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〔展 　望〕

自発的身振 りの 発達 に 関す る心理 学的研究 の 展望

幼児期の 変化 を中心 に

関　根 　和 　生
＊

　 こ れ ま で の 身振 りの 発達 に 関す る 研 究 で は
， 主 に 乳 児期 の 子 ど もに 焦 点が 当 て られ ， 身振 りの 種類 や

機能 ， 初語獲得 との 関係 が明 らか に され て きた 。 近年で は ， 発話に付随す る自発的な身振 りへ の 関心 の

高 ま り と共 に ，幼児以 降の 自発的身振 り に 関す る研究 も蓄積 さ れ て き た 。 だ が ， 自発的身振 りの 発達的

変化 に つ い て は体系的 に 論 じ られ る こ とが 少な く，ど の よ うに 出現 お よ び変化 す る の か が よ くわ か っ て

い な い 。本稿 で は，自発 的身振 りの 発達 に 関す る国内外 の 研究 を概観 し ， 幼児期 以降 の 自発的身 振 りの

発達 と言語発達 と の 関係 を論 じた 。 乳児期 と 幼児期以 降に み られ る身振 りの分類 を整理 し た と こ ろ ， 1

歳代後半に は発話 と同期 し た 自発的身振 り が出現 し は じ め ， 初語獲得前後に 出現 し た身振 りは徐々 に減

少 し て い く こ とが わ か っ た 。さ ら に ，自発的身振 り が
“

発話 の た め の 思考
”

の 習得や物語 る能力 と共 に

変化 し て い くこ と か ら，自発 的身振 りは 語彙 レ ベ ル の み な らず，文構造 や物語 の 発達 と 関連 して い る こ

と が 示 唆 さ れ た 。 以上 の 知見 か ら ， 身振 り は 複 数 の 発 達経路 を持 つ こ と，そ して ，身振 りは単独 で 発達

し て い くの で は な く，発 話 と 共 に 発達 を遂げて い くこ とが わ か っ た。

　キ ーワ ード ： 自発的身振 り ， 言語 発達 ， 物語 ， 発話 の た め の 思考 ， 幼 児期

1 ．は じ め に

　本稿 は ， 自発的身振 りの 発 達 に 関す る展 望論文 で あ

る。自発 的身振 り （spentane 。 us 　gestures ） とは ， 発話 に

付随 し て 自発的に産出さ れ る身振 り の こ とで あ り ， そ

の 形態 と意 味 と の 関係が 個人 に 特有で ， 身振 り と 同 じ

内容 を表現 す る 発話 単位 との 意味内容 の 厳 密な 同期 を

そ の 特徴 と し て い る （McNeill ，2000a 石 野訳 LOO2）。そ の

た め ， 手 の 形態 と意 味 と の 関係 が社 会的慣 習 に よ っ て

規 定さ れ ， 発話が 付 随 し な く て も意 味 が 通 じ る エ ン ブ

レ ム （emblems 〕と呼 ばれ る身振 り
ユ

や ， 言語体系を持 つ

手 話 （sjgn 　language） と は 区別 さ れ る。本稿 で は，自発

的身振 りに 焦点 を当 て ，
そ の 出現 と発達 に 関 す る 研 究

の レ ビ ュ
ーを目的 とす る。

　 McNeill （1985，　1992 ）が ， 自発的身振 り と発 話 と の 密

’
　 白百 合女 子大 学大 学 院文 学研 究科

　 kazuki＠ tkc ．att 、ne ．jp
　 エ ン ブ レ ム の 例を 挙 げ る と

， 親指 と人差 し指の 先端 を合わ せ

　 て 輪 をつ く り
“
OK

”
の 意味 を示 し た り，人差 し指 と中指 をの ば

　 して
“
V サ イ ン

”
を表 示 す る な ど で あ る。エ ン ブ レ ム は t 儀式

化 と類 似 して い る が，身va　V の 形 や 意 味を 共 有 す る集 団 の 規模

　が 異 な る。エ ン ブ レ ム は 社 会や 文化 な ど，比較 的 大 きな集 団 で

共 有 され て い るが ，儀式化 さ れ た 身振 り の 場 合，例 え ば親 子 間

　 で の 特 有 の 遊 び の よ う に ，二 者 問 で 共 有 さ れ る身振 りが 主 な対

　 象 と な る。

接 な 関係性 を 指摘 し て 以 来 ，発話 と 自発 的身振 り は 言

語
一

非 言語 と い う対 立的 な枠組 み を超 え て，両者 が ど

の ように 統合 した シ ス テ ム を形成 して い る の か とい う

こ と に注 目 が集 ま っ て き た 。 特 に 80 年代か ら は ， 主に

心理言語学 や 認知心 理 学 の 領域で ， 発話 に 付随 す る 自

発的 な身振 りに 関す る 研究が 精力 的 に 行 われ る よ う に

な り， 90 年代に は ， 子 どもの 身振 り
2
や手話言語の発達

に 関 す る特集 が組 まれ （lvers・ n ＆ Goldin・Meadow ，1998 ；

V ・lterra＆ Erting、1990）， 2001 年 に は学術誌
“
Gesture

”

が刊行 さ れ た 。

　既 に ，国 内外間わず身振 りの 発達 に 関し て は優れ た

レ ビ ュ
ーが あ る。身振 り と概念学習 と の 関係 を扱 っ た

もの （Goldin−Meadow ，2000 ： Goldin・MeadQw ，　 Alibali，＆

Church ，1993 ）， 身振 り と発話 と の 協調 を論 じ た も の （古

山，2002 ＞， 初語獲得か ら 2語発話期 まで の 身振 りの 発 達

に 焦点 を当てた もの （江尻 2001 ；Ivers・n ＆ Thal，1998 ；喜

多，1997潤 根，2   5a）
， 身振 りの 発達 を異な る時間 ス ケ ー

ル で比較 した もの （Kel］y，　lverson，　Terranova，　Niego，　H 。p・

kilコs，＆ G ・ldsmith，2002），言語障害 を もつ 子 ど もの 身振

本 稿 全体 を通 し て，特 に修 飾 や説 明が な され て い な い 「身振

り」と い う用 語は．身振 り全般、つ ま り，コ ミュニ ケーシ ョ ン

に お い て 使 用 され る 伝 達意 図 を 伴 う身体，特 に 手 と 腕 の 動 き の

こ と を指 して い る。
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一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

関根 ： 自発 的身振 りの 発 達 に 関 す る 心理 学 的研 究 の 展 望 441

り を扱 っ た もの （Capone ＆ McGreg 。 r，20〔〕4） な ど が あ る

が ，そ れ らの 多 くは乳児期 の 子 ど もの 身振 り に焦点 を

当 て た もの で あ る。乳児 や成 人 を対 象 と し た研 究 に 比

べ
， 研究数は少 な い もの の ， 近年 ， 幼 児期 の 子 どもを

対象 と し た研究 も徐々 に 蓄積 さ れ て きた 欄 根，2005a ）。

こ れ ま で の 研 究 に よれ ば ， 自発的 身振 りは 1 語発話期

か ら 2 語発話期 に 至 る まで の 間 ， お よそ 18ヶ 月前後 に

出現 し （G ・ ldin・Mead ・ w ＆ Butcher ，2003 ）， そ の後，言語

と平行 して発 達す る とい われ て きた が （McNeiH ，1992），

自発 的身振 りの 発達 を体 系 的 に 論 じた研 究 は 少な く，

自発的身振 りが 語彙 や文法 な ど 言語 の ど の よ うな 側面

と 関係 して い る の か に つ い て は よ くわ か っ て い な い 。

自発 的身振 りの 発達 は，語彙 の 増加 と の み 関連 し て い

る の だ ろ うか
， あ る い は 文 法知識や 象徴能 力 な ど言語

以外 の 能 力 と も関係 して い る の だ ろ うか 。自発 的身振

り の 本 質 を 理 解 す る た め に は，言語 に 関 す る 知識 や 能

力が 著 し く発達す る幼児期に お い て ， 自発的身振 りが

言 語 の ど の よ うな側面 と関係 し て い る の か を検討す る

こ と が 必 要 に な る で あ ろ う。成 人 に な っ て も自発 的身

振 り を頻繁 に 産 出す る と い う事 実 や ， 幼 児期後半 まで

に は 自発 的身振 り の 頻度が 成人 と同程度 に な る と い う

知 見 〔McNeill，　1992） を考慮す る と， 幼 児期 の 間 に 出現

し増大す る 自発的身振 りと言語 との 関係 を概観 す る こ

と は ， わ れ わ れ の 話 す と い う活 動 の 機序 や ，な ぜ 身振

り を行 うの か と い う問い に 示唆 を与え る こ と に な る だ

ろ う。ま た，幼児期以 降 の 子 ど も の 身振 りの 性質や そ

の 変化 を整理 す る こ と は ，身振 りに 関 す る 伝統 的 な 見

方 ，
つ ま り音声 言語 の 発 達 に 従 い ，身振 りの 使 用 は減

少 し，言語 の 代 替物 や 従 属物 へ と変化 す る と い う見方

に 対 し て
， 情報処理 や情報伝達 に お け る 積極的 な身振

り の役割を 示唆す る で あ ろ う。 さ ら に ， 子 ども と関わ

る 他者 に 対 し て も ， 子 ど も の 言語 や 概念 の 発 達状態 を

知 る一つ の指標 を提供す る こ と に な る と考 え ら れ る 。

　そ こ で 本稿で は ， こ れ ま で集積 さ れ て き た 身振 り研

究 を幼 児期 を 中心 に 概観 し，McNeill （1992，・2005 ＞の 成

長点理 論 （gr ・ wth 　p ・int　theery ）に 依 拠 しなが ら，自発 的

身振 りの 発達 を言語発達 ，特 に
“

発話 の た め の 思考
”

（thinking 　for　speaking ） や
“
物語 る こ と

”
（narrative ） の

発達 と の 関係で 論 じる。現在 の と こ ろ ， 子 ど もか ら成

人 に 至 る ま で の 自発的身振 り の 発 達 を統
一

的 な枠組み

で 論 じ る こ と が で き る唯
一

の 理 論で あ る と考え ら れ る

た め ， こ こ で は McNei11 の 理 論 に 沿 っ て 概観 し て い

く。

　以下 で は ， は じめ に ， 乳児期 に み られ る発話が 同期

し な い 身振 り 似 下 で は初 期 の 身振 り と呼 ぶ ）の 発達 を 2 節

で ま と め ， 3 節で初期の 身振 り と ， 1歳台後半か ら 2

歳頃 に か け て 出現 す る 自発 的身振 り との 違 い を明確に

す る。つ い で
，

4 節 で は McNeill の 理 論 を紹介 し ，
5

節か ら 7節に か け て ， 幼 児期 に お け る 物 語 る こ との 発

達 と 自発的身振 り と の 関係を論 じ る 。 最後 に ， 8 節で

幼児期 の 特徴 と比 較 しなが ら，児童期以 降 の 自発 的身

振 りの 特徴 と そ の 発達 を ま と め ， 9 節で 子 ど もの 身振

り研究 に お け る今後の課題を 述 べ る 。

2 ．乳児期 と幼児期以降の 身振 りの 分類

　身振 り研究 を概観 す る と，調査 協力者 の 年齢 が 2 歳

以前 と 2 歳以 降 と で は ，研究対 象 と な る 身振 りの 性 質

や そ の 分 類 が 異 な っ て い る こ と が わ か る 擱 根，　2005a）。

初語獲 得前後 に 出現 し，有意味 な発話 と 時間的 に 同期

し な い 初期 の 身振 り は
， 事物 を指示す る た め の 直示 的

身振 り （deictic　gestures ）か 事物 の 特 徴 を身 体 の 動 き に

よ っ て 表 す 象徴 的身振 り （symb ・licgestures），挨拶 な ど

の儀式化 （ritualizatiOi ・）の い ず れ か に 分類す る こ と が で

き る 。 そ れ ぞ れ の 身振 りの 発達過程に関す る詳細な 説

明 は 他 に 譲 り（関 根 20〔［5a）， こ こ で は 自発 的身振 り と の

対 比 に 焦点 を当 て 論 じ る。

　上記 に 挙 げ た 初 期 の 身振 りは ，
い ず れ も発話が付随

しな くて も， 何 ら か の伝達意図 を持 つ 身振 りで あれ ば ，

分析の対象 とされて きた。音声 と同期す る こ と もあ る

が ，意味 内容 の な い 音声 （meaningless 　 sound ） が 付 随す

る場合が多 い （Zin・ber＆ Martlew ，1985）。 初期の 身振 り

は ， 初語獲得前後か ら出現 し は じ め ，語彙 の 増加 と平

行 し て 発 達す る が ， 2語 以 上 の 発話 が 可能 に な り，伝

達 手段 と し て 身振 りよ りも発話 が 好 まれ る よ う に な る

と，指 さ し 以外 の 初期 の 身振 りは 減少 して い くよ うに

な る （e．g．、　Acredelo ＆ Goodwyn ，19S8、1990 ；Caselli．1990 ；

Iverson，　Capirci，＆ Caselli，1994 ；Shore，0 ℃ onnell ．＆ Bates，

1984 ；高 井 ・高 井，1996 ；Tomasello ，1998 ；Volterra＆ lverson，

1995）
。

　 し か し ， 身振 り は完全 に 消失 す る わ け で は な い
。 単

独で 用 い ら れ て き た 初期 の 身振 り が減少 し て い く時期

に ， 発話 と 同期 して産出 され る自発 的身振 りが出現 し

は じ め る。Goldin−Meadow ＆ Butcher （2003） に よ れ

ば ，
2 語発話へ の 過 渡期に あた る 14ヶ 月か ら 23ヶ 月の

間 ， 平均す る とお よ そ 18ヶ 月頃 に ， 身振 りは発話 と時

間的 に も意味的 に も同期 して 産出 さ れ る よ うに な り ，

2 歳 ま で に は ， 身振 り の 80％に発話が付随す る よ う に

な る と い う 。 さ ら に ，身振 り と発話 と の 同期産出が 観

察 さ れ た 数 ヶ 月後 に は， 2 語発 話 が 出現 し は じ め
， 身

振 りの 単独使 用 の 頻 度が 減 少 して い くよ う に な る。

McNeill （1992） は ，自発 的身振 り と 発話 は 同 じ 心的表

N 工工
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象 を共有 した単
一

の シ ス テ ム で あ る と論 じて お り，そ

の 根 拠 として ，両者 が意味論 的 に も時間 的 に も同期 し

て 産 出さ れ る こ と ， 身振 り の約 90％ に発話が 付随す る

こ と を挙げ て い る 。 Butcher ＆ Goldin−Meadow 〔2  00）

は，上記 の 観察結果が，McNei11 の い う自発的身振 り

と 発話 の 統 合 モ デ ル の 立場 を支持 す る もの とし． 1語

発話 期 の 間に 身振 り と発話 は再 組織 化 さ れ ， 統合 した

シ ス テ ム を 形 成す る よ う に な る と結論付け て い る 。
つ

ま り， それ まで 単独 で 用 い られ て きた初期 の 身振 りは，

2語 発話期 に 至 る ま で に，発話産 出過程 に 組 み 込 ま れ ，

自発的身振 り
一

発話 シ ス テ ム を形 成 す る よ う に な る と

考 え ら れ る 。 ま た ，
こ の 時期 に は 理 解の面で も， 身振

り と発話を統合 す る能力が 高ま る こ とが 確認 さ れ て い

る （Morford ＆Goldin ・Meadow ，ユ992）。

　 こ の よ うに ， 1語発 話期 の 間 に 発話 と意味論的に も

時間的 に も同期 す る 自発的身振 りが 出現 す る よ うに な

る 。 だが ， こ の 時期の 自発的身振 りは ， 成人 の それ と

比 べ ，ま だ発話 と十分 に 統合 して い な い よ う に 思 わ れ

る。確か に 2 語発話開始時 ま で に 身振 りは 発話 と 同期

して 産 出 され る よう に な る。 しか し ， 最初 の うちは，

例 え ば ビ ン を指 さ し な が ら 「あ け て 」 と い う な ど， 直

示 的身振 り と行為に 関す る言葉 と の組 み合わ せ が多 く

（Goldin・Meaduw ＆ Butcher，　ZOU3），　 McNeill （2005 ） が 論

じ る よ う に ，同時表現 的 と い う よ り も相 互 補 完的 な 表

現 が多 い 。つ ま り， 発 話 と身振 りで一
つ の ア イデア を

伝達 し て い る と い う よ り も ， 両者 は 関連 は し て い る が

そ れ ぞ れ 異 な る ア イ デ ア を提示 し て い る表現が 多い
。

語彙 の 爆発 的な増加や 2 語発話が 出現 す る 2 歳前後 に

な る と，例 え ば，「登 っ た」と い い な が ら登 る 動作 を す

る な ど， 同時表現 的 な組み 合わ せ が み られ る よう に な

り，事物や事象 の イ メ
ージ を表 す映 像的 身振 り （後 述 ）

が ， 発話 と 同期 す る よ うに な る （Mayberry ＆ Nicoladis、

200fi；McNeHl ，1992）。

　 こ うした知 見を考慮す る と，自発的身振 りは 1語発

話期の 間に 出現 す る が ， 初期 に は 事物 を参 照 す る直 示

的身振 り が多 くを占め る。 2 語発話 が 出現 し ， 短 い 文

を産 出で き る よ うに な る 2歳前後に は ， 事物 の 形 や 動

きを描写 す る映像的身振 りが 出現 し ， そ れ以降 ， 発話

と 身振 り は 単
一

の シ ス テ ム と して の 統合 を高め て い く

の だ と考 え られ る 。

　実際， 2歳以上の 主に幼児期の 子 ど もを対象に し た

身振 り研究 で は ， 主 に McNeill （1992）が 提 唱 し た 分 析

の 枠組み を用 い て ， 発話 と同期 す る身振 りを分析 の 対

象 と す る こ と が多 い （関 根 2005a）。　 McNeill （1992 ） は ，

自発 的 身振 り の 下 位 分 類 と し て ， 直 示 的 身 振 り

くdeictics）， 映 像 的 身 振 り （ic。 nics ），隠 喩 的 身 振 り

（metaphorlcslt ビー
ト（beats）の 4 つ の カテ ゴ リ

ー
を設

け て い る
3
。 直示 的身振 り と は ， 身体の

一
部 で ， あ る事

物 を指 し 示 す 行為 の こ と で あ り ， 典型的に は指さ し の

こ と を い う。乳児の 研究で 用 い られ る よ う な事物 の 贈

与 や直接 的 な操 作 は ， 成人 の 直 示的身振 りに は含 まれ

る こ と は な い 。映像 的 身振 り と は ， 事物 や活 動 や空間

関係な ど ， 具体的な情報の あ る側面 を映像的に描写 す

る身振 りで あ り， 隠喩 的身振 りは抽 象的 な概 念や情 報

を空 間化 して 表 現 す る 身振 り で あ る。 こ れ ら の 身振 り

は ， 指示対象 と の類似性 （iconicit｝う や時 空間的な隣接

性 （indexicality） に 基 づ い て 意 味 が決 定 さ れ る （古 山，

2002 ）。
ビ ー ト は ， 談話構造 を特徴 づ け た り ， 発話内容

を強調 す る際に 用 い られ る手や腕 の 運動で ， 典型 的 に

は 上 下 に 小 さ く素早 く動 く運動 で あ る。他 の 身振 り と

異 な り，
ビ ートは

， 同期 す る発話 と関連 し た 意味 は 提

示 しな い
、 近 年の身振 り研究で は ， こ う した McNeill

（1992 ） の分類法を採用 す る研究が多 くみ ら れ る 。

3 ．自発的身振 りと文構造 と の 関係

　 先行研 究 か ら，自発 的身振 りは語 彙 の 増大 とは直 接

的 な 関係 が な い
， と い う こ とが 示 唆 され て い る。は じ

め に初期の 身振 り と ， 自発的身振 り と の相違点を ま と

め ， 次に 自発的身振 り と 文構造 の 発達 と の 関係を概観

す る 。

　 自発的身振 りは ， 発話 と関連す る内容 を同時 に 表す

と い う意 味で 同時表現 的 （c。
．exprcssive ） で あ り ， さ ら

に ， 同
一

の 指示 対象を描写す る 時で も ， 話題 や 発話状

況 に よ っ て 身振 り の 形態が 個人 内／個人 間で 変化す る

こ と か ら 特 異 表 現 的 （idi・ syncratic ） で あ る と い え る

（McNeill ＆ Duncan ，2000）。一
方 ， 乳児期 に み られ る初

期 の 身振 りは ， 音 声が付 随 しな くて も産 出 さ れ ， さ ら

に語彙の よ うに ， 特定の指示対 象 を 表 す た め の 身振 り

の 形態は文脈 を越 え て一定 し て い る 。

　両者 の 違 い は ，身振 り と同期す る発話単位 や発話 内

容 を み る と
一

層明 らか に な る 。 自発的身振 り は ， 基 本

的 に ， 句 （phrase ）や 節 （clause ）な ど ， 単語 よ り も大 き

な 単位で 発話 と同期す る傾向に あ り 〔Klta ＆ OzyUrek，
2003・；・McNeill ，1992）， 発話 内容 に 関 して は ， 特 に 映像 的

身振 りは ， 行為 や視 覚的形態 に 関す る情報を伝達 す る

際 に 多 く出現 す る こ と が わ か っ て い る （Rauscher、

Krauss．＆ Chen，1996）。 対照的に，初期の 身振 りは，自

3

　 McNeill （2005 ） は ，一
つ の 身振 り が 排 他 的 に い ず れ か の カ

　 テ ゴ リ
ー

に 分類 さ れ る の で は な く，一つ の 身振 り に も複 数 の 特

　性が 同時に 含 まれ る 場合が あ る と して ，身振 りの カテ ゴ リーを

　 次 元 と して 捉 える立 場 を取 っ て い る。
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発 的身振 りの よ うな厳密 な 同期 で は な い が，発話 と近

接 して産出さ れ る場合に は ， 単語 と同期す る傾 向に あ

り，事物の命名 と し て使用 さ れ る こ と が 多い と さ れ る

（Bates，　Shore，　Brethert〔⊃n ．＆ McNew ，1983）Q

　 こ うした特徴か ら ， 初期 の 身振 りは 語彙 の 発達 と，

自発 的身振 り は 文 の構造 の 発達 と密接 な関係 に あ る こ

と が 考え ら れ る が ， 実際 に こ う し た 推測は観察や 実験

に よ っ て裏づ け ら れ て い る 。

　 Mayberry ＆ Nicoladis （2000），Nicoladis，　Mayber −

ry
，
＆ Genesee （1999） は ，

　 McNeill （1992） の 分類法 を

用 い て ， 英語 と フ ラ ン ス 語 を話 す両 親 に 育 て られた バ

イ リ ン ガ ル の 5 名 の 子 ど も を 2 歳 か ら 3 歳半 ま で の 問

（半 年毎 に 計 4 回 ）縦断的に観察 し ， 2語発話出現以降の

身振 り と言語 発達 と の 関係 を分析 し て い る。Nicoladis

et 　 aL
，

（1999） の 研 究 で は
， 言語発達 の 指標 と し て 平均

発話 長 （1 発話 あた りの 平均形 態素数）が用 い られた。結果

と し て ， 平均発話長 の 長 い 言語 を話す 時ほ ど ， 自発 的

身振 り の使用 が多 く ， ま た ， 平均発話長の増加 と有意

に関係 し て い た の は ， 映像的身振 り と ビートで あ り，

直 示 的身振 り と の 相 関 は み ら れ な か っ た 。 自発的身振

り と発 話 の 同期 関係 に つ い て は， 2歳時点で身振 りの

81％ に ， 3 歳 6 ヶ 月時点 で は 90％ に 発話 が 付 随 して お

り， そ れ ら の 多 くが同 じ命題 を表 し て い た こ とか ら ，

Butcher ＆ Goldin−Meadow （zOOO ） の 観察 と同様 ， 少

な く と も 2 歳 まで に は ，発話 と時間 的 に も意味的 に も

同期 した 自発的身振 りが 出現 す る よ う に な る こ とが示

唆 さ れ た 。Mayberry ＆ Nicoladis （2000 ） は，以一flの

結果 か ら ， 映像 的身振 りや ビー トな ど の 自発 的身振 り

は ，

一
般的な認知発達 と結び付 い て い る の で は な く，

そ れ ら に 支 え ら れた 言語 構造 ，と りわ け形 態統 語 論

（morphosyntax ）レ ベ ル の 発達 と密接に 結び付 い て い る

と論 じ て い る 。

　 Butcher ＆ Goldin−Meadow （2000＞ や Nicoladis　et

al ．〔1999＞の 観察 で は
， 乳児期 に 頻繁 に み られ る初期 の

身振 りは ， 人物や事物 な どの名前 を参 照す る 際 に 用 い

ら れ た の に 対 し， 2語発話期 以 降 の 自発的身振 り は，

主部 （名詞句）よ りも，行為や場 所，形 ， 空間 イ メージ

な どを表 す述部 働 詞句や 形 容詞句，副詞句） に 付随 す る よ

う に な っ た 。 11ヶ 月か ら 20ヶ 月 ま で の 子 ど もを縦断的

に観察 し た高井 ・高井 （1996） の 報告に よ れ ば ， 身振 り

が 音声 と結合す る よ う に な る と，そ れ 以前の よ う に 身

振 りが 対 象 の 命名 で は な く，状 態や動作 を表 す手段 と

し て 使 用 され る よう に な っ た とい う。 こ うした変 化 を ，

高井 ・高井 （1996） は
“
主部 と述部 が 分 化 し， 2 語 発話

が 生 み 出さ れ る過程で ， 身振 りは も と も と行為 と結び

付 きや す い こ と か ら，身振 り動作 が 特 に 述部 の 表 現 を

担 うよ うに な っ た
”

（p ．28） と考察 し て い る 。

　 自発的身振 りの 下位分類 の 発達 に 関 し て は， 2語 発

話 の 出現後 に
， 映像的身振 り と ビー

トが 現 れ る よ う に

な り， 映像 的身振 りに付随す る 発話 は ， 直示 的身振 り

に 付 随 す る発 話 や ， 身振 りの 付随 し な い 発話 よ り も長

か っ た こ とが 見 い だ さ れ て い る 〔Nicoladis 　et 　aL ，1999 ）。

ま た ， 4歳以 降で は ， 具体的 な事物 の 模倣 や象徴的 身

振 りが 減少す る
一方で ，ビー トの 産出数 が 増加す る よ

う に なる （Freedman ，　 Van 　Mee 【、　 BarToso，＆ Bucci，1986；

Jancovic，　Devoe ，＆ Wiener ，1975）。さ ら に 興味深 い こ とに ，

幼 児期 に 産 出 さ れ る 映像 的身振 り や ビ ー トの 頻 度 は ，

語彙の 発達 との 相関が み ら れ て い な い （藤 井，1999＞。

　 こ の よ う に ， 2語発話期以 降 ， 身振 り は単語を超 え

て 句 や 節 な ど と 同期 す る よ う に な る こ とか ら ， 自発 的

身振 りの 発達 に は ， 語彙 それ 自体 よ りも，語 の 意味役

割や語順 の 理 解な ど，文法規則の 習 得が影響 を及 ぼ し

て い る こ とが示唆 さ れ て い る 。 実際 に
， 成人 と 同様の

文 法的範疇 が出揃 うよう に な る 5 ， 6 歳ま で に は ， 自

発 的身振 りの 産 出頻度は成人 の 産出頻度 と ほ ぼ 同程度

に な る （McNeill，1992＞。幼児期 の 間 に 初期 の 身振 りは発

話産 出過程 に 組 み 込 まれ，文 の 構造 と平行 して 発達 を

遂 げて い く とい う事実は ， 身振 り と発話が 単
一

の 統合

し た シ ス テ ム を形成 し て い る こ と の 一
っ の 証拠 と し て

考 え る こ と が で き る だ ろ う。

　 自発 的 身 振 り と発話 の 統合理 論 の 提 唱者 で あ る

McNeill （1992 ） は ， 自発的身振 り は ， 複雑 な 観念 を特

定 の 言語構成 要素 で 表現 し よ う と い う試 み の な か で 産

出さ れ る と論 じ て い る こ とか ら ， 自発的身振 りの 産 出

は 概 念 の 言語化 過程 と関係 して い る こ と が推測 さ れ る 。

そ こ で 以 下 で は ， 自発 的身振 りの 産 出 に 関 す る 理 論 的

背景 と し て McNeill の 成長点理 論を 要約 し ， 自発 的身

振 りの 産出や 種類の 増加 に は話す と い う行為 の 発達が ，

身振 りの 形態 や空間使 用 な どの 自発 的身振 りの 使 い 方

に関 して は 象徴機能の発達が 関係 して い る と仮定 し ，

幼児期 以降 の 自発的 身振 り の 発達 を概観す る。

4 ．McNeiIIの成長点理 論

　 McNeill （1992，・20UOa，2000b）の 成 長点理 論 （growth 　p ・int

the ・ ry ）で は ， 発話の 際に 生成さ れ る 心 的表象を成長点

（gr ・ wth 　p ・int）と呼ん で い る 。 成長点 と は ， 最終的に 自

発的身振 り に 成長す る イ メ
ージ と，最終的 に 発話 と し

て 現 れ る 言語 的範 疇 の 内容 とが分 離不可能 な か た ち で

結 合 さ れ た 発 話 産 出 の 認 知 的単位 で あ り （McNeill．

2DO｛｝a ）
， 先行 す る 発 話 内容 や 文 脈 と の 対 比 に 基 づ い て

生成 さ れ る 。
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　同
一

の 成長点か ら出発し た イ メ
ージ と言語的内容は ，

相 互 に 影響 を 与 え な が ら，最終 的 に そ れ ぞ れ 自発的身

振 りと発話 として 外化 す る 。 外化 され た 自発的 身振 り

と発話 は ， 記号的に 異 な る性質を 持 っ て お り ， 同 じ情

報を伝達す る時で さ え ， 異 な る方法 で 情報 を抽出し て

い る。発話で は ，概念的 内容 が 語 や 句 に 分 節化 さ れ，

そ れ ら が 文法的規 則 に 従 っ て 線状的 に 配列 さ れ て い く。
一

方 ， 自発的身振 りは ，
コ
ー

ドに よる制約 を受 けず に ，

複雑 な概 念 を
一

度 に 表示 す る こ と が で き る。例 えば ，

話者が
“
大 き な ヘ ビ が 近づ い て き て

”
と い う発話 の

“
近

づ い て き て
”

と い う部分で ， 手を うね らせ な が ら，そ

の 手 を 自分 の 顔 に近づ け て い っ た と しよう。 こ の 場 合，

発話で は事態が分節化 し て 表現 さ れ て い る の に対 し ，

身振 り で は ヘ ビ の 動 き方や 方向，形が ，場合 に よ っ て

は
，

そ の 大 き さ や話者 と の 位 置関係 な ど が 同時 に 表 現

され て い る。 こ の よう に，発話 で は要素が分析 的 （ana −

lytic）に 表 層構造 に 並 べ ら れ ， 個 々 に 意味を 持 つ 要素 か

ら 全 体 の 意 味 が 作 り 上 げ ら れ る 点 で 構 成 的

（comp 。 siti ・ naD で あ る の に対 し，自発的身振 り は
一

つ

の 動 き が 同 時 に 複 数 の 要 素 を 表 す と い う点 で 統 合 的

（synthetic ）で あ り，身振 り全体 か らそ の 部 分 の 意味 が

決 定 され る と い う点 で 全体 的 （gl・bal） で あ る と い え る

（McNei11 ＆ Duncan ，2    0）
。 成長点理論 に お け る

“
イ メ ー

ジ
”

と い う言葉 に は ， こ う し た 自発的身振 りの 記号論

的特徴が 含意 さ れ て い る。自発 的身振 り と発話 は， こ

の よ うに異な る記号 的な特性 を持 っ て い る に もか か わ

ら ず ， 同
一

の 成長点 を 出発点 と し て お り ， 外化 さ れ る

ま で 相 互 に 影 響 を与え ， 単
一の 統合 さ れ た 思考過程 を

体現 し て い る。つ ま り， イメ ージ は社会的 に 規定 され

た 言語 体系 に 当 て は ま る よ う に 抽 出さ れ，発話 は イ

メ ージ に 沿 う よ うに 具 現化 さ れ て い く。 こ の よ うに
，

両者 は弁証法 的 （dialectic） な相 互作 用 を経 て 産 出され

る と い う意味 で ， 自発 的身振 り は ， 純粋 な 内的 イ メ ー

ジ の 反映 と い う よ り も ， 発話の 瞬間に ， 言語的に カ テ

ゴ ラ イ ズ さ れ た イ メ
ージ を反映 し て い る と考 え られ る

（Kita，200  ；McNeill ，2000b，2005）。

　McNeill （2000a）は ， こ うした思考の 言語化の過程 を

“

意味 の 抽出
”

と呼ん で い る 。 意味 の 抽出と は ，
“

核 と

な る思考 （c。 re　idea）の 含 意す る もの （implication）を明

確に 表現 し， こ れ らの 含意を用 い て 文 法的 に 正 しい 表

層構造へ と 導 く過程
”

（McNeill ，2000a 石野訳 20e2，　p．29）

の こ と を い う 。 こ の 過程 で は ， イ メ ージ と言語的な範

疇 は ，前後 の 文脈を絶 えず取 り入 れ な が ら，相互 に 協

調 し て 自発 的身振 り と発 話 と い う表層形 態 へ とつ く り

か え られ る。成長点理論 に お ける意味 の 抽 出過程 の 想

定は ，Levelt （1989） に 代表さ れ る モ ジ ュ
ー

ル 処理 に 基

づ く情報処理 理論的 な発話産 出 モ デ ル や
，

そ れ を 拡 張

した 身振 り産 出モ デ ル （e．g ．，De ・Ruiter，2000 ；Krauss，　Chen，

＆ Gottesman ，20〔］O）と は 対照 的 で あ る 。 す な わ ち，モ ジ ュ

ラー ・ア プ ロ ーチ で は，メ ッ セ
ージ の 概念化か ら発話

と 身振 りの 形式化 に 至 る まで の 処理 は 線形 的 に 進 み，

そ の 過程 で モ ジ ュ
ール 同士 の 相互 作用 や 文脈 か らの 影

響 は 生 じな い の に 対 して ， 成長点理論 で は ， 成長点か

ら表層形 態 に 至 る ま で の 短 い 間 に も， 意味 は絶 え ず現

れ っ づ け ， 時間的 な 広 が りを も っ た ， っ ま り文脈 を取

り込ん だ産出過程 を想定 し て い る 。 こ の よ う に ， 文脈

か らの 対比 が成長 点理論 の 重要 な主張 の
一

つ と な っ て

お り ， 自発的身振 り の 出現は ， 概念表示 の瞬間に お い

て ，話者 に と っ て 最 も重要で 新 し い 意味 噺 情 報 ） を表

し て い る。し た が っ て
， 産 出 さ れ た 自発的身振 り と発

話 と の 同期 関係 と， それ らが生起 した文脈 を考慮 す る

こ と に よ っ て ， 話者 の 成長 点を推測す る こ とが で き る

と考え ら れ る （McNeill ．199．　2）。

5 ．自発的身振 り と
“

発話の た め の 思考
”

　 自発 的身振 り が 心 的表 象を言語 に 符 号化 し そ れ を語

る と い う
一

連 の 過程 で 生 じ る の で あれ ば，自発 的身振

りの 発達 に は，心 的 な表象 や 目 の 前 の 出来事 を話者 が

持 つ 言語の 文法的範疇に適合 す る形で 抽出す る能力が

重 要 に な る と思わ れ る 。 出来事（心 的表 象〉を言語 に よ っ

て 表現 す る過程，す なわ ち 発話 中の 概念符号化 過程 を

Slobin（1996） は ，

“
発 話 の た め の 思 考

”
（thinking 　 for

speaking ）と呼ん で い る 。

“
発話 の た め の 思考

”
と は ， 言

葉で 符号 化で き る よ う な 出来事 の 特徴 を抽出す る こ と

に 関 わ る思 考 の こ と で ，発 話産 出時 に 実行 され る

（Slobin，1996）。
“
発話 の た め の 思考

”
は ，言語特 有 の 範

疇 に 沿 っ て 出来事 や事物 の 情報 をパ ッ ケ ージ す る 過程

で あ る ため ， それ ぞれ の言語 は話者 に特定の表現様式

を提供 し ， 概 念化の た め に 環境 の 何処 に 注意 を向け る

か ， と い う こ と に 関 し て 異 な る 影響 を与え る と仮定 す

る。McNeill （2005）は，成長点が
“

発話 の た め の 思考
”

の 初期形態 で あ る と述 べ て い る  

　
“
発話の た め の 思考

”
と自発的身振 り と の関係 に っ い

て み て い くた め， こ こ で は ，事物 の 移動 事象 （m 。tion

event ）を例に とろう。移動事象 は ， 移動 す る対象（object ）

，
　 McNeill ＆ Duncan （2000 ） は Slobin （工996） の

“
発 話 の た

　め の 思 考
”

〔thinking 　for　speaking ） の ア イデ ア に は 基 本 的 に

　同意 す る もの の，この 名称で は 思 考か ら発話 へ とい う逐 次処 理

　 が 強 調 され て し ま う と い う理 由 か ら，思 考 と 発話 との 同 時処 理

　性 を強調 し て ，
“
発話 の 間の 思 考

”
（thinking 　while 　speakillg ＞

　 と い う概 念を 提 案 して い る。
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や そ の 背景 と な る 参 照 物 （ground ），移 動 対 象 の 経 路

（path ） や 運動 の 様 態 （manner ） な ど
， 複 数 の 構成要素

か ら成 り立 っ て い る。Talmy （1985）に よれ ば ，
こ れ ら

の 構成 要素 の 表現 の 仕方 ，
つ ま り移動事 象 に 関 す る 情

報 を言語 的範疇 に 符号化 す る パ ッ ケ ージ ン グ の 方法 に

関 して ， 言語間で 相違 が み ら れ る とい う。 例 えば ， 英

語 や 中国語 は ， 移動 の経路 に関す る情報が ， 前置詞句

な ど動詞 と隣接 し た 句 に 付随 し て 表現 さ れ る た め
“
衛

星 に 枠付 け られた
”

（Satellite・framed）言語 と分類 され

る 。
こ の タ イ プ の 言語 で は ， 移動 の 様態 に関す る情報

は ， 主 に 動詞 に よ っ て 表 され る とい う。一
方，日本語

や ス ペ イ ン 語は ， 経路 に 関す る情報が動詞 に 含 まれ る

こ と か ら
“
動詞 に 枠付け ら れ た

”
（Verb・framed ）言語 と

分類 され，移動 の 様態 は動 名詞句 や副詞句，オ ノ マ ト

ペ な ど ， 動詞以外 の 句 で 表 現 さ れ る （Talmy ，1985）。

　 Slobin （1996 ）は ， 言語間で の移動事象の 表現の相違

や
“

発話 の た め の 思考
”

の 学習過程を検討 す る た め，

異 な る言語集団に属す る 子 ども と大人 を対 象 に
， 絵 本

の 言語 的説明 を求 め ， 時 間関係 や空間関係 の 表現 を調

査 し た 。 そ の結果 ， 既 に 3 歳児 で も ， 言語 特有 の 文法

的範疇に 従 っ て ， 移動に 関す る情報を組織化 し て い る

こ とが 明 ら か に さ れ た （Sl・bin，1996）。幼児期 の 間 に ，

言語特有の 意味 的
一

構造 的相違 を 反 映 し た パ ッ ケ
ー

ジ

ン グ方法 を学習す る こ と は ， 様々 な 言語に お い て 確 か

め ら れ て い る （Berman ＆ Slobin，1994 ）。

　興味深 い こ と に ，言語 間 で の 表 現的習慣 の 違 い は，

言語 表現 の み な らず 身振 り表現 に も表 れ る こ と が わ

か っ て い る （e．g．，　Kita ＆ 6zytirek，2003 ；McNeill，2000b ；

McNeill ＆ Duncan ，2000）。
　 McNeil1 ＆ Duncan （2UOO） は ，

英語 とス ペ イ ン 語の 話者 を対象 に ，移動事象を語 る際

に 産 出 さ れ る 自発的身振 り を調査 し，言語構 造 の 相違

に よ っ て 身振 り表現が 異な る こ と を見 い だ し た 。 例 え

ば，曲線 の 経路 を表現 す る際，英語で は前置詞な ど を

用 い て 曲線 を細 か く分節化 し て 伝達 す る た め ，英語話

者 の 自発 的身振 りは ，直線 的 に 分節化 され た表現 が 多

か っ た が ， ス ペ イ ン 語 で は 経路 に 関す る 情報 は 分節化

さ れ ず に 伝 達 さ れ る た め
， 曲線経路 を表す身振 りは 曲

線 を連続的 に描写 し ， 経路 との 類似性が保たれ る 傾 向

に あ っ た 。 ま た ， 様態 の 情報 を伝達す る際 ， 英語で は

動詞に様態情報が 含 ま れ る た め ， 英語話者は様態を表

す 自発的 身振 りが 動詞や 動 詞句 と同期す る傾向に あ る 。

一・・
方，ス ペ イ ン 語 で は，動詞 に 様 態情 報 が 含 ま れ な い

た め ， そ の 情報は 主 に 身振 りが担 う こ とに な り，様態

と し て 範疇 化 さ れ て い な い 句 や節 ， 極 端 な場合 に は，

発話全体に わ た っ て 自発的身振 りが 産 出さ れ る こ と が

あ る と い う。 こ の よ うに ，経路 や 様 態 の 情 報 を ど の よ

うな言語的要素 に パ ッ ケ ージ ン グ す る か と い う相違が ，

それ らを表す 自発的身振 りの 形 態 や 出現位置に 影響を

与 え て い る の で あ る。以 上 の 知 見 は ， 自発 的身振 り の

産出 が
“
発話 の た め の 思考

”
と 密接 に 関係 し て い る こ

と を示 して お り ， 自発的 身振 りが言語的 に カ テ ゴ ラ イ

ズ さ れ た イ メ ージ で あ る と仮定 す る成長点理 論を 支持

し て い る 。 ま た ， 先に は ， 文法知識の 獲得 と 自発的身

振 りの 発 達 との 関係 を指摘 した い くつ か の 研 究結果 を

概観 した が ，
“
発話 の た め の 思考

”
に は 文法 的範疇 や統

語規則 に 関す る知識 が 必 要 に なる こ とを考 え る と，自

発的身振 りは ， 単 に 文法知 識 を獲 得す るだ けで はな く，

言語的範疇に沿 っ て 出来事の 特徴 を抽出す る
5

発 話の

た め の 思 考
”

が 媒 介 と な っ て ，発達 を遂げて い くの だ

と考 え られ る。

　 言語構造を反映 し た 自発的身振 り表現は ， 何歳 くら

い か ら み られ るの で あろ うか 。McNei11 〔2000b）の 研究

で は，最 も早 い 年齢 で 2 歳 6 ヶ 月 の 英語学習 児 ，
3 歳

の ス ペ イ ン 語学習 児 に 観察 され て い る。ス ペ イ ン 語学

習児 で は ，
4 歳 ま で に ， 成人 と 同様 ， 様 態 を 表 す 自発

的身振 り が様態項 目以外の 言語要素 （背 景 や 経路 ）と同期

す る よ う に な っ た と い う。ス ペ イ ン 語 学習児 の 場 合 ，

産出 さ れ た 様 態身振 りの う ち ，40〜70％ が こ の 傾 向 を

示す
一

方 ， 英語学習児の 場合 ， 様態 身振 り を様態 以外

の 語彙項 目と同期 さ せ る傾向は非常に 少な く ， 多 く の

場 合は 様 態動詞 と共起 し た。 2 ， 3 歳 か ら言語特 有 の

形 式で 自発 的身振 りを産 出 しは じめ る と い う知 見 は，

Nicoladis　et　al ．（1999）の 報 告 と一
致 す る。つ ま り， 多

語発話が 可能 に な り， 事象を分節化 し て話 す能力が 高

ま る時期 に ，自発 的身振 りが頻繁 に 産出さ れ る よ う に

な る。そ の 自発的 身振 り は ， 習得 中 の 言語 構造 の 特性

を反映 し た形式で 産出さ れ る こ とか ら ， 自発的身振 り

の 産出 に は
“
発話 の た め の 思考

”

の 習得が 重要な 要因

と な る こ と が 推 測 さ れ る。

　 子 ど もの 自発的身振 り と事 象 の 特徴 を抽 出 す る 能力

と の 関係 を さ らに 検討 す る に は， ど の よ う に し て 事象

同士 を筋立 て つ なぎ合わ せ て い くの か
，

と い う こ と を

知 る こ とが必 要 に な る 。 そ こ で 次節で は ， 幼児が事象

の 因果 関係や 時空間的な つ な が り を ど の よ う に 理 解し

て い る の か と い う こ と を み る た め ， 物語 る こ と の 発 達

と 自発 的身振 り と の 関係 を み て い く。

5 ．物語 る能力と 自発的身振 りの 発 達 との 関係

　
“
発話 の ため の 思考

“
を学習 す る 時期 ， 子 ども は 過去

の 事 象 を時系列 的 に つ な ぎ合 わ せ て 物語 を語 る （narra −

tive） よ うに な る 。

一
般 的に ， 子 ど もは 2 歳 を過 ぎる
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と，語を修飾す る た め の 接辞や 冠詞や 前置詞な ど の 機

能 語，さ ら に 語順 の 原 理 な ど の 統語 規則 を獲得 し は じ

め る よう に な り， 徐々 に ， 日常の 反復体験 や過去 の 出

来事 を 自発的に語 る よ う に な る （Nelson，1989 ； Shore，

Bates ，　Bretherton ，　Beeghly ，＆ 0 ℃ onnell ，1994 ）。　3 ，　4 歳

に な る と，時系列 に 沿 っ て 出来事 を語 る とい う点 で ，

そ れ 以前 と比 べ て ， よ り
“
物語 ら し い

”
談話を話す よ

う に な る （大堀 2004 ）。

　 McNeill （2005） は， 3 ， 4 歳 の 問 に 自発 的身振 り と

発話 が
， その 産 出過 程で 相互 に 影響 を及 ぼ し始 め るよ

う に なる と論 じて お り， そ の 根拠 とし て 2 つ の 現 象 を

挙 げ て い る 。 1 つ は ， 身振 りの 爆 発 （gcsture 　explosien ）

期 に つ い て で あ り， 3 歳か ら 4 歳の 間 に 自発的身振 り

の 出力が 一気 に 増加す る と指摘 し て い る。さ ら に ， こ

の 時 期 に は 自発 的 身 振 り の 分 解効 果 〔decompoSition

effect） が み ら れ る よう に な る とい う 。 分 解効 果 と は ，

複雑 な移動事象を表現 す る 際 に ，特定 の 要素制 え ば 様

態 や 経路 ）を表す発話 に 沿 っ て ， 自発 的身振 りが 単純な

要素 に 分解 さ れ る現 象 の こ と を指 す。例 えば，転が り

な が ら坂 を下 っ て い く対象 の 移動 を説明す る 場合 に
，

“

ゴ ロ ゴ ロ 転が っ て ， 坂 を 下 っ た
”

と い う よ う に転が

る様態 と下 る経路 を表す 情報が 異な る節で 表 さ れ る こ

とが ある 。 こ うした 発 話の 分節化に 沿 っ て ， 様態 を表

す言 語要素 に は 移動 方向は 示 さず に ，回転 の 要素の み

を表す身振 りが ，経路 を表 す言語要 素 に は対象 の 移動

経路 の み を表す身振 りが付随す る。 3 ， 4歳の 間に ，

こ う した 分解効 果が 出現 しは じ め る こ とか ら ， 出来事

を 自発的 に 語 り は じ め る時期 に ， 言語的範疇 と イ メー

ジ と の 弁証法 的関係が 確立 し は じ め る よ う に な る と考

え られ る。

　時間的な順序で 出来事 を語 る こ と が で き る よ う に

な っ て も， 3 ， 4 歳で は事象同士 を時間的 ・因果的 に

関連付 ける た め の 明示 的 な表現 が あ ま りみ ら れず，指

示詞 な どを伴 う空 間的 な関連 付 けが 多 い （Berman ＆

Slobin、1994 ；藤 崎，1982＞。 5 ， 6 歳 に な る と，複 数 の 事

象を時間的 ・因果的に 関連付 け る よう に な り ， 大人 の

談話 に お い て もみ ら れ る語 りの 特徴が全 て 出揃う よ う

に な る （内田 ，1996）。 こ の よ う に 基本的な統語規則を 身

に つ け ， 事 象 を筋立 てて語 る こ とが で きる よう に な る

幼児期後半に は ， 自発的身振 りの 頻度 が 成人 と同程度

に な る （McNeirl，1992 ）。

　以 上 の よ う に ，幼児 期 の 間 に は ， 過去の 体験 を想起

し ， 出来事 の 心 的表象 を文法 的範曦 に 適合 す る よ うに

因果的 ・時系的な 順序 に 沿 っ て 語 る こ とが で き る よ う

に な る 。 こ う し た 変化 と平行 して ， 自発的身振 りの 頻

度 も著 し く増加 す る こ と か ら，幼 児期 は 自発的身 振 り

と発話 の 統合度合 い が増 し て い く時期 で あ る と い え る。

7 ．象徴機能の 発達 と自発的身振 りの 発達

　 自発 的身振 りの 産出頻度が 成人 と同程度 に な っ て も，

身振 りと 発話 と の タイ ミ ン グ や空間使用 な ど，い くつ

か の 側面 で 成人 との 違 い もみ られ る。自発的身振 りと

発話 と の 時間的な 同期関係か ら み て い こ う。 1 回の 自

発的身振 りは ， 大 き く
“

準備
” “

ス トロ ーク
” “

撤回
”

と い う 3 つ の フ ェ
ーズ に 分 け る こ と が で き る 。 と りわ

け ス ト ロ ーク は ， 自発的身振 りに 必要不 可欠 で ， 実質

的 な意味 を表す フ ェ
ーズ で あ る。成人 の 場 合 ，

ス ト ロ ー

ク の 約 90％ に ， そ れ と意味的 に 関連す る 発話が 同期す

る こ と が 知 られ て い る （Nobe ，20〔｝e）。

　一般的 に ，成人 の 自発 的身振 り は時間 的な境 界 が 明

瞭 で
， 関運 す る発話 と の み 同期す る と い う点で

，
シ ン

ボル と して 組織化 さ れ て い る と い え る 。 だが ， 幼児期

の 自発的身振 りは ，先行 す る身振 りの ス ト ロ ーク と ，

次 の 身振 りの準備期 と の 境 界 が 不 明瞭 で あ り， 関連す

る発話以 外 の 要素 と も同期 す る こ と が 多 く，シ ン ボ ル

と い うよ り も実 際 の 行 為 に 近 い
。
McNeill 〔1992） は ，

こ う し た 特徴か ら幼児期に は ， ま だ イ メ ージ的表象を

適 切 な シ ン ボ ル に 抽出 す る こ とが 十分 に で き な い と論

じ て い る 。

　 ま た，幼 児 の 身振 り空 間，す なわち 自発 的身振 りを

産 出す る 空間 は，一
般的 に 成 入 の それ と 比 べ 非常 に 大

き い 。成人 は 身体 の 正面 で 自発的 身振 り を産 出 す る の

に 対 し ， 幼 児期 の 子 ど も は ， 背後 な ど 正面以 外の 空 間

で も自発 的身振 り を 産出 し ， 指示 対象を全身で 表現 す

る 傾向 に あ る （McNeill，1986＞。 最近 の 研究で は ， 幼児期

の 間 に も自発的身振 り と発話 との タイ ミ ン グ や 身振 り

空 間の 使 い 方 が 変化す る こ と が わ か っ て い る 。 例 えば ，

保育園か ら自宅 ま で の 帰宅経路を説明す る際， 4 歳で

は 経路 を直 接指示 す る が ， 6 歳 に な る と外界 を 直接指

示 す る こ と が 減少 し，目 の 前 の 空 間 を仮想 的 に 使 用す

るよう に な る。 こ うした変化 と平行 して ，身振 り空 間

が 縮小 し （関 根，2006a）， 自発的身振 り と発話の タ イ ミ ン

グ も， 成人 の そ れ に 近づ い て い くよ う に な る こ と が報

告 さ れ て い る （関 楓 2006b ）。

　幼 児期 の 自発的身振 りが
， 使 用 す る空間 や身体 部位

に 関 し て 実際 の 行 為 や事 物 に 類 似 し て い る こ とを

McNeill （1992 ） は Werner ＆ Kaplan （1963 柿 崎訳 1974 ）

の
“
距 離化

”
（distancing） と い う概念を用 い て説明 し て

い る。幼 児期 に は ，能記 傷 振 りや 発 話 な ど の シ ン ボ ル ） と

所記 脂 示 対 象 〉 と の
“
距離

”
が 近 く，

シ ン ボ ル （身振 り

や 発話 ）が実物 と類 似 して い る 。 象徴能 力の発達 に よ っ
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て ， 能記 と所記 と の 距離 が 増大 し ，
シ ン ボ ル が 脱文脈

化 し て い くよ うに な る と，指示対象や 事象を外側か ら

捉 え る こ と が で き る よ うに な る。例 えば ，

“
○ ○ が 走 る

”

とい う行為 を表す際 ， 幼児は実際の 走 者の 視点 か ら，

腕や 足を前後 に 動 か す こ と に よ っ て
“
走 る

”
行為 を表

現 す る傾 向 に ある が ，大人 の 場合 ， 観察者 の よ うに ，

走者 を外側 か ら眺 め る よ うな 視点 で ，そ の 軌跡 や 方向

を描 写 し て
“
走 る

”

を表現 す る こ と も あ る 。 こ の よ う

に ， 出来事 に対 す る話者の距離や視点 が ， それ を語 る

際の 自発的身振 り に 現れ る こ と が わ か っ て い る 。 幼児

を対象 と し た 最近 の研究で は ， 役割取得能力 と観察者

視点の 自発 的身振 りの 産出と の 関係が 示唆さ れ て い る

（片 山
・
針 生，2ee7）。ま た，距 離化 の 変化 は ，事物 説明 に

お い て も見 い だ す こ と が で き る 。 例えば ，
3 歳児で は

対 象物を身体の
一

部で 表 す こ とが多 い が （例 ： 自分 の 指

を歯 ブ ラ シ に 見 立 て る ）， 5 歳 児 で は実際 に 対 象 を操作 す

る よ うな身振 りが 多 くな り （例 ：歯 ブ ラ シ を実際 に 握 る よ う

な手 形 ），身振 り と指示対 象 と の 類似 度が 減少 し て い く

よ う に な る こ と が 知 ら れ て い る （岡 本、2002 ；0
’
Reilly，

1995）。ち ょ う ど こ の 時期 に は，身振 り産 出 に お ける手

の機能 的 な分化 が み られ る よ う に な り， 4 歳 と 5 歳 の

間で ， 手の形が 左右対称的な身振 りの頻度が 減少 し ，

左右非対称的な 身振 りの増加が み られ る （Barten，1979 ：

Freedmanet 　al、，1986）。　 Barten （1979） は， こ う し た 変化

を，幼 児 が 身振 りを表現媒 体 と して 捉 えるよ う に な っ

た こ との 表 れ で ある と推察 して い る。身振 りの 表 現媒

体 と し て の気付 き が ， 自発 的身振 り の 産 出を高め る
一

要 因 に な っ て い る の か も しれ な い 。

　以 上 の こ と か ら，幼児期 の 間 に は，象徴 能力 の 発達

に 伴 い 距 離化 が 増 大 す る こ と で
， 身振 り空 間 や 発話 と

の タイ ミ ン グ ， 身体の使 い 方 に変化が生 じる 。 だが ，

ま だ成人 の よ う に は機能 して お らず ， 自発 的身振 り と

発話 と の 関係は ， 幼児期以 降 も変化 し続 け る の だ と考

え られ る。

8 ．児童期以降の 自発的身振 りの 発達

　児童期 に 入 る と，談話 や言葉 そ れ 自体 を対 象化 し ，

自覚的 に 操 作 で き る よ う に な る。同時 に ，物 語 の 内容

だ け で な く， そ の構造 も理解す る よ う に な る 。
こ うし

た メ タ言語能力 の 発達や 談話構造 に関す る知識の 獲得

と平行 し て ，物語 の 階層 を指示 し た り，談話 の 結束性

を維持 す る た め に 自発的身振 りが 利 用 さ れ は じ め る よ

う に なる （Cassell，　McNeiH ，＆ McCullough ，　1999）。

　例 えば ， 特定 の 空 間 を指 し示す こ と で 新 たな概念 を

導入 した り ， 主題 を維持す る た め に使用 さ れ る抽象的

指 さ し （abstract 　p ・inting）や ，抽象的な概念を 表 す 隠喩

的身振 り が ， 児童期 に 入 っ て か ら出現 し は じ め る こ と

が わ か っ て い る。また ，一般的に，映像的身振 りは物

語 （narrative ） の レ ベ ル
， すなわ ち 具体 的 な物語 の 出来

事 を語 る時に 生 じ， 規準 ビー ト 〔cunDnicalbeats ）は メ タ

物語 （meta −narrativ ∈ ）レ ベ ル ，つ ま り新規 の 場面や人物

の 導入 や 出来事 へ の コ メ ン トな ど ， 談話構造 の 明示的

な 言語 的 マ
ーキ ン グ と 共 に 生 じ る と い わ れ て い る

（McNeil1，1992）。成人 が 談 話構造 を 特徴 づ け る 際 に 用 い

る 規準 ビー トは ， 8 歳頃 か ら出 現 しは じ め （McNeill，

1992）， 児童期 を越え て そ の 頻度が増え て い くこ とが報

告 さ れ て い る （Jancovic　 et 　al．，1975 ）。 幼児 期 に も ビ ー ト

は み られ る が （NicoTadisetaL，1999）， そ れ は ， 文 節の 切

れ 目な ど で 発話 を強調 す る 際 に 生起 す る もの で ，成人

の ビー
トの よ うな談話構造を示 す機能 を欠 い て い る こ

と か らプ ロ ト ビー ト （pr 。tobeatg．） と呼ぶ こ と が で き る

（）
’lcNeill，1992 ）。 興 味深 い こ と に ，

　 McNeill 　（1986）の 観

察で は ， 5歳児で 規準 ビ ー
トが 確認 され て い る 。 規 準

ビー トの 使用 が 物語 の 階 層 と関係し て い る こ と か ら，

物語 の 階層性 に 関す る 理 解 の 萌芽 が 幼児期 後半 か ら生

じる こ とが 示唆 され る。

　 また，児童期 に は，聞 き手 を意識 し て 自発的身振 り

と発話の 両方 を調整で き る よ うに な る 。 例 え ば ， 児童

期の 子 ど も は ， 幼児 と異な り ， 聞き手が衝立 越 し に い

る時 で も対面 し て い て も，
一

定 の 情報を伝達 で き る こ

と が わ か っ て い る 〔Dohel
’
ty・Sneddon ＆ Kent，1996）。ま

た ， 事物 の 説明課 題 に お い て ， 5 ， 6 歳で は ， 自発 的

身振 りが 指示 詞 や オ ノ マ トペ と共起す る傾向 に あ る が，

8 ， 9歳 に な る と ， 自発 的身振 り が 具体的 な 形 や 活動

を 明 示 す る 発話 と 同期 す る よ うに な る （関 根，20U3）。12

歳頃 に は
，

そ れ ま で 分解 して 表 して い た複雑な情報を ，

1 つ の 自発的身振 りに融合 して 伝達で きる よ うに な り

（McNeilt ，2005 ＞，複雑 な 事象 の 複数 の 側 面 を 自発的身振

り と発話 で 同時 に 伝 達す る こ とが で きるよ うに なる。

　 こ の よ う に ，児 童期 以降，談話構造 の 発 達 と共 に 自

発的身振 りの レ パ ー ト リーを増加 さ せ
， 会話状況や 参

加 者 の 知識状態 に合わ せ て ， 自発的身振 り と発話 との

関係 を柔軟 に 変化 さ せ る こ と が で き る よ う に な る 。

　 し か し ， 児童期に 入 っ て も，新奇な概念や言語 化 が

困難な 情報 を伝達す る場合は，自発 的身振 りと発 話 の

伝達す る情報が 食 い 違 っ て い る場 合が あ る 。発話 と 自

発的身振 りが ，互 い に 関連 は す る が それ ぞれ異 な る 情

報 を伝 達 して い る現 象 は ，自発 的身振 りと発話 ぴ）
“
ミ

ス マ ッ チ
”

〔mismatch ） と呼 ばれ て お り （Goldin・Meadow 、

2003）， ボー ドゲ ーム の 説明場面 （Evans ＆ Rubin．1979）

や，理 科 の 授業 （Crowd じr ＆ Newman ，1993）， ピ ア ジ ェ の
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保存課題 〔Church＆ Goldin．Meadow ，1986 ） や 算数の 等価

問題 （G ・ldin．Mead ・ w 　etal ．，1993） の 説明場 面 な ど，様 々

な状況下 で 観察 され て い る。また ， 同様 の 現 象 は ， 成

人 で も確認 され て い る 〔Alibali、　Bassek ，　Sobnlon ，　Syc ，＆

Goldin −Meadow ，1999 ； Perry ＆ Elder ，1997 ）。 特 に ，ミ ス

マ ッ チ を示 す者 の ほ うが ， 示 さ な い 者 よ り も ， 課 題 に

関す る 訓練 の 効果 が あ っ た と い う知 見 か ら （Church ＆

Goldin−Meadow ，1986）
，

ミ ス マ ッ チ が 概 念形成 の 過 渡的

状態 を示す指標 と な る こ と が指摘 さ れ て い る CGoldin−

Meadew ，2003 ）D 　
’

　 最後 に ，文化 的な要 因 に つ い て 触 れ て お く。 日本 の

子 どもを対 象 に した研究 で は，幼 児期 に は 自発 的身振

りの 頻度が右肩上 が り に増加 す る が ， 児童期に は 自発

的身振 りの 頻度が
一

時的に停滞 も し く は 低下 し ， そ の

後，成人 で は 再び 自発 的身振 り が 増加 す る こ と が わ

か っ て い る （藤井，IY99 ；関根，20 3）。フ ラ ン ス で は児童

期の 間 に もビ ー
トや抽 象的身振 りが増加 す る とい う報

告 （Colletta，2004 ） を考 え る と ， 凵本の 児童 に お け る 自

発的身振 りの
一

時的な停滞 は ， 認知的 ・言語的能力の

変化 よ り も，言語的伝達 の 奨励や 姿勢 に 関す る働 き か

け （手 を膝 に 置 く）な ど
， 日本 に お け る学校 文化 が 暗 黙裡

に 影響 を及 ぼ して い る の か もしれな い 。い ずれ に して

も ， 文化 的要 因 を 調 べ た 研 究 は 少 な く ， 自発 的身振 り

の 一時的低下が 日本特有の現象な の か と い う問題 を含

め ，今後 の 研 究が待 た れ る。

9 ．まとめ と課題

　本稿で は ， 幼児期 の 子 ど も の 自発的身振 り の発達 に

焦 点を 当て ，言語 の 発達 と共 に 概観 し て き た 。 自発的

身振 りの 発達を要約す る と以下の よ うに な る 。 まず ，

初語獲 得 の 前後に は発話 と同期せ ず ， 単 独で 用 い ら れ

る 身振 り が 出現 す る 。初期 の 身振 りは ， 1 語発話期 の

問 ， お よそ 1歳半頃 に 意 味的 に も時間 的 に も発話 と同

期 し は じめ ， 発話産 出過程 に組み 込 まれ る よ うに なる

（Goldin−Meadow ＆ Butcher ．2003 ；　 lverson　 et 　 aL ，1994 ；

Zinober ＆ Martlew ，1985）。 つ ま り，こ の 時期 に 自発 的身

振 り が 出現 し，発話 と統 合 し た シ ス テ ム を形成す る。

は じ め の う ち ， 自発的身振 りの 多 くは直示的身振 りか

ら構成 さ れ る が ， 2 歳前後 に は 映像的身振 り が発話 と

共 に 産 出 さ れ る よ うに な り，単独 で 用 い ら れ て い た 初

期 の 身振 りは減少 し て い く。 こ う し た初期 の身振 り と

自発 的身振 りの 出現，言語 と の 一連の 発 達的順 序は 個

人 や 言語 を超 え て観察 さ れ て お り （Blake，　 Vitale．　 Os．

b  rne ，＆　Olshansky，2005 　； Capirci、　 Iversan，　 Pizzuto、＆

Volterra，19．・96），言語障害 を持 つ 子 ど も に お い て も時期

は 遅 れ る が 同じ順 序 で発達す る こ と が確認 され て い る

こ と か ら （Capone ＆ McGregor，2004 ；関 根，2UUsb）， 身振

り は 言語発達 を予測 す る 有効 な指標 に な る と 考 え られ

る。

　 2歳以 降 ， 子 どもは 事象同士 を関連付け て ，出来事

を 語 る よ うに な る 。 こ の 背 景 に は，語 彙 の 増加 に 加 え

て ，言語 特有 の 文法範 疇 に 沿 っ て 心 的表象 を 展 開 し て

い く
“
発話 の た め の 思 考

”
の 学習 が 必 要 に な る と考 え

られ る 。
こ うした思考 の 言語化や物語 る こ と の 発達 と

共に ， 3 ， 4歳頃に は ，言語構造 を反映 し た 自発的身

振 りが 増 加 し，イ メ
ージ と言語 的範疇 の 弁証 法的過程

が 成立 しは じめ る 。 また ，幼 児期 に お け る自発 的身振

りの 形 態や空 間 の 使 い 方 は，初期 に は実際 の 行 為 に 類

似 し て お り ， 再演的 〔enact 」ve ） な描写を特徴 と す る が ，

象徴能力の発達 と共に徐々 に 出来事や概念か ら距離を

置 い た 表現 が 可能 に な る。さ ら に ， 幼児期後半か ら談

話構造 を理解 しは じめ ， 児童期 に は ，
コ ミ ュ ニ ケーシ ョ

ン に お い て 柔軟 に 自発的身振 りと発話 を調節 す る こ と

が で き る よ うに な る 。

　以 上 の こ と か ら ， 自発的身振 り の 発達 に は ， 語彙 を

一
定 の 順序で配列 し て相互 の 関係を作 り出す文法規則 ，

そ れ ら に 基 づ い て イ メ
ージ 的 な 情 報を 言語的範 疇 に 抽

出 して い く
“
発 話 の ため の 思考

”
，事象 同士 を時 間的 に

結 び付 け て 物語 る こ と の 発達 が 重要 で あ る こ と が 示 唆

さ れ る 。

　身振 り と発話が 発達初期 か ら密接に結 び付 い て い る

と い う事 実 は ，身振 りそ れ 自体 の 変化 を み る の で は な

く， 発話 と の 関係 性に お い て そ の 発達 を み て い く必要

が あ る こ と を示 唆 す る 。 ま た ，

“
身振 り

”
と い う言葉で

表 さ れ る動作 に は ， 本稿で 概観 し て き た よ う に ， 発話

と の 関係 だ け で み て も， 様 々 な分類が 可能 で あ り， そ

れ ぞ れ の 身振 りが 異 な っ た ペ ース で 発達 し て い く。 こ

うした身振 りの 多様性 を考慮 す る と， や まだ （1998）が

論 じるよ うに ，身振 りの 発達 を単線的 な発達過 程 とし

て想定す る よ り も ， 言語 の発達 と共 に 獲得や 消失 を繰

り返 し て 次第 に 分化 を遂 げ て い く複線的な発達過程 と

し て 捉 え て い く必 要 が あ る の だ と い え る。

　最後 に 今後 の 自発 的身 振 りの 発達 に 関す る研究 課題

を述 べ る 。 まず ， 有意味 な発話 と同期せ ずに．単独で 用

い ら れ る 初期 の 身振 り と，発話 と同期 す る 自発 的身振

り と の連続性一非連続性 に関 し て は ， さ ら な る研究が

必 要 と さ れ る。乳児期に み ら れ る身振 りの ど の よ うな

側面 が 自発 的身振 りに 引 き継 が れ る の か
， あ る い は 消

失 す る の か と い う こ と を ， 言語 の 発達 と共 に 詳細 に 記

述 して い く必 要が あ る だ ろ う。 ま た ， 本稿で は 他者 の

役割 に つ い て は言及 しな か っ た が ，他者 か らの 働 きか
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けが言語発達 を強 く規定す る の で あれ ば ， そ れ は身振

りの 発達 に も影響を及 ぼ し て い る と考 え ら れ る。今後

は ， 親 や他 児 との や り取 りに お い て ， 子 どもが どの よ

うに 身振 りを産 出 し，理 解す る の か と い う，社会的状

況 に お け る 身振 り の 使 用 を 検討 す る こ とが 重要 な課題

の
一

つ と な る だ ろ う 。

　 自発的身振 り の 産 出過程 に 関 し て い え ば，自発 的身

振 り が 発 話生成過程 の ど の 過程 と 関係 し て い る の か は，

ま だ明ら か に な っ て い な い 点が 多 い 。 自発 的身振 りが

発話 の た め の 情報 の 概念化 過程 に 寄 与 して い る と い う

見方 も あ る こ と か ら （Kita ＆ OzyUrek，20G3）， 自発 的身

振 りの 発達 や機能 を，言語 発達 の 基 盤 と な る情報処 理

過 程 と共 に 論 じて い く必 要 が あ る 。 さ ら に ， 近年で は

自発的身振 りが 言語や 認知発達を予 測す る有用 な指標

と な る こ とが 示 さ れ て お り （Capone ＆ McGregor ，2（隅 ；

Goldin．Meadow ．2003）
， 学校教 育や特殊教育場面 へ の 応

用 を視野 に 入 れ な が ら身振 りの 指標的な 役割 を 明 ら か

に し て い く必要が あ る 。現状 で は，幼 児期 か ら青年期

に か け て の 身振 り研 究 は非常 に 少 な い
。 今後 は ， 縦断

的調 査 や 文化 間 で の 比 較 を 通 じ て ， 身振 り の 発達 に 関

す る データ を蓄積 し ， 上 述 し た 課題 に 取 り組 ん で い く

こ と が 必要 と な る だ ろ う 。
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Psychological Stndies on  DeveloPment of SPontaneous Gestures in
                           Preschoolers : A  Review

             KAZ(,lt'1 SE･AJ,VE (SHiR.41'[,AJi CJOI.J.E(;E, DERART,liENT  OF  DIIT.Vil.(')l),VE,N;11･IL fs}'CJIOLO(;l')

                  .[･IH･1.X'ESE
 Jir)l'ft.vAL ()F  Ef)t,CATIO,v.4J. ts}THoi.oc.1', -?O08, 56, 440-453

  Previous studies  of  the  deyelopment  of  gestures  have  examined  gestures  in infants. In recent  years,

together  with  the rise  of  interest in spontaneous  gestures  accompanied  by speech,  research  on  spontaneous

gestures in prescheol-age children  has increased. But  little has  been reported  in terms  of  systematic

developmental changes  in children's  spontaneous  gestures, especially  with  respect  to  preschool-age  children.

The  present  paper surveys  domestic and  international  research  on  the development  of  spontaneous  gestures

in preschoolers.  XVhen gestures  seen  in infants and  preschool-age  and  older  children  were  categorized,  it

was  found that spontaneous  gestures  begin to appear  together with  speech  semantically  and  temporarily by
the end  of  the one-word  peried  ; during this same  period, gestures  that were  se ¢ n  earlier  gradual]y  decrease.

It is suggested  that  the development  of  spontaneous  gestures  relates  to a  sentence  level, not  to a  vocabulary

level. Based  on  growth  point theory  (McNeill, 1992), it is also  argued  that spontaneous  gestures  develop
with  

"thinking

 for speaking"  and  symbol  ability.

   Key  Words  : spontaneous  gestures, language development, narrative,  thinking-for-speaking,  preschool-

age  children
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