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展 望

教育心理 学に お け る発達研究の 今後 の課題

白　 井 常

　 は じめ に

　年報 の 編集委員会 か ら，ど ん な 題で もよい か ら 「展望

欄」 に書くよ うに とすす め られた 。再三 お 断 り した に も

か か わ らず，つ い に説得され て お 引き
「
受けす る こ とに な

っ て み る と． 「ど ん な 題 で も よい 」 と い うの は書き よ い

よ うで あっ て，非常 に書きに くい もの だとい う こ と が

切実 に 感 じられ た 。 考え あぐねた あげ く，停年後の 研 究

者に霤か せ よ うとい う編集委員会 の 意図を 汲 んで ，筆者

の か な り長 い 研究生活を まず ふ りか え り，具体的な体験

に 基 づ い て ．今後 の 研究 に 期待 し た い こ と どもを 書 きつ

らね て み る こ とに した い 。 し た が っ て ， 組織だ っ た 展望

に な らな い こ とを あ らか じめ お 断 り し て お きた い 。将来

を嘱望 され る 若い 心理学老が何らか の 問題を こ こ か ら拾

い あげ て くださ る な ら．それ に 勝 る喜び は な い と思 うの

で あ る 。

　発達心理 学の今 日に 至 る発展の 跡

　発達心 理 学は 心 理 学 の 諸領域 の な か で ，最 も活気 の あ

る分野 の 1 つ だ と い っ て も過言で は ある ま い 。 日本心 理

学会大会に お け る 発達部門の ロ頭発表数の 推移 を み る と

（28），1971〜1975年 の 平均で は 最高数 に 昇 り，それ以後

は 毎年第 1位を 占め て い る 。 教育心 理 学会総会で も同様

の 傾向が も っ と著 しい か た ち で 現わ れ て い る 。 研究発表

の質に お い て は か な り問題があ る に し て も，それだけ多

数の 研究者が発達 に 関心 をもち ，研究を進め て い る とい

う現状 は 否 め な い 。 なが い 間発達心理学の 研究に た ず さ

わ っ て きた者に と っ て は ．約半世紀を ふ りか え っ て み る

とJ 隔世 の 感 に 耐 え な い の で あ る。

　 筆者 の 学生 だ っ た こ ろ，即ち 1930年代に お い て ix 発

達心 理 学 に 従事 す る研 究者 の 数は そ れ ほ ど多 くは な か っ

た 。 しか も， 心理 学の 主流だ っ た 知覚や学習の 領域で 見

い だされた事柄や樹立 された 理論を，単に 被験者 の 年齢

を成人か ら児童に 引き下げて 検証する とい っ た 独創性に

乏 し い 研究が 多か っ た 。 発達そ の もの を問題 と し て 取 り

あげ る よ うな 風潮は 未だ 稀薄 だ っ た よ うで あ る e

　米国の 教育心理学者 ホ
ール （S．Ha11）の 影響が強 く，

質問紙法に よ っ て 親や教師 か ら子 どもに 関す る情報を求

め るとい う間接的な研究法が しきりに 用 い られ て い た。

恩師青木誠四郎氏 も専 ら こ の 手法 に よ っ て お られ た 。直

接 に 子 ど もを 被験児 と し て 行 う実験に お い て も， 初期の

こ ろ は お とな の 被験者に 用 い る よ うな手法を押 しつ け る

傾 向 が 強か っ た こ とは 否 め ない 事実だ っ た 。

　 トロ ソ ト大学 に 餾学中，1950年初頭 に 保育園 の 幼児2

歳か ら 4 歳 ま で の 子 どもを被験児とする実験 を 計 画 し

た 。 心理学科所属 の 実験保育園を選 ん だ の だ が，そ の 園

の し きた りと し て ，心 理学者で ある 園長が依頼実験 の 計

画を 詳細に 検討す る こ とに な っ て い た。打ち 会わ せ の 席

上で ， 「報酬と し て何を使 い ます か 」 と 問われ ， 従来 H

本 で 用 い て きた よ うに ， 「お は じ きを使い ます」 と答え

た ら， 「2 ，3 歳 の 子 どもた ち は お は じきな どに は 興味

を 示 し ませ ん よ」 と注意 さ れ た の を今で もよ く覚え て い

る 。 子 どもに 学習 の 意欲 を 起こ させ るか 否か ，つ まり動

機 づ けの 如何 に よ っ て ．実験結果は 著 し く左 右されるの

で あろ う。 その 時は
，

2 ， 3 歳児 が 好 ん で 遊 ぶ ペ ツ グ ・

ボ ードを使用 し，報酬と し て ペ ッ グ を与えた 。 爾来子 ど

もを被験者 とし，報酬を用 い る よ うな実験を 行 う と き

は ．子 ど もの動機づ け に細心 の 注意を払 うよ う に な っ

た 。 こ の 自明の こ とが．か つ て の 児童心理学 の 実験 で は

看過され て い た の で あ る 。

　発達心 理 学は 欧米で も心 理 学 の 中で は 決 して 重要な部

門で は な か っ た 。 もち ろ ん 著明な 勝れ た学者は い た の だ

が．そ の 数 は それ ほ ど多 くは なか っ た。筆者 は ト ロ ソ ト

大学 で 学位を得た の で あ る が．発達 の 領域 で Ph ．　D ．を 取

得し た の は 最初だ っ た の で あ る 。 それ ほ ど発達心理学は

学 問 領域 と し て は 末梢的 な 存在だ っ た とい え るか も知れ

ない 。

　発達心理 学は ， 当初は ほ と ん ど児童心 理学 の 同義諾 と

して 用 い られて い た 。 児童 とい っ て も， 漸生 児や 乳児 は
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婦人科や小児科の 医師 に ゆだね られ，幼稚園児や保育園

児 （それ も大体 4 ， 5 歳児）か ら学童まで が 主 と して 含

まれ て い た 。 最近 3 年保育が始 ま っ て 以来，3 歳児 が ぽ

つ ぽ つ 幼児期 に 含 まれ る よ うに な っ た の で あ る。間 も な

く学童期に 続 く青年期 まで 研究 の 範醐が拡げられ，壮年

期を とび こ え て ，老人 の 心 理 に 関 し て も低調なが ら砺究

が 続 け られ て きた 。

　わが国に おけ る最近 の 発達研究の 特色

　1979年に マ
ッ セ ン （RMussen ）の 「児童心理学 」 （24）

の 3 版が 出版 され た、初版 の 出版 が 1963年で あるか ら，

そ の 間 の 発展 が甚大な の は 当然 の こ とだが，2 版の 出版

以来 ま だ 6年しか 経 っ て い ない の に，幅広 い 改訂を予儀

な くし な ければ な ら な か っ た ほ ど，日進月歩の 発展が特

に 米国 の 発達 心 理 学 の 領域 で は 見られた の で あ る。な か

で も著 しい 進歩は ，著者の 指摘 して い る よ うに ，乳児 お

よ び 認知 の 発達に 関する研究に 見 られ る 。 こ れ らの 研究

は ．最近の 発達心 理 学 の な か で ，ブー
ム と も い え るほ ど

豊富 か つ 多彩 な 課題で 活発 に 取 り組 まれ て い る の で あ

る 。

　わが 国に お い て も ま さ に 同様 の 傾向が見 られ る の で あ

る 。 最近の 発達研究 の 動向を見 る た め に ， 日 本心理学会

お よび教育心理学会の 総会で 1977年か ら1981年 まで の 過

去 5 か 年に わ た っ て．発達部門 で 口 頭発表 さ れ た 研究成

果を，時期別お よ び 題 目の 種類別 に 分類 し て み た。も ち

ろ ん 発達以外 の 他 の 部 門 で 発表 され た 論文の な か に ，乳

幼児や学童を扱 っ た 研究や そ の 部門の ト ピ ッ ク を発達的

に 取 りあげ た 研究もか な り 含 ま れ て い るが ，こ こ で は 発

達部門 で 発表され た もの に 限 る こ と にする 。

　発達部門 の 研究は一応発表者が 発達の 問題 を意識 し，

発達の 流 れ の な か で 特 定 の 問題を特定の 時期 に 隈 っ て 研

究 した もの と見なす こ と が で きよ う。 但 し，なか に は 発

達研究 へ の 予備的研究で あ る こ と に も言及 せ ず．一般 の

心 理 学 の 問題を大学生 を 被験者 と して 実験的 に 研究した

もの も含ま れ て お り，何故発達部門を選んで 発表した の

か とい ぶ か る よ うな発表 も 2 ， 3 な い で は な か っ た 。

　また ，前述の よ うに ，明らか に 発達 の 研 究を他の 部門

で 発表し て い る 老 も多 い 。そ の 部門の 課題 を 発達的 に 捉

え て 研究を進め て い る場合が それ で あ る。 数年に わ た っ

て シ リーズ で 発表 して い る者 の な か に は ，年 に よ っ て 発

表部門を変 え て い る 場合 が あ る 。 した が っ て ，厳密 に 発

達研究 の 動向を見 る に は ，全体を通し て 展望すべ きな の

で あ る が，取 り敢 え ず 今 回 は 発達部門 に 限定 し て み る こ

と に した 。

　時期別 に 比較 して み る と，就学前の 幼児期 が 圧倒 的 に

多い 、その 大多数 は 3 歳か ら 5歳ま で の 保育園児や 幼稚

園児 で ，亅，2 歳児の 研究は そ の 間 に 散見され るの み で

あ る。次 に 多 い の は 学童期と青年期で あ る が，幼児期 に

比べ れ ば ，約半数以下 で あ る。青年期 に 関す る発表が比

較的 多 くな っ て い るの は ，そ れ 以前の 幼児あ る い は 学童

と比較す る意味で，お とな の 代表とし て 青年後期 の 大学

生が選ば れ て い るた め で あ る。次 に ほ と ん ど 青年期 の 件

数に 接近 した数字で 0歳代の乳児期 の 研究 が あ げ られ

る 。 こ の 時期の 研究数の 台頭は ，最近の 特 色 で あ っ て ，

医 師 の 手に の み ま か せ な い で ．心理学者 自らが家庭 病

院．乳児院 に赴い て，新生児や乳児の 研究を しは じめ，

新 しい 研 究 成 果が 発表 され る よ う に な っ た 。

　障害児や 老人 に 関す る研究数は，乳児期の 約 6 分 の 1
に 過 ぎない し，壮年期 に 関する件数は さらに そ の 半数程

度 で ．発表件数の 上 で 最下位に 属 し て い る 。

　題 目の 種類別 で み る と，発達 の 時期 ご と に そ の 特徴が

現わ れ て い る。青年期 に つ い で 発表数 の 多い 乳児期 は ，

言語 の 発達，対人 関係．母子関係，手足 お よ び全身の運

動 に 関す る もの が ，そ の 順位で 目立 っ て 多か っ た 。 言語

の 発達は と くに 乳児期 に お い て は
， 言語部門 で 発表され

て い る場合 が 多 い よ うで あ るが．象徴遊び と の 関連，指

さ し 酬 乍，音声模倣 な ど言語の 準備行動に 関す る研究が

多く含まれ て い る 。 また，愛着，人見知 り， 微笑反応な

ど，対人関係と母子関係 とは 切り離し て 見 られない もの

も多か っ た が ，

一
応母子関係以外 の もの を含む 場 合を 対

人関係と い うカ テ ゴ リ
ー

に 入れ て み た。した が っ て 両者

を併合すれ ば （圧倒的多数 で 最 高位 に の ぼ る こ と に な

る。運動に関し て は，新生児に 備わ っ て い る と見られ る

反対運動や随意運動へ の 推移過程が 主 な ト ピ ッ ク と して

扱わ れ て い る 。

　幼児期に関す る 研究発表 は．認知 の 発達が圧倒的 に 多

い 。 言語 の 発達 と母于関係 お よ び 対人関係が こ れ に 次

く
“。認知 の 発表 に 関 して は ，量 や数の 保存な ど，ピア ジ

ェ （J．piaget）式の 研究が まだ数多 く試み られ，認 知 ス

タ イル の 問題 もか な り取 りあげ られ て い る 。 それ以外 の

研究路線 で ，ピ ア ジ ヱ 批判 も含め て研究 の 範囲が ます ま

す拡げ ら れ て い る の が 特色 で あ る 。

　幼児期は言語発達 を追 うの に は 非常 に 重要な時期で，

1 ，2 歳頃 の 言 語獲得 の 過 程 な らび ICそ れ 以上 の 年齢を

含め た 構文お よ び 意味論的言語 の 発達を取 りあげ て い る

が，発表件数 と し て は 認知 の 半分 IC過 ぎな い 。次 に 多い

の は 母子関係 の 問題だが ，母親 の 育児態度と子 ど もの 反

応に関する研究が多く加 わ っ て きて お り， な か に は 比較

文化的研究 も少数 で は あ る が 散見 され る。そ の 約半数程

度 の 数 で．それぞれ運動 と社会性 の 発達に 関する発表が

な され て い る。運動の 発達ば歩行運動成立後の 足の 運動

や細か い 手先 の 運動の 発達 が 主 として 含まれて い る。社
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会性の 発達の なか に は． 1， 2 歳児の 相互交渉に 関する

研究が 少数 な が ら発表さ れは じめ て い る 。

　学童期 に つ い て も，認知の 発達が 群を抜 き．言語 の 発

達は そ の 半数に も満 た な い が ，他 の 題目に 比 べ れば 昌 立

っ て 多 い 。 母子関係 と対人関係と を併合すれ ば ，ほ とん

ど言語 の 発達と同数くら い に な る 。 題 目の 分散範囲 は，

こ れまで の 時期 に 比較 して は る か に拡が っ て い る 。

　青年期に 関 して は，や は り認知の 問題 が 最 高 数 を 占

め ．新 し く自我 同 一
性 の 問題 が 親子関係及び 対人関係 に

閧す る 研究 と共 に 第 2 位 に の ぼ っ て い る。言語 の 問題 も

か な り多 い が，そ れ 以 前 の 時期 と の 比 較 に お い て
、 成人

の 代表とし て 選 ば れ て い るた め である 。 価値観 生 き甲

斐 お よび性意識な ど，こ の 時期独特 の 題 目に つ い て は ，

どれ も意外に 件数 が 少な い e

　障害児に 関す る 研究は 全体 と して 件数が少な い が，そ

の なか で は や は り認知の 問 題 が 最 も多 く扱わ れ て い る。

壮年期に つ い て は ．絶対数 が 非常 に 少ない わ りに，題 目

の 種類 が 多岐に わ た っ て い る が，敢 え て あ げ る な らば，

女性 の 意識ある い は 一般的な 生 きか た に 関す る研 究 と い

う こ とに な る 。 老年期 に 関 し て は ，壮年期 に 比べ れば ，

発表数 は 2 倍 とな っ て い る が ，老化の 問題 知的発達，

自己概念，生き甲斐等 の 問題が 主 要な テ
ー

マ とな っ て い

る。

　以上 は 両学会 の 発表 を こ み に し て論 じた の で あ る が，

両者間を比較 して み る と，日本心 理 学会の 方が 教育 心 理

学会 よ りも 全 体的 に 発達部門 の 発表数 が 少な い の だ が ，

言語 の 発達を除 く外 は．両者間 に は 非常に よ く似 た 傾向

が見 られ る。そ の こ と 自 体を 河井氏 は 「教育心理 学 が 独

自性 を 失い ，ます ます心理学研究
一

般 と同 じもの に な っ

て い る」と評して い る （19）点を別 の 面か ら実証す る も

の で ある 。 言語に 関す る発表が 心理学会 に お い て よ り少

な くな っ て い る の は ，お そ ら く教育心理学会 と 異 な っ

て ，言語部門が 別 に 設け られ て い る た め だ と 思 わ れ る 。

　発 達 心理 学に お け る今後 の 課題

　前項で述べ た 今日 の 発達研究の 動向を念頭 に お きなが

ら．筆者の 体験を 通して ．発達研究の 今後に 期待 され る

べ き課題 をあげ て み た い とお もう。

　 1）発達をまず全体 の 流れ とし て捉え る こ と

　発達研究 を専門的 にや る場 合 に は，ど う し て も特定 の

問題 を 特定 の 時期 に 限 っ て 捉えな けれ ば な らな い 。しか

し．実際 に は 発達 は 1 人 の 子 ど もの な か に 脈 々 と した 時

間とともに 流れ て い る の で あ る 。 した が っ て ，研究課題

を選定す る場合．まず全体的 な 発 達の 流れを見 て ，選定

した 課題を は っ きりそ の な か に 位置づ け，時折そ の 流れ

の な か に 戻 して み な い と ， 生 き生 き と した 研 究課題 と し

て 生命を続け る こ とが で ぎな くな る の で は な い だ ろ う

か 。

　昨年 の 夏米国心理学会の 年会 に 出席 した際，会場 を い

つ も賑 わす諸出版の 展示図書の な か に ，生涯的見通し に

立 つ 発 達心理学 の 概論書が 筆者 の 注 目を ひ い た 。 1970年
代 か ら行動の 発達を生涯を通 し て見て い こ うとす る傾 向

が 強 く現わ れ，そ の 代表的 な テ キ ス ト・ブ ツ ク と して 次 の

書 を あげ る こ とが で き る 。
ゴ ー

レ ッ ト （L ．P ．GOulet，）

らの 「生涯発達心理学
一

そ の 研究と理論」（1970）．（17）；

ネ ツ セ ル ロ ード （J．R ，Nesselroade ） らの 「生 涯 発 達

心理学一方法論的論 考」 （1973）（25） ； ボ ル ツ （P ．B ．
Baltes） らの 「生 涯 発達心 理学一人格お よび 社会性 の 発

達」 （1973）（3 ） ； シ ェ イ ー （K ．S ．Shaie） らの 「生涯

発達一教育へ の 意味」（1978）（26） ｝ア ソ ブ ロ ン （S ．R ．
Ambran ） らの 厂生涯人間発達」（1979）（1 ） ；　 ビ レ ソ

（LE ．Birren） らの 「発達心 理 学一
生涯的 ア プ ロ

ー
チ 」

（1981）（8 ）等で あ る。ま た，1978年か ら毎年 厂生涯発

達 と行動 」 と い うシ リーズ 書 が ボ ル ッ の編集で 出 版 さ

れ，1979年 か らは ブ リ ム （0 ．G ．　Brim ，　Jr，） が 編 集者
に 加 わ っ て い る （4 ，　5 ，　6 ，　7 ）。

　発達とい う概念を単 に 進歩の み で な く．広 く停滞や進

歩を もふ くめ て 捉 え る な らば，発達心理学 は 揺 り籠か ら

墓場 ま で ．否出生以前 の 受児期 か ら最終段階の 老年期に

い た る ま で．人間 の
一

生をその 研究対象に ふ くむべ きで

あ る 。 その よ うに 考え る と，人間 の
一

生 の なか に発達心

理学 の 研究が行き届い て い ない 重要な時期が 4 つ あ る。

HPち，胎児期 幼児初期 （よ ち よち 歩き の 時 期），壮年

期 J 老年期 で あ る。そ れ に障害児に 関す る研究が 誠 に 貧

弱で あ る。

　こ れ ら の 時期の 研究が も っ と盛ん に な る こ とを熱望す

る に 至 っ た 筆 者の 体験 を順次披露し て い きた い と お も

う。

　 a ）胎児期 の 研究

　ま ず胎児期か ら取 りあげ て み よ う。生前 の 行動の 発達

とい う観点 か ら．心 理学者が 胎生期を扱 っ て い る 文献は

か な り古 い 歴史 を もつ が ，そ の 数 は 極め て 少な い
。 児童

心 理 学者 と し て 著明な ゲ ゼ ル （A ．Gesen ）は 「行動 の 胎

生学」（1945）（16） とい う書 を 著わ して い る 。 こ の 著書

に は 「人間 の 心 の 始ま ウ」 とい う副題が つ い て い て．胎

生期お よび 胎児期 に お ける子 どもの 成長を心理学者の 眼

で 追 っ て い る。 「行動の 器質的複合体が 胎胚．胎児．新

生 児 の 身体的発達 に と もな っ て い か に構築 され で い くか

を 示すた め に ．し だ い に作 られ て い く行動系 の 記述を試

み た い と思 う」 と 著者は 述べ て い る。身体が形 づ くられ

て い くと同時 ｝こ ，心 も同様に 形 づ くられて い く と 考 え

て ．生前 の 発達を生後の 発達に 連ねて み て い る の で あ
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る。

　胎児 の 発達 の 研 究 に 造形 の 深 い カール マ イ ケ ル （L ．

Carmichael） も彼の 編 集に な る 「児童心 理学 の 手引き」

（11）の な か に ，「行動 の 発生 と初期の 発達」 と題する 1

章を設け て，胎生学を含 め て い る 、 ま た マ ソ （N ．L ．

Munn ）の 心理学概論書 「人間 の 行動の進化と 成長 」（23）

と い う書 の な か に は， 「生前の 行動」 とい う章 が 設 け ら

れ，「生前の 行動 の 発達を考察する に当 っ て．生理 学 の

分野 そ の も の に は 触れ ず，個体発生 の 心理学か ら始め よ

う」 とい う前書で そ の 章が始ま っ て い る。 参照され て い

る 文献 は 生理 学や 神経学か らの もの が多 い が，心理学的

観 点か ら取りあげ られ て い る。

　米国 で は こ の よ うに ，発達心 理学者 の な か に 胎児期 に

関心 を もつ 者が い て ．少数 で は あ る が 研究 が 進め られ て

きた 。 しか し J わ が 国で は 出生以前 の 問題 は 医師まか せ

で ，ほ と ん ど心理学者は 手を つ け て い な い 。妊婦 の 気 づ

く以前にすで に 生命が息吹き始 め て い る の で あ っ て ，胎

生期 お よび 胎児期 の 発達が人間成長 の 出発 と し て ， もっ

と心理 学 の 話題 に な っ て もよ い の で は な い か と思 わ れ

る 。

　戦後 日本 ほ ど産児制限に 成功 した 国は 他 に 例 を み な い

と い わ れ て い る 。 文盲の 少な い こ とや 宗教的制約 の な か

っ た こ と がそ の 主要な原因なの だ と よ くい わ れ る。1974

年東南 ア ジ ア に 予備調査 に で か け た と きの こ とで あ る 。

韓国の 延世大学 の 迎賓宿舎で落ちあ っ た 元 プ リγ ス ト ン

大学教授と毎朝産児制限 に つ い て 論議 し た の を 思 い だ

す。教授は 世界入 口 の 将来を憂い て，停年後自費 で 家族

計画の キ ャ ン ペ ソ に 東南ア ジ ア を 回 っ て い る の だ と い

う。 あ る朝筆者の 顔を見る な り，「日本 は 産児 制 限に 成功

して 幸福な国で す ネ 」 と い きな りい う。 産児制限の 成功

が 果た して 国民 を幸福 に した の だ ろ うか 。筆者 の 頭 の 中

に は ，親 の期待に反 して 生まれた子 どもを い と も簡単に

殺 し て し ま っ た 生 み の 親の 新聞記事 の 数 々 が往来 して，

氏と同調 して喜べ なか っ た の で あ る 。 そ れ 以後 4 か 月に

わ た っ て 東南 ア ジ ア 8か 国を視察 し．17人 の 子どもを か

か えて貧困 に 苦 し む母 親 と の 面 接 の 経験を通 し て 、家族

計画 に賛同 しな い わけ 1こは い か な い が，日本の 産児制限

が幸福 に つ な が らな か っ た の は ，その 運動が余 りに も技

術に走 り，生命尊重 の 倫理 観を併用 しな か っ た た め で は

な い か と思われ る。

　両親 の 身勝手 な都合 に よ っ て 堕胎す る こ と が赦され る

とすれば，胎児 は余 りに も唯物視 され て い るの で は な い

だ ろ うか。こ の よ うな親 に と っ ては ，生食を 断 つ こ と

が．胎 内か 胎外か の 違い で ，新生児を殺す こ とに さ ほ ど

の 罪意識 も持た な い の で は ない か と思われ る 。

　 胎生学が学問的観点 か ら重視され なければ な らな い の

は もちろん の こ とだ が，以上 の よ うな教育的 立 場 か ら

も，若い 人 々 に も っ と胎児に 関す る知識 を持 っ て ほ し

い 。人間の 成長 が 受精か ら始 ま る の だ とい う事実を も っ

と明確に 知らせ る必要があ るの で は な い だ ろうか 。 発達

心 理 学 の 教科書tcは，是非 こ こ か ら の 記述が ふ くま れ て

ほ しい 。そ の ため に は 胎生期に お け る 行動 の 発達に つ い

て の 研究が一層進め られ な け れ ばな らな い 。

　 b ）幼児初期 の研究

　 196e年代 か ら新生児 お よび 乳児 の 研究 が 盛 ん に 行 わ れ

る よ うに な っ た 。 わ が 国の 最近の 研究傾向をみ て も，記

述の よ うに 発表件数が急激 に 増大して い る 。 3歳か ら 5

歳 まで の 就学前 の 幼児の 研究も，発達心理 学 の 部門の な

か で は 最も多く研究され て い る こ とは す で に見て きた。

しか し，乳児期 か ら幼児期 に 移行す る時期に 関する 研究

は 発達心理学 の 盲点 に な っ て い る 。

　 2足歩行が よ うや く成立 して ，よ ち よ ち歩ぎをす る こ

ど もを 英語 で は toddler と 呼ぶ 。最近で は toddler　ho。d

とい う新語が，米国の 発達心理学 の 教科書 に 散見 され る

よ うに な っ たω。学者 に よ っ て こ の 時期 の 規定 は 必ず し

も
一

致 して い ない が，大体 に お い て 1歳半か ら 2 歳の 終

り まで をい うの が普通で ある。 何故 こ の 時期 が 乳児 か ら

幼児へ の 移行 期 と し て重要な 亘時期 を 画す の で あ ろ う

か。

　そ の 理 由 と し て 2 ， 3 の こ と をあげる こ とが で き る 。

第 1 に は 自我に 目覚め 初め る時期だ と い うこ とで あ る 。

新生児 は布団の 重す ぎる不 快 さ も，お腹の す い た 不快 さ

も，お し め の ぬ れた 不快 さ もは じめ は 区別 で きな い で ，

生理的な 不快さ に基づ い て泣 く。世話をす る人 は，大体

は 母親な の だ が ，泣 く原因 をあれ こ れ さ ぐっ て，欲求不

満をみ た し て くれ るか ら泣き止む 。
こ の こ とが 繰り返さ

れ て い く うち に ，子 どもは 条件 づ け の 学習 に よ っ て 不快

さ の 弁別 が つ くよ うに な る。

　 さ ら に，自分 と母親との 間 に 境界線が存在せず，母親

が 自分 の 拡 が り と し て 捉え られ て い た の が ，次第に 自分

と 区別が で きる よ うに な る 。
こ の こ とが 自我の 目覚め へ

の 備えで あ る 。 こ の 時 期 を二は 、 「お腹がすい た か ら お

乳を 呑 ませ て くれ 」 とか ，「お しめ が ぬ れ た か ら変 え て

くれ」 とい うよ うに ，意思的 に は 自立 しだ して も，まだ

実行 の 面で は 母 親 に 依存して い る の で あ る。こ の よ うに

して，自分の 欲求は すべ て 実現で き る とい う万能感を乳

児は もっ て い る。と こ ろ が． 1歳を過 ぎる と．母親 の 養

育態度 が 自立 に 向か わ せ よ う とい うしつ けに 変 わ る の で

ある。子 どもは 母 親を 自分 の 自由意志で 動かす こ と がで

きな くな る ぼか りで な く，実行 の 面で も自立 を強い られ

る。自分で や っ て み る と．失敗に 終る こ と も多 い 。乳児

的万能感は しつ け の 開始 と ともに しだ い に 崩れ て い くの
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で ある。万能感的自己概念を棄て て 新し い 自己概念を形

成 しな け れば な らな い こ の大事な時期が幼児初期に あた

るの で あ る e

　万能感を棄 て な け れ ば な ら ない 子 どもは ．自分は 駄 目

人間だ とい う劣等感 に 陥る か ．何事に も反抗 し て 乳児的

万能感を 取 り涙そ う と試み る か ，あ る い は 自己 の 能力の

限界を知 っ て新 しい 健全 な 自己概念を形成す るか ， 大 き

な岐路 に立 た され る の で あ る。こ の 危機 を上手 に 切 り抜

け る の に は．失敗し て も次 の 機会に期待 を持た せ る よ う

な母親 の 助言を必要 とす る 重要な 時期 な の で あ る 。

　次 に こ の 時期の 重要な点は ， ピ ア ジ ェ が 指摘 し て い る

よ うに ，心像を もち は じめ る と い う こ とで ある。目前 の

事物を感覚 ・運動的 に 捉 え て い た 段 階か ら，しだ い に 心

の 内面 へ 向か い は じめ る時期な の で あ る 。 した が っ て ．

言語の 発達の 面で も，お とな の 援助を必要とす る 時期 で

あ る。と くに ，二 方向の コ ミ ュニ ケ
ーシ ョ ソ に よ る話 し

こ とば の 獲得の 機会が十分 に 与え られなけれ ば な ら な

い 。
こ の 時期 の 母 子間 の 会話 に 関す る 研究は 少 し ず っ 進

め られ て は い るが ， も っ と研究 され る 必 要 が あ る 。

　 も う 1 つ こ の 時 期 に 見落と され て は な ら な い 重要 な 問

題が あ る 。 それ は 自我の 目覚め に も関連す る こ と な の で

あ るが ，母親か ら離れ て 子 ども同 士 の 相互交渉を求め た

い とい う願望が 一
方 に あ る の と同 時 に ，母 親 か ら離れ る

こ と へ の 別離不 安がある。 両者は 子 どもの 心の 中 に 葛藤

を生 じさせ ，こ の 時期の 危機を生む。他 の 仲間へ の 交渉

を求め る欲求が す で に こ の 時期に 生 じる に も か か わ ら

ず，そ の 研究は ご く最近 ま で 看過 さ れ て きた。

　 欧米の 事情を 探 っ て み る と，1920年代 お よ び 1930年代

に は ，生後 2 年間に 可能な子 ども同士 の 相互交渉 に つ い

て， 1群 の 活発 な研究 が な さ れ て い た 。
ブ ユー

ラ
ー（C ．

BUhler，　1927）O（｝，　メ ン ガ
ー ド （1 ．G ．Mengert ，1931）

（22），ブ リ ツ ジ ス （K ，M ．　B 　．　Bridges，1933）（9），ク ラ

ィ ン ら （R ．Klein　et　aL ，1933）（20），モ
ー

ド リ
ー

ら （M ．

Maudry 　et　a1 ．1939）（21）が それを代表 して い る 。 か

れ らは 少な くと も一方的な接触がす で に O 歳代 で 始 まる

こ と を見い だ して お り，乳児期 か ら の 移行期 で あ る こ の

時期 に は 椙互交渉が盛 ん に な るこ とを見 い だ し て い る 。

　 こ の 時代 を 過 ぎる と，お よそ 30年間 は こ の 種 の 研究は

不 思議と跡を た っ て ，な が い ギ ャ ツ プが 文献 の 上 で 生 じ

て い る 。 お そ ら くそ の 主 た る理 由は ．こ の 乳児 お よ び 幼

児初期 の 時期 に は ， 母 子関係が一義的な もの で あ っ て ，

そ の 他 の 人間閧係 は す べ て 派生的 な もの に 過 ぎな い と 見

る フ ロ イ ト （S．Freud ）の 説が ，強 い 影響を及 ぼ し た か

らだ と考え ら れ て い る 。

　 こ の 沈黙を破 っ て ，197〔庫 代に は 米国 で は 幼児初期 に

お け る仲間同 士 の 相互交渉 に 関す る 研究が活発 に 進め ら

れ，toddier 　hood が 確立 され た の もこ れ らの 研究 の 賜

物で あ ろ う。 筆者は 1974年頃か ら幼児の テ レ ビ 研究を始

め，2 歳児の テ レ ビ 番組研究会を 組織した 。 そ の 基礎研

究 と し て ．こ の 時期 の 発達 に 関す る 文献をあ さ っ て い く

うち に，以上 の よ うな事情が鮮朋 に な っ た の で あ る。わ

が 国 に お い て は ，こ の 時期 の 仲間同土 の 社会関係を扱 っ

た研究は 非常 に 限 られ て お り，1979年に 米国で 目下活躍

中 の 心 理 学者 5 名，即 ち ケ
ーガ ソ （J．Kagan ），ホ ワ イ

ト （R ．L ．White ）， ミ ュ ラ
ー

（E ，Mueller ），ル ビ ソ ス テ

イ ソ （G 。L ．Rubenstein ），エ ツ カ マ ソ （C ．0 ．Ecker −−

man ） に イ ソ タ
ーヴ ュ

ー
を試 み ，か れらの 活発 な研究状

況を視察 した 。

　こ れ らの 研究か ら大 きな刺激を受け，爾来筆者らは 1

歳半と 2 歳半 とを出発点 とす る年少群と 年 長 群 の 4組

を，20 回 を 目標 に ，週 1 回縦断的 に 観察 し て い る 。 す

で ｝こ 8組を終了 し，目下新し い 4組を観察中で あ る。母

親 と と もに プ レ イ ・ル ーム で 2人組を 1方視 の 窓を通 し

て タ イ ム ・サ ン プ リ ソ グ法 で 観察す る の だ が ，は じめ は

母親に か じ りつ い て い て も，やが て は 部屋 の 中央 に ある

玩具 の 方 に 行 っ て 遊び だ す。 1 人遊び か ら平行遊び，共

同遊 び に まで 展開す る 。 新し い 遊び に 展開する時は ． 離

れ て い る 母親 の 承認 を求め た り．喧嘩を した りす る と母

親 の と こ ろ に 戻 っ て い く。 母 親か ら離れ て 仲間と遊ん で

い て も，母親 の 同室す る こ と が安定感の 支え に な る の で

あ る。こ の 時期 に は 母親か ら離れ て み た い し，離れ る こ

とへ の 不安が あ っ て ， 両面価値の 葛藤に なやむ こ とが，

こ の 研究 か らもは っ き り読み と られ た e こ の 葛藤を上 手

に 乗 り越え さ せ る こ と もこ の 時期 の 重要 な 課題 な の で あ

る。

　 こ の 時期は 躍病率が 低下 し，外観 は 何事 もな くす くす

くと育 っ て い くよ うに見え る が，内面的 tlこ は 独特 の 問題

を か か え た 大事な時期で あ る。と くに ，母親をふ くめ た

対人関係 の あ りか た が J そ の 後の 子 ど もの 人格的成長に

大 きな 影響を も つ よ うに 思 わ れ る。 し た が っ て ，こ の 時

期 の 硯究が も っ と盛 ん に な る こ と を 切望 し て や まな い 。

　 C ）壮年期の 研究

　 ＝ リ ク ソ ン （E ．　Erikson ）（12）は す で に 1959年に 壮

年期 お よび 老年期を もふ くめ て，乳児期 か ら生涯 に わた

る パ ーソ ナ リテ a
一

の 人生同期的発達理論を展開させ て

い る 。 心 理 社会的発達 の モ デル を 8段階 に 分け，人間は

そ の 段階 ご とに 個人 の 欲求 と 文化 の 要請と を統合する こ

と を求め て
， 各段階独特の 心理社会的危機 に 直面 し，そ

れ を解決す る こ と に よ っ て，健全な前進をす る と考え て

い る。各段階 の 核心的な葛藤 とそれ に 闘連する対人関係

を表示 し て み る と ， 次の よ うに な る。
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　時 期 　暦年齢 　核心的葛藤 　 対人閑係
　　　　　　

一
　　　　　（危機）

（1）乳 児 期（0 − 1歳） 信 頼対 不 信 母親 （養育者）

（・）幼児褫 （1 − ・ 歳） 騨
羞恥

両親

黝 児 期 （・
一

・ 歳） 憲
雛 対聽

顯

（4）学 童 期（6 − 12歳） 勤勉対劣等感 　近隣轍 師 ・学校

隔 年 雛
一

臓 壤 肩
翻 讎

鏤撫響
’

  若 壮年期 （18− 30歳） 親 密 対 孤 独　友人 ・異性仲間

〔7＞壮 年 期 （30− 60歳）　生殖性対 停滞　配偶者 ・子 ど も

（・＞9 年 期 （・・歳以上） 邏
の 統合対

黔乞饌
連に

　 エ リ ク ソ ン の 発達理論 は 壮年期以降を 加え ，社会的適

応の 面を強調 した 点で ，
フ P イ b の 発達理論を拡大 ，修正

した もの で あるが．精神分析に 対す る厳 し い 批判を 逸れ

る こ とは で きな い 。 し か し，人生 の 後年期を 問題に した

彼 の ア プ ロ
ーチ が 刺激 に な っ て，入生 周期的生涯 の 過程

を扱 う姿勢が 発達心 理学者 の 間 に 次第 に 起 こ っ て きた 。

家族関係 の 周期的推移，特定分野 に お け る発達の 生涯的

展望，夫婦関係の 発展 を 扱 っ た 論 文 が 197（陣 代 に は 数多

く発表 され て い る 。 米国で は 社会
一般に 壮年 の 問題が関

心 事とな っ て い る こ と が．次 の 事実で も明らか で あ る 。

1974年 ｝こ シ ーイー （G ，Sheehy ） と い う作家 に よ っ て 書

か れ て た 「人生航路」（27）とい う随筆 が ベ ス ト・セ ラー

に な っ て い る。こ の 書 に は，「壮年期 の ，予測可能 な 危

機 」 とい う副題 が つ い て お り，「中年 の 危機は 夫婦 が 成

長 を新た に す る 絶好 の 機会 だ 」 と い う こ と を強調 して い

る。発達心 理学に お い て も，中年期 （Middlescence ）と

い うこ とば が 青年期 （adolescence ）と対照され，第 2 の

人生 の 出発点と して 大きな 成長と変化を伴な う時期 だ と

され て い る 。

　最近日本 の 社会 に お い て も，生涯教育 の 重要性 が 叫ば

れ ，子育 て の 終 っ た 女性で どこ の 教育講座 も花盛 りで あ

る 。 「今 日 の 日本文化 は 女性 に よ っ て 作られ て い る 」 な

どとい われ る ほ ど の 盛況だが，そ の 背後に は 家庭に ， あ

る い は 社会 に ．ど の よ うな 壮 年期的問題が ひ そ ん で い る

の か と い うこ とは ，余 り分析 され て い な い 。す で に 見 て

きた よ うに ，壮年期 の 研究 の 発表数 は ．全体 を 通 じて 最

低な の で あ る 。もち ろ ん ，こ の 時期の 問題は 非常に 複雑

で あ b．研究対象と して は むずか しい 時期 で は あ る が．

「第 2 の 人生は 4Q歳に して 始まる 」 な ど と い う格言が あ

る よ うに ，中 年 の 心 理 は 1 つ の 重要な特徴と して 捉 え ら

れ な ければ な らな い 。と くに 長寿化 して い る今 日の 社会

に お い て は ，老年期 の 準備時代 と し て も大 切 な 時期 で あ

る 。

　 d ）老年期の 研究

　米国心理学会年会 の 会場を賑わ し て い た 図書の展示会

で ，も う 1 つ 目立 っ て筆者 の 注目を惹い た の は ，老年期

に闘す る心理学書 で あ っ た 。 米国の文献を見る と，1960

年代の 終 り頃か ら 老年期また は 老齢化 の 問題を扱 っ た 論

文や著書が多 く現われは じめ て い る 。 社会 の 老齢化を反

映 した 現象の よ うに 思 わ れ る。老人 問題が 経済的な福祉

政策 で 片付 か な い こ とは，ス ウ ェ
ーデ ソ に お け る老入の

自殺問題の 増大す る状況を見 て も明 らか で あ る。若 い 世

代が老入を 理解す るた め に も，また 老人自身が 若い 世代

を 理解す る た め に も，老人の 心理 を研究する 必 要 が あ

る 。行政面 に もそ の 成果 が も っ て 生 か され て い か なけれ

ばな らない D

　 e ）障害児 の 研究

　障害児 と い っ て も，身体の 障害，知的発達 の 障害，精

神病理的障害な どその 範囲は ひ ろい 。 それ らを総合 し て

み て も，研究発表数か らみ る と，低迷 の 状態だ とい わ ざ

る を得ない 。 単 に 能力 の 面に とどまらず，性格や 社会性

の 発達 に 関 して も研究が進 め られれ ば ，彼 らを扱 う人 々

に は 大 い に 役立 つ で あ ろ う 。

　総合教育 が 主張 され，障害児を受け容れ る幼稚園が ふ

え て きた 。し か し，単に い た わ りや 同情だけ で 普通児 と

同 じ よ うに 保育す る の は．却 っ て そ の 子 ど もを 不幸 に す

る 場合さえあ る 。 普通児 に も障害児を 偏見な く理 解さ せ

る の に は 非常 に よ い 機会な の だ が，教 師が 障害児 に つ い

て 必 要な知識を もっ て い なければ，あずか る こ と 自体が

無意味 に な っ て し ま う。も っ と障害児に関 す る総合的 な

理解 と知識をもつ た め の 研究が な され な けれ ば な ら な

い 。

　 2 ）ア ジ ア 諸国 と の 比較文化的研究の 必要性

　欧米諸国との 比較文化的研究は ，戦後か な り行わ れ て

い る 。と くに ．米国 と の 共同硫究は 数多 く見 られ る 。と

こ ろ が，7 年前 ア ジ ア 諸国 と 比較文化的研究を試み よ う

と した頃は．文化人類学者に よ る もの 以外の 研究は ほ と

ん ど見られなか っ た 。 どの 国に どん な 心理 学者が い るか

とい う情報 も しか とは 掴 め ない 状態で あ っ た。した が っ

て ，予備調査 の 段階 で ，心 理 学 者，しか も筆老た ち の 研

究に 関 心 をも っ て くれ る有能な心理学者 の 調査 か ら始め

な け れ ばな らな か っ た の で あ る。

　 「ア ジ ア は 1 つ 」 と よ くい う。 西欧諸国 の 人 々 の 眼に

移 る 1 つ の 現象な の か も知れ な い 。 しか し ， 東南 ア ジ ァ

諸国を回 っ て 見 て ，ア ジ ア の どの 国と比較 し て み て も、

日本 と米国 との 間の方が まだ近い の で は な い か と思わ れ

る ほ どそれぞれ に 異 な っ た文化圏の 中に 住 ん で い る こ と

が わ か っ た 。

　ヘ ツ ブ （D ．0 ．Hebb ） は 般化に 2 種類あ る こ と を指
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摘して い る （18）。 第 1の 般化は刺激般化 と称 し て ，一

定の刺激 に対し て な され る反応は ，そ の 刺激 に 類似した

範囲 の 刺激 に そ の 反応が般化 される とい うの で あ る 。 た

と えば ，条件づ け に よ っ て 白 ネ ズ ミに 恐怖を示すよ うに

な っ た ワ ト ソ ン の 被験児 ア ル バ ー トは ，与え られ た 玩具

に は 何の 恐怖も示 さ な い の に ，白ネ ズ ミ と見 ま ち が う白

い 毛皮 の 襟巻 に 対 し て は 恐怖反応を示 した と い う（29）。

白 ネ ズ ミの 刺激 が 毛皮 の 襟巻に 般化されたの で あ る 。

　第 1 の 般化 が こ の よ うに 感覚的機制 （sensory 　mecha

niCS ） の 即事的特性 に よ っ て 規定 され る の に 対 して ，第

2 の 般化は な が い 経験 の 賜物で あっ て ，対象物 の 区別 は

感覚的 に は は っ きりつ くに もか か わ らず，同 じ カ テ ゴ リ

ー
の 中 に 選択的 に い れ こ む こ と の で ぎ る

tt

同
一

視
”
な の で

ある 。

　筆者が カ ナ ダ に 留学 し て 間 もない 頃， ト ロ ン ト大学 心

理 学科に 所属す る 実験保育園で 実習 した こ とが あ る 。 手

洗い の 場面で 20数名 の 園児 の 個人記録を と る の が実習生

の 仕事で あ っ た 。 1人ず つ 遊戯室か ら連れ出 して きて，

隣室 の 洗面所 で 手 を 洗 う様子 を つ ぶ さに 記録す る の だ

が，時折 「僕 2 度や る の ？」 と い っ て筆者を 戸 惑 わ せ

た 。 み ん な よ く似 て 見 え て ，容易 に 区別が つ きに くか っ

たた め で あ る 。
ヘ ッ ブ の い わ ゆ る原始的 な 第 1 の 般化 の

段階 で ある。とこ ろが，数か 月経 つ と．最初間違えた の

が 不思議に 見 え る ほ ど ， 1人 1 人 の 特徴 が 顕著 に な っ て

くる 。 そ し て や が て ，こ の 相違に もか か わ らず，よ く似

て い る 子どもの グル ープが い くつ か 浮か び あ が っ て く

る 。 こ の 経験 の 積み 重 ね に よ る類同の 発見 こ そ，ヘ ツ ブ

の い う第 2 の 般化な の で あ る 。

　欧米入の 眼 に うつ る 「ア ジ ア は 1つ 」 の イ メ ージ が も

し も第 1段階の般化だ とすれば，その よ うな幼稚な 般化

か ら第 2 の 般化 に 移 行 さ せ な け れ ば な らな い 。そ の 途中

の 段階 で ，わ れわれ は 相互 の 差異 に 呆然とする か も知れ

な い の で あ る。

　 前述の 予備調査に 続 い て ，筆者 た ち は タ イ と フ ィ リ ピ

ソ の 間で ，第 1反抗期の 母子関係を中心 に 比較的研究を

続け て い る。そ こ で 気 づ い た こ と は，どの 文化圏 で も．

知識階級と い わ れ る中産上 の 社会階層は．欧米 の 物質文

明 の 影響を もろ に 蒙 っ て い る。し た が っ て 、相互 の 差 は

あ っ て もそれほ ど 大き くは な い 。と こ ろが ，外来文化 に

対 して か な り抵抗を示 し て きた 都会 の 低所得層や 農村で

は ，も っ と顕 著に そ の 差が 現わ れ る。し た が っ て ，学者

が 所属 して い る社 会層を 異文化圏の 間で 比較 し て み て も

余 り意味 の ない こ とが 明 らか に な っ た 。

　 同
一文化圏の 内部に お い て ，下位文化間の 相 違 が まず

明 らか に さ れね ば な らな い 。日本 の 文化圏の 中 で も，同

じ都会 の 中 で サ ラ リ
ーマ ソ の 多く住む山手地区 と その 地

域特有の 文化を比較的保 っ て い ると見られる下町地区と

で は，か な り生活様式 の 異な る こ とを，上記の 比較文化

的研究を通 し て 知 っ た 。

　た とえ ば，同 じ面積 と間取 りの ア パ ー トを与え られ て

も．山 手 と 下町 で は そ の 使い か た が非常 に 異な る の で あ

る。山手 の サ ラ リ
ー

マ ソ の 家族b：　2DK の 社宅 に 住む場

合に は ，2 部屋 の 1方は 子 ども部屋に 当て られ，子 ども

が ふ えれば段 々 ペ ツ ドで まか な わ れ る。子 どもの数が少

な い か ら．大抵 1部 屋で 間 に 会 うの で ある。と こ ろが ．

下町 で 同 じ 2DK に 住 む 場合，小 さな 2 部屋に は 使 い づ

らい とい っ て ，襖 を 取 り払 っ て大部屋 に し て し ま う場 合

が多い 。し た が っ て ，お とな も子 どもも同 じ部屋 に 寝 る

こ とに な る 。 子 ど もが就寝す る と きに は 部屋 の 電灯 を消

さなければな らない 。 そ うな れ ば，自然夫婦は ダ イ ニ ソ

グ ・ キ チ ソ に 押 し 出 さ れ る こ と に な る。食卓 の 椅子 で 夫

婦向か い 合 っ て の居心 地 は どうもよ くな い と い うの で ，

い っ そ 子 どもとい っ し ょ に 早 くか ら寝撮 に つ い て し まう

とい う家庭が か な りあ っ た 。 「お子 さ ん は 1 人 で 寝 部 屋

に 行け ますか 」 と い う就寝 の 項 で 生活習慣の 自立 に 関 し

て 問 う質問 は ，ま さ ｝こ 質問者の 所属す る 中産上階層の 家

族 に の み 有効な問 い な の で あ る 。

　 日 本 の チ ベ ツ トとい わ れ る岩手県 の 僻村の 農家を 50軒

訪問 し て み て 知 っ た こ と な の だが，どん な に 貧 し く て

も，唯一の 娯楽 とされ て い る テ レ ビ の な い 家 は 1 軒 もな

か っ た 。 居間 に は 立派な テ レ ビ の 置か れ て い る家で も，

便所 の 設備 は 旧態依然と し て い た 。偶 々 最初 の 家で 調査

員の 1 人 が 手洗い を借 りた と こ ろ，納屋 の 中 の 土 を手掘

りに した 穴 の 上 に 古板 が 渡 して あ り，天 井 か ら 吊 さ れ た

縄 に つ か ま っ て し ゃ がむ と い う危険至極な もの だ っ た 。

こ れ に 驚き，それ以来代 りあ っ て 手洗 い を借 り，そ の 情

況を調査 した 。 穴式の もの は さす が に 50軒中 2 軒しか な

か っ た が．大抵は戸外 に 設け られ，便器 が 床 に は め こ ま

れ て い て も，下 の 穴 が 見 え る危険なもの で ．到底2 歳児

を 1人 で や れ る よ うな場所 で は な い 。

　水洗 ト イ レ あ る い は 少 な くと も下 の 見えな い 便器の つ

い た 屋内 の F イ レ が 普及 し て い る都会の 事情と は ，余 り

に も異 な る状況な の で あ る 。 排泄の 質間な ど，こ の よ う

な状況の 違 い を知れ ば ．簡単？t 　1 つ の 質問で 測 定す る こ

とが で きな い の は 自明の こ とで ある。「パ ソ ツ を 1 人 で

脱 ぎ， 1 人 で トイ レ に 行 き，用便 の と きは 事 後お 尻 を紙

で ふ き，手を洗い ，
パ ソ ツ を 1人で は く」 とい うの が 、

3 か 国 の 学者間 で 定 め た 排泄 の 項の 自立 の 基準だ っ た の

だ が ，震村 で は 全 く使え ない こ とがわ か っ た a 幼い 子 ど

もは 庭先 で 排泄す る こ と が常識 に な っ て い る 農村 で は．

パ ン ツ の 脱 ぎ着だけで 自立度 に 差 が つ くだ け で あ る。手

を 洗 うこ と さ え，お となか ら文化的要請 を さ れ て い な い
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とした ら，自立の 基準に 入 れこむわ けに は い か な い の で

あ る。

　 以上 の よ うに ，同一文化圏の 中で も下位文化に よ っ て

さ ま ぎま に 異な っ て い る の で ある 。 した が っ て，一
般化

し て も の を い う揚合 に は ，そ の い え る 範囲を明確 に し な

けれぽな らな い こ と を痛感した。手軽に 自分の身辺か ら

被験者の サ ソ プ ル を 抽出し て ，そ の 実験 また は 調査 の 結

果が あた か も日本 の 文化 の 代表で あ るか の よ うな一一ge化

をつ い しがち な我 々 に 厳 し い 警告が与 え られた よ うに 思

わ れ る。

　 しか も ， 異文化間 の 比較 となれぽ，こ の よ うな下位文

化 の 相違 に まで 根を 下げて 比較 しなければ意味 をな さ な

い 。気温 の 高い タ イ や フ ィ リ ピ ン で は ，低所得階層の 子

どもは シ ャ ツ を着て い て もパ ゾ ツ は は い て い な い 。し た

が っ て ，パ ソ ツ の 脱 ぎ着は 始 め か ら不 要なの で あ る。同

じ庭先で 排泄 し て も，日本 の 農村 とは 文化 の 要請す る基

準が異な る の で あ る。比較文化的研究は，両文化 の 表面

的な 類似性 で 片付け た り， 差異 の 発見 も相当掘 り下げた

と こ ろ で 比 較す る必要 が あ る。 しか も．差異の 発見だけ

で 終わ らず に，差異を理解 した 上 で ，ア ジ ア 諸文化 に 共

通す る何 もの か があ る の か どうか を 探究して い か な けれ

ばな らな い 。

　 日本 の 心理学界は まだ 欧米志 向で あ っ て ，ア ジ ア に 目

を向け る こ と が少な い 。もっ と謙虚 に近隣 の 国 a の 事清

を知 り，異文化間 の 差 異 を 明 らか に しな が ら，そ の 共通

性を探 っ て い か なければ な らな い と思 う。

　昨年筑波会議 「質の 時代」 に ス ピー
カ
ーと して 招聘さ

れ た フ リ
ードマ ソ （D ，G ．　 Freedman ）か ら．新生児 の

反射運動 に 人種 の 違 い の あ る こ とを ス ラ イ ドで 示 され，

ハ ッ とさせ られた。新生児 の 蹠 面を床上 に つ け る と 両足

で 交互 に 蹴 る 歩行反射 ， 位置の 安定 を 失 わ せ る と 抱きつ

き反対，うつ 伏 せ に 寝か せ る と首を起か す反射など，新

生児に 生 じ る反射は 普遍的な もの と し て ．欧米 の 教科書

にあげられ て い る ま ま を ， 発達心 理 学の講義で講述し て

い た か らで あ る 。 西洋人 の 新生 児に 漏れ な く生 じ る それ

らの 反射運動が，中国人 の 子 どもに は 違 っ た 形で 生 じ る

とい うの で ある 。
ス ラ イ ドは 3名ずつ の子どもの 例で ，

余 り一般化 し て は 考え られ な い と い う印象 を も っ た の で

あるが，早速彼の 著書 （13．14，15）を読 ん で み る と，

彼の 実験室で の 発見の み で な く，19世紀の 始め に ア ジ ア

か らア マ ゾ ソ 河流域 に 移 り住 ん だ とい われるナ パ ジ ョ 族

Navaj  ．の 新生児は ，彼 の 検査 した 中国系 の 被験児 よ り

も も っ と極 端 に 西 洋人 の 子 ど もの 諸反応 と異な っ た 反応

を示 しk こ とが報告 され て い る。

　文化的 な 差異 が 獲得 され た もの で あ る とい うよ り も，

生得的要因に よ る もの で あ る と い う彼 の 説を そ の ま ま簡

単 に 受け い れ る こ とは で ぎない が，新生児 の反射運動が

文化 を越 えた 普遍的なもの だ と思 い こ ん で い た 筆者 の 態

度 に 思 い がけな い 警告を与え て くれ た 。
こ れ らの 反射説

の 論拠は 西洋人 の 新生児 の 行動 な の で あ る 。 それが 日 本

人 の 子 どもに適合する か 否か は ，日本人の 子ど もで 確 か

め て み なければならない 、こ の 自明の こ と が．欧米志向

の 傾 向 の 強 い 心 理 学 で は 往 々 1こ し て看過 され て い る の で

あ る。

　新生児 の 行動 を よ く観察して い る 日本 の 産婦人 科 の 医

鰍 こ 尋ね て み る と．両方の 反応が 見 られ，個人差 が 大 ぎ

い とい う。 東京に お け る 中産上 の 社会階層を そ の 主 な 患

老 と し て い る その 病院で は 両面が見 られ る と い う の だ

が．も っ と外来文化 の 影響 を蒙 らない 僻地 の 漁村 か 農村

で も果 た し て そ うなの だ ろ うか 。も し も，その 差 が 出 る

とした ら，フ リ
ードマ ソ が 主張す る生得的要因 よ りも，

む し ろ 母胎 と い う環境 の 影響だ と 考え られ るか も知れな

い 。い ずれ に し て も，今後 の 研究 の 成果 に 期待 さ れ る 興

味あ る 問題で あ る 。

　 3）教育心 理学の 分野 に お け る発達研 究

　筆者は 最初 か ら実験室的研究に 終始 した者な の だ が，

ユ976年 に 東京 女子大学を停年退職す る に 当 っ て ，実験室

に も別れを 告げ る 破 目に な っ た 。停年後も従来通 り研究

を続けた い と願 っ て い た の で．実験室の 要らない 研究 に

移行 しなければ と考え て い た e 偶 々 そ の 頃，幼児 の テ レ

ビ に 関す る 日本 の 状況を国際会議 で 話す こ と を 依 頼 さ

れ，文献を通覧 し，そ の 面 の 研究の 乏 しい こ と を 知 っ

た。爾来 そ の 分野 に 没頭す る よ うに な っ た の で あ る。

　丁 度 4年前 NHK の プ ロ デ ュ
ーサ ーた ち と共 に，米

国 の CTW （Ch 三1dren／
s　Television　 WGrkshop ）の 招き

を 受け て，オ ラ ソ ダ の
”Sesami 　sしreet 　 Symp 〔）siam

”
に

出席 した の が き っ か け で ，心理学者 の グ ル
ープ とNHK

幼児班 の プ ロ デ ュー
サ ー・デ ィ レ ク タ

ー
の グ ル

ー
プ とが

共同で 形成的研究を始 め た 。 従来 テ レ ビ 番組は 制作者 の

直観 に よ る と こ ろ が 多か っ た。新 しい 番組 を rトる と きに

は ， 最初 に 教育学者．心理学者，医師 ， 教育実践老等が

適宜 te招か れ て 意見を聞か れ る の だ が ，単な る 参考意見

に とどま り，研究者 と 制作者 とが 共に 番組 の 制作 に 終始

関わ る とい うや りか た は ，日本で は始め て の 試 み で あ

る 。

　 「心理学 の 研究は 実践 に は 役立た な い 」 とい う現場 か

らの 声は T1959 年教育心理学会が発足 し て 以来今 日に 至

る ま で 叫ば れ続け て きた 。そ の 同 じ声 が プ ロ デ ュ
ー

サ
ー

や デ ィ
V ク タ ーか ら 聞 こ え て きた 。 研究結果を か な り其

体的 に 記述した積 りで も．そ れ で は番組の イ メ ージ に は

つ な が らな い とい わ れ る 。 筆者 は 途中で 以下 の こ とに 気

が つ い た 。 両者の 発想の しか た が 異 な る の で あ る 。
プ 卩
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デ ュ
ーサ

ー
た ち は ，具体的な特殊か ら発足 し，それが理

論 と どうつ ながるか と下 か ら上 へ 帰納的 に 発想す る の に

対 して ，研究者た ち は 理論 か ら発足して．それが具体的

な現象に ど う当 て は ま るか を探る い わ ば 上 か ら下へ の 演

繹的発想に 依存し て い る の で あ る 。
こ の 全 く反対の 方 向

を 辿 る 両者の 発想が う ま く ドッ キ ン グ した と きに ．心 理

学 の 研究が実践 に も役立 つ と い う結果を生む こ とに な る

の で あ ろ う。 相互 に 忍耐 と希望を持ち 続けなが ら， ド ヅ

キ ソ グの や りな お しを繰 り返 して 3 年が 過 ぎた。よ うや

く最近 に な っ て ，双方の あ りか たを尊重 しつ つ ， 歩み 寄

りが で き る よ うに な っ た 。

　 こ の 3 年間の 経験を通 して ，教育心理学の なか で 発達

研究を して い くこ と の 意味を もう 1 度考えて み た い 。家

庭教育も学校教育 もふ くめ て ，教育実践 の 現 場 で 具 体的

に 成長 し て い る子 どもた ち の 生きた 問題を捉 え る こ と

は ，その 重要な 任務 の 1 つ で あ る 。 そ の た め に は ．研究

者は 常 に 実践 に 目を 向け て い なければな らそ い 。 教育実

践 か ら遠 の い て ，唯研究 の た め の 概究を繰 り返 して い た

の で は ， 実践に 役立た な い 心 理 学 の 研究 に 脱 し て し ま う

お それが十分 に あ る 。

　研究者は か な らず し も実 践 家 で な くて もよ い が ，常に

実践家 と緊密な関係を保 ち，しか も両者が 信頼関係 に よ

っ て 結ぼれ て い る の で なければ な らな 、・。 教育実践か ら

問 題を 拾い あげ て 研究 の 課題に 移す場合．あ る場 合 に は

2 つ の 方法を 取 る 必要があ る 。 実践冢 は 即答を待 っ て い

る の で あ る 。 数年後 に 研究家が満足す る よ うな厳密な結

果が解答 とし て与え られ て も，最早そ の 時 に は 実践家に

は 役立 た な い か も知 れ な い 。実践家 の 解決 に は ，時は 待

っ て くれ ない の で あ る 。 し た が っ て，即答 の 与え られ る

よ うな手法 を 研究者は 真剣 に 工 夫 し考え だ すこ とが大事

で あ る 。 そ の た め に は ．多少厳密 さ は 犠牲 に さ れなけれ

ばな らない か も知 れ な い。研究者 が 実践家 の 立 場 に 立 て

ぽ，ど う し て もこ の 工 夫 を せ ずに は い られな い で あ ろ

う。

　 しか し，同時に 厳密な解答へ の 研究が，第 2 の 方法と

して も時間をか け て もな さ れ な け れ ば な らな い 。問題も

あ る実践家は こ の 研究成果 に も関心 を もつ べ きで あ る。

即答 との ず れ が どの 程 度だ っ た の か を 知 る こ と も また 大

事な の で あ る 。 こ の よ うな 実践家と研究者の 共 同 作 業

は ，両者の 信頼関係 の 上 に 立 っ て こ そ ，始 め て 成立す る

もの で あ る こ とを 筆者は 経験を通 し て 痛感 して い る。

　 突践 の 場か ら拾 い あげられ た 問題は ，研究者 に よ っ て

体系 づ け ら れ て い く必 要があ る 。

一
見関連の な い よ うな

問題 も，体系づ け られ る こ と に よ っ て，相互 に 影響 しあ

い ，補 足 し あ え る 問題で あ る こ とが 明 ら か に な るか も知

れ ない の で あ る 。 ま た，こ の 体系 づ けに よ っ て ，研究 の

企画 に 示唆が 与え られ る こ とは い うまで もない 。
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