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資　料

乳 児 の 対 象選択 に 及 ぼす 操作行 動 の 効果

野　 崎　 直　 美
＊

EFFEcT 　oF 　MANIPULATIVE 　BEHAVIOR 　ON 　OBJECT 　CHOICE 　IN 　INFANTS

Naomi 　 NoZAKI

　　This　 study 　exa ［nined 　山 e　 effect　 of 　manipulative 　expel 三ences 　 on 　oblect 　 choice 　 in
infants．　In　Experlment ユ

，　sublects 　were 　g三ve ロ opportunlties 亡o　manipulate 　 a　big　object

（di缶 cclt 　to　grasp ）　and 　a 　small 　objec 毛　（easy 　to　grasp ）　successively
，
　and 　before　and 　after

the　two 　manipulative 　tr三a 工s ，　they　we ∫e 　presented 　with 　these 　two 　objects 　in　pairs 　in　order
to　test　their 　preferences ．　The　reEults 　were 　as 　folbws；　7，　8．month −old 　infants　had　a

tendenoy 　to　choose 　a　big　 one ，　 which 　was 　independent　of しheir　marllpulative 　exl 〕eriences ．
9，10−month ．01d 　infants　tended 　to　 choose 　a　 smaUe τ one 　after 　 manipulative 　 tl量als ，　 tendency

considered 　 related 　to　 nianipulative 　cxperierlces ，　But　such 　tendency 　was 　observed 　only 　for
the 　pairs　 which 　 infants　had　 opportunities 　te　 manipulate ，　In　Experirnent　2，9，1 一month −old
infants　 were 　 given　 the　 same 　twQ 　 objects 　 as 　 in　 Experiment ユ，but　these　 were 　 covered 　 with

transparent 　cup 呂　during 　manipu ］ative 　trials．　In　such 　¢ ondt 亡ion，　infapts　didn
’
t　show 　a

tendency 亡o　 choose 　 a 　 sma 罰 object 　 after 　 manipulative 　 trials．　 These　 results 　 lead　 to　the

conclvsion 　that　 man 王pulative 　experiences 　had　an 　 eEfect 　on 　9，10・month −Qld 　in正ants ’
object

cho 三ce ．

　　Key　words ： manipulative 　behavior，〔｝bject　choice ，　infants，

　乳児 は 生後 4 ， 5 か 封 頃 よ り，見 た 対象 に 手 を伸 ば し

つ か み に い くよ う に な り （WhLte，　 Castle＆ He ］d，1964 ），

それ以降自 らの 手 を川 い て 対象 に 積極的 に か か わ ろ うと

試 み る。Piaget（1936） は，そ の 観察例 で 乳児 が 対 象 の

性質 を自己 の 動作 シ ェ マ を行使す る こ とを通 して 認識す

る 過程 に つ い て 詳 し く 記述 し て い る が ，そ の よ うに 乳児

に お い て 対象 を手 で 操作す る こ と （maniPlllation ） は ，そ

の もの の 認識に大き な 影響 を与 え る と考 え られ る 。

　操作経験 が 対象 の 認 識 に 及 ば す効果 にっ い て 実験的 に

検討を行 っ た研究 と して は，まず対象 を見 る だ け の 条件

と見 なが ら操作す る 条件 とで ，そ の 後 の 対 象 の 視覚 的 再

認 に 差が み られ る か ど うか を調 べ た Gettfried，　Rose ＆

Bridger　eg78），
　 Rose，　Gettfried ＆ Bridger （197g） が あ

げ られ る 。そ こ で は 6 か 月児 と 9 か 月児に お い て
， 見 る

だ けの 条件で 対象 は 再認 され た が，見 な が ら操作 す る 条
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件 で は 再 認 は 認 め ら れ ず， 操作経験 が 炭覚的再 認 を か え

・
っ て 妨害する の で は な い か と考えられ た．し か し Roife

＆ Day （198t ），　 Ru 　ff（19S1） に よ i），再 認 テ ス トで 対象

が 視覚，触覚的 に探 索で き る よ うに 提示 され る な ら ば ，

見なが ら操 作 す る 条件で も対象 は 再 認 され る こ とが 報告

され ，結局操作経験 が対象の 再 認 に 及 ぼ す影響 に つ い て

妨害，促進 い ずれ の 効果 も確認 で きな か っ た。

　操作経験 の 効果 を調 べ る た め に は ，こ の よ うに 操作 の

有無が 対象 の 再認 に影響す る か ど うか を調 べ る だ けで は

不
一
卜分 で ，ま ず乳 児の 操作行動 の 内容 を分析 す る こ と に

よ り， 乳児が 対象 に っ い て ，実際 に ど の よ うな 情報を獲

得 して い る の か を調 べ ，そ の こ と と対象認識 と の 関係 に

つ い て 検 討 し て い か な け れ ば な らな い。例 え ば McCall

（1974）は ，
IOか 月児 に お い て ，操作す る こ と に よ D形 の

変化 な ど の フ ィ
ー

ドバ ッ ク が 与 え られ る こ と が，注視を

伴 う操 作時間 の 長さ に影響す る こ とを示 し，山 田 （1979 ）

は ，7 〜12か 月児 に お い て ，対象 の 複雑性 が 操作内容 に
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及 ぼ す効果 に つ い て 報告 して い る。こ れ らの 研 究 で は，

乳児 が 対象 の 差異 に 応 じ て 操作行動 を変化させ る こ とが

確認 され た が ，操作 を行 う こ とを通 して 獲得 した 対象 に

つ い て の 清報 が ，そ の 対象 の 特性 と し て ，操作後 に 改 め

て 認識され る よ う に な る か ど うか に 関 し て は ，調 べ られ

て い な い
。 こ の 問題 を検討 する た め に は．乳児 が対象 の

刺激特性 に反応 し て 示 す操作 の 内容 が，操作後の 対象 の

認 識 と ど の よ うに 関係 す る か に つ い て 調 べ て み る必 要 が

あ る 。

　 こ の よ うな観点 か ら行 わ れ た 研 究 と し て は ，岡 本

（198G） が 指摘 して い る よ うに，　 Iw且i （ID38）の 論文 が 今

日 もなお示唆的 で ある。そ こ で は 9 〜11か 月 の 乳児 が色

色 な 形 の 対象を操作 した 後，
つ か ん で もて あ そ ぶ こ との

多 か っ た 対象 （例 えば 輪の 形を し た もの ）を．見 た だ け で 選

択的 に つ か み に い くよ うに な っ た と報 告 され て い る。こ

の よ うに ，

“
外物を代表する徴標が 自己 の 動作図式 と の

関係 を基盤 に 決定 され て くる
n

こ と を，岡本は
“−
em作的

記号
”

と呼 ん で い る 。た だ し Iwai の 実験 で は ，換作の

内容 とそ の 後の 選 択 との 関係 を立証 する 統計的分析は行

わ れ て い な い 。従 っ て 本研究 で は こ の 点 に つ い て検 討 を

行 う。

　 と こ ろ で ，こ の 動作的記号 は，Gibson，　 E．　 J．　 （lgs2）

が 発達研究 に導入 し よ うと試 み て い る
“
ア ブ ri・　・一ダ ン ス

（afi 。 rda 口 ce ）
”

の 概念 と密接 に 関係 して い る と思 わ れ る 。

そ の な か で彼 女 は，対象 の ア ブ ）t
一ダ ン ス と し て つ か み

やす さ （graspability） に着 ltiし，っ か む の に適当な 大 き

さ，主体 か らの 距離，固 さ な ど を乳児 が 認識 し て い く過

程 に つ い て 明 ら か に して い くべ き で あ る と主張 して い る。

特 に 大き さに 関 し て は Bruner ＆ Kosl 。 wski （1972） に

よ り，見 た 対象 に 手 を伸 ば す よ うに な る 以前 の 8 〜22 週

の 乳児で も， 手 の 動きの 分折か ら見 た だ け で 対象 がつ か

め る 大 き さか そ うで ない か を弁別 して い る こ と が報告 さ

れ て い る 。そ し て 対 象を っ か み に い く こ とが可能 に な っ

た以降 で は ，自己 の 操作行動 との 関孫 で 対象 の 大 き さへ

の 認識 は，よ り分化 し て い く と予 想 さ れ る が ，こ の 点 に

関 して は ま だ 十分調 べ られ て い ない 。

　そ こ で Iwai が 対象 の 形 にっ い て 調べ た の と 同 様 に し

て，野醗 （1983 ）は ，対象 の 大 き さ の 違 い に応 じて ，7，　10

か 月児 の 操作時閤が 変化 す る こ とを確か め た が ，木研 究

で は さ ら に ，対象 の 大 き さ に よ っ て 操作内容 が 異 な る こ

とが ， 操作後の 対象間の 選 択 に どの ような影響 を与 える

か に つ い て 検討す る 。 具体的 に は，っ か み やす い 大 きさ

（小） とつ か み に くい 大 きさ （大 ） の 2 種類 の 対象を そ れ

ぞ れ 乳児に自由に 操作 させ て ，そ の 前後 で 大小 い ずれ を

選択 す る か を調 べ ，操作前後で の 選択 の 変化 を見 る 。そ

の 際 ，も し躁作経験が操作後の 大小選択 に影響 を与え る

の な らば ， 実際に操作 した対象 と大 き さ は等し い が 形 の

異 な る 別 の 対象 に も同様の 影響が生 じ る か を確か め ， 操

作経験の 影響範囲 に っ い て 調 べ る 。

　被験児 と して は，Iwai は 9 〜11か 月 を対象 に した が，

こ の 月齢 は Piaget の 感覚運 動 期第 4 段階 に ほ ぼ 相 当 し

て お り，そ の 段階 で は 目的 に応 じて適切な手段 を協応 さ

せ る 知的行為が出現す る と され て い る。ま た ，Scha　ffer，

Greenwood ＆ Parry （1972） に よ っ て
，

9 か 月以降対象

の な じ み の 程度 に 応 じ た選択的接近
一

回避行動 が 出現す

る と報告 され て い る 。こ れ らの こ とか ら， 9 か 月頃を境

に 目的 に応 じて 乳児 の 反応 は 選択的 に な っ て くる と推測

され る た め ，本研究 で は そ の 前後 に 当 た る 7 ， 8 か 月児

と 9 ，上0か 月児を取 り上げ て ，操作経験後 の 対象 選 択 に

ど の よ うな 発達釣変化が生 じ る の か を問題 に す る。

実 　験 　 1

　 目　的

　乳児 に お い て ，操作経験 が そ の 後 の 対象選択 に影響 す

る か ど うか を 調 べ る た め ，大 き さ の 異 な る 2 つ の 対象 を

手 で 自由 に操 作 し た後で は ，
そ の 操作以前 に 比 べ 大 小 対

象 の 選択傾 向 は変化す る か ，そ して 操作 を行 う際 に，対

象 に 応 じ て 操作内容が 異 な る こ とが，操 作 後 の 選 択 と ど

の よ うに関係す る か に っ い て ，発達的に検討す る。

　方　法

　被験児 ： 7 ， 8 か 月児 （平均 7 か 月27日，範囲 は 7 か 月 9

H 〜 8 か A23 日） と 9 ，10 か 刀児 （平 均 10か 月 6R ，範囲 は 9

か 月ユ5 口
〜10か 月 15目） の 2 月 齢群。各群 20名 （男女 10名ず

っ ） で計40名。両月齢 と も，保健所 の 定期健診に 来所 し，

運動発達，精神 発 達 と も異 常 が な い と み な さ れ た 者 にっ

い て ，そ の 場 で 実験 を行 っ た 。

　刺激対象 ： （1）en作対象対 ；赤色紙製で 円柱形 を した大

小 2 個の 対象 を用 い る。底 面 の 直径及 び 高 さ は，大 が と

もに 6cm ，小 が ともに 3cm で あ る   重 さ は大小 と も

約 209 で あ る 。〔21般化検査 対象対 A ，B ； 藻作対象対 と

色 ， 材質 ， 底面積，高 さ，重 さは 等 し い が，底面 の 形 が

異 な る 大小 四 角柱 （般化 検 査対 象対 A ） と大小 五 角 柱 （般

化検 査対象対B ）。

　 手 続 ：保健所 の
一

室 に 机 を設置 し，そ れ よ D3 ，4m

離 し て 衝 立 を す る 。そ の 背後 か ら母 の 膝 の 上 に 座 り机 に

対面 す る被験児 の 行動 を，ビ デ オ カ メ ラ で 録画す る。実

験者は 対象 を机 の 上 に提示 し，被験児が自由 に 手 を触 れ

零 　 こ の 大 き さに つ い て は ，大 は 乳 児 に と っ て つ か み に く く，

小 は つ か み やす い とい うこ とが ，予 め 確か め て あ る。
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TABLE 　 1 実験 の 流れ

試 行順 序 提示 対象 提示時 間

1　操作前 選択 試行　blf？対 象 対　　　　　　　 10（秒）
2 　自由操作試行ll｝ 操 作対 象 大 （ま た は・亅・）　　60
3　　　　　自　由操 f乍試行’：2：・　　撮 鏑 象 ，」丶　　（　ま　た 1よ大）　　　　　　　60
4　　　操f乍後 第　1　選 1尺　　　操f乍櫞 ヌ寸　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ0
5　般化 選択 試 行田 　般 化対 象対A （ま た は B ）　10

6 　般化 選択試行1121i 般化 対象 対 B （ま た は A ）　コ0

7　操作 後第 2 選択　操作対象対　　　　　　　　10
8　殿化 選択試行織　般化 対象 対A （また は B ）　10
9　般 化選 択試 行凶　般化 対象 対 B （また は A ）　10

た 後，規定 の 時間 に な る と取 P 除く。 1度取 り除 い て か

ら次の 対象 を提 示 す る ま で の 試 行間 の 間隔 は，い ず れ の

揚合 も約 5 秒 で あ る 。

　 実験 の 流 れ は TABLE 　1 に 示 す よ うに，ま ず操 作前 選

択 試行
＊

で ，操作対象対 へ の 選択反応 を 1 回 調 べ た 後 ，

自由操作試行il］，画 を続 けて 行 い ，そ の 後，操作後第 1，

第 2 選択 と し て ，操 作対象対 を 大 小 の 左 右 の 位置 を入 れ

換 えて 2 回 提示 し ， 選択反応を調 べ る ．なお 自由操作試

行（1），〔2｝で は 、大小 の 挺 示 順序 は カ ウ ン ターバ ラ ン ス す

る 。ま た ，操 作 対 象対 とは 形 の 異な る 2 種類 の 般化検査

対象対 に対 して ，類似 の 選択傾向がみ られ る か 調 べ る た

め ，般化選択試行〔1｝〜國
＊ ＊

を 設 け た。

　反応測度 ： ビ デオ テ
ープ の 再生 か ら，各選択試行で は

選 択反応 （どち ら碑 橡 に 先に 手を 伸 ば すか ） カ9同定 され た。

自由操作試行に っ い て は，総操 作時 問 （対象に 手 を 触れ て

操 作する時間の 総 計） と，Iwai の 分類を参考に し，以 下 に

示 す  〜  の 3 種類 の 操 作内 容 時 間 を測定 した 。  操作

時間 1 （対象を 手に 持 っ て もて あ そぶ 時問 ），  操作 時 間 H

（対 象 を 手 に 持 た ない で 机に 置 い た ま ま触 っ て あそ ぶ 時 間）， 

操作時問 皿 （操作時聞 1 に 含まれ る 具 体的操 作の うち特に 口 に

入れ る 時問 ）。な お
一
部被験児 の デー

タ に つ い て 2 名 の 測

定者間 の
一

致率 を 求 め た とこ ろ ，総操 作時間 ；r ＝ ．996
，

操作時間 1 ； r ＝・999，操 作時間 ll；ア
ー＝．995

， 操作時間

皿 ；r ＝、997 で ，い ずれ も高 い 値を示 し測定 の 信頼性 は

確 か め られ た 。

　結　果

　（1）選択反応 ： 操作前選択試 行 と，操作後第 1 選択 ，第

2 選 択 に お け る操作対象対 へ の 選 択反応 の 分布 は，FIG．

1 に 示 す。対象差 に っ い て 二 項検定を行 っ た と こ ろ ，7 ，

8 か 月 で は，操作前選択 と操作後第 1選択 に お い て
， 大

人
20
（
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対

蓼
蕊

墳
1°

た
会

ー

　

　

樹

　

　

怖

大

小

大

口

■

圀

＊　操 作前選 択試 行に お い て ，大 小の 左右 の 提 示位置は カ ウ ン

　 タ ーパ ラ ノ ス す る c 以 下の 各選択 試行 に お い て も 同 様で あ る。
ii 　操 作対 象 対 と 同様，各骰 化 検査 対象対 は 大小 の 左右 の 挺示

　位置を入れ 換え て 2回 ずつ ，計 4 回提示 され る。

　 　 o

　　　 操 作 前 　操 作 後 操 作 後　　操 作 前　操 作後　操 作後

　　　 選　択 鋼 選択 第2選択　　選　択 第1選 択 第 2選択

　　　　　　く7
，　8 コs ｝亅〉　　　　　　　　〈9 、10ガ 、1］＞

　　 FIG ，1　操作対象対に対す る 選択反応の 分布

を選択す る 傾向が有意で あ り （顧 に p＜．002、か＝．004），

9 ，10か 月 で は ， 操作後第 ユ，第 2 選 択 で 小 を 選 択 す る

傾 向が有意で あ っ た （順 に p＝．030，p ＝．002）。ま た 自由

操作試行 の 前後 で 選 択が変化 した か ，二 項検定 で 調べ た

と こ ろ ， 9，10か 月 に お い て の み ，操作 前選択 と操作後第

1 ，第 2 選 択 と の 閥 で そ れ ぞ れ 大 の 選 択 が有意 に 減少 し

て い た （順 に p ＝．033，p ＝．002）。な お操作後 の 2 っ の 選

択の 個 人 内 で の
一

貫 性 を 確 か め る た め ，選択 の 個人 別 タ

イ プ を調 べ た 。 操作後ng　1 ，第 2 選択で と もに 大 を選択

し た もの を大優位群，と もに 小 を 選 択 し た もの を小優位

群，そ れ 以外 の もの で ，ど ちらの 対象 に も優位性 を示 さな

T，・BLE 　 2 各月齢に お け る 選択 の 　 か っ た もの を無

　　　　　タ イ プ別被験児数 　 　 優 位ar” ＊
と し・

選択 の タ イ ブ

大優位 群

小 優位群

無 優位群

ト
ひ’ロ

7 、　8 カ・月 　　9 ，　10カ・月

　 10　　　　　 　 0

　 　 0　　　　　　 12

　 1Q　　　　　　 8

　 20　　　　　 20

各月齢 に お け る

各群 の 被験 児数

を TABLE 　2 に

示 し た。各月齢

で群 別 に ，自 由

操作試行 の 前後

で 選 択が変化 し た か二 項検定 で調 べ た と こ ろ ，7 ， 8 か

月 で は 無優位群 の 第2 選 択 に お い て の み，操作前選択 に

比 べ 大 を選択 す る 割合が 有意 に減 少 し （p ＝．016）， 9 ，
10か 月 で は 小優位群に お い て の み，操作前選択 に 比 べ 操

作後第 ユ ，第 2 選択 で 大 を選 択す る割合 が 有意 に減 少 し

た （ともに p ＝．016）。一・
方般化選択試行 で は ，両 月 齢 に

お い て すべ て の 試行で 対象差 は 有意 で な か っ た。

itl

　無優位 群 は ，操作後第 1 選択，第 2 選択 に お い て ，大 と小

　 を 1 回ず つ 選択 した もの 、及び ，少 な くとも 1 回，大小 同時

　 選 択を 行 っ た もの か ら成 る。
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（秒）
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煢
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　　　 大　　　　　　小

FIG・2　月齢別大小対象に

　　　対す る 総操作時問 の

　　　平 均

（秒 〕
GO

］e40302010
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TABLE 　3　大小 の 対象に対する 操作内容 と操作後

　　　　第 1 ，第 2 選択 と の 連関 〔φ係数）

81

7 ，呂ホ 月 第 ユ選 択 　 第 2 選択

9　 10 か 月

（秒 ）

10

［
」

　 o
　 　 　 大 　 　　 　　 　小

FIG，3　月齢別大小 対象に

　　　対 す る 操作時間 工 の

　　　平 均

総 操 f乍時 間

操作時間 1

ア ，8 オJI

9 ，ユOrt・A

　 0
　 　 　 大　 　　 　　 　 小

FIG．4　月齢別大小対象に

　　　対す る操作時間 H の

　　　平均

操 作時 間 H

操 作時間 ［il

7 ，8 か 月

9 ，10か 月

7 ，8か 月

9 ，10か 月

7 ，8 か 月

9 ，10か 月

7
，

8 か 月

9 ，10か 月

　0．257　　　　　　Q．ユユ9

　0．462 　　　　　 0．303

　0，169　　　　
− O．ユ25

　0．658． ，

　　　　0．ユ25
− 0．149 　　　

− D．205
− 0．284 　　　　　0，ユ54

　0．255　　　　　　9．244

　0 ，535’　　　 0．ユ34

（秒 ）

2．3

ユo

丁 ，8b ・月

焔

　 o
　 　 　 　 大　 　 　　 　 　小

FIG ．5　月齢別大小対象 に

　　　対す る操作時間 HIの

　　　平均

・ ・ カ〈 05，・
カ＜、10

（秒）
605D

・10302

〔｝

lo

小 優 位群

無 優 fで「群

（秒）
3D

匿Q

10

　（2）自由操作試行 に お け る 各操作 と操作後選択の 関係 ：

各操作 を行 っ た 平 均時間 は 月 齢 別 ，対象 別 に FIG．2〜

FIG ．5 に 示 し た。各操作 に っ い て 月齢〔2）x 提示順序i2）
× 対象｛2トの 3要 因分散分析 （repeated 　measures ）を行 っ た

と こ ろ ，い ずれ も対象 の 主効果 の み 有意で あ っ た （総 操

作 時聞，F （1，
40）＝10、92

，
　 p〈．01 ；操作時間 1，F （1，40）＝

23．99，　1＞〈，01；操作 fi寺問 lr，　F （1，　40）＝19．02，　彡》〈．  1　；操

｛乍時問 口工，　F （1，4〔｝）＝ 4．91，　ズ冫く．OI）o

　次 に 操作 の 内容 と操作後選択 との 関係 を調 べ る た め ，

以 下 に 示す（a），（b）　2 方向 か ら分析 を行 っ た。

　（a＞各操作時間 に お け る好 み と選 択 反 応 の 連関 ：被験児

ご と に各操作 を行 う時間 が 大 小い ず れ の 対象 に 対 し て ，

よ り長 い か を調 べ た。そ し て そ の 好 み の 方向 と操作後第

1 ，第2 選択 に お い て 選 ば れ た対象 と の 問 の 連関 の 強 さ

を φ係数で求め，TABLE 　3 に 示 した ．連開 の 有意性 に っ

い て 直接確 率 法 で 検定 した と こ ろ，7 ，8 か 刀 で は 有意 な

連関 は 認 め られ な か っ た の に 対 し，9 ，10 か 月 で は操作

時間 1 に おけ る 好 み の 方向 と第 1 選択 と の 問 に 有意 な 連

関が認 め られ た （p ＝・．0416 ）。ま た 9
，
10 か 月 の 操作時間

皿 と第 ユ選択 との 問 に連関す る傾向が生 じた （p ＝．0769）。

無 優位群

大 優
・
位 群

　 o　　　　　　　　　　　
l

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 o
　 　 　 大 小 　 大 小

FIG ，6　 9
，

10 か 月 に お け　FIG ．7　 7
，

8 か 月 に お け

　　　る 選択 の タ イ プ別大　　　　る 選 択の タ イ プ別大

　　　小対象に 対 す る 操作　　　　小 対象に対 する 操作

　　　時間 1の 平均　　　　　　 時閤HIの 平均

　（b）選択 の 個 人 別 タ イ プ と各操作時間 との 開係 ： 各操作

時間 に っ い て 月齢 ご と に TABLE 　2 に 示 した 選択 の タ イ

プ ｛2｝× 対 象 〔2｝の 2 要 因分散分析 （iepeated 　measures ）を 彳f

っ た 。 そ の 結果選択 の タ イ プ の 主 効果 は い ず れ も有意で

なか っ た が， 2 要 因 の 有 意 な 交互作用 が 9 ，ユO か 月 の 操

作 時間 1 と 7
，

8 か 月 の 操作時問 皿 に お い て 認 め られ た

（fige｝＝　F （1，　20）≡5．84，　p〈．05 ；F （1，　20）＝6．03，　f》＜，05）D

こ れ らの 操作時間 は FIG ．6，　 FIG ．7 に示 し た が，各交

互作用 に っ い て さらに分析 した と こ ろ， 9 ，10か 月 の 操

作時間 1で は ，無優位群 で 有意 な対象差が生 じ な い の に

対 し，小 優位群 で 小 が 大 よ り も有意 に 長 か っ た （F （1，18）

；32．38，p ＜．01）。 7 ， 8 か 月 の 操作時間 皿 で は ， 大優位

群 で 対象差 が み られ な い の に 対 し，無優位群 で 小 が 大 よ

り も有意 に 長か っ た 〔F （1，ユS）＝三〇．86，pく．Ol）。

　考　察

　 自由操作試行 で は ，FIG ．2〜FIG ．5 に示 され て い る よ

うに，両月齢児 と も，対象 の 大小 に 応 じ て 操作 内容 を分

化 させ て い た が，選 択反応及 び 操作内容 と選択 反応 と の

関縣 にっ い て の 分析 で は， 7 ， 8 か 月児 と 9 ，10 か 月児

とで 異 な る傾向が見 出 され た．
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　 7 ，8 か 刀 児は操作前か ら大 を 選 ぶ こ と が多 く，大 小

両方 の 対象 に っ い て 自由な操作 を行 っ た 後 で も，大を選

ぶ割合は 減少 を示 さな か っ た。ま た，操作 の 内容 に お け

る 好 み と選択 との 連関は 認 め られ な か っ た。従 っ て， 7 ，

S か 月 児は操作経験 とは 関係 な く大を選 ん だ こ と に な る

が ， こ れ は 大 が小 よ り も知覚的 に 目立つ とい う形態的側

面 に反応 した た め で は な い か と推測 され る。た だ し，選

択 の 個 人 別 タ イ プ の 分析で は ， 無優位群 に お い て 小 を大

よ ！も長 く口 に入 れ る 傾向 が あ る の に 対 し，大優位群 に

お い て 対象差 が み られ な い こ と が 示 され た 。こ の 無優位

群で は，操作前選択 に 比べ 操作 後第 2 選択 に お い て ， 大

を選 ぶ割合が 減少 し て い る 。小 を好 ん で 口 に入 れ て い た

こ とが，操作後 の 選 択で しだ い に大を選 択 しな くな る こ

と に 関係 し た の か も し れ な い 。 こ の こ とは ，操作経験が

そ の 後 の 選択 に 影響 を及 ぼ す よ うに な る 萌芽 と し て 興味

深 い 。

　
一

方 ，9 ，10か月 児 で は，操 作 前 に比 べ 操作 後 大 を 選

択 する 割合 は 減少 し．小 を選択 す る よ うに な っ た。そ し

て 操作 の 内容 と操 作後 の 選択 と の 関係 は，連関分析及び

選択の タイ プ 別分析 か らそ れ ぞれ 明 らか に な っ た 。 連関

分析 で は ，操作時間 1が長い 対象 （そ の 多 く1t　
’Jh）を操作

直後 に 選 ぶ 傾 向 が 認 め られ ，有意水 準に は 達 し な か っ た

が，操作時間 皿 が 長 い 対象 を選 ぶ 傾向 もみ られ た．ま た

選択 の タ イ プ 別分折 か ら，操作後 の 選択 に お い て 小優位

を 示 した 被験児 で は，操 作時 間 1 に お い て 対象差 がみ ら

れ る の に 対 し，選択 にお い て優位性 を示 さ な か っ た被験

児 で は，対 象差 が み られ な い と い う傾向が 示 され た。従

っ て ，9 ，
ユO か 月 児で は，直前 に 行 っ た 操作 の 内容 に お

け る好 み が そ の ま ま選択に反映 さ れ た と考え られ る。ま

た 般化検査対象対 で は ，小 を選 ぶ 傾向 が 認 め られ な か っ

た こ とか ら，小優位選 択 は実際 に 操作 した対象 に 限定 さ

れ る と 考え られ る 。 し か し こ こ で は，操作経験が選択 の

変化 に 直接影響を及 ぼ した か どうか に っ い て は 確 か め ら

れ て い な い
。 被験児は対象 を見 な が ら操作 した の で ある

か ら，視覚的経験 に よ っ て だ け で も，選 択 が 小 優位 を示 す

方向 に 変化 し た 可能性 も考 えられ る e 従 っ て 実験 2 で は ，

操作経 験 を制限 し て も実験 1 と同 様 の 選 択傾向 を示 す の

か ， 9 ，
IOか 刀児を対象 に 調 べ て み る 。

実　験　 2

　目　 的

　実験 1 の 9 ，10か月児に お い て 示 された 選択 の 変化 に

は ， 操作経験が必要 か ど うか を確 か め る た め，Gottfried

et 　a ユ，（197S ），
　 Rose　et 　aL （197g） が 用 V 、た方法 を 取 り

入 れ て ，対象 を透明 コ ソ プ に 入 れ直接手 で 触 れ られ な い

よ うに し て 提 示 し ，操作行動を制限し て も視覚的経験 だ

け で 対象選択 に影響が 生 じ る の か を確か め る。

　方　法

　被験児 ： 9 ，10 か 月児 （平均 1Qか 月 0 日，範囲 は 9か 月17

日〜10か 月 15日 ） 20 名 （男女10名ずつ ）。実験 1 と 同 様．定

期健診 の 場 で 異常 が み られ な か っ た もの を対象 に し た が ，

実験 1 と は 別 の 被験児 で ある 。

　刺激対象 ： 〔1繰 作対 象 対 ；実験 1 で 用 い た もの と同 じ。

［2）制限操作対象 大，小 ；操作対象 大，小 を そ れ ぞれ 同 じ

大 き さの プ ラ ス チ ッ ク 製透明 コ ソ プ （コ ッ プ の 大 き さ は 高

さ 11cm，底 面 の 直 径 9。m ） に 入 れ て ，そ の 中で動 か な い よ

うに 固定 し た もの 。1：3搬化検査対象対 A ，B ； 実験 1 で

用 い た もの と同 じ。

　手 続 ： 自由 操作試行 〔1），（2］の 代わ り に制限撰 作試行｛1〕，

図 を行 う。そ れ 以外の 選択試行 は 実験 1 とす べ て 同 じ で

あ る。制隈操作試行 で は制限操作 対象大，小 が 60秒間 1

個ず っ 提示 さ れ る （大小 の 提 示 順 序は カ ウγ タ
ー

・ ミラ ソ ス す

る ）。

　反応測度 ： 各 選択試行 に お け る選択反応が同定 され た e

　 結　果

　uv 　　　　　　　　　　　　 操 作対象対 へ の 選択反

　 LD

lo

　 0
　　 操 作前　操作後 　操 作 後

　 　 　選 　択 　第 1選 択 第2選 択

FIG 。8　実験 2 ： 9
， 10か 月

　　　に お け る 操作対象対 に

　　　対す る 選択反応の 分布

応 の 分布は FIG ，8 に示

す が，対象差 に っ い て 二

項鹸定を行 っ た とこ ろ ，

い ずれ の 試行 に お い て も

有意差 は 認 め られな か っ

た。ま た制限操作試行 の

前後 で 有意 な 選 択 の 変化

は 生 じ な か っ た。

　実験 1 （9
，

IOか 月 ） と

実験 2 の 間 で 操作対象対

の 大小選択 の 比率 に差 が

あ る か 直接確 率法 で 検定

した と こ ろ，操 作後第 ユ，

第 2 選択 で 実験 1 の 方 が

実験2 よ り も小 を選 択す

る割合が有意に高か っ た

（順 に P ≡．  267，P ＝．0007）。なお 制限撮作試 行 で は ，透

明 コ
ッ プ に 手 を 触 れ て 中の 対象 を見 る な どの 行為 が 観察

さ れ た が，対象への 注視時間を実 験 1 の 自由操 作試 行 と

比較 する た め ，操作条件｛2採 対象図 の 2 要因 分 散 分 析

（repcated 　measures ） を行 っ た。その 結果，い ず れ の 要因

に お い て も有意差 は 認 め られ な か っ た 。

　考　察

　大小 の 対象 を見 る こ とは で き る が，そ れ らに 直接手を
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触 れ る こ と が で き な い 制 限 操作 を行 っ た 後 で は ，自由操

作 の 後 に 示 した選択傾向は 認 め られ な か っ た 。 従 っ て実

験 1 の 9 ，IOか 月児 で は ，対象 を 自由 に 繰作す る 経験 が

操作後 の 選択 の 変化 に 影響 を及 ぼ し た と考え ら れ る 。

全体的考察

　 7 ，8 か 月児 と 9 ，IOか 月児は ，大 き さ の 異 な る 2 つ

の 対象 に つ い て そ れ ぞ れ 自由に躁作 を行 っ た が，特 に 9 ，

ユ0か 月 児で は，そ こ で の 操作経験に基づ い て ， 操作後に

対象問 の 選択 を行 うよ うに な っ た と考え られ る 。Schaf ・

fer　 et　 al．（1972 ） は，9 か 月 以 降、対象 の な じみ の 程度

に応 じ て ， 反応 が 選択的 に な る こ と を 示 し て い る が，そ

こ で は 1 個の 対象 に 接 近 す る か そ れ と も回 避 す る か とい

う，反応間 の 選択を 闇題 に して お り，本研究 で は， 2 個

の 対象間の 選択を扱 っ て い る 点 で 異 な っ て い る が，い ず

れ も ， 9 か 月 こ ろ よ り操作経験 に 関係 し て，対 象 に 手 を

伸 ば す反応 に 選択性が見 られ る よ うに な る こ とを示 して

い る 点 で は 共通 し て い る 、こ れ．ら の こ と か ら，こ の 時期

に 乳児 の 対象 へ の 反応 は，自己 の 操作経験 に 基 づ き，再

体制化 され て くる の で は な い か とい うこ と が示唆 され る 。

　 ま た ，操作 の 内容 に お け る 好 み と，操作後 の 対象選択

の 傾向 の 問 に は，関係 が あ る こ とがわ か っ た が，こ の こ

と か ら，操作後，乳 児 に と っ て 対 象 は，手 に持 っ て あ そ

ぶ とお も し ろ い ，口 に入 れ やすい な ど 自己 の 行 っ た 操作

経験 との 関係 で ，意味 を担 うよ うに な っ た と考 え られ る。

こ の こ と は 園原 （1962 ）に よ り ，

‘‘
物は 直接そ の 欲求 を満

足させ る動 1乍体系 に よ っ て 意昧 づ けられ る 。 物 は っ か む

も の ，い じ る も の ，9 に入 れ る もの と い うよ うな 意味 で

対象 で あ る。
”

と述 べ られ ，岡本 （19SO ） に よ 9，動作的

記号化 と名付 け られ た 対象 認識 の 過 程 を表 わ して い る と

考 え られ る。

　 Gibson
，
　 J．J．（1979 ） は ，

“
乳児が ま ず気 づ き 始 め る も

の は ， 対象 の ア フ ォ
ーダ ン ス で ある

”
と述べ て い る が ，

こ の こ とは ， 乳児は 最初に 自己 と の 関係 を通 して 対象 を

認識す る よ うに な る こ と を意味 し て お り，本研究 で 取 り

扱 っ た動作的記号化 の 過程 は ，まさに こ の 問題 に 関係 し

て い る と考え られ る 。
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