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資 料

幼 児 の 愛他行動 に 及 ぼ す理 由づ け の 効果

首 　藤 　敏　元
＊

EFFECTS 　 OF 　 REASONINGS 　 ON 　 ALTRUISTIC 　 BEHAV ］OR 　 IN　 PRESCHOOL 　 CHILDREN

Teshimeto 　 SHUTO

　　 This 　 study 　 exarr ユined　the 　 effects 　 of 　 the 　 type　of 　 reasening 　 on 　 the 　 consequences 　 for

sharing 　on 　preschoolers
’
motivations 　to　altrujstic 　behavior ．　Thirty 　prescho   l　chi 訌dren　wa 毛ched

avideotape 　 of 　 a 　 victim 　 who 　 appealed 　 the　 darnages　 of 　 disastar．　 Subsequently，　 children

received 　 e 三ther　an 　 other −orjented 　 rationale 　 stating 　 that　 sharing 　 might 　br孟ng 　any 　victim

positive　corlsequences ，　 a 　sel 卜 oriented 　rationale 　explainjng 　that 　sharing 　might 　bring
themselves 　pos三tive　 consequences ，　 or 　 a　 procedure 　 of 　 sharing 　 without 　 any 　 explanation ．

Ch 圭ldren　were 　then 　given 　the 　 oPPortunit 》
・ to 　share 　a 　token 　in　the 　presence 　and 　in　the

absence 　of 　 an 　 adult ，　 The 　 rate 　 of 　 sharing 　in　 the 　 condition 　 of 　 a 　 self −oriented 　 reasonlng

decreaed 　 significantly 　in　an 　adult 　presence 　and 　in　his　absence ．　 Other−oriented 　reasoning

e ！icited　 a 　greater　 rate 　and 　a 　more 　 stabie 　 pattem 　of 　 sharing 　than 　the 　 other 　 two

conditions ．　 The 　 present　 finding　 suggested 　 that 　 other −oriented 　 reasoning 　 motivated

an 　 a｝truistic　 behavior　 while 　 self−oriented 　 reasoning 皿 otivated 　 an 　 egoistic 　 behavior　 in

preschool 　children ．

　　 Key 　 words ：　dig．cipline ，　 other −oriented 　reasoning ，　 altruism ，　 sharing 　behavior，

preschool 　children ．

問題 と 目的

　愛他行動 を規定す る 要 因 に は 様 々 なもの が 指摘 され て

い る （Mussen ＆ Eisenberg −Berg ，19771 高 野，1982）。

特 に ， 親 の 養育態度 の 1 つ で あ る し つ け の タ イ プ は，特

定 の 状況 に おけ る 愛他行動 の 動機 づ け だ け で な く，長期

に 亘 っ て 愛他 行動 の 社 会 化 に 影響す る と 考 え ら れ る 。

Hoffman （1977） に よ る と，しつ け の タ イ プ は次 の よ う

に 分類す る こ と が で き る 。即 ち，子 ど もの 行動 を統制す

る た め に ， 賞罰 を利用 す る 力中心 の （power 　assertive ）

し つ け，子 どもの 行動 が他者 に 与え る 影響を 説明 した り，

説得し た りす る誘導的 （inductive） し っ け ， お よ び 子 ど

もを 無視 した り，要求に応え な か っ た りする愛情の 除去

（10ve　withdrawal ）で あ る 。 そ して ，愛情の 除去 と愛他

行動 の 関連は 仮定 され て い な い もの の ，誘導的 しつ け は

愛他行動の 社会化 を促進させ ，力中心 の し つ け は それ を

抑制す る こ とが 示唆 され て い る 。

＊ 筑 波 大 学 （University　 of　Tsukuba ）

　 しつ け の 言 語 的側 面 は 理 由づ け （reasoning ） と 呼 ば れ

て い る 。 Kuczynski （1982， 1983）は子 どもの 誘惑 へ の

抵抗行動 を動機 づ け る 理 由づ け の 効果 に つ い て 硬 究 し，

理 由づ け の 効果 は そ の 方向 に 規定 され る こ と を指 摘 し

た 。 つ ま P ， 彼 は 理 由づ け を子 ど もの 行動が子 ど も自身

に 及 ぼす影響 を説 明 して や る 自己志向的理 由づ け （self
−

oriented 　 reasoning ） と子 どもの 行動が他者 に 及ぼす影

響 を説明 し て や る他者志向的理 由づ け　（other −eriented

reasoning ）に分け，後者が 逸脱行動 を抑制す る こ と を見

出 し て い る 。 Kuczynski の 他 者志 向的理 由づ け と 自己 志

向的理 由づ け は ， そ れ ぞ れ HDffman の 誘導的 し つ け と

力 中心 の しつ け の 言語的側面 を扱 っ た もの と み なす こ と

が で き る 。 従 つ て ， 他者志 向的理 山づ け が子 ど もの 誘惑

へ の 抵抗行動 を 動機づ け る と い う，従来か ら逸脱行動 を

中心 に 見出 され て き た理 由づ け の 方向の 効果は，よ り積

極的 な社会行動 で あ る 愛他行動 の 動機 づ けに も適用 され

うる か も しれ ない
。

　 愛他行動 の 社会化 と し つ け の 関係 を検討 し た 研 究

（Dulgokinski ＆ Firestone ，1974 ≡Hoff 皿 an ，1975） は
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誘導的 しつ け と愛他行動 の 問に有意な正 の 相関 を見出 し

て い る 。 し か し なが ら，こ れ らの 研 究 で は実瞭 の 行動 は

測定 され て お らず，ま た相関研究 で あ る 。 そ の た め，誘

導的 しつ け が愛他行動 を動機 づ け る か 否 か 結論す る こ と

は で きない 。ま た，Israel と Brown （1979），　 Perry，
Bussey と Freiberg （1981） は 理 由づ け の タ イ プが 子 ど

もの 分与行動 に 及ぼす効果 を実験的に 検討 し よ う と し

た 。し か し，彼ら は 大人 が 要求 し た分与 に子 ど もが ど の

程度従 うか とい う従順 さを指標と し て お り，自発 的 な分

与行動 は 測定 さ れ て い な い 。菊池 （1983） も指摘 して い

る 通 P，自発性 は 愛他行動 の 重要 な特徴 の 1 つ で あ る 。

　 そ こ で，本研究 は 分 与 行 動 を取 り上 げ，幼児の 愛他行

動の 動機づ け に 及ぼす理 由づ けの 方向 の 効果 を実験的 に

検討す る こ とを目的 と し た 。理 由づ けの 条件 と し て，分

与 は 犠性 者 の 快感情 を引 き起 こ す こ と を説明す る 他者志

向的理由づ け条件 と，分与は分与者自身の 快感情 をもた

らす こ とを説明す る 自己志向的理由づ け 条件 ，お よ び分

与 の 結果に つ い て 何 も説明 され な い コ ン トロ
ー

ル 条件 が

用 い られ た 。 ま た ， 分与行動が愛他的か 否 か 検討す る た

め に ，分与者 に 外的強化 を も た らす と考 え られ る 大人 の

在 ・不在要 因が加 え られ た 。愛他行動 は 犠牲者 の 苦痛の

低 減 を目標 に動機づ け られ る 行動 で あ る た め ，外的要因

に は 影響され な い と考 え られ る （Batson ，　 Duncan
，
　 Ac −

kerman ，　 Buckley ，　 and 　Birch，1981）。従 っ て，分 与

が愛他的な動機 に よ る な らば，そ の 分 与 は 大 人 の 在 ・不

在状況 に 影響 され な い で あ ろ う。一方 ， 分与 が 具体的報

酬や社会的承認 の 回避 の 動機な どに よ っ て 行 わ れ て い る

な らば，そ の 分与 は 大 入 の 在 ・
不在状況 に 影響 され る で

あ ろ う。

　具体的 に は次の 仮説 が検討 され た 。

　（1） 大人 の 存在 す る揚面 に お い て は，他者志向的理由

づけ と 自己 志向的 理 由 づ け を与 え られ た 被験者 は 理 由づ

け を与 え られ な い コ ン トロ
ー

ル 条件 の 被験者 よ P も多く

分与す る だ ろ う。一
方，大人不在 の 場面 で は ，他者志向

的 理 由づ け条件 の 被験者は 自己志向的理 由づ け条件 と コ

ン トロ
ー

ル 条件の 被験者よ り も多 く分与す る だ ろ う。

　  　他者志向的理 由づ け を 与 え られ た 被験者 の 分 与 行

動は 大人 の 在 ・
不在状況 に 影響 され ない で あ ろ う。

一

方，自己志向的理 由づ けを与 え られ た被験者 は 大人不在

の 状況 よ り も大 人 の 存在す る 状況 に お い て 多 く分与す る

だ ろ う。

方 法

　被験者 と実験計画　茨城県 内の 幼稚園年長組 の 園児30

名 （男 女 15名 ず つ 〉が被験者 と し て 実験 に協力 し た 。 実

験計画 は 3 （理 由 づ け）　 × 2 （大 人 の 在 ・不 在 ）　の 要 因

計画 が 用 い ら れ た 。 第 1の 要因 は被験者間，第2 の 要因

は 被験者内要因 で あ る 。 被験者 は 他者志向的 理 由 づ け条

件，自己志向的 理 由づ け条件，と コ ン トロ
ー

ル 条件に 男

女 5 名ず つ ラ ン ダム に配置 された 。

　 犠牲者　実験 に 先立 ち，犠 牲者と し て 呈 示 され る 子 ど

もの 演技 が 作成 され た。演技者と し て 東京都 内の A 劇団

の 子役 が 用 い られ た。演技 は 天災 に よ る 困窮状態 に つ い

て 約 1分 程 度訴 え る もの で あ り，演技者の 上半身 が カ ラ

ーの VTR に 録画 された 。小 学 4 年生 を対象 に し た パ イ

ロ ッ ト ・ス タ デ ィ の 結果 か ら，訴 え の 困 窮状態 の 程度 に

有意差の 見 られ なか っ た 小 学 3年生 の 男子 と小学 2年生

の 女子 の 演技が本実験材料 と し て 用 い られ た 。

　 手続　実験 は 個別 に 実施され た 。 被験者 の 前 に は TV
と VTR ， ゲーム 用紙と被験者用 の 分与箱が 準備 され て

い た 。被験者 は 実験者 が ゲーム を開発 し て い る大 人 で あ

り，子 ど もが い か に 上手 に ゲー
ム を遂行 で きる か に興味

が あ る と説明され た 。そ し て ，こ れ か ら行わ れ る ゲーム

に つ い て 説明 を受 けた 。 ゲーム と し て 用 い られ た の は，
“
点 つ な ぎゲーム

”
と命名され ， 縦・wa　6crn の 紙 に 3 個 か

ら10個 の 点 が 印刷 され て お り，そ の 点 を全 て 通 る 線 を引

くとい う単純 な もの で あ っ た 。実験者は ゲー
ム を示範 し

て み せ た 後 ， こ の ゲ
ー

ム を多 く完成 さ せ る ほ ど，後 で い

っ そ うす ば ら し い 賞品 と交換 で きる と教示 し た 。 賞 品の

魅力度 を一定に す る た め，具体的な賞品名 は 告げ られ な

か っ た e 被験者 は 実験者が見 て い る 前 で 1 分間ゲーム を

行 っ た 。

　次 に犠牲者が呈 示 され た 。 被験者 は 知 っ て ほ し い 子 ど

もが い る と 言 わ れ ， そ の 子 ど もの 話 を聞 くた め に， TV

を視聴す る よう教示 され た 。TV と VTR の ス イ ッ チ が

on に され た 後，被験 者 は 実験者と一緒に 犠牲者 の 訴 え

を視聴 し た。

　 こ の 後 ， 被験者は もう1度ゲー
ム が で き る と言 わ れ ，

正 面 に犠 牲 者用 の 分与箱 が 用意さ れ た 。そ し て ，ゲーム

を完成 させ る ご とに，ゲー
ム 用紙 を 2 つ の 箱 の ど ち らに

も入れ る とが で き る と説明 され た 。更 に ，ゲーム 用紙 を

被験者の 箱 に た くさん 入 れ る ほ ど，被験者 は 前 よ りもい

っ そ うすば ら し い 賞品 を獲得 で きる と 教 示 さ れ た 。一

方，犠牲者の 箱に入 れ た 場合 ， 犠牲者の デーム 用紙 が 増

え る ほ ど犠牲者に すば ら しい プ レ ゼ ン トを送る こ と が で

き る と教示 され た 。こ の 後，理 由 づ け 条件 が 操 作 さ れ

た 。

　L 　他者志向的理 由づ け条件　分与 後の 犠牲者 の 快が

教示された 。 具体的 に は，
“
こ の 子 は 色紙 もク レ ヨ ン も

な くて遊ぶ こ とが で きませ ん 。何もな くて ， と て も困 っ

一 60 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

首 藤 ： 幼 児 の 愛他 行 動 に 及 ぼ す 理 由 づ け の 効 果 245

て い ま す。だ か ら，こ の 子 は プ レ ゼ ン トを もらう と と て

も喜 び ます 。プ レ ゼ ン トで とて も楽 し く遊 ぶ こ と もで き

ま す 。○○ （被 験 者 の 名 前）が こ の 子 に プ レ ゼ ン トをあ

げ た い と思 っ た ら，終 わ っ たゲ
ー

ム を こ の 子 の 箱 に も入

れ て あ げて くだ さ い 。あ げ た くな け れ ば入 れ な くて もよ

い で す。
”

　2，　 自 己志向的理 由づ け条件 　分与後 の 社会 的承認 が

教示 され た。具体的 に は，
“

こ の 子 は色紙 もク レ ヨ ン も

な くて 遊 ぶ こ とが で きま せ ん 。何 も な くて ，と て も困 っ

て い ます 。 こ の 子 は プ レ ゼ ン トをもらう と ， と て も助 か

り ま す 。凩 っ て い る 人 を助 け る と先 生 か らほ め て も ら え

ま す 。お友達 の 前 で ほ め て も ら え る で し ょ う。OO 　 ll被

験者 の 名前） が こ の 子 に プ レ ゼ ン ト をあげ た い と 思 っ た

ら，終 わ っ た ゲーム をこ の 子 の 箱 に も入れ て あげ て くだ

さい 。あげた くなければ入れ な くて もよい で す。
”

　3・　 コ ン トロ
ー

ル 条件　分与 の 結果，犠牲者も プ レ ゼ

ン ト をもらえ る とい うこ と以外 ， 何 も教示 さ れ な か っ

た 。

“
こ の 子 は 色紙 もク レ ヨ ン もなくて 遊 ぶ こ とが で き

ませ ん 。何 も な くて ，と て も 困 っ て い ま す 。○ ○ （被 験

者 の 名 葎D が こ の 子 に プ レ ゼ ン トをあげた い と 思 っ た

ら，終わ っ たゲー
ム を こ の 子 の 箱に も入 れ て あ げて くだ

さい 。 あげ た くな け れ ば 入 れ な くて もよ い で す 。

”

　 こ の 後，被験者は 実験者 の 存在 して い る場 面 （大 人
一

存 在 条 件 ） と 不 在 の 揚面 （大 人
一

不 在 条 件 ） の 両方 で 分

与 を行 っ た 。まず，被験者は 実験者が見 て い る前で 3 分

間 ゲ
ー

ム を行 い ， ゲー
ム が 完成す る た び に 分 与 を 決 定

し，実行 し た 。 こ の 時 ， 実験者は 被験者 が 何枚ゲ
ー

ム を

完成させ ，そ の う ち何枚分与する か を記録 し た 。次に，

実験者は職員室 へ 行 く用事 が あ る と い う口 実に よ り，3

分 間退室 した 。 そ の 間被験者 は ゲーム を続 け る こ とが許

され，同様に ゲーム が完成する た び に分与 を決定 し，実

行 し た 。

　 実験者 の 入室後 ， 被験者 は ゲ
ー

ム を 中止 し た 。 実験者

は 被験者用 の 箱 に 入 れ られ た ゲ
ー

ム 用紙 を数 え，被験者

の 名前 の 書 か れ た 封筒 に 入 れ ， 被験者 と賞品 を 約 束 し

た 。封筒は被験者が教室 に 持 っ て 帰 らな い よ うに 配虜 さ

れ た。 1 週 問 後，被験 者は 担 任 の 教師 か ら ミ ッ キ
ー

マ ウ

ス 絵入 i〕の お り紙 を プ レ ゼ ン トされ た 。

結 果

　分与率に 関す る 分析　大人 の 在 ・不 在場面 の そ れ ぞ れ

に お い て ，　 （分 与 さ れ た ゲ ーム 耶 紙 の 枚 数／完 成 さ れ た

ゲ ーム 数） xloo の 式に よ り，分与率が計算さ れ た。こ

の 分与率に 関 し て 分散分析が行わ れ る前に ，繰 F）返 し の

あ る 分散分析 （ANOVA 　 with 　 repeated 　 measures ）

の 前提条件で あ る分散 お よ び共分散 の 等質性 の 検定 が行

わ れ た （Winer，1971）。BOX の 方法 に よ る検定 の 結果，

3 つ の 理 由づ け条件の 共分散行列 は 互 い に 等 し く　（x2＝

2．04，df＝6）， ま た 3 っ の 条件そ れ ぞ れ に お け る 2 つ の

分散 は 等 し か っ た （X2・・0．54，　 df　・＝　1）。従 っ て ，分散 ・

共分散 の 等質性 と い う前提条件 は 満 た され て い る とい え

る。

　 3 （理 由 づ け ） x2 （大 人 の 在 ・不在）　の 1 要因 〔大

人 の 在 ・不 在 ） に繰 り返 しの あ る 分散分析 の 結果，理 由

づ け の 主効果 が 1 ％水準 で 有意 で あ っ た （F 三6．50
，
df≡

2／27）。Tukey 法 に よ る 多重比較 の 結 果 ， 他者志向的理

由づ け条件 の 分与率 （M ＝ 55．32）は 自己 志向的理 由づ け

条件 の 分与率 〔M ＝31．26）よ りも 5％水準 で有意に 高 く，

コ ン ト卩
一ル 条件の 分与率 （M ＝ 22・40）よ り も 1 ％水 準

で 有 意 に 高 か っ た 。自己 志向的理 由づ け条件 と コ ン ト ロ

ー
ル 条件 の 分与率に は有意差は 認 め られ なか っ た 。

　ま た，理 由づ け と 大 入 の 在 ・不在 の 交互 作用 が 有意 に

な る 傾向に あ っ た 。（F ＝3，07，df＝2／27．　 P ＜．07）。 仮

説検討 の た め ，こ の 結果は 更 に 分析 され た 。 FEG．1 は

こ の 交互 作用 をプ ロ ッ トし た もの で あ る。大人 の 存在場

函 と 不在場面 の 両方に お い て ， 理 由づ けの 単純主効果 は

有意で あ っ た （そ れ ぞ れ ， F ＝2．93，　 P ＜．05，と F ＝

8．58，p ＜．05，い ず れ も df≡2／54）。 多重比較 の 結果 ，

大 人 の 存在場 面 に お い て は ， 他者志向的理 由づ け条件 の

　 　 　 （％ ）　 　 　 　
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T −SBLE 　1　Number 　of　subjects 　sharing 　self −sacrific レ

　　　　　a コly　under 　adult 幽present　and 　absent 　situ −

　　　　　ations 　in　each 　of 　reasoning 　conditions

reaSDning 　 conditions

situations 　　other −oriented 　self −oriented 　control 　Xta

adult −present

adult
−
absent

76 71 3　 　 　 4．34

1　　　 8．52

McNemar ’
S 　Z

言b　 　 O．00

a　 df＝2

b　df＝1，
　 　 　 　 ntinuity ．

cp ＜．05

4．ユ7 o．25

The 　 valves 　 Qf　 chi −square 　 are 　 adjusted 　for　co ・

分与率 は コ ン トロ
ール 条件の 分与率 よ り も有 意 に 高 く

（P ＜．05）．他者志向的理 由づ け条件と 自己志向的 理 由

づ け条件，お よ び自己志向的理 由づ け条件 と コ ン ト ロ ー

ル 条件 の 闇 に は 有意 な差 は 見 られ なか っ た 。 大 人 の 不 在

場面 に お い て は，他者志向的理 由づ け条件 の 分与率 は 自

己 志 向的理 由づ け条件 と コ ン トロ
ール 条件 の 分与率 よ り

も有意に 高 く （P 〈．Ol）， 自己志向的理由づ け条件と ＝

ン トロ
ー

ル 条件 の 分与率 に は有意差は 見 られ な か っ た。

ま た，自己 志向的 理 由づ け条件に お い て の み，大人 の

在 ・不在 の 単純主効果が有意で あ っ た （F ＝6・45，df＝

1／27，P ＜・05）。つ ま り，自己 志向的理 由づ け条件 の 分

与率は大人 の 存在揚面 か ら不在揚面 に か けて有意に減少

し て い た 。

　 自己犠牲的分与者数の 分析　大人 の 在
・
不在場面 の そ

れ ぞ れ に お い て，自分よ ！ も犠牲者に多 く分与 し た者 を

自己犠牲的分与者と し た 。自 己犠牲的分与者数 に 関 し

て ， 大入 の 存在場面 と不在揚面ご とに 理 由づ け条件問 の

差 をみ る た め に z2 検定 が 用 い られ た 。ま た ，理 由 づ け

条件 ご と に 大人 の 在 ・不 在揚 面 の 差が McNemar の 方

法 に より検定され た 。 こ れ らは 結果 は TABLE ユに 示 き

て い る 。 大入 の 不在場面 に お い て ， 他者志向的 理 由づ け

条件 に は 他 の 2 つ の 条件 よ り も自己犠牲的に 分与 し た者

が多 くい た 。 更 に ， 自己志向的理 由づ け条件で は，大人

の 存在揚 面 か ら不 在揚 面 に か け て ，自己 犠牲的 に 分与 し

た者が 7 入 か ら 1 人 に 有意 に 減少 し て い た 。

考 察

　他者志向的理 由づ け条件 の 分与率 は大人 の 在 ・不 在に

関係 な く，他 の 2 つ の 理 由づ け条件の 分与率 よ り も 高

く，か つ 安定 し て い た 。一
方 ， 自己 志向的理 由づ け条件

の 分与 率 は 大人 の 存在場面 か ら不在場面 に か けて 大 きく

減少 して い た 。 こ れ と同様 の 結果が 自己 犠牲的分与者数

に 関 し て も得 ら れ た 。こ れ らの 結果は 仮説 2 を支持す る

もの で あ る 。 また，自己志向的理由 づ け条 件 の 分 与 率

は，大人 の 存在場面 に お い て は 他者志向的理由づ け条件

の それと有意 に 異な っ て お らず，大人不在場面 に お い て

は そ れ よ P有意に 低 く， コ ン ト ロ ール 条件 の 分与率 と同

程度 で あ っ た 。大入 存在場面 に お け る 自己志向的理 由づ

け条件 と コ ン ト U 一
ル 条件 の 分与率 に有 意差 が 見 られ な

か っ た こ と を除け ば，こ れ らの 結果 は仮 説 1 を支持 して

い る。自己犠牲的分与者数の 結果 も仮説 1 と一致す る 方

向 に あ っ た 。 以上 の 結果か ら，他者志向的理 由づ けは 大

人 の 在 ・不在と い う外的要因 に 影響され る こ とな く，犠

牲者 の 幸福 を目標 に した ，即ち愛他的な分与行動 を動機

づ け る こ と が示唆され る 。

一
方 ， 自己志向的理 由づ けは

大人 の 存在に よ っ て 期待 され る 具体的報酬 や社会的承認

の 獲得，あ る い は 罰や社会的 否 認 の 回 避 を 目標 に し た，つ

ま り利己的 な分与行動 を動機づ け る こ と が 示唆され る 。

　本研究は 大 人 の 在 ・
不在要因の 操作 を， 大人 存在揚 面

か ら不 在場 面 と い う一方向 の み に 限定 し，存在場面 と不

在場面 の 順序効果 に っ い て は 検討 し なか っ た 。他者志向

的理 由づ け が愛他行動 を動機 づ け る な らば，本研究 と は

逆 の 大人不在揚面 か ら存在場面 へ と状況 が 変化 し て も，

そ の 分与率 は 高 く，安定 して い る こ と が 予想 され る 。 ま

た ，自己 志向的理 由づ けが 利 己 的行動 を動機づ け る な ら

ば ， 分与率 は 大人不在場面 か ら存在場面 に か けて 増加す

る で あろ う。今後，大人 の 不在揚面 か ら存在場面 に操 作

し て も ， 本研 究 の 結果 が追 認され る か否 か検討す る 必 要

が あ る 。 更 に ，
＝ ス トの 高低 の よ うな大人 の 在 ・

不在要

因 以 外 の 状況 要 因 を用 い て も，本研究 の 知見 が 妥 当で あ

る か 否 か検討 し て い く必 要 が あ る だ ろ う 。

　本研究結果 に よ り ， 自己 に 向 け られ た もの か ，あ る い

は 他者に 向 け られ た もの か と い う理 由づ け の 方向の 効果

は ， 誘惑 へ の 抵抗行動だ け で な く愛他行動に も適用 され

うる こ とが 示 され た 。 で は ， なぜ 他者志向的 理 由づ け は

愛他行動 を動機 づ け ， 自己志向的理 由づ け は 利 こ 的行動

を動機 づ け る の で あろ うか 。Hoffman （1977）は誘導的

しつ け が愛他行動の 社会化 を促進す る 根拠 と し て ， 共感

の 機能を重視 し て い る 。 つ ま り， 誘導的 しつ け は 子 ども

の 注意 を他者 に 向 け させ ，外 的状 況 へ の 注 意 と 自 己 へ の

関心 を最小 に し，他者 の 苦痛 に 対す る 子 ど もの 自然な内

的情緒，即 ち共感に 基 づ い た 内発的 な動機 づ け を引 き 起

こ す 。
一方 ， 力 中心 の しつ け は 子 ど もの 注意 を理由 づ け

を与 え る大人 に向け させ，大人 の 罰や賞賛 に 敏感 に させ

る 。そ の 結果，罰 の 恐れ に 基 づ い た外発的な動機づ け を

もた ら す。こ の よ うな誘導的 しつ け と力 中心 の しつ け の

効果 は，そ の 言語的側面 で あ る 理 由づ けの 効果 と し て も
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適用され うる と 思 わ れ る 。

　誘導的し つ け と愛他行動の 問の メ カ ニ ズ ム に 関し て，

誘導的 しつ け に よ っ て 役割取得 と 共感 が 促 され る の か，

共感 と愛他行動 を誘導的しつ けが媒介す る の か が問題 に

な る。本研究 は 共感 を測定 し て い な い た め，他者志向的

理 由づ け条件 の 被験者が ど ち ら の プ ロ セ ス に 沿 っ て行動

し た か は 不 明 で あ る 。し か し ，従来か ら の 研究 で は犠牲

者が 仮説上 の 人物 あ る い は 実験者 自身 と し て 呈 示 され て

お P ， 被験者が 理 由づ け を与 え られ る前に共感する可能

性は 小 さ い と思 わ れ る 。一方，本研究 で は 犠牲者 と し て

実際の 子 ど もが TV を通 L て苦境状況を訴 え た 。こ の 直

接的 な 訴 え を 員撃 し た被験者は 理 由づ け の 前に 犠牲者 の

苦痛 に 共感 し て い た こ とが十分考 え られ る 。
こ の よ うに，

他者志向的 理 由 づ け の 効果 は誘惑 へ の 抵抗行動 と愛他行

動 の 両 方 に適用 さ れ う る も の の ，そ の メ カ ニ ズ ム は 単
一

で は な い の か も しれ な い 。 こ の 点 に関し て ， 更 に 研究 を

進 め る必 要 が あ る 。

　し つ け に は 長期 と短期の 2 つ の 目標が あ る こ とが指摘

され て い る （Sawin ＆ Parke，19SO）。 長期の 目標は道

徳的価値の 内面化 を促進 し ，自己 統制能力 を育 て る こ と

で あ る 。短期の 目標は あ る時期，あ る揚所で 子 ど もの 行

動 を統制する こ と で あ る 。本研究は 子 ど もの 愛他行動に

及 ぼ す理由 づ け の 短期的な効果 を実証 し た とい え る 。 更

に ， 親 の 誘導的 しつ け と役割取得 （山 岸 ， 1980）や愛他行

動　（Dulgokinski ＆ Firestone ，1974 ；Hoffman ，1975）

に 有意 な正 の 相関 を見 出 した 研究 は ， 他者志向的理 由づ

け が子 ど もの 愛他行動 の 発達 に お い て 長期的 な 効果 をも

持
．
っ て い る こ と を示唆 し て い る e 今後，愛他行 動 の 社会

化 に お け る 他者志向的理 由づ けの 長 期的 お よび 短期的効

果 の メ カ ； ズ ム を，子 ど もの 共感能力 と 関連 さ せ な が ら

検討 を加え て い く必要があ る 。
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