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0 〜 2歳に お け る 自己認知の 発達

乳児 ・他者関係 か らの 考察
一

一
　谷　聖 　子

＊

互NFANT ・OTHERINTERACTION 　 AND 　 DEVELOPMENT 　 OF 　 SELF −RECOGNITION

　 IN 　 THE 　 FIRST 　 TWO 　 YEARS 　 OF 　 LIFE

Seiko　IcHITANI

　　This　study 　examined 　the　deve】opmental 　process 　of　self−recognition 　through　the
infant・other 沁 teraction、　Detailed 　diary　 records 　about 　the　author

’

s　 son 　 R　 and 　his

reactions 　to　sしrangers ，　peers　and 　 mirrer 　jmages　in　the　experimental 　situations 　were

analyzed 　from　his　birth　to　25　months 　of　age ．　 After　4．5　months
，
　whell 　R 　was 　watching

his　parents ，　he　sometime 創 ooked 　away ，　avoiding 　an 　eye 　contact ．　 This　seemed 　to　be

the　budding　awareness 　of　others 　as 　different　from　himself．　 At　9・10months，　he　became
aware 　of　the　fact　that　he　himself　had　a　location　in　space ，　showing 　se】f−assert めn　and 　a

beginning　to　understand 　ethers
’intentjons．　 From 　then 　on ，　he　imitated　others ‘

　actS 　and

experienced 　that　his量ntentions 　were 　thwarted 　by　ot｝1ers ；and 　then 　at　about 　l7　months ，

he　began　to　behave　with 　an 　awareness 　of　his　own 　intention．　 This　seemed 　to　be　the

emergence 　of 　self 　as　an 　active 　agent ．　 It　was 　not 　until 　at 　24　months ，　however ，　that 　he

demonstrated　 mirror 　 se】f−recognition ，　 and 　 lt　 was 　 when 　 he　 began　to　 understand

another
’

s　point　of 　view ．

　　 Key 　 words ： se】f・recognition ，　 infant，other 　 interaction，　 mirror 　 self−recognition ，

anothe ゼs　point　of 　view ，　infant，

問 題

　自己 の発生 ， ある い は 自我 の形成 と い う問題 に つ い

て は，Mead （1934） や Wallon （1946，1956｝ に よる考察

が あ る もの の ． 実証 的研究 はほ とん どな され て い な

か っ た 。近年に な っ て Gallup （1970）が ，鏡映像 を他者

で な く自己だ と認識 して い るか ど うか を調 べ る ため の

実験方法を考察し ， チ ン パ ン ジーに お け る 自己鏡像認

知 に 関す る
一連 の 実験 を行 っ た。そ こ で は，自己認知

の 指標 として ， 鏡 を見て 自分 の鼻に つ けられ て い る紅

に さ わ る と い う行動が 用い ら れ た 。

　Gallup の 手 法 を用 い た実験的観 察 は ， 言語理解や表

。　 所属 機関 な し

現 が 困難 な 乳幼 児 に 対 し て も 行わ れ た （Amsterdarn，

1972 ； Bertenthal＆ Fisher，玉978 ；Lewis ＆ Broeks −Gunn ，

1979 ； 百合 本，19SL な ど）。 こ れ ら の研究結果を ま と め る

と，乳児が 自己 の 身体 を自分 の もの と し て認知 し て い

く過程 に は ， 次 の よ うな段 階を設定で きる。

　第 1段階は，鏡像に対す る凝視，接触，微笑，発声

な どが 多 くみ られる時期 で ， 自分 の 鏡像 と他者 に 対 す

る 反応が ま だ分化 し て い な い と い え る 。 第 2段階は鏡

の 性質の 理解が み ら れ る時期で，鏡 の 前で体 を動か し

た り， 自分 の体の 動 き に 連動 して い れば ， 実際 の 物 の

位置が見 つ け ら れ る 。 こ の 時期 は 8 か 月か ら12か 月で ，

自分 自身 の 体 と動 く視覚像 の 間 の 原因
一

結果 の 関係を

理解 し て い る と言え る 。 第 3 段階は 1歳か ら 1 歳半頃

で
， 鏡 を空間上 の 物 の 位置 を見 つ け る の に 使 える よ う

に な る 。 た とえば ， 鏡像を見て 背後の お もち ゃ をふ り
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返 る こ とが で き る よ う に な る 。
こ の 時期に は ， まず他

人の鏡像 を見 て 「〜さ ん ど こ ？」の 問 い に 他 人 の 実物

を指 さ した り，実物 の 方 に ふ り 向 く こ と が で き る よ う

に な り，
つ い で ， 「〜ち ゃ ん ど こ ？」の 問 い に鏡の 自己

像 ま た は 自分自身を指さ す こ と が で き る よ う に な る 。

第 4 段階は ， 鏡像を見 て 紅 をつ け られ た自分の鼻を さ

わ る こ とが でき るよ うに な る段階で， 1歳半頃 か ら 2

歳 くらい に か け て で ある。すなわ ち自己鏡豫認知が成

立 す る時期 で ある。

　 Gallup （1979）は ， 第 1段階か ら第 3 段階 ま で は ， 乳

児が鏡の性質を理解 して ， 鏡像を見て 実物を見 つ ける

た め に 鏡 を利用す る こ と が で き る よ うに な る過程を示

して い る だ けで ， 自己鏡像認知 に 必要 な条件で は ある

が ，十分条件 とはならない と述べ て い る。そ の 証拠 に ，

自己鏡像認知の で き な い サ ル で も ， 自己 で な い 物体 と

そ の 鏡像 と の 結 び つ きを学習する こ とが で き る が
，

い

くら鏡 の 自己像 を見せ て も，自己 に 向 け ら れ た 反応 は

現れ ず， 他者 に 向けられた反応 と同じ で ある と い う。

また 百合本 （198D は，物や 他人 の 像 の 認知 が可能に な

る と，自己 の 鏡像が他人 か ら見 られ た 自己の姿で あ る

こ とが 理解 され る よ う に な る が，鏡 の 自己像 は 見 え 姿

と し て は 自分であ るが 自分 そ の もの で は な い ， と い う

こ とが 理解 され るの は ， ま だ そ の あとで あ る こ と を示

し て い る 。

　Gallup，　McClure ，　Hill，＆ Bundy （1971） は，自己 の

概念は 社会的相互作用 や 他 者 の 視 座 か ら自己 を確か め

る こ と に よ っ て 成立 す る と い う Coo］ey や Mead の モ

デ ル を実証 す るため に ， 隔離飼育の チ ン パ ン ジーを用

い て 実験 を行 い ，隔離飼育 の チ ン パ ン ジーで は ， 自己

鏡像認知 が 成 立 しな い こ とを示 し た。Ga ］1up　q977）

は，自己認知 の成立 に は，社会的経験 ， す な わ ち他の

チ ン パ ン ジ ー
を見 た り， 他の チ ン パ ン ジー

の視座 か ら

自分 を確 か め る 経験 が 必 要 な の で は な い か と述 べ て い

る 。

　自己認知が成 立 す る た め に は，自己 の 身体 感覚 や 身

体活動を通 し て外界 との 物理的境 界を認知 し て い くだ

け で は 不十分 で あ り， 他者と の相互作用を通 し て，心

理 的 に 自己 と他者を分化し て と らえ， 自己 に つ い て認

識 し て い く過程が 必 要 で あ る と考 えられ る 。 し か しな

が ら こ れ まで の研究で は，鏡像認知 に お け る， 視覚的

認知 や視覚一運動 シ ェ マ の 協応 の 発達に つ い て ， もっ

ぱ ら検討 され て お り， 他者と の や り と り関係の 中 で ，

自己認知 の 発達を と ら えた実証的研究 はほ と ん ど な さ

れ て い な い 。

　また自己認知 の よ う に，社会的，情緒的 ， 認知的機

能 と密接に関連 し て存在する もの に つ い て は ， 子 ど も

の 発達を全体的に み て い く中で と ら え る 必 要 が あ る だ

ろ う。 そ こ で本研究で は ， 日常生活 を と もに して い る

筆者の 長男 の 発達 を多面 的に と ら え る中で ，乳児 が他

者 を認知 し ， 自己を認知 して い く過程 を解明 して み た

い と考 える 。 特に ， 他者 と の 関係は，乳児 の そ の と き

の 自己認知 の あ り方 を反映 して い る の で は な い か とい

う考 えか ら ， 乳児 と他者 と の 関係を中心 に み て い く中

で 、 乳児が 他者を認知 し， 自己 を認知 し て い く過程を

と ら える。具体的 に は ， 乳児に と っ て主要 な他者で あ

る母 伐 ）と の や り と り関係，見知 ら ぬ 人 へ の 反応，同

輩に対す る反 応 に つ い て検討し た 。 また それ らが 自己

鏡像認知 の発達と ど の よ うな関係 に あ る の か を み る た

め に，鏡映像 に 対 す る 反応 に つ い て も検討 した。

方 法

　 1986年 4 月 1 日生 ま れ の筆者の 第 1子長男 R に つ い

て ， 出生 か ら25か 月 30日 似 下 Z5 ： 30 と略記 ） まで の期

間，以下 の観察を行 っ た 。 R の 出生時 か ら現在に 至 る

家族は，父，母 で あ る。胎生期 ， 周生期 と も正常で満

期 （38 週 ） 出産 。 出生時体重 2．920g，首 すわ り 4 ：11，

寝が え り 4 ： 8 ，は い は い 7 ： 2 ， 始歩12 ：26，初語

14 ： 27で あ っ た
。 生後 1 ：30よ り無認可保育所で 月に

数回保育 を受 け ， 13 ： 0 よ り23 ：25まで 公立保育所 に

通 っ た 。

1． 母 に よ る 日誌的観察

　 R の 他者 （特 に 母 ） と の 交わ りを中 心 に ， 自己 認知 の

発達 に 関連 す る と 思 わ れ る で き ご と を，日誌 と して記

録 した 。 日誌記録は さ らに エ ピ ソ
ー

ドご と に書き出 し

て 整 理 さ れ た。今 回分析の対象と な っ た エ ピ ソードの

数 は 1390で あ る 。

2． 実験室で の 実験的観察

　生後 5 か 月半 よ り月 1 回大学の プ レ イル ーム に て 行

い
， one −way 　mirror を通 して VTR 録画し た 。実験 は

（1＞鏡場 面 （2Gか 月 まで 〉
， （2｝見知 ら ぬ 人場 面 （16か 月 ま

で ），（3）同 月齢乳児 と の 1対 1場面 （17 か 月 ま で ）の 3種

か ら構成 さ れ，所 要時聞 は全体で 40分前後で あ る。 実

験順序 はそ の ときの 子 ど も の状態 に よ っ て 決 め られ た

が ， 見知 らぬ 人場面で泣 きを誘発 す る よ うに な っ て か

ら は ， こ れを最後 に 行 うように し た 。 同月齢乳 児 の う

ち F は1986年 3月30日生 まれ，A は ］986年 3月 17日生

ま れ で ，と も に 健康 な男児 で あ る 。 な お A は 4 か 月 ，

F は 7 か 月 ， R は 13か 月か ら同一
の 保育所 に 通 っ た 。

実験 は ， 実験者（R の 母 ）の ほ か
， 同月齢乳児の 母，VTR

担当者 1名，ア シ ス タ ン ト 1名 ，見知 ら ぬ 人 1名 に よ っ
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て行わ れ た 。 各実験の手続 は次の 通 りで ある 。

（1） 鏡 場 面

　鏡 は幅45cm， 高 さ121cmで高 さ39cm の 脚 の うえ に

つ け られ て お り，VTR 録 画 し や す い 位置 （。ne ．way

mirror か ら約 2m 離れ た と こ ろ ）に お か れ た。　Bertenthal＆

Fisher（1978）， 百合本 〔1980 を参考に ， 以 下の課題 を

月齢 に 応 じて 行 っ た。所 要時間 は 約 10分 間 で あ っ た。

a ）口紅課題 1 口紅 は あ らか じめ ウ エ ッ トテ ィ ッ シ ュ

に つ け られ て お り，「お 顔をきれ い に しよ う」な ど の 話

しか け と と もに ， 実験者 ま た は ア シ ス タ ン トが被験児

の 鼻をふ く。鼻 に 口 紅 が つ け られ た被験 児 は，母親 と

と も に鏡の前に導か れ ， 約 1分半鏡の 前で の 行動が観

察さ れ た。

b ）指さ し課題 ： a ）の あ と ひ き続 き鏡橡に注目さ せ
，

「お 母 さ ん ど こ ？］「〜ち ゃ ん ど こ ？」 とい う問 い を母

親 が行 う。

c ） ス ポ ン ジ課題 ：直 径 7．5cm，厚 さ3．5cm の ス ポ ン

ジ に顔 が か か れ ， 頭 に リボ ン が つ け ら れ て い る。 こ の

ス ポ ン ジ の 顔が 長 さ 29cm の針金で 子 ど も用 リ ュ ッ ク

に つ け られて お り，被 験児が リュ ッ クを背負 う こ とに

よ っ て ス ポ ン ジの顔が 頭上 に くる よ う に な っ て い る 。

リュ ッ クの 装着 は，実験者 また はア シ ス タ ン トに よ っ

て 気 づ か れ な い よ う に 行 わ れ ， そ の 後鏡 の前に 導 か れ

る 。 被験児が 実物の ス ポ ン ジ を見 つ け る か ， 2 分経過

した ら終 了す る。

d ）お も ち ゃ 課題 ：お も ち ゃ は 13cmX15cm の プ ラ ス

チ ッ ク製 の くまの 人 形 で ，L5m の 細 長 い 棒か ら下 が

る糸に結び つ け ら れ て い る 。 再び被験児 を鏡に 注目さ

せ ， 被験児の 鏡像 の 斜め 右上 に 人形 の像が くる よ う に ，

ア シ ス タ ン ト に よ っ て つ い た て の 背後 か ら人 形 が 呈示

さ れ る 。 人形や ア シ ス タ ン トは つ い た て の 背後に隠れ t

鏡縁が 映 る ま で 被験児 に 気づ か れ な い よう に して あ る。

被験児が実物の 人形 を見つ け る力丶　2分経過 し た ら終

了す る。

  　見知 らぬ 人場面

　見知らぬ 人 は 30歳前後 の 女性 （8 か 月時 の み男性）で あ

り，同
一

人物が 連続 し て 見知 ら ぬ 人 と な る こ と は な

か っ た 。 Emde，　Gaensbauer，＆ Harmon （1976） を参

考 に ，次 の 連続 し た 5 つ の 状況 で の 反応が観察 さ れ た 。

所要時間は約10分間で あ っ た 。

  実験室 に母 と被験 児が残 り ， 母が部屋 を去 る 。   見

知 らぬ 人 が 入室 し，被 験 児 を見 る。  そ ば に 近 よ り被

験児の 名前を呼ぶ 。   被験児 を抱 き 上 げあやす 。   そ

こ へ 再び母が 入 室す る 。

  同月齢乳 児 との 1対 1場面

　部屋 の 中央に 2 人の 子 ど もを ， 約60cm の 間隔 で 向

か い 合わ せ また はとな り合わ せ に 置 き， 付近に R が 日

常使 用 して い る お もち ゃ な ど 2 ， 3 の お も ち ゃ を置 く。

5 分間の セ ッ シ ョ ン を最低 2 回行 い
， 両児の 行 動 を

VTR 録画 し た。各児 の 母親は そ ば に お り， 子 ど も が 母

親 を必要 とす る か ， 子 ども に 危害が加 わる ような場 合

を除い て，介入 し な い こ と を原則 と し た が ， 母親 は 両

児の 交渉場面 が み られ るよう に 配慮す る こ と が 多か っ

た。平均観察時間 は約 15分間で あっ た 。

　（1）〜（3）の各実験 に つ い て は ， VTR 観 察に よ り生起

し た行動 を記述 し，ど の よ うな行動が現れ た か とい う

質的分析 を行 っ た。

3．　 ウ ズギ リス
ー

ハ ン ト尺度に よ る発達評価

　精神発達の状態 をよ り客観的に 知 る ため に
，
Uzgiris

＆ Hunt 〔1975＞ を参考に ， 母が検査者と な り， 家庭 で

実施 した。テ ス トは 4 か 月半よ り毎月 2 回，16，17か

月 は毎月 1 回 ， 17か 月 ま で行わ れ た 。

結果 と考察
1 ’

　 EI誌 的観 察 か ら母 （父 ｝と の や り と り関係 ， 実験的観

察 か ら見知 ら ぬ 人 に 対す る反応 ， 同輩 に 対す る 反応，

鏡映像 に 対 す る 反応に つ い て ， そ れ ぞ れ 結果の 主要な

もの を TABLE 　1〜4 に 整理 し て 示 し た。
’ ”

0 〜 7 か 月

　 R は 2 か 月頃生 まれ て 初め て 鏡の 自己像を見た と き

目を丸 く し て凝視 した［4− 1］が ，
こ れ は ， す で に 見知 っ

て い る父母以外 の顔 を見 て 注目 し た の で は な い か と思

わ れ る 。
こ の 頃 に は ， だれ か が 近 づ くと 泣 きや む ［1− 2］

な ど ， 欲求を満た し て くれ る者 と し て他者を認知 し て

い る。 3 ， 4 か 月頃 か ら母 と見知 ら ぬ人 の 顔 を見比べ

て い た が ， 5 か 月半ば頃か ら と きどき見知 らぬ 人 に 抱

か れ て 泣 くよ うに な り τ2− 31，他者が 自分と の 関係 に

よ っ て分化し始め た。 また 6 か 月 O 日に は母 と の 間 に

共鳴動作が み ら れ な く な りP − 4」，同時に母 と自分 と の

間 も分化 して きた。こ の よ うに 他者 や 自他 が 分化 し て

くる前に ， 4 か 月半ば過 ぎ頃 ， 抱 か れ て い るとき親が

テ レ ビ を見 て い た り，親同士 で 話 し た り し て い る と ，

親の顔を じ っ と見 ， 親が子 どもの 方 を見 る とさ っ と視

線を そ ら す よ うに な っ た ［1 ．．5ユ。

　同輩 に 対 し て は 人見知 りの よ うな現象 は み られ ず，

5 か 月頃す で に他児 の存在 へ の 関心 が み とめ られ た

tt 本文 中の 「 〕内の 数字 は，　 TABLE の 番号及 び TABLE 中 の

エ ピ ソードの 番号 を 示 す。

・ti ウ ズ ギ リス
ー

ハ ン ト尺度に よ る 発達評 価 の 結果 は省 略 し た 。
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TABLE 　I 母 （父 ） との や りと り関係 の 発達的変化

　5　共 鳴動作 1手 の 開 閉
・
腕 を伸ばす）

　6　共 鳴動 作の 消失 ［4 ｝

　S 模 倣 の 出現 （ブ ロ ッ ク の 打 ち合 せ な ど） ［11］

　　物 を介 し た三 項 関係 （ブ ロ ッ ク を倒 す遊 び で 祖 母の 反応

　　 を 見 なが ら喜 ぶ ） ［13コ

　　伝達の 意図を もっ た行 動 （つ か ま り立 ち し母 をふ り返

　　 る
・母 の覲 に ふ れ お も ち ゃ を取 らせ る） ［14！

　9　自分の 存在 の 主 張 （母 と客 や 両親の 会話 中 ガー
ガ
ー言 う1

　　 母 に 物 を差 し出す

10；指 さし
・「ち ょ うだ い 」の 身振 り の理 解 〔15］

　　 だ だ こ ね （抱 い て 欲 し い と き足 に 力 をい れ ず立 た な い ）

　　　［16〕

　　 か ん し ゃ く （さわ りたい 物 を取 り上 げ られ る と テ
ー

ブル

　　 に か み つ い て ガ ー
ガー言 う〉 ［17］

　　 い や な 食べ 物 の 拒絶 （欲 しい 物 の み 食べ る ）

　　 手 さ しで 要求

　　 や りと りゲーム を 自分 か ら始 め る ［23］1213

　日常生活 の 模 倣 （電 話 。
歯み が き ・帽子 をか ぶ る〕 ［26｝

　　自分 に で き な い こ とを 母 に 頼 ん で して もら う 〔ミ カ ン の14

　　皮をむい て も ら う） ［27］

　　 か け ひ き （白い 器 の か わ りに ジュー
ス の 缶 を渡 す ・さわ

　　 らせ て も ら え る ま で食 べ ない ） ［24］
15 自分が され て い る こ と を母 に 対 してする 〔ご飯 を食 べ さ

　　 せ る ・歯 ブ ラ シ を口 に い れ る ） ［28］

　　禁 じられ て い る こ と をす る と き母 の反 応 を待 つ ［29］
　　 い や い や ゲーム （お せ ん べ い を差 し出 して 母 が取 ろ うと16

　　 す る と首 をふ りなが ら 引 っ 込 め る ｝ と首 の 横 ふ りの 定着

　　 匚3e］

　　 母 や 周 囲の 人 に さか ん に 物 を手 渡す

　　自分 の 持 ち物 の 理解 ［31］
　　 指 さ しで 要求

　　 じだん だ を 踏 む

　　 い らな い もの は母 に返 す

17 ダ メ と言 わ れ る た び に 自分 の 首 を ふ り，そ れ を し な い

　　 ［32］
　　自分が 帰 O た くな る とバ イバ イ と言 う ［33］

　　「つ も り」の 出現 （乗 り物 を しま う と き思 う通 りの 形 に 並

　　 べ たい ・
朝 父 と

一
緒に 行 けない と，足 をバ タ バ タ さ せ て

　　 泣 きわ め く） ［34］

　　 自他の 鼻 ・目の部 位の 理 解18

　　父母 の 写真 や 衣服 ・持 ち 物に 名前 を言 う　［35］
　　自分 の 写真 や鏡像 に 名 前 を言 う ［36］

　　人形 を 並 べ て すわ らせ，自分 も同 じ よ うに 並 ん で す わ る21

　　 ［38］

　　 カ メ ラ の レ ン ズ を自分 の 額 に つ け て シ ャ ッ タ ーを押 す

　　 ［39］
22　「ボ ク，ボ ク 」と うる さ く言 っ て 自分が した が る ［40］
25　お 人 形 さ ん ご っ こ ・一人二 役的会話 ［42｝

　　「〜し た い 」「〜ね．〜ね 」「〜し よ うか 」な どの 言葉 〔43］

TABLE 　2 実験場面に お ける見知 らぬ 人 に対す る

反応の 発達的変化

月齢 母｛M ｝退室
見知らぬ人（S）の
揺近・声かけ・抱き上げ

母（麟 再入室
母嗣 ）に よる

抱き上げ

5〜6 目で追うが表 注視 MとSの顔の見 変化なし

情は変化なし 比 べ 後少し泣 き

そうに なる［3〕
゜8〜】o 目で追い ドア 注視の の ち そっ くO 泣い てい て気づ 泣きやみ Sを注

の注視・不安 返っ て激しく泣く かない 視

そう

11〜12泣 きな が ら 顔をそら して 泣く うれ しそうに発 Sに向か っ て笑

はっ て後追い 声・微笑 うが，抱かれそ

うになるとM に

しがみ つ く［191

B〜15 しがみ つ」、て Sに手をのばすが，抱 泣きやみM に し Mに しがみつ い

誰れない ・激 かれるとM の 出て行っ がみつ く たまま

しく泣 く た方に両手をのば し，
のがれようとする

＊ 7か 月は実験中眠くて反応が不明確

TABLE　3 実験場面 に お け る同輩 に 対 す る反応 の

発達的変化

月齢

5 ： 16

79　

266

8 ： 69

：11

lO　 5

ユ1 ：13

12 ： 5

13 ： 5

14 ：10

16 ： 4

17 ： 1

同輩 に対 す る反 応

手 を の ば しな が ら顔 と顔 を つ き合 わ せ て お 互 い に 発声

［6］

耳 を ひ っ ば られ，頬 をつ か まれ て 泣 き 出す ［7］
一

斉 に 同 じ方 向を 見 た り，相手 の 見 た 方 を見る
・
相手

の し て い る こ とを見 て 同 じ こ と を す る （ゴ ザ を ひ っ か

く） ［10〕・つ か ま れ る と声 を 出 し て ふ り払 お う と し，
つ か み 返 す ［8］・お もち ゃ を取 ら れ るが 無表情 ［9］

ア
ー

と言 い な が ら ボ
ー

ル を F に 差 し 出す

泣 い て い る F を見 る・機嫌 よ く一人 で 遊ぷ ・母 を相手

に 遊 ぶ

お もち ゃ を取 られ る ・Fの耳 をひ っ ぱ る ・F は 母 に 促

さ れ R に ブ ロ ッ ク を差 し出すが 手 を放 さず ひ っ ぱ り合
い に な る 匚18］
A の して い る こ と を 見な が ら発声 ・A の して い る こ と

に 手を 出 そ う とす る （積 ん だ ブロ ッ ク を倒す な ど）

青 い 輪 が 気 に 入 り ． 他の 色の で は ダ メ で激 しい 取 り合
い や 怒 りの 泣 き ［22］
A が R の 持 っ て い る ぬ い ぐる み を取 ろ う と す る と拒否

す る が ， A が 固執 せ ず後 ろ を 向い て 絵本 を見始 め る と

A の 方 に ぬ い ぐる み を差 し出 し，A の 反応が な い とA
の母 に差 し出す ［25】・A か ら R へ 輪の 受渡 し

青 い 輪 の取 り合 い で 声 を あ げ ひ っ ぱ り取 るが
， F に 目

をつ か まれ て 激 し く泣 くと，そ の 後輪投 げで 遊 ぶ の を

い や が る

相手が持 っ て い るお もち ゃ を欲 しが り取ろ う とす るが，
相 手 が取 られ ま い とす る の で あ き ら めて 他 の お もち ゃ

で 遊ぶ

A の 母 の まね を し て A の 頭に 輪 をの せ よ う とす る
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TABLE 　4 鏡映像に対す る反応の 発達的変化

〔 ）内は 〔月 ：日）齢 を示 す

〔3− 6〕。6 か 月 に は つ か ま れ る な ど，他児か ら の働 きか

け を受け る よ うに な り［3− 7］， 7 か 月頃 つ か ま れ る と声

を出 して ふ り は ら お うと し，つ か み 返 す ［3− 8］な ど ，

い や が る意思表示 をす る よ うに な っ た 。 し か し こ の と

きは お もち ゃ を取 られ て も無表情で あ り［3− 9｝， まだ お

も ち ゃ に 対 す る所有意識は 現 れ て い な い ようで あ る 。

ま た相手の 注意の 方向や し て い る こ とに 興味 を示すな

ど
， 相 互 作用 ら し き も の が観察 され ， 相手 の して い る

こ と を見 同 じ こ とをす る模倣 もみ られ た ［3− 10］。 母

と の 間に 模倣 が み ら れ た の は 8 か 月 に な っ て か ら ［1

− 11】な の で ， 模倣は親 よ り同輩に対 して の 方が起 こ り

や す い とい う こ とが 考 えられ る。ま た 8か 月頃ま で は ，

鏡 の 自己像に 対し て も同輩に対す る の と1司じよ うな興

味を 示 して い る ［4− 12］。

8〜11か 月

　人見知 りが最も顕 著 な 8か 月 頃 に は，三 項関係が成

立 し［1− 13ユ，模倣や伝達の意図 をもっ た行動が み られ

る ［1− 14］な ど ， 物やテ
ー

マ を媒 介と し た 父母と の や り

と りが 可能 に な っ た 。 あ る 目的 を も っ て 相 手 に 働 きか

け た り ， 自分 の 行動 に 対 す る相手の 反応 を予測 して い

る な ど，意図性の出現 が み と め られ る。さ らに 10か 月

に は ， 父母 の 指 さしや 「ち ょ う だ い 」の 身振 りに 反応

す る よ うに な っ た「1
− 1司。同 じ頃 だだ こ ね や か ん し ゃ

くの 初歩的 な もの が み られ る よ うに な P［］
− 16，切 ， 同

輩 に 対し て も， F の 耳 をひ っ ぱ る こ と や 、　 F が差 し出

した ブ ロ ッ ク を 取 ろ う と す る が F が 手放 さな い の で

ひ っ ぱ り合 い に なる こ とが観察 され た 13 ．一
］8］。 しか し

こ の 時点 で は ， お も ち ゃ を 取 ら れ て も取 り返 そ う とす

る の で は な く， 母 に 甘 える こ と が 多か っ た 。

　 11か 月頃か ら は分離不安 が激 し くな り，見知 らぬ 人

に抱か れ まい として 母 に しが み つ くな ど［2− 19］， 安全

基地 と して の 母 の 機能が明確 に な っ て きた 。 ふ だ ん母

が そば に い れ ば人 見知 り もや わ ら い で きた。しか し な

が ら14か 月に は ，
マ ス クをした り，髪 を切 っ た り し た

母 に 対 す る違和感 を 示 し て お り ， 母親 の 認知 もまだ視

覚的な もの に 大 き く左 右 され る よ うで ある 。 ま た R は

9 か月頃物の永続性が成立 し （ウ ズギ リ ス ー
ハ ン ト尺胸 ，

鏡 の 自己像 をとま ど っ た よ うに じ っ と見る よう に な っ

た M − 20］。
こ の 頃鏡像 は他者 の

一
人 で あ る が ， 自分 と

関係 あ る ら し い こ と に気づ き 始 め る の で はな い だ ろ う

か 。 10か 月 に は， 自分 の 体 に つ い た ス ポ ン ジ の顔を ，

鏡像 を見 て ふ り返 る こ と が で き る よ う に な り 「4− 21］，

自分 の体 の 動 き と鏡像の連動性に つ い て の 理解が み ら

れ る 。 他者 と同 じように，自分 も空間上に位置を占め

て存在 して い る こ と を理解 し始め て い る らしい 。

12〜17か 月

　 12か 月 に は ， 他の物で は ダ メ で ど うして も そ れ で な

けれ ばな ら な い と い う物 が 出現 し ， 同輩と の 間で 激 し

い 取 り合 い が 観察 さ れ た ［322 ］。母 に 対 し て は ， 12か

月半 ば頃 か ら 「エ エ ！」 と言 っ て 自分か ら物 を差 し 出

し， 受 け取 る と手 を出 し て 要求 し，や り と りを何度 も

くり返 す や り と りゲーム を ユ R に 何回 も行 う よ う に
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な っ た ［1− 23］。 そ の 後 自分 の欲 しい 物は 母 に 渡 さず別

の 物を渡 した り ， 自分 の さわ りた い 物を さ わ らせ て も

ら える まで ご 飯 を食 べ な か っ た りす るなど［1− 24］， 自

分 の 目的 を遂行す る た め に 自分 の 行動 を調整す る よ う

に な っ た 。 同輩に対 し て も ， 相手 が 欲 しが る と拒否し

た ぬ い ぐる み を，相手 が 欲 しが ら な くな る と差 し出し

　［3− 25］，相 手 の 反応に よ っ て 自分 の行勤 を変え る こ と

が み とめ ら れ た。

　 14〜16か 月 に か け て模倣［卜 26〕やや り と リゲーム が

頻 繁 に観察 され て お り，
こ れ らの こ と を通 じて ， 他者

の身体 に 対応 す る 自分の身体の 部位や ， 他者に対置さ

れ る もの と し て の 自分 な ど，自分 と他者 の関係 に っ い

て 学習し て い くこ とが推察さ れ る。こ の 頃 に は ， 自分

に で きな い こ と を母 に頼ん で し て も ら っ た り ［1− 27］，

自分が ふ だ ん さ れ て い る こ と を母 に 対 し て し た り ［1

− 28］，禁 じられ て い る こ と をす るとき母の 反応 を待 っ

た り ［1− 29］す る こ とが み られ た 。

　 16か 月に は，首 の 横ふ り を 拒否 の意味で使 うよ うに

な っ た〔1− 30］。 ま た 保育所 に母が迎え に行 くと， カ バ

ン が ぶ ら 下 げて あ る と こ ろ に 行 っ て
， 自分の カ バ ン の

下 に 立 ち ， カ バ ン を指 さ して 取 っ て くれ と保母 を促 す

な ど， 自分の カ バ ン
， 帰 る と き の 手続な ど を 理 解 して

い る様 子 が観察 さ れた 11− 31｝。 17か 月頃に は，母 の 顔

を じ っ と見な が らお む っ バ ケ ツ に 手 を突 っ 込 もう と し

て い た が，「ダ メ」と言 わ れ る たび に 自分の首を左右 に

ふ り， そ れ を しな い こ とがあ り ［ユー32］，首 の 横 ふ りが

自分 に 対す る 禁止 の 意味 に も使 わ れ た 。 ま た ， 近所 の

子 ど もたち が 帰る と き 「バ イバ イ」 と手をふ っ て くれ

て も， 手をふ らなか っ たが ， 自分が 帰 りた くな る と ，

遠 くの 子 どもた ち に 向か っ て 「バ イバ イ」 と手 をふ P ，

家 の前 の階段 の と こ ろで もう 1度手 をふ る こ と が 観察

さ れ た 【1− 33］。い ず れ も他者の 動作の模倣だ が ， 他者

の 態度 を自分に 取 り入れ ， 自分 の行動を コ ン トロ
ー

ル

した り， 自分 の 意思 に そ っ た 場面 で 使 うよ うに な っ た 。

さ ら に
， 乗 り物を し ま うとき自分が思う通 りの 形 に 並

ぶ ま で何度 も並 べ 直 した り， 朝父 と
一
緒 に 行 け な い と，

足をバ タバ タ さ せ て 泣きわ め くな ど［1− 34］， 自分 の 「つ

も り」の よ うな もの も出現 して きた。 こ の 頃 ， 認識や

行動の 主体 と して の 「自己 」 が 意識 され る よ うに な る

の で はな い か と考 え ら れる 。

18〜25か 月

　18か 月頃 に は ， 父 の こ と を 「タ ッ チ ャ ン」母 の こ と

を 「チ ャ
ーチ ャ ン 」 自分 の こ と を 「デ ョ

ー
チ ャ ン 」 と

明 ら か に 言 う よ うに な り， 父母 の 写真や衣服 ， 持 ち物

に 命名 ［］
− 35Jす る よ うに な っ た。 自分 の 写真や鏡像 と

自分の 名前 も結びつ い て きた ［1− 36 】。 19か 月 に は鏡喙

を見て 実物 の お も ち ゃ をふ り返 るよう に な り ［4− 37］，

他 の もの な ら像の 虚像性が理解で きて くる。
こ の 頃か

ら二 語文 を含め て 急 に語彙が 増 え始 め ， 父母 と の や り

と りも言葉 を 混 じ えた もの に な っ て きた。また 18か 月

に な ると，
マ ス ク を し て い る母 を見て も違和感を示 さ

な くな り，見 か け に か か わ らず母 は 母 で あ る こ とが 認

識さ れ て い る ら し い
。

一
方 で 16か 月頃か ら， 見知 らぬ

人 に対 して ひ たすら じ一
っ と見 つ め た り， 母 の足に し

が み つ い た りす る よ う に な り， 再び人見知 りを強 く示

し始 め た 。

　 2ユか 月 の と き に は ， 人 形 を並 べ て す わ ら せ，自分 も

同 じように 並 ん で すわ っ て み た り し ［1− 38］，見 る自分

だ け で な く，見 ら れ る自分 の 役 も演 じ て い るように み

えた。しか し こ の 頃，カ メ ラを さ わ りた が るの で 貸 し

て や る と，自分 か ら見え る通 り，す な わ ち レ ン ズ を 自

分 の 額 に つ け て シ ャ ッ タ
ー

を押す ま ね をする［1− 39］こ

とが観察さ れ た。自分 を他者の 立場 に 置 き換え て み る

こ と は まだ で き な い よ うで あ っ た 。

　 22か 月 に は ， 明 らか なみ た て遊 びが観察 され ， カ メ

ラ も 正 しい 向 き で 扱う よ う に な っ た 。 また，1ボ ク ， ボ

ク 」と言っ て ， 母 が し て い る こ と を自分が したが る よ

うに な っ た ［1− 40］。 24か 月に は，け が を し て ガーぜ を

は られ た 自分 の顔を鏡 で見る と ． そ れ まで 1度 もさ わ

ら な か っ た の に ， 自分の顔 の ガ ーゼ の あ た り を さ わ り，

「こ こ 痛 い ！ ボ ク痛 い 」と言 い
， 自己 鏡豫認知が成 立 し

て い る こ とが 観察 され た［4
− 41］。同 じ頃 ， ぬ い ぐる み

の 顔 の 前に 本 を開き ， 本 を見 せ た り， 絵本を積木 で 叩

い て 「くる み ち ゃ ん （絵本 の 主人 公）， 痛 い ！痛 い ！」と

言うな ど，他 者 の 立場 を理解 して い る様子 が み られ た。

自分 が経験 し た こ と や父N との や り と りを人形相手 に

再現 し ， 人形 に ふ るまわ せ た り，言葉 を言 わ せ た り，

自分 と人形 と の 間 で，一
人 二 役的 な会話を し た りして

い た ［1− 42］。 ま た， こ れ まで要求す る時 「〜して 」と

言 っ て い た の が ， 「〜し た い 」 と言 う よ うに な り，

「〜ね
，

〜ね 」「〜し よ うか 」な ど同意を求め るような

言葉を頻繁に 発す るよう に な っ た ［1 −43］。自己 の要求

や 視 点 に だ け し ば られ て い た の が ， 他者の 要求や立場

も考え ら れ る よ うに な りつ つ あ る と言え る。

討 論

　本研究の 目的 は ， 他者 と の 関係 を み て い く中で．乳

児 が 他者を認知 し ， 自己 を認知 して い く過程 をとらえ

る こ と にあ っ た 。R の 場 合自己鏡像認知 の 成 立 ま で に，
TABLE 　5 の よ うな段階 が 観察 され た 。
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谷 ： 0〜2歳 に お け る 自己 認 知の 発達

TABLE 　5　 0〜 2 歳に お け る 自己認知 の 発達 （R の 場 合〉

oか 月〜 自己鐃豫に驚嘆・凝視・泣 き　〔2）

母 と見知らぬ人の顔の見比べ 〔3）

4か月〜 父 母へ の注視 と視線の回避 （4）

自他の分化の始まワ 人見知 りの 気配 〔5）

共鳴動作の消失 〔5）

同輩との間で相互作用 （7｝

明らかな人見知 り 綿 ）

模倣・三項関係 ・意図的 コ ミ ェ ニ ケーシ ョ ンの 出現 〔8｝

9 か月〜 物の 永続性の成立 〔9）

自分の存在につ い て 自己鏡像にとまビい 〔9）

の認識の始まり だだこね ・か んしゃ く Gω

自分の体の動きと鏡縁との連動性の理解 （10）

12か月〜 同輩と激しい お もち ゃの取 り合い （ユ2）

他者との や ワとりの やワとリゲーム を目分か ら始め る （12）

中での自他の関係に 他考の反応を予測し自分の行動を調整 G3＞
つ いて の認議 1模倣・や りとOゲームが さか ん （14〜16》

瞬 ち・ の取 oa ・・blSSC　 Cli−−17）
拒否の明確｛匕 06）
自分 の所有物の理解 q61

17か月
〜 他者の態度の自分へ の取ワ入 れ （17〕

主体としての自己認 ［つ も列 の出現 〔の

議の始まり 父母自分の 名前の明確化 q5）
父母の所有物や友だちの名前の理解 〔1印

自分の写真や鏡像に名前を言う　（18｝

鏡縁を見て実物の お もちゃ をふ P返 る q§〕

「ボク， ボク」と言っ て自分がしたが る　臣2）

24か 月〜　　　　　 自己鏡像認矧の成立 C24）

他者の視点や立場の お人形さんごっ こ ・一人二 役的会話 （25）

理解　　　　　　 「〜したい 」「〜ね，〜ね」1
−
〜しようか」な どの 言葉 i25｝

〔 ）内は月齢を示 サ

　乳児 は生後 2か 月頃 に はす で に 欲求を満た し て くれ

る もの と して他者の 存在 を認知 し て い るが，他 者 が 自

分 と相対 す る も の と し て存在 し始め る の は ， 4 か 月半

ば過 ぎと考えられ る。Werner ＆ Kaplan　G963〕 は，

つ か む こ と と見 る こ と が協応 動作 と し て成立 し て く る

こ とを静観的態度 の 出現 と し，事物 と身体 が 融合 し た

状態か ら ， そ こ に あ る なん らか の 事物 をつ か ん で 注視

す る よ うに な る こ とは，対象 に 対 し て 相対 的自立 を

保 っ た ま まで 見 ると い う態度 が 働 き始 め た こ と を示 し

て い る と い う 。 R が 親を注視 し ， 親 の 視 線 を回避 す る

よ うに な っ た の も ， 目 と手 の 協応 が成立 （4 ：17〕し た後

で あ っ た 。 Werner ＆ Kaplan （1963 ＞ は 事物 に つ い て

述 べ て い るが ，R に と っ て他者が ，
こ れ ま で の 欲求を

満 た して くれ る者 としてだ けで はな く，自分 と は か か

わ りの な い と こ ろ で も存在 す る者 と し て認知 さ れ 始 め

た の で は ない か と推 察 され る。麻 生 （ユ9Sl）は ， 4 か 月

の
一

乳児 が ，お と な が じ っ と見 つ め る と必ず視線 を回

避す る よ うに な る こ とか ら ， こ の 時期 を ， Wallon（1949）

の い う 厂対峙 の 感 覚」 が出現す る時期 と位置づ けて い

る。 こ の 頃他 者の 存在を意識 し始め ， 他者の視線 を感

じる 「自分」 と い う もの が形作 られ て くる の で は な い

だ ろうか 。

　人 見知 りを示 し始 める 5 ， 6か 月頃 に は ， 父母 と 見

知 ら ぬ 人 t 大 人 と同輩を 弁別 し て お り ， 他者 と自分 と

の関係 に つ い て 何 らか の 認識 を もっ て い る ら し い 。 人

見知 りが 最 も顕著な 8 か 月頃 に は ， 自他の 分化 もよ り

明確 に な り，自分 か ら他 者 へ 意図性を も っ た働 き か け

が 出現す る 。 9 ． 10か 月頃 に は他者 の 意 図 の 理 解が み

られ ， 自分 の 存在 に 気づ き始め る 。 そ の後 自分の 要求 ，

所有物 を主張す る ように な り， また，他者と の や り と

りを通 し て，自分 の 身 の 回 り の物 ， 日常生活 の 意味 を

理 解す る よ うに な っ て くる。乳児 はそ の 中で，他者の

意 図 との ぶ つ か り合 い や，他者か ら さ れ た こ と を自分

が し て み た りす る こ とに よ っ て，認識や行動 の 主体 と

し て の 「自己」 を意識す る よ うに な る の で あ ろう。そ

の 際大人 と の や りとりは 乳児 の 意図 を補 う形 で行わ れ

る の に 対 し，同輩 との 間で は ， 大人た ちが相手 の場 合

と は異な る経験 を得 る と思 わ れ る。自分 の 体を つ か ま

れ た り，お も ち ゃ を取 ら れ た り とい うこ とは ， 大人 と

の 間 に は め っ た に 起 こ ら な い で き ご と で あ る 。 痛 い 思

い を す る こ と や 自分が遊 ん で い る お もち ゃ を取 られ て

し ま う経験か ら，自分の 身体の 存在や 「〜した い 」 と

い う欲求 の 主体 として の 自分，また他児 と自分 と の 優

劣 関係な ど を認識 し て い くの で あ ろ う。

　 しか し な が ら こ の 時期 に は，鏡 に 映 っ た お も ち ゃ や

他者に つ い て は，自分の 鏡像を手 が か りに 実物 の あ り

か を見 つ け る こ と が で き る の に ， 鏡像 を見て も ， 自分

の顔 に つ い た 白い 点々 を直接 さわ ろ うとしな い
。 自己

鏡豫認知が成立 す る に は，鏡像 は見られ て い る 自分 で

あ る と い う こ との 理解 が 必要 で あ るが ， 外的空間に属

し て お り，常に 見ら れ る側に あ る お もち ゃ や他者 と は

異 な り，自分 は 常 に 見 る側 に あ る た め ， 対象化が困難

で あ る か ら と考えられ る。自分 の 写真や鏡像に 自分の

名前 を 言 う こ とが で き る よ う に な る の は ， 自分 の 見 え

姿 を ， 他者同様 ， 外 的空間 に 認知 し て い る に す ぎな い
。

自己鏡像認知が成立 す る た め に は， 認識 や行動 の 主体

として の 「自己」 が 育 つ
一．一方で ， 他者の視点や 立場 を

理解す る よう に な る こ とが 必要 で あ る と 思われ る 。

　 R の 場合他者 の 視点や 立場の 理 解が み られ 始 め た の

は ， 自己鏡像認知が成立 した 2歳頃で あ る。麻生（19S4）

は
，

一
乳児 が 2歳 前後 に ， 他者か ら の 見 え を理解 し，
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役割 交替 ・一人 二 役的行動 を示す ように な り， 象徴的

な 水準 で 自己 と他者 と を対等な もの と みな しうる こ と

が で きる よ うに な っ た こ とを報告 し， これ を自己一他

者の 基本構造の 成立 と し て い る 。 な お麻生 CI984） の乳

児 で は ， す で に 1歳半頃 自己鏡像認知が み と め られ て

fO’　P ， 浜田 く1984） は 自己鏡像認知 を ， 2 歳前後 に 象徴
レ ベ ル の 自他関係 に移行 して い く過程で 現れ る ， 自分

の所有物 に 自己 の 投影が つ きま と うよ うな投影的な レ

ベ ル の 自他関係 と し て位置 づ けて い る 、 しか し な が ら

本研究で は ， 自己鏡像認 知 は ， 浜 田 ｛1984 〕の い う象徴

レ ベ ル の 自他関係 に移行す る頃出現 し た。 こ れ まで な

され て い る研究で も， 自己鏡像認知 の成立 の 時期 に は

か な りの 幅が あ り（1歳 半〜2歳 以降 ），実験条件や成立 の

指標の違 い に よ る と こ ろが 大 きい と思わ れ る 。

　 い ずれ に せ よ自己認知 の発達 に は，他者 との や り と

りを通 して ， そ の対の一方である自分 に つ い て ， 主体

と し て の意識が 芽生 え る だけ で な く，他者の 視 点 や 立

場 を理 解 し ， 他者か ら自分 が ど う見え て い る か に つ い

て認識 し て い くこ とが 必 要 で あ る と言え る。乳 児 は他

者 に 働 きか け る こ と に よ っ て 他者の 存在を知 り， そ の

他者か ら働 きか けられ る こ と に よ っ て 自分の存在に 気

づ い て い く。他 者 との問で 意図性 をもっ たや り と りが

可能 に な る と ， 認識や行動 の 主体 と し て の 「自己」 を

意識する よ うに な るとともに ， やが て他者 の 立場 や視

点を理解 して い く よ う に な る と考え られ る 。 な お本研

究で 得 られ た結果 に つ い て は ， さ ら に数多 くの 事 例 に

よ っ て 実証 さ れ る 必要 が あ ろ う。
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