， 表象 を逆転さ せ て し ま えば ，時間順序と

杢問的順序が
一

致す る の で ， そ の 知覚的手掛 りが言語化

を
一

層安定さ せ る こ とに なる の で あ ろ う。

　最後に 「逆順方略 」が使わ れ る段階に な る 。 課題要求

と事象 の 生 起順 の 双方 を満足 させ る表象  ぐ  が 椿成 さ

れ た ら， 逆向 の 修 辞法 に よ っ て ，それ を言語 に 置 き換え

れ ば よ い 。

　逆 向の 修辞法 に よ っ て 事象 を言 語 化 す る と い う短期的

な訓練 を経験す る だ け で ， 5 歳後半〜6歳前半 の 子 ど も

は 逆順方 略 が 使え る よ うに な り　（実験 ll）， ユ週間後も

そ の 訓練効果は維 持され た　〔実 験 盻 。
こ の こ と は 5 歳

後 半 に な る と，逆 向関係 の 修辞法 は あ る程度習得 され て

お り，2 つ の 事 象 の 統合 と産 出 と い う事態 で 遡 1頂方略 を

使 う準備がす で に で きて い る とい うこ とを意味す る 。理

由づ けが 適切 に な る と い う事実 は こ の 解釈 の 傍証 とな

る 。こ の よ うな 段階を経 て ，訓練 な しで も 自発的 に 逆向

の 修辞法 が 適用 で き る よ うに な り， 逆順方略 に よ る言語

化が 可能 に な る の で あ ろ う。

　 以上 の 考察 を踏ま え，さ ら に そ れ を補 うもの と して ，逆

向事態 で 各方 略 が 実現 され る ま で に どの よ うな内部過程

が生ず る か に つ い て の 仮説 を 教示 と対応させ て FIG．7

に 整理 した 。こ れ に よ ワ て ，方略 の 難易 と用 い られ る 認

知操作 の 数 （Fia．7 の YES の 数 ） は 対応 し ・ 方絡 の 水

準の 移行 は ど の 操作 の 失敗 に よ り生ず る か ， 統合 で きず

事象を分離 し て し ま うの は ど こ で つ ま つ い て い る の か 等

を推察す る こ と が で き，得 られ た デ ータ を説 明 す る こ と

が で き る 。また，こ れ に基づ い て ， どの 部分 を援助 し た

ら よ い か に つ い て の 仮説 が 立 て ら れ る 。
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　本稿 で の 倹討 を逓 じ て，因果的 ・時間的関係 の 言 語 化

に 関 す る知見 が 得 られ ，幼児期に お い て も， か な りの 説

明技能 が あ る こ とが見出され た。ま た 「後 か ら前 へ 」 の

逆向関係 の 言 語 化 に つ い て は ， 5 歳前半と 5 歳後半 の 間

に か な り頭著な質的転換期が あ る こ とが 確認 で きた。こ

れ は Piaget （1969）他，一連 の 先行研究 に よ っ て 指摘

され て い る 可逆的操作が使え る よ うに な る 年齢段階よ り

も早 い 。少 な くと も可逆的操作 を理解 の 面 で と ら え る な

ら，こ れ ま で の 知 見 は 修 正 さ れ る 必 要 が あ る 。 さ ら に ，

結果か ら原因 に 週 る 可逆的な言語化 に と つ て，逆向関係

の 修辞法 の 重要さが 指摘 され ， 5歳前半と後半 の 質的転

換 の 規 定因 とな る こ とが 示唆され た 。
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FIG ．7The 　 cQgnitive 　 processes　of　 each

strategy 　used 　for　integration　of 　events ．

　可逆的 な 言語化が，物語や作 文 な ど一貫 した 文章産出

過程 の ど の 部分 を担 っ て い る の か そ の 内部過程 を明 らか

に して い くこ とが今後 の 課題 で あ る。
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