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幼児期 にお ける他 者感 情 の 推 測 能 力の 発達

一
利用情報 の 変化一

朝 生 あ け み
＊

DEVELOPMENT 　OF 　AB ユLITY 　TO 　 INFER 　 OTHER ’S　 EMOTIONS

　 　 　 　 　 　 　 　 　 IN　 PRESCHOOL 　 CHILDREN

Akemi 　 AsOU

　　The 　purpose 　of　this　study 　was 　to　exa 皿 ine　the ．bi】ity　 of　 pre −school 　chi ｝dren　（four

to　six 　year ・olds ）to　infer　ernotions ．　 Subjects　 were 　presented　a　short 　 story 　and 　information

on 　 a　hero’

s　behavior（eharacter ），　a．　nd 　then　 were 　asked 　 to　infer　the 　hero’s　emotions ，　The

result 　 of 　a　 selies 　of　three 　experiments 　showed 　that 　younger 　children 　tended 　 to　infer　the

hero，

s　 emotions 　 using 　 only 　the 　 situational 　 infoTmation ，　 while 　 o ！der　chi ｝dren　 could 　 infer

the 　herQ’s　 elnQtions 　using 　not 　 only 　 s三tuational　 information 　 but　 also 　 information　on 　the

hero’s　behavlor（character ） or 　the 　knowledge 　of 　socia 圭catego τies．

　　Key 　words ： pre ．school 　children ，　 infer　 emotio 皿 s，　 situational 　 information ，　information

on 　hero’

s　behavior （character ）．　know 】edge 　of　 social 　categories 。

問 題

　入 が 社会 の 中 で よ り良い 生活を 送 る た め に は ， 他者が

ど の よ うな 立場 に お か れ ， どの よ うな状態や気持で あ る

か を知 り ， それ に 基 づ い て 適切な行動 が 取れ る こ と が 重

要 で あ る 。

　本研究 で は ，他者 に 対 し て 適切 な行 動 を 取 る た め の 前

提条件 と考えられ る 他者 の 感情を推測す る能力 の 発達に

っ い て 検 討す る。

　他者 の 感情を推測す る 能力を扱 っ た 研究は ， 幼児 の 自

己中心性 の 検討 と い う文 脈 で ，B 。 rke （／971 ），　 Deutsch

（1gア4），　 Chand ］er ＆ Greenspan （1972 ）な ど幾 つ か の 研

究が あ る。こ れ ま で の 研究 で は ， 4 歳頃 に な る と， 日常

場面 で の 種々 の 状況に お か れ た 他者 の 感情を推測 で き る

よ うに な る こ とが 明 らか で あ る 。 し か し，こ れ ら の 研究

で は ， 幼児 が 自 己 中心的 で あ る か 否 か とい う二 分法的な

見方 で 研究が進 め られ て お り， 幼児 が ど の よ うな 方法 で

他者感情 を推測 し，そ の 推測方法 がどの よ うに変化 し て

い くか に つ い て は 明 ら か に し て い な い
。 ま た ，人 は ， 同

拿　 公 文教 育研究 所 （Kumon 　Instkute　 for　 Fklucational　Rese ．

arch ）

一場面 で も必ず し も同 じ 感情 を抱 くと は 限 らず．そ れ は

そ れ ぞ れ の 人 の 持 つ 特性や過去 の 経験な どに よ っ て 異な

る と思 わ れ る が，こ れ ま で の 研究で は ， 自他 の お か れ て

い る状況 の 違 い に の み 焦点をあて て お り，自他 の 特性が

異 な る場合の 他者感情 の 推測 に つ い て は ほ と ん ど検討し

て い な V  

　 そ の 中 で ， GnePP ，　 Klayman ＆ Trabasso （1982）は ，

他者 感情を 推測す る 際 に 使用 され る 情報源に つ い て 調べ

て お り， こ れ ま で の 研究方向と は 異な っ た観点 を示 し て

い る 点 で 重要 で あ る 。

　Gnepp ら は ， 他者感情を推測す る 際 に 使用 され る 情

報源 と し て ，S ： 状況情報 ，　 N ：他 者 の 属 す る 集 団 の
一

般的行動傾向に つ い て の 情報，P ： 特定他者 の 特 性 に っ

い て の 情報を想定 した ．就学前 児 （3 〜5 歳 ）， 6 〜7 歳，

大学生 で 調 べ た結果 ， 適切な反 応 は年 齢 と共 に増加す る

が ，すべ て の 年齢群で S 情報 よ りもN 清報 を ， N 情報 よ

り も P情報 を好 ん で 使用 し，こ の 点 に お い て 年齢差 は み

られ ない と報告 し て い る。そ し て ， 他者感惰 の 推 測能力

の 発達的な差 は ， 質的 と い うよ り もむ し ろ 量 的 な もの で

あ る と述べ て い る。しか し ， 呈 示 され た 場 面 で の 被験者

自身 の 感情 が 不 明確 で あ り，被験者が N 情報や P 情報を
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本 当に利用 した か ど うか 疑 問 が 残 る 。 さ らに ， 推 測理由

を聞 い て い な い の で，推測に 至 っ た 過程が不明確で あ る．
こ れ らの 問題 点を残 した ま ま Gnepp ら の 研究 か ら直ち

に 他者感情 の 推測能力 の 発達的な差 は ， 質的 とい うよ り

もむ し ろ 量的 な も の で あ る と結 論を下す の は 早急すぎる 。

　本研究 で は ，実験 1，H で こ れ ら の 問題点 を補 い ， 幼

児 の 他者感情 の 推測能力 の 発達的変化を検討す る。

　また ， Gn 叩 p ら の 研究で は ， 他者感情 を 推 測 す る 際

に 利用す る情報 と し て ， 外 か ら新た に 呈示され る情報 の

み を扱 っ て い る が，人 が 他者感情を推測す る 際 に 利 用 す

る情報 は そ れ だ け で あ ろ うか 。

　Higgins （19SO，1981 ）は，他者 に つ い て の 判断に お い

て 社会的 カ テ ゴ リ 知 識 （『大人 だ か ら〜が 好 きで あ ろ う」 と

い うよ うな年 齢，姓 な どの ヵ テ ゴ
！ノ知 識）が使用 され る の で

は な い か と述 ぺ て い る。さ ら に，木下 （1985 ）は ，他者

の 好 み の 推測に お い て 社会的 カ テ ゴ リ知識が利用 され る

こ とを実証的 に 示 し て い る。

　 こ れ ら の 研究は ，直接，他者感情 の 推測 を扱 っ て は い

な い が対象とな る他者 の 属す る 社会的 カ テ ゴ リに つ い て

の 既有 知 識が 他者感情 の 推測 に 利用 され る こ と を示唆 し

て い る 。実験肛 で は ，
こ の 点 に つ い て 検討す る。さ らに ，

社会的 カ テ ゴ リ知識が利 用 され る とすれ ば ，こ の 既有知

識 は ，新 た に 外 か ら与 え られ る 情報と ど の よ うに 影響 し

あ うの か とい う点 もあ わ せ て検討す る 。

　以上 ， 本研究で は実験 1，ll， 皿 に よ っ て ， 幼児が他

者感情を推測す る際 に ど の よ うな情報をどの よ うに 利用

す る の か ，さ らに ， 幼児期を通 して 情報利用 の 方法 （推

測 方法 ） が ど の よ うに 変化 す る の か を 明 らか に す る 。

実　験　 1

　 目　 的

　幼児が ， 主人 公 の お か れ て い る状況情報 と 自己とは 異

な る 特性 を持 つ 主 人 公 の 行動 〔特性 ）情報 を与 え られ た

場合，主ノ丶公 の 感情を推測す る際に ど の 情報を利用す る

TABLE 　1 刺 激 材 料

課　題 行 動 情 報 例　話

か．さ ら に，そ の 利 用方法は加齢 と と もに ど の よ うに 変

化す る か を明 ら か に す る。

　推測方法 と して 2 つ の 型 を想定 した 。 第 ユの 型 は，主

人 公 の 行動情報 は 利 用せ ず状況情報 の み を利用 して 主人

公 の 感情 を推測す る もの。これ は，自分 が そ の 状況 に い

た ら ど うい う気持 に な る か を 考 え ， そ れ を そ の ま ま他者

の 気持 と見 な す もの で あ り ， 自己 を準拠点 と し て の 推測

と言 え る 。 こ の 方法 を本実験で は ， 自 己 準拠型 の 推 測 方

法 とす る 。第 2 の 型 は，状況情報 と主 人 公 の 行動 （特性）

情報の 両方 を利用 し て感情を推測す る もの 。こ れ は，状

況 だ け で な く他者の 特性 をも考慮 に い れ て の 推測 で あ り，

こ の 方法を本実験 で は ， 他者準拠型 の 推測方法 とす る．

　 自己準拠型 の 推測 は ，自己 の 感惰を そ の ま ま 主人公 の

感情 とす る もの で 自己 の 感情 を統制す る 必要 は な い e
一

方 ， 他者準拠型 の 推測で は ， 状況 と他者 の 特性の 両方 を

考慮 に い れ な け れ ば な らず，か つ ，自 己 と飽者が異な る

特性 を持 つ 場合 に は 自己 の 感情を統制す る こ とが必要で

あ る。以 上 よ り，自己準拠型 の 推測 よ り も他者準 拠 型 の

推測 の ほ うが 難 し い と考え られ る 。従 っ て，年齢が 上が

る に つ れ て ，自己準拠型 か ら他者準拠型 の 推測方法 へ と

変化 して い くで あ ろ うと 予 測 で き る。

　上 記 の 点 に つ い て ， 被験児 と異な る 特性を持 つ 主 人 公

の感情 を 推測す る 課題を設定 し て 検討す る。

　 方　法

　被験児　幼稚園 お よ び保育園 の 年少児 （平均 年 齢 4 ；1，
レ ン ジ 3 ；7 〜4 ；6）， 年 中児 （平 均 年 齢 5 ； 0，レ ン ジ 4 ；7〜

5 ；6），年長児 〔平均年齢 6 ；1，レ ン ジ 5 ；7〜6 ；6），各30名

（男女 各15名）D

　材料　嬉 し い 気持 ， 悲 し い 気持，怒 っ て い る 気持，普

通 の 気持 の 4 種類 の 表情図 。 主 人 公 の 行動情報 を呈 示 し

な い 課 題 と し て 使用 す る例話 2 つ
， 行動情報を呈示 す る

課 題 と して 使用す る例話 4 つ と行 動情報 （TABLE 　1） お

よ び そ の 内容を示す図版 （FIG ，　D 。 な お ，表情 図 お よ び

主 人 公 の 性 は ，被験児 と一致す る よ うに した 。

　　　　　　　　　　　　　　 手 続　主人公 の 行動情

　　　　　　　　　　　　　 報 と例話 をその 内容 を示

使 用 実 験

款 覊 誕 含1穀 畫器 1逮翻
麗灘 B｛雛 灘 纛 謙 農、｝9
テ レ ビ 課 題 E

儲；鵬 齢
見て い る

｝

A プ レ ゼ ン トを もら う

B　 玩具 が 壊れ る

C 　 カ ブ ト虫 を貰える

C’　カ ブ ト虫を 貰 えな くな る

　 砂遊 び を す る

　 砂遊 び が で きな くな る

E　 パ ーマ ソ が テ レ ビに 映 る

　

皿

　

OHH

・
　
・

II1

・皿
11

・叮

1

皿
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す図版 と と もに 呈 示 して ，

主 人 公 は どん な 気持 で あ

る か ， どん な 表情に な る

か （表情 図選択 ），そ う い

う気持 に な っ た の は ど う

して か な どに つ い て 質問

す る （具 体的な 質 問 形式 を

TABLE 　2 に 示 す ）。そ の 際，

主 人 公 の 行動情報 は ， 被

N 工工
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　　 一　一．＿　　一
義

石 動情報 CD −rカ ブ ト虫 を見 る と逃 げ る 』

ノ ン ちゃ ん は 、カ ブ ト虫 を 見 る とい っ 』

逃 げ て しまい ま す e

細

懿

‘列言占cr カブ ト虫 を貰〔P＿る 」

ノ ン ちや ん が 公 園 で遊 ん で い る とお

友 達 が カブ ト虫 を 持って きま し た 。
そ し て ．ノ ン ちゃ ん に あ げ る と言 っ

て カ ブ ト虫 を さ し だ し ました。

FIG・1 刺激材料の 具 体例 （カ ブ 5 虫の 好 きな 女児 用 ）

TABLE 　2 質　問

番 号 i　 　　 　 　　 　　 内　　 　 容

、 i．○○ 。 。 んは ．。 ん 嚇 だ 脳 、，すか （至人廳 情 麟 言 語報告）

2　100 ちゃ んは ，どん なお 顔 ｝こ な り ますか （主 人 公 の 惑情 推測，表情 図選 択 ）

3　　00 ち ゃ ん は ，ど うして ロ コ 気持 に な っ た ん だ と思 い ま すか （主 人公 の 感擣推 測の 理 由）

4　　00 ち ゃ んは ，カ ブ ト虫 （お 砂遊 び ）が 好 きだ と思 い ま すか ，嫌い だ と思 い ますか

　　　 〔主 人 公 の 特性 推測 ）

5　； ○○ ち ゃ ん は ，お 砂 遊び が 始 ま る と い つ も ど うす る ん で すか （主 人 公 の 行 動精 報 の 確認 ）

6　i ど うし て ○○ ち ゃ ん は，お 砂遊 び が始 ま る とす ぐ家 に 帰 っ て し ま うの だ と思い ま すか

　　 1　 （主人 公の 特性 椎測）
　 　 　

7　．
お 砂遊 び の 嫌 い なQ ⊂）ち ゃ ん が ，お 砂遊び を す る こ とに なった と き，ど ん な 気 持 だ と思 い ます か

　 　 　 （主 人公 の 感情 推測 ）

験 児 の 気持 と は 異 な る と 想定 し た もの を 呈示す る 。

　実験順序 は，  表情図 の 確認をす る。  被験児 を主人

公 と し て ，例 話 C 『カ ブ ト虫 を貰え る 』 と例話 D 『砂遊

び をす る 』 を提 示 し，被験児 が ど うい う気持 で あ る か を

聞 く 。 こ こ で の 反 応 に よ っ て ， 後 に 呈示す る 行動情報を

決定す る e   主 人 公 の 行動情報 を 呈 示 し な い 課題 ： 例話

A 『プ レ ゼ ン ト を も ら う』 ま た は 例話 B 『お も ち ゃ が壊

れ る 』 を提 示 し，質問 1 ， 2 を行 う。  主人公 の 行 動情

報 を 呈 示 す る 課 題 ニ カ ブ ト虫課 題 C （FIG 、ユ） を 提 示 し，

質問 1 〜 4 を 行 う。次 い て ， 砂遊び課題 D ，」
を 提 示 し，

質問 1 〜 4 を行 う。  主 人 公 の 行動情報 を呈 示 し ない 課

題 ： 例話A ま た は B を提 示 し ，質問 ユ，2 を行 う．、  主

人公 の 行動情報を 呈示 す る課題 ： 砂遊 び課題 D を提示 し，

質問 1 〜4 を行 う。次 い て ，カ ブ ト虫課題 C ’
を提示 し，

質問 1 〜4 を行 う。

　行動情報 を呈 示 し ない 課題 を設 け た の は，こ の 課題が

従来使用 され て い る も の で 比 較的易 し い 課題 で あ る と考

え られ る の で，被験児 の 気持 を和 ら げた り ， 類 似課題 へ

の 飽 き を防 ぐた め で あ る 。

　実験 は ，す べ て 筆者 に よ り個別 的 に 被験 児 の 所 属施設

の 1室 で 行 い ，子 どもの 反応や発話 は ，一
定 の 形式 で筆

記す る と と もに テ ープ レ コ ーダー
に 録音 し た。

　 結果と考察

　主入公 の 行動情報 を提示す る譟題 に おけ る反 応 を ， 言

語報告 と選択 され た 表情図を基 に 3 つ に 分 類 した 。 自己

準拠反応 ： 主 人 公 の 気持 を自分 と 同 じ で あ る と推 測 した

も の 。他者準拠反応 ： 主 人 公 の 行動情報 か ら，主 人公 の

特性 を 正 し く推測 し ， それ を基に し て 感情を 推 測 し た も

の 。 推測不能 ： 普通 の 気持 の 表情図を選択 し，さ ら に ，

言語報告 も選 択理 由もない もの 。 ラ ン ダ ム に選 ん だ 30名

の デ
ータ を 2 人 の 評定者が独立 に 評定 し た と こ ろ ， 分類

の
一

致率 は ，全例話 go財以上 で あ っ た 。

  　個 々 の 反 応

　各例話 ご と に他者準拠反応 を し た場合 に 1点 を 与 え ，

個 人 別 に 合計得点 （0 〜4 点 ） をだ した 。平均得点 （SD ）

は ，年少児   ，6 （1．〔，），年 中児 0．9 （1．3），年 長 児 2・7

（1．5）で あ っ た。分散分析 の 結果 ， 年齢の 主効果 が有意

で あ っ た （F（2，87）＝＝　27．　Z4，　 p〈．Ol）D さら に ，　 Newman −

Keuls 法に よ り対問比較 を行 っ た 結果 ， 年 中，年長児問

に お い て 1 ％e 水準 で 有意差が 得 られ た 。

　年少 ， 年 中児 で は ，他者準拠反応 が 少 な く両年齢群間

に 差が ほ とん どみ られ な い
。

こ れ に対 して ， 年長児に な

る と 著 し く他者準拠反応 が 増加 し ，年中，年長児問に他

者感情の 推測方法 の 発達的変化 が み られ る 。

  　個人 内の 反応パ タ ーン

　 4 例話全 て に ，自己準拠反応 を した者を 自己 準拠型，
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他者準拠反応 を した者を他者準拠型，両反応 を含む者を

混合型 と し た 。 各型 の 人数を TABLE 　3 に 示 す。

　　 TA 肌 E　3 反 応 パ ターン 別入数 （ ）内賜

　　　　　　　　　　 年 　少 　　　年　中　　 年 　長

　　 自 己 準 拠 型 　20 （67）　 19 （63）　 4 （13）

　　 混　　　　合　　　　型　　　　　9　（3e）　　　　9　（30）　　　　13　（43）

　　 他 者 準 拠 型 　 1 （3）　 2 （7）　 13 （43）

　年齢 x 反応 パ ターン の 7．
2
検定 は ，有意 で あ っ た （22＝

28，88，　ζ〜ア； 4，　p＜．001）D

　年少，年 中児 で は ， 自己 準拠型 が 中心 で ， 両 年齢群閤

に差が ほ とん どみ られ な い 。こ れ に 対 して ， 年長児 で は ，

混台型 と他者準拠型 が 中心 とな る。つ ま り， 反応 パ ター

ン に よ る 分析 に お い て も、年中児 と年長児 の 問 に 発達的

変化 が み られ る。

  　推 測 理 由

　感情 の 推測 理 由 を 6 っ に 分類 した 結 果 を FIG．2に 示

す 。

目 齢 鴿 鶤 鞴
勘

　圜 欝 鵠 畠
噌 蹠 矯 に

囮 主 人 公 の 特性 に 関 す る理 由 ■ その 他の 理 由

團 状 況 に 関 す る 理 由　　　 匚コ理 由な し

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 ．o
自己準拠反応

（反応数：223）
538 、］1．7 305

他者準拠反応
　 　 　 　 　 ／14
〔反応数 ：123：1

7 ．3
43． 293 8J

．FIG・2　自己 準拠反応と他者準拠反応 の 推測理 由の

　　　　　 割合 （％ ）

　なお ，ラ ン ダム に 選 ん だ 30名の データ を 2 人 の 評定者

が独立 に 評定 し た と こ ろ，分類 の
一

致率 は ， 91％で あ っ

た。

　 自己 準拠 反 応 を した 揚合は ， 状況 に 関 す る理 由 （カ ブ

ト虫 くれた か ら） をあげて い る者が多 い
。 ま た，被験児 自

身 の 気持 （ヵ ハ 虫，欲 し い か ら） を理 由 と し て い る 者も

い る 。

　他者準拠反応を し た場合 は ， 主 人 公 の 特性 に つ い て

（ヵ ブ ト虫，嫌 い だ か ら）の 理 由 を 述 べ て い る 者が多い
。

こ

れ は ， 主人公 の 行動情報か ら主入公 の 特性 を推測 し，そ

れ を基 に 主 人 公 の 感情 を推 測 して い る こ と を示 し て い る 。

ま た ，他者準拠 反応 に もか か わ らず，状況 の み を理 由 と

して あげて い る 者に 対 して さ ら に質問す る と，ほ とん ど

の 者 （36人 中34人 ）が 主 人 公 の 行動 や 特性 に つ い て 言 及

す る こ と がで きる 。

　 つ ま り， 自 己準拠反応 を示 す者は，状況情報 に よ っ て

主人 公 の 感情 を推測し，一
方 ， 他者準拠反応 を示 す者は，

状況情報と主人公 の 行動情報 に よ っ て 主人公 の 感情 を推

測 し．て い る こ と が わ か る 。

　 以上 の 結果 か ら，4 〜 5歳児 で は ， 状況情報の みを利

用 し て ，つ ま り，他者 の 特性 は 考慮に い れ ず他者 の お か

れ て い る状況か ら感情を推測する もの が 多 く， 6 歳児 に

な る と，主人公 の 行動情報と状況情報の 両情報を利 用 し ，

他者 の 特性を考慮に 入れ て感晴を推測す る 者が多 くな る

と 考えられ る 。 これ ら よ り，他者感緕 の 推 測能力 に お い

て ，加齢 に伴 っ て．利用す る情報 が 変化す る とい う質的

な 発達的変化 があ る と考 え られ る。

　 こ の 結果 は ，Gnepp ら （1982 ）の 就学前児 で も主人公

の 特性 を考慮 して 感情 を推測 し， 他者感情 の 推測能力 の

発達的変化は質的 と い うよ D も む し ろ 量 的 な も の で あ る

との 結論と くい 違 うもの で あ る 。 な ぜ ， こ の よ うな くい

違 い が み られ る の か 。 それ に は 2 つ の 要因が考え られ る c

　第 1 に は ， Gnepp ら の 研究 で は ，被験者 自身 の 反 応
を 測定 し て お らず，主人公 と被験者の 特性 が 異な る か ど

うか 不確か で あ る。そ の ため ，主 人 公 と被験者 の 特 性 が

等 しか っ た 場合 に ， 主 人 公 の 特性を考慮 し．た と過大評 価

された 可能性があ る の で はな い か と考え られ る。

　第 2 に は，彼等 は 被験者 の 年齢段階 を 3 〜5 歳，6 〜

7 歳 大学生 と大 きく 3段階に と っ て い る の で，細か な

変化を見 い だす こ とが で きな か っ た の で は ない か と考え

られ る 。

　実験 1 の 課題 で 他者準拠反応 をす る た め に は ，主 人 公

の 感情 を推測す る時点 で ， 主人公 の 特性 の 正 し い 理解 と

保持が必要 で あ る 。 自己準拠反応 を し た被験児は ，主 人

公の 特性 を十 分 に 理 解 し て い な か っ た か ，あ る い は，理

解 して い て もそれ を保持 し て い なか っ た の か も しれ な い 。
そ こ で ， こ の 点を明 らか に す る た め に 実験 H を行 う，

実　験 　 H

　 目　 的

　自 己 準拠反 応を示 す被験児 に 対 して ， 主人公 の 特性 を

正 し く理解 させ た 上 で 主 人 公 の 感情 を推測 させ る 実験群

と，こ の よ うな 手 続 をふ ま な い 統制群 との 比 較 に よ り，

自 己 準拠反応 に な っ て し ま う原 因が ， 主 人 公 の 特性 の 正

し い 理 解と保持 の 欠如 で あ る か 否 か を 明 らか に す る。

　 方　 法

　被験児　実験群 ： 幼稚園年中児 （平 均年 齢 5 ；3，レ ン ジ

4 ；9〜5 ；8）．18 名 （男女各 9 名 ）。統制群 ： 幼稚園年 中 児

（平均年齢 5 ；3，レ ソ ジ 4 ： 10−v5；7）， 14名 （男女各 7 名）。

　材料　実験 1 で 使用 した 表情図。例 話 A ，B ，砂 遊び

課題 D （行動 情報 DO 一例 話 D ） とそ れ らの 内容を示す図

版 （TABLE 　1）．

　手続　  表情園 の 確認 を す る 。   被験児を主 人 公 と し

て ， 例話 D を呈 示 し，被験児 自身 の 気持 を 聞 く 。 なお ，
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全員 が 『嬉 し い 気持』 を示す反応 で あ っ た。  砂遊び課

題D を提示 し ， 質問 1 〜 4 （TABLE 　2）を 行 う。 こ こ で

の 反応 で ，主人 公 の 特性 を正 し く理解 し て お らず 自 己準

拠反応を示す者を，本実験 の 被験児 と した 。 実際に は，

45名中32名 ＊が対象児と な り， 彼等 を ラ ン ダム に 前述 の よ

うに 2 群に分 け た e   行動佶報 を呈示 し ない 課題 ：例 話

A ま た は B を提 示 し，質問 1 〜 3 ＊ ＊
を行 う。  行動情報

を呈示す る課題 ： 砂遊び課題 D を提示 し ， 質問 1 〜 4 お

よ び 7 を行 う。な お，実験群の み ，行 動情報 DO −r砂 遊 び

が始ま る と家に 帰 る 』 を呈示 した 直後 に 質問 5 ，6 ，4＊＊＊

（TABLE2 ） を順 に 行 い ，主 入 公 の 特性 へ の 注 意を 促 した 、

　結果 と 考察

　実験 1 と同様に，例話 D （乎続   ） で の 披験児 の 反 応

を，自己 準拠反応 と他者準拠反応 に 分類 し た 。ま た ，自

己準拠反応 を行 っ た者 に つ い て は ， 質問 4 で の 反応 を基

に，保持 タ イ プ （主 人 公 の 特性 の 正 しい 理 解 を 持保 して い る ）

と非保持タ イ プ （主 ノ、公 の 特性を 保持 して い たい ）に 分 けた 。

結果 を F］G ・3 に 示す 。

　　　　　　　鬮 他 者 準 拠 反 応

　　　　　　　EZi］自己 準 拠 反応 保 侍 タ イプ

　　　　　　　匚コ 自己準．拠 反 磨非 保持 タイプ （変 化 な し）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 〈％ ）

辮 （ls名｝t W ：：］

御 14名）匝 ：：：：コ
FIG．3 実験群 ・統制群 の 反応 の 割合

　　　 TABIE 　4　実 験 群 （男児 5 才 0 か 月）

（主 人 公 は ひ ろ し君 ）

　他者準拠反応 に 変化 した もの は ， 実験群 で 18名中わ ず

か 4 名に す ぎず ， また ， 統制群で は
一

人 もい な か っ た 。

　自己準拠反応 に つ い て の み ，群 （実 験群，統制群 ）x 保

持 タ イ プ （保持，非 保持 ） の ガ 検定 を行 っ た 結 果，有意

で あ っ た （XT＝4．45，　 c？f＝1，　 Pく．05）。

　 こ の こ とか ら，質問 5 ， 6 ， 4 に よ っ て 行動情報を強

調す る こ と で ， 主 人公 の 特性 を正 し く推測，理 解さ せ ，

そ れ を保持 させ る こ と に効 果 が あ っ た とい え る。 し か し，

こ れ が，主人 公 の 感情推測 に 利用 され る こ と は 少 な か っ

た 。

　ま た ，自己 準拠反応 を示 した も の （両 群併 せ て 22 名）に

対 し て ， 直接，主 人 公 の 特性 を言及 し て 感情 の 推測を求

め て も （質問 7 ）相変わ らず 『い い 気持 』 と答 えた 者が 18

名 （82％） い た 。具 体 例 を TABLE 　4 に 示 す 。 『わ か ん

な い 」 と答 え た もの は 3 名 で ， 『嫌な気持』 と 訂正 し た

者 は 1 名 の み で あ っ た 。

　以 上 よ P，た と え 主人公 の 特性 の 正 しい 理解 と保持が

で きて い て も， そ れ を利用 せ ず に 自己 準拠反応 を す る 者

が い る こ と がわ か る。つ ま り ， 主 人 公 の 特性 の 正 し い 理

解と保持が，直接 ， 主人公 の 特性を利用 し て の 感情 の 推

測 に結 びつ くわ けで は な い と考 えられ る。

　それ で は ，ど の よ うな 要因 が 自己 準拠反応 と関連 して

い る の か 。

　あ る被験児は ，主 人 公 が 砂 遊び が 嫌 い で あ る こ と を理

解 しな が ら も ， 主 人 公 の 気持を 『い い 気持』 と推測 し ，

　　　　　　 そ の 理 由と し て 『（主 人公 は ）や な 気 持 だ け

　　　　　　 ど，砂遊びや りた い な と思 うか ら』 と答え

質 問 反 応

行 動情報 DO −
5　 ひ ろ し君 は 、お 砂遊び が始 ま る と い つ も i帰 りた い と巴 う

　 　 ど うす るん で す か

6　 ど うし て 帰 りた い と思 うの で すか 　　　　ひ ろ し，お砂 遊 び 大嫌 い だ か ら

例 話 D123

尸
D

67

ひ ろ し君 は ，ど ん な気持 だ と思い ますか 　い い 気 持 だ と思 う

どん な お 顔 に な り ますか 　　　　　　　　（嬉 しい 気待の 表情図 を さす ）

ど う し て，ひ ろ し君は い い 気持 ；こ な っ た 　 お 砂遊 び が 大好 きだ か ら

ん で すか

ひ ろ し君は ．お 砂遊 び が始 ま る と ど うす 　か え っ ち ゃ った

る ん で すか

ど うして 帰 っ ち ゃ
・
っ た ん だ と恩い ますか 　お 砂遊び が大嫌い だ か ら

お 砂 遊 び の 嫌 い な ひ ろ し 君 が，お 砂 遊び ・い い 気持

をす る こ とに な っ た とき，ど ん な 気 持だ 1

と思 い ます か 　　　　　　　　　　　 ：
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ｛

て い る 。こ れ は ，自己 の 感情統制 の 欠如 に

よ る と考え られ る 。

　ま た ，そ の 他 の 要因 と し て ， 同
一一

場面 で

も人 は 必 ず し も同 じ感情を抱 くとは 限 らな

い こ と の 認識の 欠如等が考え られ る 。

’
　45名中 13名は ，他 者 準拠 反応 を示 した の で ，本 実験の 対象

　か ら 除い た。
纏 ’”

　質問は，子 ど もの 反応 に 応 じて ，言い 方を か え た ）質

　問を はこぶ くこ と もあ っ た。

実　 験　 皿

　目　 的

　実験 1 に よ っ て ， 他者感情 を推測す る 際 ，

主 人 公 の お か れ て い る状況情報と行動情報

が 利用 され る こ と が明らか とな っ た 。し か

し ， こ れ らの 情報以 外 に も ， 他者感情の 推

測 に 利用 され る もの と し て 社会的カ テ ゴ リ

知識が考え られ る 。実験 皿 で は ，幼児 が 社

会的 カ テ ゴ リ知識を 利用 し て 他者感情を推

測す るか 否 か ， も し，利用 す る とすれ ば ， そ れ は ，新た

に 外 か ら与 えられ る情報 と どの よ うに 影響 しあ う の か と

い う点 に つ い て 検討す る。
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　具体的 に は ，種 々 の 社会的 カ テ ゴ リに 属す る 主 人 公 を

設 け，主 人 公 の 行動情報を与 え な い 揚合に，幼児が社会

的 カ テ ゴ リ を利用 し て 感情 を推測す る か 否 か ， ま た ， 被

験児の 社会的 カ テ ゴ リに関する既有知識と矛 盾す る主人

公 の 行動情報を呈示 した 場合 に ，どち らの 情報を利 用す

る か ，さ ら に ，そ の 利用方法 は 年齢 と と もに どの よ うに

変化す る か を明 らか にする。

　 方 　 法

　被験児　幼稚園 お よ び保育園 の 年少児 （平 均 年齢 4 ； o，

レ ン ジ 3 ；8〜4 ； 5 ）， 年 中 児 （平均 年齢 4i 】1，レ ソ ジ 4 ；6

〜5 ；5）， 年長児 （平均 年齢 6 ；O，レ ン ジ5 ；6〜6 ；4）。各 28

名 （男女 各 14名）。

　材料　表情 図 4 枚 。 例話 C ， E と各例話 の 主人公 の 行

動情報 （TABLE 　1） お よ び そ の 内容を示 す図版。主人 公

と し て ， 社会的 カ テ ゴ リ が異な る 乳児 ，同年齢男児，同

年齢女児 ， 成人男性 ，成入 女性 の 5種 を設 け た 。

　手 続　実験 1 とほ ぼ 同 じで あ る。

　被験児 を各年齢ご と に ラ ン ダム に a ，b 群に 分 けた ．

a 群 に は，カ ブ ト虫 課題 C で 同年齢同性，成人 異性，テ

レ ビ課題 E で 同年齢異性 ，成 人 同性 の 主人公 を与 え，b

群に は ，カ ブ ト虫課題 で同年齢異性 ， 成 人同性 ， テ レ ビ

課題 E で 同年齢同性，成 人 異 性 の 主 入 公 を 与 え た 。乳 児

の 主人公 は ， 両課題が各群内 で 同数 に な る よ うに した 。

　実験順序 は，  表情図 の 確 認 をす る 。  例話 C お よ び

E を被験児 を 主 人 公 と して 呈 示 し．被験児自身 の 気持 を

聞 く。  例話 B を呈示 し，質問 1〜 3 を行 う。  カ ブ ト

虫 課題お よ び テ レ ビ 課題 を 主 人 公 の 行動情報を 与 え ず に

呈示 し，そ れ ぞ れ質問 1 〜 3 を行 う。  カ ブ ト虫課題 お

よ び テ レ ビ 課 題 を そ れ ぞ れ の 主 人 公 の 行動情報 を与 え て

呈示 し ， 質問 1〜 3 を行 う。 な お，主 入 公 の 行動情報は ，

  で の 被験児が推測 した 感情 とは 矛盾す る感情を示す で

あ ろ う と 想定 し た もの を 与 え た 。

　実験順序  ，   で の 例話呈示 順は，ラ ン ダ ム で あ る 。

TABLE 　6　カ テ ゴ リー別反応数

　　 カ ブ ト虫課題 　　　　　 テ レ ビ 課 題

年 少児　年 中 児　年 長児 …年少 児　年 中児　年長 児

ABCDEF

分 類
不能

92719204 5344

亙

21

1

　

　

　

　

3i

ハ
リ

ー

43330

　

　

　

　

」
q

ユ

85324534 3142172？”
　

　

　

3

O143570ー

　

　

　

　

ハ
01

TABLE 　5　実験 皿1に お け る 反 応 分類基 準

　 結果 と考察

　行動情報を呈示 しな い 場合と呈示 した揚合で の 反応 を

対比 して ， 各反応を TABLE 　 5 の よ うに分類 した 。

　 な お ，ラ ン ダム に 選 ん だ 15名 の デ ー
タ を 2 人 の 評定者

が 独立 に 評定 し た と こ ろ ，一
致率 は 91％ で あ った 。

　反 応を各カ テ ゴ リ別 に 分類し た結果 を TABLE 　6 に 示

す。

　 A 反応 は ， 行動精報 の 有無 に か か わ らず状況情報 の み

を 利 用 して他者感情を推 測す る も の で あ る か ら，自己 と

は 異 な る 特性をもつ 他者 と い う点 に つ い て の 配慮が 欠 け

て い る反応 と考 え られ る。 B ，　 C ，　 D 反応 は ，自己 とは

異 な る 特性 をもつ 他者 と い う点 に つ い て の 醗慮は あ る が ，

適 切な感情推測 に は 至 っ て い な い 段階 に あ る反応 と考 え

られ る。E 反 応 は ，状況情報 と他者の 行響 報を効果 的

に利用 して 感情 を推測 して い る反応 と考 えられ．る。F反

応 は ，主 人 公 の 行動情報が与 え られ な け れ ば，そ の 主 人

公 の 社会的 カ テ ゴ リ知識 を利用 し て 推測 し ， 特定他者 と

して の 主人 公 の 行動情報 を呈 示 され れ ば，そ れ を 利 用 し

て 感情を推測 して い る もの で あ る か ら ， E 反応 よ りもさ

らに 進ん だ反応 で あ る と考え られ る。以上 の よ うに 各反

応を と らえ ， 年齢 × 反応 カ テ ゴ リ （A ，B＋ C＋ D ，　 E 、　 F）

で ノ 検定を行 っ た 結果 ， テ レ ビ課題 の 主 人 公 が乳児 ・

女児 の 場 合 を 除 い て ，す べ て 有意 で あ っ た （ヵ ブ ト虫課

　　　　　　題 ・乳児 Z
’
2＝14、80，女児 xz＝24．92，男児 X1＝

　　　　　　22．44，成人 女性 X2＝19．15，成 人 男性 Z2＝14．9 ，

行動情報 を呈示 しな い 課 題　　
’
　 行 動情 報 を 呈 示す る 課 題

　A 　、状 況 情報 を利 用 し て 推測 す る　　 状況 情報 を 利 用 し て 推 測 す る

　 B 　　社 会的 カ テ ゴ リに 関 する 既有知識 ．社会 的カ テ ゴ リに 関す る既有知 識

　　　 を利 用 して 推 測す る　　　　　　　を利用 し て 推 測する

　C　 】 状況 情報や社会的 カ テ ゴ リに 関 す ；推 測 で きない

　　　 る既 有知 識を 利 用 し て 推 測す る

　 D 　　推灘で きな い 　　　　　　　　 ．行 動情 報 を利 用 して 推測 す る　　　ト
　 E 　 l状 況情報 を利用 して 推 測す る　　

’
行動情報を 利用 して 推蒲す る

　F 　 l社 会的 カ テ ゴ リに 関 す る 既有 知識　行 動情 報 を 利 用 して 推 測す る

　 　 　 を 利 用 して 推 測す る

繰  上 記旛 圦 らない も・

．− 38 一

テ レ ビ 課 題 ・男 児 X2．・ユ7．82，成 人 女 性 Z2＝

24．62，　成ノ丶男性 　X2
＝19．62，　df＝6，　1＞く（  ．05）“

　両課題 と も ， 年少児で は ，A 反 応 が 中心

で あ る。年 中児に な る と，A 反応 が 減少 し，

E ，F 反 応 が増加 して くる D さら に ，年長

児 に な る と こ の 傾向が一層強 くな る。

　 こ れ ら よ り，年少児 で は ， 主人 公 の 特性

は 考慮に入れず ， 状況情報 の み を利用 し て

感情を推測す る者が多い と考えられ る 。年

中児 に な る と ， 主 入 公 の 行動情報 か ら特性
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一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

朝 生 ：幼 児期 に お ける 他 者感情の 推測能力の 発達 39

TABLE 　7　 B ・C 反応 の 具体例 ＠ ブ ト虫課題 ， 主 人 公 ： 同 年齢男児）

質 問 反 応

c
…肄

1

　 　 　 　 　 ん で す か

反 1
し 　1

　1 行 陀
う し君は ・ど ん 娠 持だ と 思い ますか

応 暫
ど う して・わ か 燃 な っ ち ゃ つ切

　　・電．1

。 ．1糶韈瓢蠶：1，た

　 　 な
　 　 　 　 　 ん だ と思い ますか

反 　 し

　 　 行
　 　 　 　 　 ひ ろ し君

’
は ，ど ん な 気 持 だ と 思い ます か

応 ： 暫 11c

慰 ひ ろ ・al・，ど ん な気持だ ・ 馴 ・・すか

　
．

行 1ひ ろ し 君は ，どん蕨 鉦 乏
．

螂▽ま諞 二
．

　…動
ど ん な 瀰 蹠 りま勃 、

嬉 しい

（嬉 し い 気持 の 表 情 図を さす）

男の 子 は ね，カ ブ ト虫 も て る か ら

　　　　　　　　　　　　　　　　　　…男の 子は ，カ ブ ト虫 つ か まえ られ る I

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
I

つ か ま え られ る

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1 嬉 しい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 嬉 し い 気 持

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔嬉 しい 気持の 表情 図を さ す）

ど うし て，ひ ろ し君 は ，嬉 しい 気持 に なった 　 男とい うの ば さ，カ ブ ト虫 とか ，虫 とか

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 好 き

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 旨 嬉し い か，や だ か わ か ん な い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
…
だって，男は カ ブ ト虫 とか 大好 き、そ オ

・
t

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
I

が、逃 げ 出そ うと思 っ た らわ か ん ない ん

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 だ よ

を推 測 し，そ れ を 利 用 し て 感情 を 推測す る．者 が 多 くな る

と と もに ，主 人 公 の 行動情報が な い 場合 に は ， 自発的 に

そ の 主 人 公 の 社会的 カ テ ゴ リ に 関 す る既有知 識を 利用 し

て推測す る者が 増 え る 。 そ し て ， 年長児 に な る と こ の 傾

向 が一
層強 くな る と考 え られ る。

　B 反応 は ，具体例 （TABLE 　7）の よ う に，自己 と他者

の 違 い に は 気 づ きな が ら も ， 既有知識に縛られ ，新 しい

情報を利用で きず誤 っ た 推測を し て い る 反応 と考え られ

る 。つ ま り， 既有知識が正 し い 推測 を妨 げ て い る と考 え

られ る。こ の 反応 は 全体的 に 少数 で あ る が ， 特 に年長児

で は 稀 で あ る。

　
一

方 ， F 反応 は ， 特定他者 と し て の 主人公 の 行動情報

が な けれ ば，自発的 に 主 人 公 の 社会的 カ テ ゴ リ に 関す る

既有知識を利用 し て 感情を推測 し ， 行動情報が 呈 示 され

れ ば ， それ が被験児の 持 つ 主人公 の 社会的 カ テ ゴ リに 関

す る 知識 と矛盾す る もの で あ っ て も，行動情報 を利 用 し

て 感情 を推測す る もの で あ る 。
こ れ は ，既有知識 が 正 し

い 感情推 測 に 対 し て 効果的 な 働き を持 っ て い る と考 え ら

れ る。こ の 反 応 は ，加 齢 と と も に 増 加 し て い る。

　 B ，F 反応 の 結果 か ら，年少で あ る ほ ど社会的 カ テ ゴ

リ に 関す る既有知 識 の 利用 が 少 な く，し か も，利用 す る

場合 に は ， そ の 既有知識 へ の 固執が強 い 。そ して ，年長

に な る に つ れ て ， 社会的 カ テ ゴ リに 関す る既有知識 の 利

用 も増 え．か つ ，そ の 既有知識 に 対 して 柔軟 に な り，選

択的 に 利用 で き る よ うに な る と考 えられ る 。

　 C 反 応 は ，具体例 （TABLE 　7） の よ うに ，社会 的 カ テ

ゴ リに 関す る 既有知識 と新 し い 情報 との 矛盾 に あ い 推測

が で きな くな っ て し ま っ た反応 と老 えられ る。つ ま i）　）

こ の 反応 もB 反応 と 同

様 に 既有知識 が マ イ ナ

ス の働きを して い る も

の と考え られ る。全体

に こ の 反応 も少 な い が ，

どの 年齡群 に もみ られ ，

既有知識 と新 し い 情報

との 矛 盾 に よ る 葛藤 を

示 して い る もの が各年

齢群 に い る と考 え られ

る Q

　 こ れ らの 結 果 よ り，

子 ど もた ち は 自分 の 持

っ て い る知識と新し い

知識と の 矛盾 に会 い ，

自分 の 知識 を変更 で き

ず他方 を無視し て し ま

う状態 か ら ，う ま く両者 を調 整 で き な い ま ま で い る 状態

へ
， そ し て ，新 しい 情報を受 け入 れ る こ と が で き る 状態

へ と発達 し て い くの で は な い か と考え られ る。

　D 反 応は ，行動情報を利用 し て 主人 公 の 感情 を推測で

き る が ，行動情報 が な い と推測 で き な い もの で あ る 。 状

況情報 や 社会的 カ テ ゴ リを 利用 し て の 他者感情 の 推測 の

根底 に は ， 人間 の 共通特性 の 想定 が あ る と考 えられ る。

D 反旛 は ，特定他者 の 情報が なけれ ば他者感情 を推測 で

き な い の で あ るか ら，こ れ は ，人 間 の 共通特性 の 想定が

欠 け て い る た め の 反応 で あ る と考え られ る 。 こ の よ うな

反応 と類似 の 反 応 が ，
Seiman （1971 ） の Perceptual ・

Taking 課題 に お い て も見 られ て い る。 本実験 に お い て

も，ま た ，Selman の 実験 に お い て も， こ の よ うな 反応

は 少 数 で あ る が ，こ れ らの 反 応 の 出現 は，自他 の 区別 に

の み 目が 向 い て ， 人間 の 共通特性 を想定 し て の他者に つ

い て の 推測 が で きな い 時期が あ る こ と を 示 唆 し て い る と

老え られ る 。

全 体 的 考 察

　実験 1 ，且 ，皿 に よ り，  加齢 と と もに ， 状況情報 の

み を利用 し て の 感情推測か ら状況情報と他者の 行動 （特

性 ） 清報 の 両 方 を利用 して の 感情推測 へ と 発達す る こ と，

  他者の 行動情報 の 利用 は ，他者 の 特性 の 正 し い 理 解 と

保持の み に よ っ て 可能 に な る わ け で は な い こ と，  他者

感情 の 推測 に は ， 外 か ら与 え られ る情報だ け で な く， 社

会的カ テ ゴ リに 関す る 既有知識が利用 され ， 年長 ほ ど そ

の 利用が多 く，か つ ，効果的 に それを利用 で きる よ うに

な る こ とが見 い だ さ れ た。つ ま ！，幼児で あ っ て も状況
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自己 と他者が 同 じ状 混で も異 な

る 感 情 を持 ち得 る こ との 理 解

社会 的 カ テ ゴ リ に 閧 す る知 識 の

獲 得

自己の 感情 の 統 制

既 有知 識への 柔軟 性

水 準 1 し鉦
／

　　　　
＼ ’

ぐ水 準 紅11
レ
レ

111 社 会 的 カ テ ゴ リ依 存型 斗状況依 存 型

状 況構 報 に よ っ

て 自己 と同 じ感

情を推測 す る

匣疆 ヨ÷社会 的 カ テ ゴ リに 関す る既有 知識 に よ っ て推 測

様 々 な情 報 配 慮 型

　 　 　 　 状 r兄情 報

　 　 　 　 　 　 十

　 特 定他 者 の 行 動 （特 性 ）情 報

　 a ．特定他者 の 行動 （特性 ） 情　　b ．特 定池 者 の 行動 （特 性 ）情

　　　報 を無視 し、社 会 的 カ テ ゴ 　　　　　報 と社会 的 カ テ ゴ リに 関 す

　　　 ジに よ っ て 推 測 す る　　　　　　 る既 有知 識の 矛 盾 に あい 推

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 澗で きない

II
三 行動情報依 存 型

　 　 　 　 　 十

［垂彌 房 訂 ・：蘭萄 韲圃
に よ っ て推 測 す る

状 況 情 報 ＋ 待 定他 者 の 行 動 （特 性） 情報 に よ っ て 惟測 す る

特 定 他省 の 行 動 （特性） 情報が な け れ ば推 測 で きな い

年 齢 　 　 3 歳 4 歳 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5歳

FIG．4 幼児期 に お け る他者感情 の 推測方法 の 発達的変化

6 歳

情報 な どを使 っ て 他者感情を推測で き る し，幼児後期に

な れ ば他者 の 特性 や社会的 カ テ ゴ リを利用 し て 他者感情

を推測 で き る よ うに な る こ とが 明らか と な っ た。

　 3 つ の 実験結果 を基 に ， 幼児期 に お け る他者感情 の 推

測 方法 が どの よ うに 発達す るか に つ い て の 図式化 を試 み

たの が FIG ，4 で あ る 。

　 大き な流れ と し て ， 水準 1 （状 況依存型 ） か ら 水 準 皿

（様 々 な情報配慮型）が考え ら れ る。水準皿 に お け る点線

は．特定他者の 行動 （特性 ）情報が な けれ ば社会的 カ テ

ゴ リに 関す る 既有知 識を利用 して 推測す る こ と を示 し て

い る 9

　水準 1 と 皿 の 中問 に ， 水準 皿 が 想定 で きる 。水準 H は

さ ら に 2 つ に 分 か れ ， ll　i 〔社会的 カテ ゴ リ依存型） と ll！

（行 動 清報依 存型 ） が 考 え られ る。

　水準 1 か ら n へ の 移行をもた らす要因 と し て 自己 と他

者が同 じ状況 で も異 な る感情を持 ち得 る こ との 理解，お

よ び ， 社会的 カ テ ゴ リに 関す る 知識 の 獲得，自己 の 感情

統制が，水準 H か ら 皿 へ の 移行を もた らす要因 と して 上

記 の 2 つ の 要 因 と班有知識 へ の 柔軟性が本研究 か ら示唆

され る 。 し か し，こ れ ら の 要因 に つ い て は ，今後 の 研究

に よ る解明が必 要 で あ る 。
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