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　概要 ： 本室で の 発表の うち， 23S〜242 は，科学研究費

に よ る海外調査イ ン ドネ シ ァ に お け る 子 ど もの 認 知 発 達

調査 の 報告が前半 を占め る 。そ れ に京都グル ープ に よ る

新生児 の 行動 を実験観察 し た結果 の 報告 と，飯島 の 幼児

の 探索行動 の 研究 を加 え た もの で あ り，内容 と し て は バ

ラ ツ キ の 大きい もの で あ っ た が ， 全体 に 討論 は か な りっ

っ こ ん で お こ な わ れ た よ うに 思 わ れ る 。な お，東学大 グ

ル
ープ （1］頭発表　甲斐） の 発 表 は 取 り消 され て い る 。

　 イ ン ドネ シ ア にお け る 認知発達 ； まず前半 4 つ の 共同

研究に 関 し 飯島か ら 1 ，イ ン ドネ シ ア を研究 地 に 選 ん だ

理 由，2 ，テ
ー

マ を図 形 と子 守 り行 動 に 選 ん だ 理 由に つ

い て 質問が あ っ た が，こ れ に 対 し，野 村 （京教大）か ら，

「今まで の 比較文化研究 は ， 欧米 との もの が 多 く，ア ジ

ア は 少な か っ た 。イ ン ドネ シ ア は ア ジア 的 で あり， 回教

国 で あ り，イ ン ドの 影響 も大 き く，固 有 の 高 い 文 化 を も

っ て い る。こ の 研究 は他に も連想の 発達や 遊 びな ど，認

知発達 の 基礎的問題 を知 り， イ ン ドネシ ア の 教育 に も役

立 て た い と思 っ て い る 。子 守 りに つ い て は，子守 りす る

側 と さ れ る 側 の 双方の 認知発達 に どん な影響を与 え て い

る の か知 りた い 」 との 答 え があ り， 矢野 （京教大） か ら

研 究 の 目的意義が さ ら に 明 らか に され， 1，子 ど もの 連

想の 基準データ の 作成， 2，イ ン ドネ シ ア の 二 言語使用

に も興味が あ り， 3，比 較文化的研究 と し て は ， 認 知発

達 の ち が い が 内 容 的 な もの か，構 造 に ま で お よ ぶ の か ，

とい っ た基本的問題 を明確に した い との 答えがあっ た 。

　 また ，図形認知を選 ん だ こ と につ い て ，清水 （京都家

政 大）が， 1 ，こ とば の 違 い を越 え て で き る，2 ，知 覚

の 枠組 は 同 じか ， 同 じプ ロ セ ス で 発達す る の か と い う問

題意識 が あ る と 答 え た 。ま た ，岡本 （京教大）は ア ジ ア

で 長 い 伝統 と安定 し た 文化社会 を形成 し て い る ジ ャ ワ文

化 の 中心 を選 ん だ こ と，最近 の 発達研究 の と りあげて い

る 概念や方法 に 対す る 不満 が述べ られ ，生 態的実証 的方

法 の 必要 が 強調 され た 。

　新生児 の ハ ビチ ュ エ ーシ ョ ン と コ ア ク シ ョ ン ： 243，

244，に 関 し て は，今 ま で の 新生 児研究 と違 う点 に つ い て，

水 谷 か ら，模倣が 発生 の 初期 に す で に 組み 込 ま れ て い る

ら しい こ と，新生 児が視覚的 にす ぐれ た 能力 が そ なわ っ

て い て 選 択 反 応 が 可 能 に な っ て い る こ とが本実験で 推測

され る こ と を強調 し，ま た ， 近視が今ま で の 反射の 概念

で 説明出来ない 点 をあ げた。共 同研究者の 鈴木か ら，早

期 の 乳 児 で も環境の 中 か ら何 か を と り上 げる ，つ ま り，

刺激 の 選択能力 の あ る こ とが強調 され た 。由 LI （京大）

か ら出 された模倣 と共鳴動作の 違い に つ い て金子 と の 問

に 論議が なされ た 。

　幼児の 探索行動と新 奇情報 ； 最後 の 245 に 関 し ， 矢野

か ら， 1，不確定性 の 概念規定に つ い て，情報理 論 で 数

量的 に 記述で きる もの か， 2 ，複雑さ の 中に新奇性を含

め て い る の は何故か，3，新奇・1生は，主体が初め て 見 た

とい う操 作的規定 に す る の な ら対象 の もつ 属性 と は い え

な い の で は な い か の 点で 質問が あ り，飯島か ら 不確定性

の 定義 は ， もの と個体 の 認知的水準と の 相対的関係 で あ

り，新奇性，複雑性 の 上位概念 と し て こ の 場合用 い て い

る と の 答 えが あ っ た 。　　　 （飯島婦 佐子 ，野 村庄 吾）
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