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「発達」 の概念， 発達研究とそ の発表の組織化

　 「発 達 」 の 概 念

　 シ ン ポ ジ ウム 「発達研究 と現代社会 」 は，大教室 に入

り切 れ な い ほ ど の 多 くの 参加者 を集 め た 。 こ の 事実 は，

発達 とい う概念自体が近代社会 の 要求 に合致す る よ うな

人 間観に基 づ い た もの で あ り，本質的に 個人 を抑圧す る

性質を もつ とい う山下 （／977） の 「反発達論 」 の 主張 の

中に ， 多 くの 教育心 理 学者，発達研究者 の 関心 をひ くも

の が含まれ て い る こ との 現 わ れ と解釈 で き る 。こ の シ ン

ポ ジ ウム へ の 参加者 の 多 くが ， 山下 の 主張 に 耳 を傾け そ

れ を理 解し よ うとす る 構 えをもっ て い た と思 わ れ る 。そ

れ と同時 に ， か れ らは，い くつ か の 異 な っ た立 場 の 発 達

研究者達一 波多野 ・天 野 ・村井 と，山下 ・篠原 との 間

に ， 平行線的 で は な い 議論の 切 り結び を期待 し て い た こ

とで あ ろ う。

　 しか し，少 な くと も筆者 に関す る 限 り， そ の 期待 は裏

切 られ た 。 そ れぞ れ の 立 場 か ら，現在 自分 が行 っ て い る

発達研究 の 有意味性 を主張す る 発達研究者は，反発達論

者 の 主張 の
一

部 は 認 め なが らも， そ れ に よ っ て各自の 研

究活動や考 え方 に イ ン パ ク トを受け た よ うに は 見 え な

い 。 ま た ，反発達論者は，発達研究者 が 指摘す る よ うな

発達研究の 社会的意義 を ， 容易 に正 当 な もの と して は受

け容 れ な い 。両者 が共通 の グ ラ ウン ドに 立 っ て 議論 し，相

互 に不動 の ま ま で 終 っ た の な ら，そ れ もよ い だ ろ う 。 し か

し筆者 に は，両者 の 議論 の 多 くは グラ ウ ン ド外 で の そ れ

に 終始 し て し ま っ た よ うに 思 え る。

　そ うな っ た 最大 の 原因 の 1 つ は，現在使わ れ て い る 発

達と い う概念 の 形式的側面 も内容的側面 も，と もに 本格

的 に論 じ られ な か っ た こ とで あ る 。 シ ン ポ ジ ウム に お い

て ， 発達研究者は ， 程度 の 差はある が発達 の 基準 を自明

の もの と し て 扱 い 深 く論 じ な か っ た。そ の 立 揚 で は，子

どもが認知的有能性 を増 した り， 言葉の 話せ な い 子 ど も

が 少 し で も話 せ る よ うに な る こ と は疑 い もな く発達 で あ

る と され た。そ れ に 対 し て反発達論者は，抽象的 な 「発

達」 とい う言葉 を振 りまわ して そ れ への 同調 を求 め る こ

とが，個人 を抑圧 す る も の で あ る と主張し，発達 に よ っ

て 「人 間 に な る 」 の で は な く生 れ な が らに し て 「人 間で

あ る 」 とい う捉 え 方 を強調す る 。そ こ で は 生：産性向上 と

結 び 付 く特性 と意昧づ けられ た 発達 が 論 じ られ，そ の 内

容 の 詳 しい 吟味 が 不 足 し て い る 。

　発達研究者は，個体の 行動や状態 ， 機能 と構造 の 変化

を 「発達的 」 変化 と捉 え る か 捉 え な い か の 基 準 を 有 し

て い る はず で あ る。しか し，今回 の 提案者 と討論者 に な

　　　　　　　　　　　　小　　嶋　　秀　　夫
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （名古屋大学）

っ た発達研究者 は ， 広 い 意味 で の 認知領域 の 研究 を中心

とす る 人 々 で あ っ た せ い か，そ の 問 題 は 深 く論 じ られ な

か っ た 。 また ， 反発達論者も，人間 の 変化 を捉 える 何 ら

か の 基準 をもっ て い る は ず で あ る 。な ぜ な ら，反 発 達論

者が，「例 え ば，歩 け る ・歩 けな い と言 え ば よ い の で，

別 に発達と い うこ とば を使 わ な くて もよい 」 とい う意味

の 主張をす る とき ， 子 ど も の 行動 や状態 の 変化す べ て を

一
様 に 問題 に し て い る の で あ ろ うか 。 恐 ら くそ うで は な

い だ ろ う。 た とえ ， 個体 の 行動
・
状態 の 記述 は具体 の 水

準 で 行 っ て も，そ の 背後 に 必 ず ， よ り抽象的な概念と し

て の 基準が存在す る 。 シ ン ポ ジ ウム で は，そ れ が明示 さ

れ な か っ た。そ の 「発達 とは 呼ばない 」 基準 と，発達研

究者 の 「発達 」 の 基準と の 関係を論じ る こ とが ， 両者間

の 議論 を深 め る こ とに つ な が る の で は ない か 。

　筆者 は，「発達」 ま た は そ れ に 代 る 概念 の 問題 は ，す

べ て の 発達研究 （と 仮 に 呼 ん で お く） の 基本 に あ る もの

だ と思 う。 筆者 の 考えは 園原 （，c．・｛丑学 事 J邑，　1957） の そ

れ に 似て い る 。 す な わ ち，「発達 と は，よ り高度で 完全

な状態 ， ある い は 環境に よ り よ く適応 した状態 とい う方

向性 をもっ た視点か ら，個体 の 生涯 ま た は そ の 部分 に わ

た る 行動 と状態 ， あ る い は 構造 と機能の 系列的 ・組織的

変化 を記述 し 構成す る際 に適用 され る概念で あ る 」 とい

うの が ， 筆者 の 暫定的定義で あ る 。発達 の コ
ー

ス の 研究

で も発達 過 程 の 研究 で も （・N ［g，
1979）， 発達 の 次元が

何 で あ る か が 問 わ れ る 。そ の 設定に 当 っ て は，理論的 に

想定 され た 発達過程 と関係す る 個体 の 属性 が 選 ば れ る 。

そ こ に ， 事象を捉 え意味づ け る発達 の 視点 が 働 い て い

る 。そ れ は，rよ さ」 とい う価値を含ん だ 方向性 の あ る

視 点 で あ ろ う。た だ し，絶対 的 な価値 を措定す る こ と は

で き な い か ら， 1 つ の 事象 に対 して 複数個の 発達 の 見方

が存立 し う る。反発達論に お い て も，何 らか の 意味 で の

「よ さ」 の 基準は あ る と考え られ る 。そ れ は ，発達研究

者 の 価値 の 諸基準 と全然関係 な い も の で あ ろ うカ 

　 さし あた り，わ れ わ れ は何 をす べ き で あ ろ うカ  そ れ

は ， 各 々 の 発達研究者が，自分 の 使用 し て い る 発達 の 指

標や設定 し た発達 の 次元 が ど の よ うな 意味 で 「発達的 」

な の か を 明確 に す る こ と で あ る。こ れ は，今 回 の 総会 の

発達部門 に 発表 され た 341 の 論文 に か か わ る すべ て の 研

究者への 問 い で あ る。こ の 問題が余 りに も自明の こ とと

扱わ れ て 深 く追究 されない ま ま で ある と い うの が 筆者 の

偽わ ら ざ る 印象で あ る 。 こ の 検討 は 当然，社会 と の 関係

に お け る 発達研究者の 責任 と役割 の 問題や発達研究 の 倫
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理 の 問題 （小 嶋 ，
〕975

，
19．　79） に っ な が っ て い く。

　 発達 研究 と そ の発表の 組織化

　 口本教育心理学会総会 の 発表論文 は ，日本 の 他 の 心 理

学会大会 の それと同 じ よ うに ， 現在の と こ ろ無審査 で発

表 され る。そ して ， 今回 の 総会 におけ る発達部門 の 27の

セ ッ シ ョ ン は ，他 の 揚合 と同 じ よ うに，単に 集 っ た論文

を大雑把に ク ラス タ リ ン グ したもの に しか 過 ぎない 。し

か も， ユつ の セ ッ シ ョ ン に 10もの 内容的に多様な論文が

発表 され る こ と もあ り，3 〜4 時間に もわ た る発表 とそ

れ に 関す る 討論 とは ， 発 表者に も聴衆に も大き な 忍耐 を

要求する 。よ り大きな問題 は，セ ッ シ ョ ン へ の 分類がそ

の 年 に集 っ た 論文 に 依存 し て い る の で ，分類カ テ ゴ リ
ー

が 不安定 に な る こ とで ある 。そ の た め に，発達研究の 重

要 な テ
ー

マ を，何年間 か継続的 ・発 展的に 扱 うこ とが 困

難 と な る 。こ の 問題 を解決す る た め の 組織化 は考 え られ

ない だろ うか 。

　そ れ を考え る際の 重要 な前提 は，研究者 の イ ニ シ ァ テ

ィ ヴに優先権 を与え る こ とで ある 。 研究 とそ の発表 の 効

率 の よい 組織化 を計る た め に ， 研究者の イ ニ シ ァ テ ィ ヴ

に不当 な制限 を加え る よ うな こ とが あ っ て は な らな い 。

筆者 が SRCD （Society　f（＞r　Research 　in　Child　Develop −

ment ）などを参考 に して 思い つ くこ と は，次 の よ うで あ

る 。

　まず，総会開催校とは 別 に，学会 と し て の 総会 プ ロ グ

ラ ム 委員会 を構成す る 。こ れ は 任期を 2 〜3年位 と し ，

毎年一
部分ず つ 交替す る こ と とす る，委員会は 会員 の 意

見 を徴 して 重要な研究 テーマ を定 め，そ れ に 関す る総会

発表論文 を募集す る 。論文 が集ま れ ば委員会 は そ の 内容

を チ ェ ッ ク し， 1 セ ッ シ ョ ン と して適当 な論文 を選ぶ 。

そ こ で 適切とされ なか っ た論文 は，従来通 りの 個入発表

の 方に 回 っ て も ら う 。

　プ ロ グラ ム 委員会 は，会員 た ち の 提起 に よ る シ ン ポジ

ゥ ム 槻 在 の 自主 シ ン ポ 2 ウ ム ） を も奨励す る よ うに努

め る。テー
マ は上 述 の 重要 テー

マ の ほ か に 自由な もの も

認 め る よ うにする。後者の 場合 は 当分審査 をせ ず ， 時間

と場所 の 許す限 り，で き る だ け開ける よ うにす る 。魅力

あ る 内容 か ど うか は ， 聴衆 が判断す る で あ ろ う。

　 こ の よ うな方式 を とれ ば，どの よ うな テ
ー

マ の シ ン ポ

ジ ウム が 開 かれ る こ とに な る だ ろ うか。そ の 予 想 は 困難

で あ る が，次 の よ うな結果 に な る か も知 れ な い 。 1つ

は ，か な り狭い 領域 の 専門的研 究か らな る シ ン ポ ジ ウ ム

が 現 れ る 可能性 が ある 。 ある 限 られ た領域 に 組織的 に 研

究 を集中させ る こ と は ， ま だ研究者 の 層 の 薄 い わが 国で

問題解決 を は か る 1 つ の 方法 で あ る 。そ れ と 同時 に 重要

な こ とは ， そ の 領域 の 研究者が 自分 た ち の 研究が， 人 間

の 発達 と教育 に対 し て どの よ うな関連性 をもつ か を認識

し ， そ れ を研究家 と実践家 と に コ ミ ュ ニ ケートす る こ と

で ある。会員た ち の 提起に よ る シ ン ポジウム は，そ の 性

質上 ， 狭 い 範囲の 研究者だ け に よ る 閉鎖性 を破 ら ざる を

得 な い だ ろ う。今年度 の 自主 シ ン ポ ジ ウ ム 「Learning

disabilitiesをめ ぐ る問題 に っ い て 」は，こ の タ イ プ と，

次 に述 べ る タイ プ の シ ンポジ ウ ム の 1 っ の 方向を示 し て

い る の で は な か ろ うか 。

　 も う 1つ 現 わ れ る可能性 の あ る シ ン ポ ジ ウム の 型 は，

学際的な もの で あ る 。た だ し，抽象性 の 高い 問題 に つ い

て，異 な っ た学問領域 の 専門家 が論 じ て も，か み合 っ た

本当の 議論 に な る こ とは少ない 。 こ の 解決法 の 1 つ は，

具 体的な 事 例や 事 象 を対 象に 選び，異 な っ た 領域 か らの

専門家が役割分担 を し つ つ 協力 し て ，事象の 解明や具体

的問題 の 解決 に あた る こ とで あ る。現実 の 社会 の 中に お

い て 発達 して い く個体が な げか け る研究 問題 の 解決 に，

研究者 が それぞれ専門性 をい か に発揮 し うる か を問 うこ

とが，上 に 述べ た社会 と の 関係 にお け る発達研究者の 責

任 と役割の 問題 に答え て い く 1つ の 道 で ある 。

　 こ の よ うに 考 え る と，発達研究者 に対す る 「大きな問

い 」 に 答え うる よ うに，研究と学会 に おける その 発表 を

組織化す る 道 を探 る こ とが 緊急 の 課題 で あ る 。そ れ に よ

り， わ れ わ れの 研究 が活力 を増し，学会が有意義な コ ミ

ュ ニ ケーシ ョ ン の 場 とな る こ と が期待で き よ う。
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「発達」 部門の 論評

鑢　　幹　　八 　　郎
　 　 　 　 　 　 （広 島大学）

　 「発達 」 の 領域 で 発表 され た 研究 の 数 が 学会全体 で 発

表され た他領域の 研究 の 数を少 し上同 っ て い た の は 印象

的 で あ っ た。教育心 理 学会で 「発達 」 への 関心 の 高 さが

窺 わ れ て 興味深 い 。ま た全体的な 印象 と して 筆者 の 得 た

もの は ， 母子関係 の 研究 ， 乳幼児の 研究が 発達早期 に な

っ て い る こ と で あ る 。こ れ も研究 の 1 つ の 傾向 で あ ろ
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