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再認 が 可能に な る時期 とエ ピ ソー ド報告開始 時期 の 関係

一一
縦 断的調査 に よ る事例報 告

上 　 原 泉
1

　成人 は ， 3 ， 4歳以 前の こ とをな か な か 思 い 出す こ と が で き ず， こ の 現 象は 乳幼児健忘 と呼 ばれ て い

る。近年の 記 憶研究で は ， 顕在記憶は ， 潜在記憶 よ りも遅 れ て 発達 す る とい われ て い る が ，
い つ 頃か ら

ど の よ う に こ れ ら の 記憶 が 発 達す る の か に 関 し て は ほ と ん ど報告が な い
。 本研究で は ， 4歳 前 で は顕在

記憶が 十分 に 発達 し て い な い た め に ， 4 歳前の こ とを自覚 的 に 思 い 出す こ と が 困難な の で は な い か と考

えた。 こ れ を検証 す る た め ，再認樋 去 に 見 た か 否 か の 判 断〕と 過去 の 個人 的 な出来事 を語 り始 め る能力の 発

達過程 を縦断的に 追跡 し た 。 そ の 結果 ，
ユ．再認 が 可能 に な る の は ， 3 歳以 降で あ る こ と。2 ．過去 の 出

来事を語 り始め る時期は ，再認が可能に な る時期よ り早 い 場 合 が ある こ と 。 3．過去の 出来事を語 り始め

る 時期 は ， 初語時期 に 依存 す るが，再 認 が 可 能に な る 時期 は ， 初語時期 や 過去 の 出来事 を語 り始め る 時

期に 直接的に は依存 し な い こ と t が示 された。 こ れ らの 事実 に 基 づ き ， 言語や 意識 との 関係 を念頭 に お

い た ，記憶発 達 に 関す る 新た な仮説を検討 し た 。

　キ ーワ ード ：再認 開始時期 ，
エ ピ ソ

ー
ド報告 開始 時期，エ ピ ソ ード記憶 ， 初語時期 。

問 題

　我々 は ， 乳 幼児期 の こ とをな か なか 思 い 出す こ と が

で き な い が ，
こ の現象は ， 乳幼児健 忘 と呼 ばれ る （Freud，

1901 ；schachte］，1947 ）。 従来 の 研 究 （Dudycha ＆ Dudycha 、

1941 ：Rubin、1982 ；She山gold ＆ Tenney ，1982；上 原，1994） か

ら ， 我々 が ， 自覚的 に 思 い 出 せ る 1 番古 い 記憶 の 年齢

は ， 3 ，
4 歳 が 多 い こ とが 知 ら れ て い る 。 で は ， な ぜ

そ れ 以 前の こ と は 思 い 出せ な い の で あ ろ うか 。小 学生

をは じめ （小谷 津、1991 ；上 原，1994 ）， 高齢者や幼稚園年

長児 も （上 原，1994），

一様 に ， 3 ， 4歳 よ り前の こ と を

報告で き な い こ とか ら，長 い 年月 の 経過 が 原 因 だ と は

い えない 。また， 3 歳半前後の 子供で は ， 過 去に関す

る質問に応 じ る こ とが 難 し く，過去の 出来事 に つ い て

恒常的に報告で き な い こ と が示 さ れ て い る （上 原，1994）。

以上 よ り， 4歳前後 が ，自覚的な 記憶の 発達に と っ て

重要な年齢で あ る 可能性が 高 い 。

　 従来の 記憶研究で は ，

“
忘 れ た

”“
覚 え て い る

”
とい

う言葉 に 代表 さ れ る よ うな意味で の 記憶 を主に扱 っ て

き た 。 しか し ， 近年 ， 特に
“
覚 え て い る

”
とい う意識

の 伴わ な い 記憶が 注 目さ れ ， 前者の よ う に 「自覚 的 に

報告 で き る 記憶 」 を顕在記憶 ，後者の よ う に ［自覚的

に報告で き な くて も行動 に 現 れ る記憶 」 を潜在 記憶 と
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し て 記憶 を 2 っ に 区分す る考え方 が 示 さ れ．そ れ を 支

持す る多 くの証拠が あげ られ た （Shacter，1987 ；Tulving，

1994 ；Squ ｛re ，1992〕。 近年 ， 顕在記憶 は 潜在記憶 よ り も 遅

れ て 発達す る の で は な い か とい われ るよ う に な っ た が

（Naito ＆ Komatsu ，ユ993 ；1）rummey ＆ Newcornbe 　l995），

い つ 頃か ら ， ど の よう に 顕在記憶が発達 して くるか に

つ い て は，こ れ ま で ほ と ん ど報告がな い 。先 述 の，乳

幼児健忘 と い う現 象を 手掛 か り に す る と ， 顕 在記憶 は ，

4 歳前後 に 急激に 発達 す る の で はな い か と考え られ る 。

従 っ て
， 本 研究で は 2 歳頃か ら 4 歳す ぎの 幼 児 を対 象

に した ， 縦断的 な調査 に よ っ て，顕在記憶 の 発達過程

を 明 ら か に し よ う と考え た 。 具体 的 に は ， 再認 と エ ピ

ソード報告 に 注 目し，幼児 ご と に そ の 成立時期の 特定

を め ざ した 。

　顕在 記憶は 「言語 で報告で き る こ と」を前提 と す る た

め ， 顕在記憶の 発達 が 言語能力 の 発達に ど れ く ら い 依

存す る の か を知 る 必 要が あ る が ， 幼児 の 言語発達の 指

標 が 現時点 で は 確立 さ れ て い な い た め ， 本研究で は初

語 を話 した時期 劒 語時矧 を調 べ た。初語時期 と顕在記

憶 の 成立 時期 と の 間に は ， か な り の 時 間的隔 た りが あ

り，幼児 の 言語発達 の 指標 と し て必ずし も適切 で あ る

と は い えな い が ， 初 語時期 は，言語獲得時期 の 個人差を

示 す重要 な指標で あ る の で ， 検討材料 とし て 用 い た。

　 再認 は ，従来 か ら，心 理 学で よ く用 い ら れ た きた指

標 で あ る が ， 再認 能力そ の もの が 問われ る こ と は 少 な

く，特 に，発達研究で は再認の 定義自体 もあ い ま い で
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あ っ た 。 成人 に 対 して は，再 認 は 「あ る物体 に 関 し て ，

過 去 に 見覚 え が あ る か 否 か を 質問 さ れ た と きに
， 正 し

く判断す る能力」 と定義 さ れ る が ， 乳児に対 し て は ，

行動 面 で の 学習能力，例え ば 「足 を動 か す と モ ービ ル

が 動 くの を学ぶ と， しきりに足 を動か す よ うに な る能

力］（Ro 、
・ee ・C。llier，1997）も また 再認 と い う用語 で捉 え ら

れ て きた 。 本研 究 で は ， 少 な くと も ， 幼児の 言語理解

能力 を前提 と し た 上 で 再認能力 の 成立過程 を調 べ る の

で ， 再認能力 を 「以 前 に 見た か 」 と い う質問に対 し て ，

意識的 に 正 し く反 応 で き る能力 と み な し た。

　再認 は ， で き る か 否 か と い う二 者択
一

的な指標で あ

る た め ， 「い つ か ら可能 に な る か ］と い う時期特定 に は

最適だ が
， 詳細な発達過程．を反映 し に くい 指標で もあ

る 。 そ こ で ， 本研 究で は再 認 に加 え て ， よ り詳細 に顕

在記憶の 発達過程 を調 べ る た め ，
エ ピ ソード報告 に つ

い て も調査 し た 。
エ ピ ソード報告 と はエ ピ ソード記憶

を報告す る こ とで あ る。エ ピ ソー ド記憶は一般 に 「個

人 的な出来事 の 記憶」 と定義さ れ る が （Squire、1992），

よ り厳密 に は，「
“
自分 自身 が 体験 し

”
（Perner＆ Ruffman ，

1995）か つ
“
あ る特定の 過去 に な さ れ た

”

と い うi認識 を

伴 っ た ， 言語で 報 告で き る，出来事 の 記憶」 と定義で

き る 。

一
般 に ，成 人 に は こ の記憶能力が備わ っ て い る

と い え る。 こ の エ ピ ソード記憶 の 定 義 に 基 づ くな ら ば ，

エ ピ ソード報告 は ，「自分 が 体験 した出来事を ， あ る特

定の 過去 に ，自分 が 体験 した こ と と し て 想起 し て
， 報

告す る こ と」 と な る。しか し ， 幼児 の 場合 ， 過 去の 出

来事を報告す る よ うに な っ た として も， す ぐ に
“
過去

に
， 自分が 体験 し た

”
と 認識 して 報告 で き る ように な

る わ け で は な く，時制 や主語 を言 い 間違 えた り， 空想

上 の 出来事 を過去形 で 語 っ た りす る こ と も し ば し ば あ

り， 真の エ ピ ソー ド報告を言 い 間違 えや空想 と区別す

る こ と は きわ めて 困難 で あ る。従 っ て ， こ こ で は，エ

ピ ソ ー ド報告を 「過去の文体 に よ る．過去 の 個人 的出

来事の 報告」と広義 に 定義 し，そ の 報告が始 まる時期

を 厂エ ピ ソ
ード報告開始時期」と定義 し た 。 それゆえ，

本論文 で報告す る エ ピ ソード報告 開始 時期 は ， 必ず し

も，エ ピ ソード記憶が 成立 した時期 と
一

致 す る わ け で

はな い 。

　以下 ， 調査 1 で再認が 可能 に なる時期 を ， 調査 2 で

エ ピ ソード報告開始 時期 と初 語時期に つ い て報告す る 。

調　査　 1

方法

　被験者　 7 人 の 幼児 （男児 3 人，女 児 4 人 ）。

SA （女児，年齢 ：2歳 1 ケ 月 か ら 4歳 1 ケ 月），
　 T1 （男児，年齢

；2 蒙 6 ケ 月か ら 2 歳 lo ケ 月）．　 MH （女 児 年 齢 ：2歳 5 ケ 月 か

ら 4 歳 1 ケ 月）
，

KO （男 児，年齢 ：2歳 3 ケ 月 か ら 4 歳 z ケ 月），

KN （女児，年齢 ： 2 歳 G ケ月 か ら 3歳 7 ケ 月 ），　 AII （女児，年

齢 ： 1歳 6 ケ 月 か ら 3歳 6 ケ 月 ｝， YA （男児，年齢 2 歳 7 ケ月

か ら 4 歳 2 ケ 月）。 被験者は，上記 の 期間 ， イ ン タ ビ ュ
ー

に 参加し た。

　刺激　著者が こ の調査用 に ク レ ヨ ン で 書い た 20枚 の

絵（絵 セ ッ ト）。 イ ヌ ，ネ コ
， りん ご等 ， 有意味 で か つ 子

供 の 興味 を引 くよ うな内容の絵 で あ っ た 。
こ の うち 1（1

枚 は強制 ：11肢選択課題 に ，別 の 10枚を は い ／い い え型

質問課題 に 使 用 した 。 各々 の 課題で ， 5枚 を旧刺激 ，

5枚 を新刺激 と した 。た だ し， 1
， 2歳児に対 し て は，

両課題 で新旧刺激そ れ ぞれ 3 枚ずつ
， 計 12枚の 絵 を刺

激 に 用 い た
2。イ ン タ ビ ュ

ーご と に ，使 用 す る絵セ ッ ト

は 異 な っ て い た 。 使用 し た絵 セ ッ ト と そ の使用順序 は ，

全員 の被験者 に 対 して 同 じで あ っ た が ，セ ッ トご とに ，

ラ ン ダム に 3 人 と 4 人 に 分 け，新 旧 刺激間 の カ ウ ン

ターバ ラ ン ス を と っ た。

　手続 き　被験 者と そ の 母親 に 対 し ， ほ ぼ 2 ， 3 ケ 月

に 1回 の 割合 で イ ン タ ビ ュ
ーを実施 し た 。 ただ し，事

情 に よ り，イ ン タ ビ ュ
ーの 行わ れ る 問隔 が 4 ケ月 あ く

ケ ース が あ っ た 。 KN ，　MH の イ ン タ ビ ュ
ーは被験者の

家で ， YA の イ ン タ ビ ュ
ーは ， 2 回 は被験者の 家 で，そ

れ以 外 は著 者 の 家 で ， SA，　 TI，　 KO ，　 AH の イ ン タ

ビ ュ
ーは ， 東京大学教養 学部の 心理 学研究室で 行

．
わ れ

た 。 被験 者 の 年齢が低 い こ と もあ り，課題 は 遊び の 場

面 で 行 わ れ た 。 毎イ ン タ ビ ュ
ー

時 に
， 強制 二 肢選択課

題 と ， は い ／ い い え型質問課題が 実施 さ れ た。被験 者

に ，まず最初 に ID枚 の 絵 〔旧 刺 激） を ラ ン ダ ム 順 に 1枚
ず つ 呈 示 し ， こ の 手続 きを く t）返 した 。 被験者は ， 呈

示 さ れ る各々 の絵 に対 して ， 何の絵か を言語 で 答 えた。

答 え られ な い 場合は ， 著者が 何 の 絵 か を教え ， 被験者

に も ， 声に 出し て そ の 名前 を言 っ て も ら っ た 。10枚の

絵を呈 示 して か ら ， 5 分か ら 10分後 3，そ の うち の 5枚

2
学 習 段 階 で，旧刺 激ユO枚 を （両 課題用 ， そ れ ぞ れ 5枚 ず つ ）続

　け て見 る こ とが で き な か っ た り，再 認 の 質 問 に 対 し て ，数 ペ

　
ア

， また は 数枚 しか応 答 し な か っ た た め で あ る。各 被験 者，以

　下 の 時期 に 12枚の 絵 で 実 施 した 。 SA （2 歳 9 ケ月，　IDケ 月．11

　ケ 月，3歳 2 ケ 月），TI （2 歳 6 ケ 月， 2歳 8 ケ 月，2歳 10ケ

　月）， MH （2 歳 5 ケ 月，2 歳 6 ケ 月，2歳 8 ケ 月 ， 2歳10ケ 月

　半），KO （2歳 3 ケ 月，2歳 6 ケ 月，2 畿 9 ケ 月），　KN 〔2

　歳，2歯 3 ケ 月 ， 23表5 ケ 月），AH （1 歳 6 ケ 月，1歳 9 ケ

　月，2 歳，2歳 3 ケ 月），
YA （2歳 7ケ 月 ， 2歳 9 ケ 月）。

3
遊 びの 中で 課題 が 行 わ れ るた め ，ど う し て も，厳 密 に 時間 を設

　定 す る こ とが で き なか っ た。5分 を 目安 に，被験 者 が課 題 に 興

　味を 示 す タイ ミン グ を見計 ら っ て 課題 は 実施 さ れ た a

一 26

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

上 原 ：再 認 が 可 能 に な る 時期 と エ ピ ソ
ー

ド報告開始時期の 関係 273

（旧刺激 〉を初め て 見 る絵 5 枚 噺 刺 激 ） と そ れ ぞれ ペ ア

に し て ， 1ペ ア ず つ 被験 者 に 見 せ ，「さ っ き，見た の は

どち らです か 」 と質問 した （強制 二 肢 選択 課 題 ｝
。 被験者

は ，見た と思 われ る 方 を指差した。その 直後 ， さ らに

別 の 旧刺 激 5枚 と 別 の 新刺Ut　5枚の計 10枚 を 1枚 ずつ

ラ ン ダ ム 順に 呈示 し， 「こ の 絵 は さ っ き見 ました か 」と

質 問 し た （は い ／い い え型 質 問裸 題〉。 被験者 は 各 々 の 絵 に

つ い て 「見 た」 か ，「見 なか っ た 」 か を言語報告 し た 。

二肢選択課題の 方を被験者が好 ん だた め ， 常 に
， す べ

て の 被験者 に 対 し，強制 二 肢選択課題 を先に行 っ た 。

な お ，ペ ア数が多 くな か っ たた め，強制 二 肢選択課題

で は，す べ て の ペ ア に 対 し て 正 し く指差 した 場合の み ，

は い ／ い い え型質 問課題 で は，全 部 正 し く答え た か ，

1 問 だ け 間違え た と き の み を そ れ ぞ れ 正 解 と み なした。

結果 と考察

　強制 二 肢 選択再認課題 と ， は い ／ い い え型質 問再認

課題 が可能 に な っ た時期 をみ る と （FIG眠 E1 参照 〉， 両方

の再認 課題 が で き る よ うに な る時期 に は，差 が な く，
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FIGURE 　1 再認 反応 の縦断的変化

質問の され方や反応 の 仕 方に よ る影響 は な い こ とが 示

さ れ た 。 た だ し ， 3 人 の被験 者 （MH ，　KN ，　YA 〕 で ，
一

方の 課題 の み 正 解 し た ケ ー
ス が 1 回あ っ た が ，

い ず れ

の 場合 も，そ の 次の イ ン タ ビ ュ
ーで は ， 両 方 の 課題 に

失敗 して お り，
2 っ の 課題 が と も に 正 解 した 時 点以 降

は ， 両方の 課題で 失敗がな か っ た こ とか ら，
2 つ の 課

題 が と も に 正 解 し た 時点を，再認課題 が可能に な っ た

時期 とみ なす こ とが で きた。両方 の 再認課題が で き る

よ う に な っ た 時期は，KN と SA は 3歳す ぎ で ，
　MH は

3歳 7 ケ 月 ，
KO と YA は 4 歳頃 で あ っ た が ， 3歳 に な

る直前の TI と 3 歳半の AH は ， まだ ， 再 認課題 が で き

な か っ た （F］GURE 　1 参照 1。全体 と し て み る と ， す べ て の

被験者で ， 3歳 0 ケ月未満 で は ， 再認課題 が で き な い

こ とが 示 さ れ た 。 な お ， 2歳後半ま で は刺激数 が 各課

題で 新旧 3 刺激 ず つ と少 な か っ た た め 正 答し やす く，

3 歳前後か ら新旧 5 刺激 ず つ とな り答 え に く くな っ た

の で は な い か と い う可能性 も考え ら れ た が ， 新 旧 3 刺

激ず つ で 実施 したな か で ， 正 解 に達 した の は，SA が 3

歳 2 ケ 月 の と き の み で あ っ た の で ， 刺 激数 の 違 い に よ

る影響 は ほ とん どな か っ た と い える 。 再認 の 質問の意

味 を理 解で き る ほ どに ， 再認能 力 が ，十分，発達 し て

い る か 否 か が重 要 な の で ある 。

　 と こ ろ で ， 間違 い とみな され た 反応に は ， 3 つ の特

徴 的 な 反応 パ タ ー ン が み ら れ た （FtGURE　1参 照 ｝。第 1

に ， 1歳か ら 2歳代 に ，再認 の 質問自体 に適切に 応対

で き ず ， 絵 を 黙 っ て み て い た り，す べ て の 絵を 1 枚ず

つ 指差 した り，急に 絵 を指差 し て絵の 名前を言 っ た り

す る反応 がす べ て の 被 験者 で 観 察 さ れ た 。 第 2 に ， 強

制 二 肢選 択課題で ， す べ て の 新旧刺激 ペ ア に お い て
，

新刺激 を 「見 た 1 方 と し て選択す る 反 応が ， 4 人 の被

験者 〔MH ，　KO ，　AH ，　YA ｝ で
一

定期 間観察さ れ た 。 単 に ，

質 問 へ の 反応の 仕方 を間違 え て い る とい う可 能性 も考

え ら れ た が ， 強制選択課題 で す べ て 新刺激を 選択 し た

と き は ， は い ／ い い え型 課題 も間違 い で あ る こ と か ら，

そ の 可能性 は な か っ た （FIGLJRE　1参 照）。 なお ， 新刺激 を

選択的に 選 ぶ と い う こ と は 潜在 的 に は覚 え て い た こ と

を示唆す る興味深 い 結果で あ る 。 第 3の 誤 答 パ タ
ー

ン

とし て は，は い ／ い い え 型再認課題で，す べ て の絵 に

対 し て 「見た」 と言語報告す る傾向 が 見 られ た 。 こ れ

も， 4 人 の 被験者 （MH ．　KO ，　KN ，　YA ） で
一

定期 間観 察

さ れた  こ れ らの 3 つ の 特徴 的 な 誤 答反応は ， ラ ン ダ

，
な お，被 験者 KO に つ い て は．2歳 終 わ りか ら 3 歳半 近 くま で

　は ， 全部の 絵 を 「見 た 1と報 告 す る の が観 察 され た が，3 歳半

　か ら 4歳 前 まで は，全部 の 絵 に っ い て 「見 な か っ た 」 と い う報

　告 が 観察 され た。
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ム に で は な く，あ る 決 ま っ た時期 に 現 れ ，再 認課題 が

で き る よ うに な っ て か らは み られな くな っ た こ とか ら ．

ただ単 に ，課題 に 真剣 に取 り組 ま な か っ た た め に な さ

れ た 反応 と は い えな い 。 こ れら の 反応 よ り， 3 歳未満

で は ， 再認能力 その もの が未熟で あ る こ とが 示唆さ れ

た。

　ま と め る と ， まだ再 認が で きな い 被験者 〔TI、　AH ）が

い る もの の ， 早 い 被験 者は 3 歳す ぎ，遅 い 被験 者 で も

4 歳頃ま で に再認 が 可能 に なる こ とが示 され ， 3歳か

ら 4歳頃 に 再認能 力が成立 す る こ とが示唆 さ れ た。 こ

の 年齢帯は ， 乳幼児健忘か ら 予測 され る年齢帯 と ほ ぼ

一
致 し て い る 。

調　査　 2

　調査 ユ で は ，再認 は ， 3 ， 4 歳頃 か ら 可能 に なる こ

とが 示 さ れ た が ， 調査 2 で は ，
エ ピ ソ

ー
ド報告開始時

期に焦点 を絞る と と もに ，言語発達 と の 関連 を探る 予

備調査 と して初語時期 も調 べ た 。
エ ピ ソー

ド報 告 は ，

再認 と は異な ワ ， 全 くエ ピ ソー
ドを報 告 しな い 段階か

ら，エ ピ ソ
ード記憶 に 基 づ く報告を す る 段階 へ と 急 に

移 行す る の で は な く， 発達の 過程で 斬進的 に 変化 す る 。

その た め，調査 2 で は成立時期 を特定 す る こ と よ り も，

発達 過程 を記述 す る こ と に比重をお き ， 記憶 と言語 に

関 す る今後の研究の 方向を 示 す こ と をめざ した。

方法

　被験者　調査 1 と ほ ぼ 同じ だ が ， 調 査 を開始 した時

期 は調査 1 よ り も 早 か っ た。MH は 1歳 2 ケ 月 か ら ，

TI は 2歳 か ら， KO は 1歳 10ケ月か ら ， SA は 2歳 1 ケ

月か ら，KN は 1歳 5 ケ 月か ら調査 に 参加 した。

　手 続き　 2， 3 ケ 月 に 1 回 の 母子 イ ン タ ビ ュ
ーに よ

り，調査 1 と並行 して 実施 さ れ た 。母親 に 毎回，言語

と記 憶に関す る チ ェ ッ ク リ ス ト を渡 し （TABLE 　1 参 照），

記入 し て も らい ，次 の イ ン タ ビ ュ
ー時 に提 出 し て も

ら っ た。また ， イ ン タ ビ ュ
ー時 に も，チ ェ ッ ク リス ト

と 照 ら し合わ せ つ つ
， 母親 か ら具体 的な話 を聞 い た 。

イ ン タ ビ ュ
ー

は，す べ て ， 母親か らの 許可を得て録音

され た。初 回 の イ ン タ ビ ュ
ー時 に ，母親 か ら被験者の

初語 と初語時期を き い た 。 本調査 で は ， 初語を 「オ ウ

ム 返 し で は な く，初 め て ， 自発的に 発 せ ら れ た 有意味

な単語」 と定義し ， 母親に もそ の よ うに 伝 えた 。 2 人

の被験者 （AH ，　YA ） の 初語 に 関 して は ， 記録が残 っ て

い な か っ たため ， 母親の 記憶に頼 らざる を得な か っ た

が ， 5入 に つ い て は ， イ ン タ ビ ュ
ー

の 開始 時期が初語

の 時期 に 重 な っ た り （MH ）， 母子 手帳等 に 記録 が 残 っ て

い たた め ， 時期 は か な り信頼で きる もの で あ っ た 。

TABLE 　l　記憶 と言語発達に 関す る チ ェ ッ ク リス トの

　　　　　
一

部

・初語 ←・
者 最初 に 話 した 言 葉） と その 時期 に つ い て 教 えて 下 さ

　 い o

　初 語）　　　　　　 初語 を話 し始 め た 時 期）　　　　 ケ 月

・「…した ］「…あ っ た ん だ よ 」と い う よ うに 過 去形 を使 っ て 話 す

　 こ と は あ り ます か ？　 「あ る 」rない j　 「ある 」場合．具 体的

　 な 例 を 書 い て F さい 。
・自分か ら，「…へ 行 っ た よね 」（単語 ひ と こ とだ けで な く，文 で ）

　 と過去 の 出来事 に つ い て 語る こ とが あり ま すか 。　 「あ る」「な

　い 」　 1あ る 」場合，以下 の 1 ，2 の どち らか の ケ ース で すか ．

　員体 例 をあ げて 下 さ い 。
1． あ る もの を見 て それ を手 掛か りに し て 語 りま す か 〔〔例 ）ブ ド

　 ウ を 見 て ，祖 父母 の 家 で 食 べ た ブ ドウの ア イ ス を思 い 出 し た の

　か 「お ばあ ち ゃ ん ち の ブ ド ウ ア イ ス お い しか っ た よ ね 」な ど と

　 言 う）。

2，何 も手 掛 か り と な る も の が な い の に ．急 に 思 い つ い た よ う

　に，また は 諸 り聞 か せ る よ うに 語 り ま す か。（（例 ｝ 「こ の 間ね ，

　
…

ち ゃ ん 神社 で 転 ん だ ん だ よ 」と成人 が よ く会 話 で行 うよ うに

　 語 りま すか ）。
・過 去 の こ と を 質 問す る と，質問 に応 じて 過 去 の 出来事 に つ い て

　報告 す る こ とは あ り ま す か 。　 「あ る」 「な い 」

　「あ る」場 合，具 体 例 を あ げ て 下 さい 。

　例） 「今 H，…
ち ゃ ん の お う ち で 何 し て 遊 ん だの ？」 と き く と

　　 1ポー
ル な げ と…」 と答 え る 。

・実際に は 自分 で体験 してい な い 出来 事 や．想 橡の話 を，自分が

体 験 した か の よ うに 語る こ と は あ ります か 。　 「あ る 」「な い 」

　「あ る 」場 合，具体例 を あげ て 下さ い
。

　例 ） 自分 は実際 に は rドラ え もん 亅の 映 画 を見 に 行 っ て い な い

　 の に ， 『ド ラ え もん 1の映 画を見 に 行 っ た兄 か ら そ の 映 画 の 内

　 容 を聞 くこ とに よ っ て ， 自分 が 実際 に 『ドラ え もん 1の 映 画

　　を見 た 気 に な っ て 「『ドラ え もん 』の 映画，お に い ち ゃ ん と見

　 に 行 っ た ん だ 1 と 言 う。

例） 「保 育 園に 来 る途中ね，魔法使 い の お ばあ さ ん の 家が あ っ

　 て ね ，…」

・別 々 に 体験 し た こ と が 混 ざ っ て し ま い 1 つ の 経 験 の よ うに 報

告す る こ と は あ P ま す か。あ る い は ，自分 で 経験 した こ と と他

人 か ら聞 い た こ と を
．
儲 に 混 ぜ て報 告す る こ と は あ り ま す か 。

「あ る 」 「な い 」　　　 「あ る」場 合，具 体 例 を あ げ て 下 さ い 。
例） 実際 は病 院 へ 注 射 し に 行 っ た だ け な の に，f病 院 行 っ て ね，

　 注 射 し て ね ，そ の 後 包帯 し た ん だ よ （けが を す る と病院で包

　 帯 を し て も ら うと い う こ と を知 っ て い る 〉」

＃質 問 は こ れ以 外 に もあ っ たが ． 本調査に 関係 す る質 問の み こ こ

で は 掲載 した。

過去 の エ ピ ソ
ー

ド を語 り始め た 時期 は
， チ ェ ッ ク 1丿

ス トの記述 ， イ ン タ ビ ュ
ー時で の 母親 の証言 ， 実験者

に よ る イ ン タ ビ ュ
ー

時 の 観察 か ら特定さ れ た 。エ ピ ソ
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一ドを語 り始めた時期 とは，「被験者が ， 母親の 言葉の

オ ウ ム 返 し で は な く ， 自分の 言葉で ， 過去 の 文体 で ，

過去の エ ピ ソードを報告 し始 め た 時期」 と定義し た が ，

日常生活 で の 発話の す べ て を記録 したわ け で はな い た

め ， ある
一

点の 時期 に 特定 す る こ と は 困 難で あ っ た。

母親 が
， 被験者が エ ピ ソ ードを報告す るよ うに な っ た

と証言し て も ， イ ン タ ビ ュ
ー時に 観察す る と ， 実際に

は ， 母 親 の 言 葉を オ ウ ム 返 し に 言 っ て い る こ と も多

か っ た 。 そ こ で ， 母 親が 具体例 を あげ て 「エ ピ ソー ド

を報 告 し始め た 」 と証言す る 時期 と
， 著 者 が観察で 確

認 した時期 の 間 に 幅 を設 け，そ の 期間を開始 時期 とみ

な し た 。

結果 と考察

　エ ピ ソード報告 が 開 始 さ れ た の は， 2 入 の 被験 児

（KN ，TD が 2 歳前後 ， 4人 の 被 験児 （SA ，　MH ，　AH ，YA ）

が 3歳前後， 1 人 の 被験児（KO ）が 4 歳前後 で あ る こ と

が 示 さ れ （FIGURE 　2 参 照 ），
KO の 4 歳 を除 い て，エ ピ ソー

ド報告開始時期 は ，ほ ぼ 2歳前後 か ら 3歳 前後 で ある

こ と が 示唆さ れ た 。
エ ピ ソ

ード報告 が 開始さ れ た 当初 ，

馨
児 ζ轡

1歳

11ケ月

　  

女児 　男 児　 女児 　女 児　 男 児

MH 　 KO 　 KN 　 AH 　 YA

　 　 　 　 　  

　 　 　 　 　 7 ケ 月

2 歳

3歳

4 歳

　  

1歳 2ケ月

　

後

　

脯

 

”

用

曦
懇

磯

   

ユ歳 6 ケ 月 1歳 6 ケ 月

3 歳 1 ケ 月
3歳 2 ケ 月 1

3歳 7 ケ 月 13
歳 11 ケ 月

壷
．謬一

4 歳

毒 初 　を 話 し た 年齢 　  

棄露琵義
ド eva

再　　｛可能 に な っ た 口

年

　　SUifmra
　l

FlGURE 　2 初語 ・エ ピ ソ
ード報告 ・再認 の 開始時期

被験 者 は，自発的に 過 去 の 出来事 を報 告す る こ と も な

けれ ば ， 過 去 の 出来事 に 関 す る質問 に も ほ と ん ど答え

る こ と が で き な か っ た が ， 手掛か りとなる物 を見 て ，

連想的に関連す る出来事 を報告 した 。 し か し ， 発達が

進 む に つ れ て，特 に 手掛か りが な くて も ， 自発的 に 思

い 出し て ． 他人 に 過 去 の エ ピ ソード を語 り聞か せ る 形

で の 報 告が 現 れ，過去の質問に も正 し く答 えられ る よ

う に な っ た 。

　報告 の 内容に注 目す る と ， 特に ，
エ ピ ソード報告 が

開始 さ れ て 1年以 内 は，間違 い が よ く含 ま れ た （TABLE

2参 照 ）。

一緒に体験 し た親や兄姉に 比 べ て ， 問違 い を含

む報告 が 多 く，また ，「自分が体験 し た こ と」と想像 と

を混 同す る こ と も多か っ た。

　 一
方，初語

「’
が発せ られ た の は ， 2人 の 被 験児 （KN ，　TI）

で は 1歳よ り前だ が
，

5 人 の 被験児 〔SA ，　MH ，　AH 、　YA ，

KO ）で 1歳 2 ケ 月か ら 1歳 6 ケ月 の 問 で ， 全体 と し て

は ， 7 ケ 月 か ら 1 歳 6 ケ 月の 範囲で あ る こ とが 示 さ れ

た 。 こ の 結果は ， 初語 時期 は 8 ケ 月 か ら 17ケ 月 q 歳 5 ケ

月 ）の 問 で あ る と い う従来の報告 と， ほぼ
一

致 し て い る

（ReichJユ985〕。 ただ し， 藤 友 G987） や Locke （1993 ＞ が

指摘 して い る よ うに，
一

見 ， 言語 を発 し始 め て も，本

当に意味を理解 し て 発 せ ら れ て い る か ど うか は 疑 問 で

ある。従 っ て ， 現段階で ， 初語時 期 を言語 が 成立 し始

め る時 期 と 単純 に み な す こ と は 問題 で あ るが ，次 に 述

べ る よ うに ， 本調査 で 示 された初語時期 と エ ピ ソー ド

報告開始時期 と の 間に ， 関係 が み られ た こ と は注 目す

べ き で あ る 。

　 FIGuRE　2 が 示 す よ うに ， 再 認開始 時期 ，
エ ピ ソー ド

報告開始 時期 ， 初 語時期 の 3 つ の 時期 に 興味深 い 関係

を見出す こ とが で きた。第 1 に ，
エ ピ ソ ード報告開始

時期 （2歳 前後 か ら 3 歳 前後 ）は ， 調 査 1で 明 ら か に し た再

認開始時期 （3歳以 降か ら 4 歳 前後 ）よ り も早 か っ た 。第 2

に ，初語 を早 く発 した か ら ， あ るい は ，
エ ピ ソ ードを

早 く報告 し始 め た か ら ， 早 く再認が で きるよ う に な る

と は 阪らず ， 初 語時期 と再認 開始時期 ，
エ ピ ソー ド報

告 と再認 開始時期の 間に は ， それ ぞれ相関関係が み ら

れ な か っ た。KN の 初語時期 は ， 被験者の 中で も っ と も

早 く，ま た ，
エ ピ ソード報 告 開始時期 も，M　 H ．　 SA に

比 べ て ほ ぼ 1 年早 い が ，
KN が再認 が で き る よ う に

な っ た の は SA と 同 じ く ら い で ，
　 MH よ りは半 年 しか

早 く な い
。 ま た ，

TI に 関 して も似た 関係が み られ た。

5
初語 は，4 人 が 「か あち ゃ ん 1（KO ）， 「夕一

夕 ｛父 親 を指 す言

　葉〉」 （KN ＞等，母 親 や 父 親 を指 す 言葉 で ，2人 が 「ワ ン ワ ン 」

　〔MH ｝（AH ）で あ っ た が ，被 験 者 T 貰だ け は，「う ま い 」と い う

　 言葉 で あ っ た。
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TABLE　2　聞違 い を含む エ ピソー ド報告の 例

　非 現実 的 な 話 （想像 α）話） が 混 ざ っ て 実体 験 と し て 語 ら れ る

ケース

・保 育園の 移動動 物園 に ，リス の 他 に ，兄 くら い の 大 きい ク マ が

来 た と報告 （実際に は，小動 物 し か 来 なか っ た）。（KN ，2 歳10

ケ 月）

・井の 頭公 園 で 「くじ らがい た 」 と発 言。（KO ，3 歳 10ケ 月）

・
豆 ま きの 話 で ，お ば けが で て きた と発言 。 （MH ，3蔵 3 ケ 月〉

・赤 ちゃ んの と き，お っ ぱ い か ら．脇 に あ っ た 2 っ の シ ャ ベ ル を

使 っ て，穴 を 掘 っ て出 て き た と報 告。（母親 の 証 言 ：YA ．3 歳

　9 ケ 月）

　人 か ら聞 い た り．テ レ ビ や写 真で見 た こ と を 自分の 実体験 と し

て 語 る ケース

・テ レ ビ で 沖 縄が 放映 され た と き ， 実 際 に は 行 っ た こ とが ない が

　「行 っ た 」 と発 言。（母親 の 証 言 ；SA ， 2 歳11カ 月半）

・実 際 に は 行 っ て い な い 場所 の 写真 を もっ て きて，「自分 が 行 っ

た 」 と報 告。CMH ， 3 歳 1 ケ 月 ；MH ，3 歳 5 ク
．
月）

・「馬 に 乗 っ た 」 と発 言 した の で，「ど こ で ？ 1 と質 問 し た ら，直

前 ま で会 話の 内容 に で て き た，iキ ャ ン プ 」 と報 告 （実 際 に は

乗 っ て い な い ｝e （KO ，4 歳 〉

　関係 の な い 現 実的 な 話 が 混 ざっ て い る ケ
ー

ス 〔他 の 出来 事 との

混同 〕

・デ ィ ズ ニ ー
ラ ン ドに，実 際 に は 行 っ て い な い 友 達が 行 っ た と報

告 （実際 は 家族だ け で 行 っ た ）。　 （TI，2歳 3 カ 月）

・林 試 の 森 で の 出来 事 を ， 根 津神社で ど ん ぐ ワ拾 い を した 話 と混

同 し て報 告。　 （KN ，2歳 7 カ 月 ）

・実 際 に は 別な こ とが 原因 で 紛 失 した もの に つ い て 「パ パ が 怒 っ

た か ら・・捨 て た か ら な く な っ ち ゃ っ た 」 と 報 告。　 （母 親 の 証

言 ；SA ，2歳 llク
．
月 半｝

・前 の イ ン タ ビ ュ
ー
時に 何 をした か の 話で ，「船 や っ た，お 父 さ ん

　くる まで 」 と意 味 不 明 な 報告を し た。　 （MH ，3歳 5 ケ 月 ）

・以前に ピ ー
タ
ーパ ン の 踊 り を練 習 した こ と は あ っ た が ，実際 に

は，見 た こ とは な い に も か か わ らず，1テ レ ビで 見 た 」と 発 言。
（AH ，3歳 2 ケ 月）

＃母 親 の 証 言 と記 さ れ た も の は ．母親 か ら具体的 に うか が うこ と

が で きた 話。そ れ 以 外 は 著 者 が，イ ン タ ビ ュ
ー時 に

， 聞い た 発

言。

第 3 に ，
エ ピ ソー ド報告開始時期 は初語 時期 に依存す

る 可能性が 示 さ れ た 。初語時期 が 1歳前の KN ，　TI は

2歳前後 に は エ ピ ソードを報告 し始め た が ， 1歳 を越

えて 初 語 を発 した他の被験者 は，ほ とん どが 3歳前後

に ， ユ歳 6 ケ 月 と比 較的遅 か っ た KO は 4歳近 くに エ

ピ ソー
ドを報告 し始 め た 。

　さ て ， なぜ，再認開始時期 よ りエ ピ ソード報告開始

時期が 早 い の で あ ろ うか 。 先に も述べ た よ うに ，今 回

定義 し た，エ ピ ソ ード報告開始時期 が
， 必 ず しもエ ピ

ソ
ー

ド記憶が成立 し た時期 で はな い 点に ， そ の 原 因が

あ る よ うに 思 われ る。今 回 ，
エ ピ ソー ド報告 の 範疇に

は入 らな か っ た が ，
エ ピ ソ

ー
ド報告開始時期よ りも前

の 時期 に は，物や場所 を手掛か り に ，そ れ に 関係す る

出来事 を単語で 言うケ ー
ス も観察 さ れ た

5
。 先に述 べ た

エ ピ ソ ード報告 に お け る多様な間違 い も考え併 せ る と ，

エ ピ ソー ド報告が ， 加齢 に 応 じて漸新的に変化 しなが

ら発達 し て い く こ とがわ か る 。 従 っ て ，エ ピ ソ
ー

ド報

告が 2 ， 3歳 頃 か ら開始 さ れ た と して も， 即座 に ， そ

の 時期 に エ ピ ソード記憶 が成立 した と は い えず，顕在

記憶が 完全 に 成立 した 時期 と み な す こ とは で き な い
。

一
方，本研究 で は エ ピ ソー

ド記憶や再認能力が 完全 に

成立 して い な くて も，幼児 が連想的な 手掛 か り を利 用

し て エ ピ ソー
ドを語れ る こ と を示 す こ とが で き た 。

総合考察
7

　本調査 の 結果を ， ま とめ る と， 再認 は 3歳か ら 4歳

頃 に 可能 に な る が，エ ピ ソー ドを 報告 し始 め る の は ，

そ れ よ り早い
， 2 ， 3 歳で ある こ とが示 され た 。 ま た，

再認開始時期 は初語時期 や エ ピ ソ ード報告開始 時期 に

は 依存 し な い が
，

エ ピ ソ ー
ド報 告開始時期は初語時期

に 依存す る 可能性が 示 さ れ た。

　 こ の 調査 の 意義 は 2 つ あ る 。 第 1 に
， 幼児の再認能

力 の 成立時期を 示 し た だ け で な く， 乳幼児の 記憶研究

に お け る再認指標 の 検討 と 再認 を 捉 え な お す必 要性 を

提言 で き る 点。第 2 に
， 再認能力 や エ ピ ソー ド記憶が

成 立 して い な くて も，エ ピ ソ
ー

ドを語 る時期 の 幼児 の

記憶 に つ い て，新 た な事実 と仮説 を呈示 で き る 点 で あ

る 。

　本調査 で ， 再認課題 を縦断 的 に 行 っ た の は，顕在記

憶の 発達過程 を追 う と い う 目的に加 え て，厂幼児で も，

再認課題が で き る」 とい う暗黙 の 前提 に 基 づ き， 2，
3 歳の 幼児 に 対 し て も再認 ・再生 の課題 を行 い ，そ の

成績を年長児 の 再認 ・再生成績 と比較 す るような先行

研 究 （Perlmutt．er，1986＞ に 対 して ， 疑問 を感 じ た か らで

あ る 。 数々 の 予備調 査 を通 じて ， 幼児で は 再認 の 質問

に対 して 反応す る こ と 自体が 不可能な の で は な い か ，

また ， 従来 ， 幼児で 再 認課題 成績が悪 い
， あ る い は再

認 が で き な い と み な され た ケ ー
ス は，再 認 能力 が 備

6
例え ば、ブ ドウ の お もち ゃ を 見て ， 柑母 の 家 で ブ ドウ ア イ ス を

　食 べ た こ と を 思 い 出 し，1ブ ドウ ア イス 」と言 うケ
ー

ス が あ v た

　 （TI）。
；

御助 言 を い た だ い た，東 京 大学総 合文化 研 究科 の 長 谷 川 寿
一
先

　生 に 深 く感謝 致 し ます。
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わ っ て い る健常 な成人 が 課題 の 難 し さ等で再認が で き

な い ケ ー
ス と は ， 異な る の で は な い か と考えた。 こ れ

らの 疑問を拭 い さ る た め に は ， 「い つ か ら再認課題 の 質

問 を理解 し て ，答え ら れ る よ う に なる の か 」「再認課題

が 可能に な る前の 時期 の 反応や 間違 え 方 は ， 成 人 と同

じ なの か 」 を調べ る必要が あ っ た。本結 果 は，再認 課

題 の 実施 は 3 歳 0 ケ 月以下 の 幼児で は不可能な こ と ，

ま た ， 3歳 0 ケ 月以下の幼児は，再 認 の 質問 に 対 して ，

成人 と は 異な る特徴的な 反 応を示 す こ とを明 らか に し

た 。 具体的に は ， 第 1 に ， 再認 の 質問 を 理 解で きず ，

再認の 質問に は合わ な い 反応 。 第 2 に ， 強制選択 で は ，

選択 的 に 新刺激 を指差 す反応。第 3 に ， 言語報告を求

め る と ， 全部 「見 た」と報告す る反 応 （Clubb ＆ FQ ｝mer ，

1993）が幼児 に 特異 的な 特徴 と して 認め られた。こ れ ら

の反応傾向を考慮 せ ず に ， 再認 課題を指標 と し て幼児

の 記憶能力を問 うこ と に は注意 を要す る。もち ろん ，

乳幼児の記憶能力を研 究す る こ と は 重 要で あ る が ， そ

の 際，乳幼児の 潜在的 な記憶能 力 （Rovee ・Co］lier、19971

Bauer，1996）と 顕 在的 な 記憶能力 を 区別 し て 論 じ ら れ る

必要が ある だ ろ う。 こ の 区別 をつ け る こ とによ P，幼

児 の 記憶 シ ス テ ム が成人 の そ れ と どの よう に 違 うか が

よ り
一

層明 らか に な る と考 え られ る。乳幼児 と成人 の

記憶能力を 区別す る 上 で ， 今 回 ， 再認 成立時期 と し て

示 さ れ た 3
，

4 歳 は
， 我 々 が 思 い 出せ る最初 の 記憶の

年齢 に 近 く， 重要 な時期 で あ る と思 わ れ る 。

　第 2 に ，再認 も エ ピ ソード記憶 も未熟 な時期 の 幼児

の記憶に つ い て 考 察 した い
。 再 認が で き な くて もエ ピ

ソ ード を報告す る こ と は ， 記憶 として 残 っ た こ と を言

語 化 して い る こ と を示 し ， 新刺激 へ 偏 っ て 指差す反応

は ， 潜在的 に は 記憶 して い る証拠で あ る 。 本調査で幼

児 が 示 し た ，
二 肢 選択 再認課題 で 新刺 激 を選択す る反

応 は，再認 が で きな い 4歳児 が新刺激を好む 反応 （Ue．

hara ＆ Shimojo，ユ996u ；Uehara ＆ Shimojo ，1996b）、　　乳 当巳

が 新刺激 へ 選 好注視す る傾向（Fantz，1964）， また ， 記憶

実験 を行 うた め に ，旧刺激 へ 反応す る よ う に訓練 さ れ

た サ ル が ， 訓練す る前に よ く示す とい われ る ， 新 刺激

へ の 選択的反応な ど と一致 し ， 成人 が旧刺激 を好 む傾

向が 強 い こ と （Zalonc，］9fis；ZajDn⊂ ＆ Kunst −Wils。 n，198  ）

を考慮に 入 れ る と ， 乳幼児期 の 記憶 は ， 人問 以外 の 動

物 の 記憶 と 類似す る 可能性が 考え ら れ る 。 新奇な物 へ

興味 を促す ， 乳幼児 やサ ル で 共通 す る 性質 は，潜在的

に 記憶す る こ と，あ る い は ， 記憶が意識化 され な い 点

に あ る の で は な い か と 推測 さ れ る。膨 大 な 量 の 情報 を

受け 入 れ る 必 要の あ る発達 の 初期 に は ， 新 奇物 へ の 興

味は 適応的な 反応 で ある と い え よ う 。 現段階で ， 著者

は ， 乳幼児期 の 記憶過程 に 関 し て ，「乳幼児期は
“
記憶

”

を意識 し な い た め ， 新 し い 情報 を次 か ら次 へ と受 け入

れ る こ と は 可能だ が ，意識的 に 想起す る こ と が で きな

い 。 従 っ て ， 記憶 し た 情報を連想記憶 と言語能 力を頼

りに 報 告す る もの の，経 験 を意識的 に 区別 し て想起 で

きな い た め ， そ の報告 に は ， 非現実の 話 ， 他 の 出来事 ，

伝聞情報 が よ く含 まれ る 1 と考 えて い る。今後，こ の

仮説 に基づ き ， 実証的な研究 として 発展 され る こ と を

望む。

　最後に ， 再 認能力 と エ ピ ソ ード記憶能力の 関係 に つ

い て ， 著者の 考え を簡単に 述 べ て お きた い 。エ ピ ソ
ー

ド記憶 に 基 づ い た報告 が な さ れ る た め に は，少 な く と

も
“
過 去に 自分が体験 した

”
と い う認識 が 必要 と さ れ

る こ と か ら，「エ ピ ソー ド記憶 の成立」は あ る程度 「再

認能力の 成立」に 負う と こ ろ が 大 き い が ，最終 的 な 「エ

ピ ソード記憶の 成立」は 「再認能力の 成立」 よ りも遅

れ る の で は な い か と 思 われ る。「時閤の 概念を どれ くら

い 正 し く認識 し て 報告で き る か 」を ，
エ ピ ソ

ー
ド記憶

の 成 立 の 条件 と し て 追求す る と， 5 歳頃 で もエ ピ ソー

ド記憶が完全に 成立 し て い る と は 言い 難 い か ら で あ る

（Harner，1981〕。今後 は，幼児期の 記憶能力と時間概念

の 発達の関連 に つ い て もデ
ー

タ を蓄積 し て い き た い
。
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The Reltztionship- between the Age  of
EPisodic RePorts : Longitudinal Case

First

Stecd

Recognition and  First

ies
I2uAfl LLEHARA (UNil'ERslT}' oF  ToKyQ)  J4fl4Nms'E JO{.u?gvLIL OF  linucA7vav4L  tsFcHoLoc}:  1998, 46; 271-271P

  It is not  exactly  known  why  personal  episodes  from  any  time  younger  than about  four years  of  age

(infantile amnesia)  can  rarely  be recalled.  Recently, some  studies  suggested  that explicit  memory  wou!d

deve]op later than implicit memory.  However,  few  studies  so  far showed  how  implicit and  explicit  memory

might  deyelop. Jt is assumed  that  we  coulcl  rarely  recall  childhood,  because explicit  memory  has not  well

developed before four years of  age,  In order  to investigate such  phenomenon,Iexamined  by longitudinal

studies  of recognition  and  episodic  reports,  whether  the critieal  change  would  be observed  areund  age  four.

The  results  revealed  the  following three tendencies, First, the age  of  the first recognition  might  be after  age

three. Second, the age  of  the first episodic  reports  could  be earlier  than  at  the fiTst recegnition.  And  third,

the age  of  first episodic  reports  might  depend  on  the  fi rst spoken  words,  while  the age  of  the first recognition

neither  on  the first words  nor  on  the first episodic  reports.  New  ideas  on  memory  development  in relation

to language and  consciousness  have  been sugge$ted.

    Key  words  : the age  of  first recognition,  the age  of first episodic  reports,  episodic  memory,  the age  of

first words.
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