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向 社 会 的 行 動 の 発 達

菊　池 章 夫

　 （福島大学）

　向祉会的行動 の 発達 をめ ぐる 研究 を ま と め た もの と し

て は，Mussen ＆ Eisenberg−Berg （1977）カ｛あ る 。1970

年代 の 中質 ま で の 事情は こ の 本 に よ っ て知 る こ とが で き

る が ，筆者は 数年前 に こ の 本 の 邦訳 を作 っ た こ とが あ る

の で，それ を材料 に して ，こ の 領城の 研究の ア ウ トラ イ

ン を示 し た い （1 − 5 ）。Yarrow ，　 Waxter ＆ Chapman

（1983）は ，そ の 後 の 研究 の 動向 をも含め て まとめ られ た

もの で，次に は そ れ を参照 しなが ら，向社会 的 行 動 の

発達に っ い て の 研究 が か か え て い る問題点 を考 え た い

（6 ）。 さらに は ， こ の 点 に つ い て の わ が 国 で の 研究 も不

十 分 なが らぼ つ ぼ つ 始 め られ て い る の で ， そ れ に もふ れ

る こ と と した い （7 ・8 ）。

1　 定義とモ デ ル

　向社会的行動 prosocial　behavior は ， 次の 4 つ の 条件

を 伴 つ た行動 を指 す こ とが多い 〔菊池 1983）。その 第 1

は ， こ の 行動が他 人 あ る い は他 の グル ープ に つ い て の 援

助行動 で あ る こ と で あ る 。 相手 の 利益 に な り，相手 を助

け る こ と に な る タイ プの 行動が向社会的な もの で あ る 。

し か し 第 2 の 条件と して は ， 相手か ら外的な報酬 を得 る

こ と を目的に した 場合 に は ， そ の 行動 を向社会的 と い う

こ と は むずか しい 。金銭や物質的な報酬 を目的 と した 行

動 は ，た と え そ れ が 相手 へ の 援助行動 で あ っ た と し て も，

向社会的行動と は い え な い 。 第 3 に ， こ の 種 の 行 動 に

は，そ れ をする こ と に 何 ら か の コ ス ト （損失） が 伴 うの

が普通 で ある 。 こ の コ ス トに は ， ち ょ っ とした時間の 損

失や金銭的 な ロ ス か ら生命の 危険 ま で ，さ ま ざま な 場合

が 含 ま れ て い る。第 4 の 条件 は 自発性で あ っ て ， 他人か

らの 強制や 心 理 的 圧 迫 の 結果 い や い やなが ら と られ る行

動 は ，向社会的と は 呼 び に くい も の で あ ろ う。

　こ の 4 つ の 条件は ， 向杜会的行動と他の 種 類 の 行 動

（反 社会的，非社会的行動 を含 め て ） と の ち が い を明 ら

か に して くれ る もの と い え る。しか し一
方 ， こ の 4 つ の

条件すべ て が 満た され な け れ ば向社会的 とは い え な い と

い うこ とに なれば，こ の タ イ プ の 行動 は きわ め て ま れ な

幅 の 狭 い 行動に な っ て し ま う。 た と え ば外的報酬の 条件

は ， 向社会的行動の 研究者を い っ も悩ませ て き た条件で

あ る 。私 た ち が向社会的行動 を と る こ と に よ っ て あ る コ

ス ト （損失） を引き うけ，そ の こ と か ら内的 t 報酬 （自

信が増 した り，自尊心が 高 まっ た D）を得る こ とは 認 め

て よ い 。 だ が こ の 場合，外的 な 報酬 を目的とす る こ とは

除か な くて は な らない 。しか し ， 外的報醋 を目的 と し て

い る か どうか は ， どの よ うに し て 確 か め る こ と が で きる

の だ ろ うか 。また こ の タ イ プ の 行動の 結果 とし て，外的

報酬 が もた ら され る こ とも少 な くな い し ， その こ と を私

た ち は意識せ ずに 行動で きる の だ ろ うか 。向社会的行動
の 規範 と し て よ くと りあげ られ る互恵性 reciprocity の

規範 に は ， あ る意味で こ うした 内容が含まれ て い る 。

　自発性の 条件 に つ い て も， 同 じ よ うな 問題 が あ る 。周

囲 に 向社会的行動 の モ デル が存在す る 場合 に，よ り向社

会的 に行動 しやす くな る こ と は ，モ デ リ ン グ の 実験が繰

返 し 示 し て き た と こ ろ で あ る ．こ うした モ デ ル の 行動 を

手が か りに幼児が 向社会的行動 をす る 場合 に は，そ こ に

自発性が あ る とは 考 え に くい 。 もち ろ ん こ の こ とは ， こ

の 幼児が 発達の 過程 で 次第に 自発的 に こ の タイ プ の 行動

をとる よ うに な る こ と を否定す る もの で は な い 。こ の よ

う に考 え て くる と 口 こ こ で み た 4 つ の 条件 をきび し く求

め る こ とは ， 向社会的な 発達 を考 え る 場合 に は ，適切 な

や り方 で は ない と い うこ と に な る 。こ う した 問題 を考え

る 揚合に は，も っ とゆ る や か な条件を求 め た 方が よ い の

か も しれ な い
。 とすれば ， 向祉会的行動 が 他人 へ の 援助

行動で あ り， あ る 種の コ ス ト （損失）を伴 っ た もの で あ

る こ とは 欠 か せ な い に して も． 外的報酬や 自発性 の 条件
は，それぞれ の 場合に応 じ て 柔軟 に 適用 し た 方が よ い と

い え る 。

　図 1 に 示 し た の は，こ の よ うな意味で の 向社会的行動

を理解す る た め の モ デ ル で あ る （菊 池 1983）。 こ の 種 の

行動が と られ る か ど うか は ，私た ちが どん な 家 庭 で 育

っ た か，そ こ で どん な しつ け を受け た か に よ っ て 左右さ

れ る 。 向社会的行動 の モ デル が 周 囲 に い た 場合 とそ うで

な い 場合 と で は，そ の ちが い は 大 き く な る （社会化変

数）。向社会的行動が求め ら れ て い る状況 が 緊急 な も の

で あ る 場合 （助 け を求 め て い る お ぼ れ た 子） と そ うで な

い 場合 （赤 い 羽根の 募金〕 で は ， そ こ で の 行動 の し か た

は 別 の もの に な る 。 近 くに 自分以 外に も助けの 手 をの べ

る 可 能性 の あ る 人 が い る 場合と そ うで ない 場合，自分 が

快適な気分 で い る の か 沈み 込 ん で い る の か （状況的変

数）。 助けを求め て い る 人 が 知人な の か，は じ め て 出 会
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図 1　 向社会的行動 の モ デル （菊池　1983 ）

っ た人なの か 。子 ど もや 老人 な ど の 弱者な の か．そ れ と

も若者な の か （援助 を求 め て い る 個人 の 特徴）。 向社会

的 に行動す る こ とが規範とな っ て い る社会と そ うで な い

社会があ る し ， こ うした 点に は 階層差や地域差が あ る か

も し れ な い （文化的変数）。

　ま た，向社会的行 動 の 生起の プ ロ セ ス か ら考え て み る

と ， そ こ に は状況 の 認知 （気 づ き〉か ら始ま っ て 意思決

定，実際 の 行動 へ とい う動き を仮定す る こ と が で きる 。

そ し て 「気 づ き」 と 「意思決定」 と を媒介す る 要 因 と し

て ， 向祉会的判断 と共感性，役響陬 得能力が 考 え ら れ

る。向祉会的 な判断は，あ る状況 の 中 で 自分が ど う行動

し た らよ い か を決定す る 基本的 な 枠組 み とな る もの で あ

る 。 こ れ に対し て，共感性や役割取得能力は ，こ の 判断

を基 に し で具体的な行動が とられ る場合に，そ の 動機 づ

けの はた らき をす る もの と い え る 。 こ の 3 つ の 要 因 は，

い ずれ も発達的に変化す る もの で あ b ， そ の 背景に は よ

り　− tt的な認知能力の 発達があ る 。

2　 向社会的判断

　 fボ ブ は 水泳 の 上 手 な 若者 で す が ， 身体障害で 歩けな

い 子 に 水泳 を教 えて くれ と頼ま れ ま した 。 水泳 を練習す

れ ば こ の 子 も足 が 強 くな っ て，歩 ける よ うに な る か も し

れ な い とい うわ け で す 。 こ の 役を うま くや る こ とが で き

る の は，こ の 町 で は ボブだけで す 。と い うの は ， 救助法

を知 っ て い て ， 水泳を教えた こ と もあ る の は ，ボ ブ だ け

だ か らで す 。で も身体障害 の 子 を教 える と，仕 事 を し

て ，学校 へ 行 っ た 残 りの ボブの 自由時問 は ， ほ と ん ど全

部そ れ に と られ て し ま い ます。そ れ に ボ ブは ，こ れ か ら

始 ま る 何回 か の 重 要な大会 の た め に，で きる だけ多 く練

習 を し た い と思 っ て い ま す 。自分の 自由時間 を全部使 っ

て 練習を し な い と，ボブが大会 で 勝つ チ ャ ン ス は 少 な く

な りま す し，大学 へ の 奨学資金や賞金 も手 に 入れ る こ と

は む ず か し くな る の で す。ボ ブは こ の 身体障害の 子 に 教

える の を引き受け る ぺ きで し ょ うか 。そ れ は ど う し て で

す か 。」

　 こ れ は Eisenberg −Berg （1976）t：
， 小学生 と中 ・高校

生 を対象に し て ， 向社会的判断 の 発達を調 査 した 際 に 使

っ た 例話の 1 つ で あ る 。ボ ブの 直面 し て い る 問題か らわ

か る よ うに ， 向社会的な行動で は相手 の た め に 自分 か ら

自発的 に あ る行動 を と る こ とが条件と な っ て い る 。 し か

もそ の 際に は，そ こ か ら外的 な 報酬 を得る こ とが 目的 と

な っ て は お らず， む し ろ 自分 の 側 で あ る程度 の 損失や犠

牲 を負担す る こ と が求め られ て い る。こ の 研究の 結果か

らわ か っ た こ とは ， 向社会的判断に は 次の よ うな 発達 の

段隈があ る とい うこ と で あ る 。

・段階 1 ： 快楽主義的 で 実際的 な 傾向 （道徳 的 な配 慮 よ

　　 D も， あ る行動をする こ とが 自分 に 役立 つ か ど うか

　　が問題 とな る 。相 手 を助け る か ど うか は ， そ こ か ら

　　何か得る もの があ る か ど うか ， 将来お 返 し が ある か

　　 ど うか に よ る e ）

・段階 2 ： 「他人 の 要求」志向 （相手の 要求 が 自分 の 要

　　 求 と矛盾す る もの で あ っ て も，相手 の 要 求 に 関心 を

　　示 す こ と が あ る 。 こ の 関心 は，「あ の 子 お 腹す い て

　　 る よ 」「あ の 女の 子 あれ が ほ し い ん だ よ 」 とい っ た

　　単純な表現 を と る が ，必 ず し も相手 の 立 場 に 立 っ て

　　 こ うし た こ とが言われ て い る わ けで は な い 。）

・段階 3 ： 紋切 P型 の 対人的志向 （良い 人 ・悪い 人 ，良

　　 い 行動 ・悪い 行動と い っ た 紋切 り型 の イ メ
ージ ， 周

　　 囲の 人 々 か ら受けい れ られた り認 め られ た りする こ

　　 と が ， 向社会的行動 をす る か どうか の 理由 に な る 。

　　 例え ば ， 困 っ て い る 子 を助け る の は 「い い こ とだ 」

　　 し，「私 が助けた ら，あの 子 も っ と私 を好 きに な る

　　 わ 」 と い うわ け で あ る。）

・段階 4a 二 共感的志向 （相手 に対する共感的反応や 相

　　 手 の 立 場に 立 っ て 考 える こ と，自分 の 行動 の 結果 に

　　 っ い て の 評価な ど が問題 に な る 。 例 え ば ， 「ボ クは

　　 あ い っ が ど う思 っ て る か 知 っ て る 」 Fも し 助け な か

　　 っ た ら悪い っ て 思 っ た の 。だ っ て 痛 が っ て る ん だ も

　　 の 」 と い っ た具合 で あ る 。 ）

　・段階 4b ； 内面化 され た 価値や 規範 義務 　責任 な ど

　　 に よ る 正 当化 （こ うした 点 に つ い て の 言及 D9わ ず か

　　 な が らみ られ る 段階。自尊心 や 自分 の 価笹に よ っ て

　　 判断され た こ と が 言 わ れ た 場合。）

　・段階 5 ： 強 く内面化され た 段階 （内面化 され た価値や

　　 規範，義務 ， 責任 ， 自尊心 な ど に つ い て の 明確 な 言

　　 及 nSみ られ る 。 「私 は助け る責任がある っ て ， 本当

　　 に 思 うの よ 」 「助け な か っ た ら気分が 悪 く な る。だ

　　 っ て 自分が い つ も思 っ て い る よ うに や らな か っ た こ

　　 と に な る ん だ か らあ ）

　 段階 1 の 判断 （快楽主 義と実際的志向） は 小 学生 に だ

けみ られ る し，社会的承認や善悪に つ い て の 紋切 り型 の

一 119 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

教 育 心 理 学 年 報 　 第 23 集

判断 （段階 2 ・3 ）も，小学生 に 多 か っ た 。段階 4a （共

感的志向） は 中 ・高校生 で い ちば ん多くみ られ た考え 方

で あ っ た が，小学 4 年生 で も， あ る程度 こ う した 反応が

み られた。自分の 中に 内面化され た 価値や規範 へ の 言及

は 中 ・高校生 に な る と多 くな る が，特 に高校生 で は そ う

し た こ と が 言 え る と い う。

　こ の 研究 か らわか っ た こ とは ，子 どもの 向桂会的判断

が一
定の 段階を踏 ん で 発 達 し て い くこ と，そ し て こ の 発

達が 一般的 な 道徳性 の 発達よ りもや や 早 い もの で あ る と

い う こ と で あ る 。 例 え ば，道徳的判断 の 発達 を問題 に し

た もの と し て 有名 な Kohlberg の 段階 で は ， 1  歳以下 の

子 ど もは 権威と罰 を重視す る第 1 段階に あ っ た が，向社

会的行動の 揚 合に は，7 歳児で もこ う した判断 （段階 1 ）
は 少 な か っ た の で あ る。

3　共感性 と役割取得能力

　向社会的判断の 発達に つ い て の 研究 は，こ の 種の 発達

が 基本的に は ， 子 どもの 認知的能力 の 発 達 に よ っ て 左右

され て い る こ と も示 して い る 。 し か し，向祉会的判断が

実際 の 向社会的な 行動 を起 こ させ る よ うに な る た め に

は，こ の 2 つ を結び つ け る 動機 づ け の 過 程 が 必 要 に な

る 。 こ う し た 動機 づ けの 過程 と して 問題 に され る こ との

多 い の が共感性 empathy で あ っ て．そ れ は 「他人 の 情

動的反応を知覚す る 際 に，そ の 他入 と共 有す る 情動的反

応 」 （Feshbach　1976）の こ と で あ る 。 相手が困 っ て い る

こ とを知る （認 知） だ け で は，必 ず し も相手 を助け よ う

とす る気持 に は な らない か も しれ な い が ， そ の 苦しみ を

共有 す る （情動 の 共有）こ とは ， 私たちに 向社会的行動

をとらせ る 動機 と な る は ず で あ る 。こ の 場合，こ の 共感

性 に は 3 つ の 側 面 を区別す る こ とが で き る 。

　そ の 第 ／ は ， 相手 の 情動の 状態 を弁別 しそ れ に命名す

る能力 で あ っ て ，こ れ が共感性を支 える い ち ば ん 基 本的

な 認 知能力 に な る 。相手が い ま 感 じて い る の は 「喜び 」

で は な く 「苦 しみ 」で あ る こ と を知 り，そ れ に 「苦 し み 」

と い うラ ベ ル をつ け る こ と （命名） の で き る能力が こ れ

に 当た る。表情認知 に つ い て の 実験的 な 研究 の 結 果 で

は．こ う した 能力が 4 ・5 歳頃 か ら急速 に 伸 び て くる こ

とが 知 られ て い る 。第 2の 側面は，よ り高度の 認知 能力

あ る い は 社会的関係 の 理解力 で あ っ て，相手 の 考 えや役

割 を予想する能力 で あ る 。言 い 換 え る と こ の 能力 は，相

手が 実際 に 経験 し て い る の と同 じ よ うなや り方で そ の 場

面 をみ る こ とが で き る 能力 で あ り，役割取得 role −taking

の 能力で あ る 。こ の 能力 は ピア ジ ェ の 言 う具体的操作 の

段階 （7 歳か らユ2歳） に 達す る ま で は，十分 に身 に つ い

て い る とは 言 え な い 。そ れ 以 前の 子 どもの 思考は 自己中

心 的 で あ っ て ， 問題 の 多くの 側面 （次元 ）に 同時 に 目を

向け た り， 多面的 な考え 方 を し た りす る こ とは むず か し

い 。 子 ど もが 自己 中心的 な思考の 段階を脱 して，他人 と

の 関係を考えた り，他 人 の 立 場 に 立 っ て 考え た t）す る こ

とが で きる よ うに な る の は ， 具体的操作の 時期 を通 じて

で ある 。 第 3 に は清動的 な反応性が問 題 に な る が，こ れ

は相手 と 情動 を共 有す る こ と が で きる ようなや り方で，

現 に 自分の み て い る相手 の 情動を経験 する こ とを指す。

相手の 痛み を自分の 痛み と し，喜び を喜び と す る こ と

は ，か な り幼い 子 ど もで もみ られ る こ と で ， Hoffman

（！975）は ， こ の 面 で の 共感性 は 発達初期の 条件づ け と人

間性の 中に組み 込まれ た 生 得的傾向 に よ る と主張 して い

る 。だ と すれば ， 共感性の こ の 側面 の 発達は，他の 2 つ

の 側面 に 比 べ て か な り早 い もの と言 う こ と が で き よ う 。

　伊藤（1975）は，共感性 の 発達 に は ， 少 なくと も3 つ の

水準 の ある こ と を指摘 し て い る 。 その 第 1 は 他者の 情動

状態に つ い て の 反射的 な 共感 で あ り，第 2 は 同
一視や投

射 に 基 づ く他者への 共感 ， そ して第 3 に は 自他 の 立場 の

相対的把握 に立 っ た 上 で の 共感 で あ る 。 「反 射的 な 共 感 」

は Feshbach の 言 う情動的反応性 に 対応 し て お り， こ

の 種の 共感性が発達の か な り早 い 段階か らみ られ る こ と

は す で に 述 べ た 。「同
一

視や投射 に よ る 共感」 は ，相手

の 情動の 弁別 とそれ に命名す る こ とを含ん で お り， こ の

揚合に相手 との 同
一

視や 自分 の 体験が そ こ へ 投射され る

こ と が 大切 な は た ら き をす る こ とは ，十 分に 理解 で き る

こ とで あ る。こ の タイ プ の 共感性 は 4 ・5歳の 頃か らは

っ き り とみ られ る もの で あ る 。こ れ に 対 し て 「自他 の 関

係を理解 し て の 共感 」 の 発達 は 遅 れ ，こ の 共感性 が 完全

な か た ちをとる の は青年期 に な っ て か ら と され る e こ の

こ との 背景 に は，子 ど もの 役割取得能力の 発達が あ る こ

と は 言 う ま で も な い 。

4　 状況 的要因

　向社会 的判断や共感性 の 水準の 高い 子 どもが実際 に向

汢会的な 行動 をす る の で あれ ば，問題 は 簡単で あ る と言

え る 。しか し現実 に は，こ の タイ プ の 行動 が と られ る か

ど うか は ， そ の 子 ど もの 置 か れ た 場面 に よ っ て ちが っ た

もの に な る し． ま た そ の 場面の 受 けとめ方 （認知） もさ

ま ざまで あ る 。例 え ば Cialdini＆ Kenrick（1976）の 実

験 で は ，そ の 場 の 雰囲気や気分が向社会的行動に ど ん な

効果 を与える か を問題 に し て い る 。

　こ の 実験 で は 3 種類の 年齢の 子 ども （6 歳 か ら 8 鼓，

10歳か ら12歳 15歳 か ら18歳の 3 グル
ープ ）が被験者に

な っ て い る。実験群の 子 どもた ち は，こ れ まで に 自分が

体験 し た い ち ば ん気 の め い る よ うな 出来事 を思 い 出す よ

うに 言 わ れ ， 統制群 の 子 ど もた ちは そ う し た 指示 を受 け

て い な い 。 そ の 後で 子 ど もた ちは ， 自分が もらっ た ク ー
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ボ ン （後 で 賞 品 と換え られ る）を実験 に 参加 し な か っ た

友人 に も分け て や る ように 言 わ れ る。子 ど もた ち が ど の

く らい クーポ ン を分 けて や る こ と に した か を比べ て み る

と，年齢に よ る ち が い が は っ き りして い る 。年少 の グル

ープ （6 〜8 歳） は ，気 の め い る よ うな雰囲気を味わ っ

た場合に は ご くわずか し か寄付を し な か っ た が，中位 の

年齢グル ープ （10・− 12歳） で は，実験群 と統制群 との 寄

付 の 量 は 同 じ で あ っ た 。 年長 グ ル
ー プ （15− 18歳） で

は ， 悲 し い 感情を味わ っ た 実験群 の 方 が寄付の 量 が多 か

っ た の で あ る 。年齢 の ち が い に よ っ て ， 自分 た ちの 置か

れ た 立場 の 見方 （認知） が 別 々 の もの に な り，そ の こ と

か ら向社会的に ちが っ た行動 に な っ て い る こ とが 明 らか

で あ る 。

　こ の 結果 に つ い て 研 究者た ちは ，マ イ ナ ス の 状態 （気

の め い る ような体験 を思い 出す こ と ） を軽くする 方法 が

年齢 に よ っ て ち が うの だ とい う説 明を し て い る 。年少 の

子 ど もの 揚合 に は，気の め い る よ うな体験を思 い 出 し た

こ と で 低下 し た 自己評価 （「ボ ク っ て ダ メね 」） は，ク
ー

ポ ン をで き る だ け た くさん 手元 に残す こ と で あ る 程度 回

復 され る。こ れ に 対 し て 年長 の 子 ど もで は ， こ うし た 自

己 評価は ， 社会的に 承認され た 望 ま しい 行動 （友人 に ク

ーポ ン を分け て や る ） をと る こ とで 元気 づ け られ る 。 年

長 の 子 ど もた ち は ， 社会化 の 過程 を通 じ て 自分 の 中に 内

面 化され た 向社会的傾向 に よ っ て ，自己 回復をは か る 方

法 を身に つ け て い る とい うこ と に な る 。

　 こ れ と 同 じ よ うな向社会的行動 と年齢 と の 関係 は，他

人 が い っ し ょ に その 揚 に い る か い な い か とい う場合に も

み られ る 。 隣室 で ガ チ ャ ン と い う音が し て ， 幼い 女の 子

の 泣き声 （実際 は 録音）が 聞 こ え た場合に ， そち らへ 助

けに 行 くか ど う か を， 1人 で い る 場合 と友 だ ち と い っ し

ょ の 場合で 比較 した実験 が あ る （Staub 　1975）。 小学 1 ，

2 年生 の 揚合 に は， 1 人 で い る 場合よ り も友だち と ペ ア

に な っ て い た 時 の 方 が隣室 へ 走 っ て い こ うと す る こ とが

多い 。こ れ に 対 し て 4年生 と 6 年生 で の 結果 は 逆 で ，ペ

ァ を組 ん で い る 場合 よ り も 1人 で い る時の 方が こ の タイ

プ の 行動 が 出やす くな る 。幼い 子 どもで は，友だ ち とい

っ し ょ に い る こ とで 恐怖感や 不安が少 な くな り，そ の た

め に 思 い や りの あ る 行動 が さ れ や す くな る 。 年長 の 子 ど

も た ち の 場 合に は ， い っ し ょ に い る 友 だちが 自分を ど う

評価す る だ ろ うか とい うこ とに 注意が 向き，こ うし た 行

動 は 掬 え られ て しま うと考えられ る 。6 年生 の 子 どもに

面接 し た結果 で は，適切で ない 行動 を して 仲間は ずれ に

な る の で は な い か とい う気持が強 くもた れ て い る こ とが

わ か っ た 。こ の 気持 が，向社会的な行動をと る こ とを妨

げて い る の で あ る 。

　 こ の よ うな実験 をみ て くる と，向社会的行動 をと らせ

た りと らせ な か っ た Dす る 要因が 実 に複雑な こ とが わ か

る 。そ の 基本的な発達 の 方 向は ， 向祉会的判断や共感性

の 発達に よ っ て 理解す る こ と がで きる と し て も ， こ うし

た 要因 と現実 の 向社会 的行動 と を結び つ け る 動機づ けの

要因 に つ い て は，ま だ まだ 知 られ て い ない こ と が多 い 。

そ うし た 中で 比 較的資料 が 多く集ま っ て い る の は，しつ

け と の 関係に つ い て の もの で あ る 。

5　 向社会的に育 て る

　Hoffman （1963）で は ， 中学生 を対象に して ， ク ラ ス

の 仲間 か ら 「他 の 子 の 気持 に 気 が つ くこ とが 多 い 」 「ク

ラ ス で バ カ に され て い る子 をか ば っ て や る こ とが多い 」

と い っ た 評価 を受け た 子 ど もを問題 に して い る 。 こ う し

た 子 ど もの 親 に つ い て ， 4 つ の 場面 （例 え ば，親が何 か

を言い つ け た の に 子 どもが や らな か っ た 場合 ， よ その 子

の 大切 な も の を不注意 で こ わ し た場合な ど） で どん な反

応 をす る か を答え て も らい ， し つ け の タ イ プ を分 類 し

た 。 しつ けの タイ プ の 第 1 は 「力中心 」の もの で ，身体

的罰を加 え た り，物 や権利 を奪 っ た り， 力で 押 し 切 っ た

D ， 脅 した りす る や り方で あ る 。 第 2 は 「愛情 の 除去 」

タ イ プ で ，子 ども を無視 した り， 1 人 に して お い た り，

話し か け て も聞い て や ら な か っ た りと い うや り方が こ れ

に 当た る 。第 3 の 「誘導」 タ イ プ で は，子 ど も を説得 し

た り ， 子 ど もの や っ た こ との 意味を説明 し て や っ た りす

る や り方 が と られ て い る 。 相手 （親 や よそ の 子 ） の 気持

に 関心 を向けさせ る の も，こ の し つ けの 特徴 で あ る 。ク

ラ ス の 仲間 か ら の 評定 と親の しつ け と の 関係 を分析し た

結果は ， 「力中心 」 の しつ け を受け た 子 どもは 向社会性

の 水準が低 く， 「誘導的」 しつ け を受けた 場合に思 い や

りの あ る行動が 多 い と 評定さ れ て い る こ と を 示 し て い

た 。 「愛情 の 除去j タ イ プ の しつ け で は ， 向社会的行動

との 間 に
一貫 した傾向は み られ て い ない 。

　 こ の よ うに，し つ け の タ イ プ と し て は 「誘導的 」 あ る

い は 「説明的 」 な しつ け が子 どもの 向社会的行動と関係

が あ る と す る 研究が多い 。 こ うし たタイプの しつ け は，

前に み た 共感性 の モ デ ル を使え ば，相 手 の 情動 の 状態 を

弁別す る能力や相手 の 立場 に 立 っ て考え るカを強め るは

たらき を す るもの と 考 え られ る 。 ま た， 同 じ Hoffman

（1963） に よ れ ば ， 「つ ぐな い 的」 な しつ け も向社会的行

動 と関係 が 深 い と され て い る 。こ の タ イ プ の し つ け で

は，子 ど もの 注意 を自分 が 与 え た 損害に 向け させ た り，

相手 の 気持 を考えさせ た り， 謝罪や償い を さ せ た りす る

こ と が中心 に な る 。

　 家庭 で の し つ け の ほ か に，子 どもの 向社会的行動を強

め る 要因と し て 2 つ の こ とが と りあ げ られ て い る 。そ の

1 っ は 「成熟要求 」 で ， こ れ は親が 子 どもの 行動につ い
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て 高い 水準 の 期待 をもち，成熟 した や り方 で行動する よ

うに 圧力 をか け る こ と を指 し て い る 。こ の 場合 の 成熟 し

た や り方 とは，自分の 能力 に 見合 っ た成績をあげ ， 自分

の 年齢に見合っ た責任 を引き受け る こ と で あ る 。 こ の 考

え 方 に 立 っ た Baumrind （1971）で は ， 親 の 成熟要求の 程

度 と幼稚園の 子 ど もの 思 い や りある行動 （友だ ちを助 け

た P，仕事を引き受 け た り） との 間 に 閲係 の あ る こ とが

示 され て い る 。 こ の 研究 で は ，子 どもたちの 行動は幼稚

園 で の 活動 の 中 で 観察法 を用 い て 記録 され た もの で あ っ

た 。

　第 2 に は ， 子 ど もに一’
定 の 責任 の あ る仕事 を与 える こ

と （責任付与）が 問題 に な っ て い る 。Staub ＆ Jancate−

rino （1975＞で は ，実験 に 参加した 子 どもの
一

部は ，そ こ

で や っ た パ ズ ル を年下 の 子 に教え る役 を与え られ て い

る 。実際に 参加 し た ご ほ うび と し て もら っ た賞品 （ギ フ

ト券） は．後 で 入院中の 子 ど もに 寄付す る機会が与え ら

れ る （こ れが本当の 実験）。 年下 の 子 に パ ズ ル を教 え る

責任 を与 え られ た 子 ど もは，こ の 寄付の 際に，ほ か の 子

どもよ りもた くさ ん寄付 をし て い る 。 責任の あ る仕事 を

与え られ る こ とは 向社会的傾向 をつ よめ る は た らき をす

る，と い うの が こ の 実験 の 結論に な る 。

6　 研究の 現状

　 Mussen ＆ Eisenberg −Berg （1977）の 訳書を中心 に し

て こ の 領域の 研究 をみ て き た が ， こ の 本 の 文献欄 に 引 用

され て い る 研究 は 300 以上 の 数に 上 っ て い る。ま た，こ

れか らの 考察の 手 が か りに し よ うと して い る Yarrow ，

Waxler ＆ Chapman （1983）は ，450近 くの 文献 を リス ト

・ア ッ プ し て い る 。こ れ ら の 文献 の 中に は 1920年代 に 行

わ れ た 先駆的 な 研究 な ど も含まれ て い る が，そ の 大半 は

こ こ 2  年問の もの で あ る 。主 と し て ア メ リ カ を中心 と し

て ， 向社会的行動 の 発達的研究は きわ め て 盛ん で あ る と

い っ て よ い 。 しか し，そ こ に は い くつ か の 問題点が残 さ

れ て い る とい う。

　 a ）　研究対象の 問題

　年齢的に い うと， 研究対象は就学前児 （幼児）か ら12

歳の と こ ろ に 集中 し て い て， 3歳以前 と青年期 に つ い て

の 資料は 限 られ て い る。この こ と は ， 向社会的行動の 初

期条件や初期学習 に つ い て の 資料 が 欠 け て い る こ と ， ま

た 認知的 変化や自我同
一

性 の 葛藤，情動的混乱 の 時期 で

ある 青年期が ， 向社会的行動の 発達 に もつ 意味が明 ら か

で な い こ と を示 し て い る 。

　ア メ リカ で の 研究 の 多 くは，白人 の 中間階層，擲市の

子どもた ち を中心 に し て い て ， 文 化的差異や分節文化的

ちが い に つ い て の 資料 は 少な レ・。ま た こ の 種 の 研 究 は 規

準的な資料 の 収集を日的 と した もの が多く，逸脱的な事

例や 個人差 に つ い て の 分析は 少 な い 。 他の 行動領域の 研

究 に っ い て と同様に ， 親子関係の 影響 を問 題 と し た もの

が 大半 で，友人 関係 もい くらか 問題 とされ て い る 。 しか

し，教師や宗教的指導者， 近隣 の 人 々 ，警官 な ど の 影

響， さらに は よ り大きな社会制度の 効果 な ど に は ， 分析

の メ ス が 及 ん で い ない 。 こ れ に 比 べ て，テ レ ビ の 影響力

に っ い て の 研究は な され て い る 。

　 b）　向社会的行動 の種類など

　向社会的行動 の さまざま な タイ プ の 中で，研究の 薄象

（特 に実験的な研究 で ）と な っ て い る の は ， 分配 sharing

や寄付 donating ，援助 helping と い っ た行動 で あ る 。

こ の 種の 研究 で は，向社会的行動 は ち ょ っ と した 物 （ト

ーク ン，キ ャ ン デ ィ ，ナ ッ ツ ，
マ ーブル ，小銭 など｝ を

分配 し た b ， 寄付 した りす る こ と で測定さ れ て い て ，同

情心 と か 重大な援助，救助 と い っ た 側面 を と りあげた 研

究 は まれ で あ る 。

　研究方法 と して は 絵や物語 を使 っ た 想定場 面 法 が 中心

で ，実際 の 野外 で の 資料収集は 少な い 。実験的な研究 で

は ，向社会的行動の 相 手 は抽象的な人物 や グル
ープ （貧

し い 人，孤 児， 障害者な ど）で ある こ と が多く，そ の 相

手 とは 個 入的な接触 をもっ て い な い 場合が 大半 で ある 。

こ の こ とは ， 実験 の 対象 とな っ た子 どもた ち が 現実 に 枳

手 と接触 をも っ た 場合 に ， そ の 双 方 に ど ん な 効 果 が 生 じ

るか がわ か っ て い な い とい う こ とに な る 。

　 キ ャ ン デ ィ を分 け た り，火事 の 中 か ら相手 を 救 っ た

り，仲好 くゲ
ー

ム を楽 しん だ り，と い っ た こ とが い ず れ

も向社会的 な 性質の 行動 で ある こ と は 事実 で あ る。しか

し ， こ うした行動 を示す子 どもに は，それ ぞ れ 別々 の 感

受性や 動機，対人技能が求 め られ る で あ ろ う し， 個入的

特質 や 先行条件 と の か か わ b も別 々 の もの で あ る は ずで

ある 。向社会的行動 と し て一
括 で きる 面 と，な か な か そ

うは な ら な い 面 との あ る こ とが 問題 で あ る 。

　c ） 行動サ ン プル の問題

　こ の 領域の 研究者に と っ て の も う ひ とつ の 問題 は ， 向

社会的行動に 属す る 行動 の 発 生 が そ う頻度の 多い もの で

は な い こ とで あ る 。 短時間 の 問 で 資料 を 収集 し よ う とす

る 場合 に は 口い っ そ うこ うした こ とが い え る。研究 の 多

くが 実験的 な 手 法 を と っ て い る の は，こ の た め で も あ

る。工 夫され て い る 資料 の 収集法に は 次 の よ うな もの が

ある 。

　
・ゲー

ム 場面 （協力 や 分 配，援助 が 必要 と され る ダ
ー

　　　ム ）

　
・想定人 物法 〔子どもの 寛大 さや同情心 をひ き起 こ す

　　　よ うな 相 手 を想定す る ）

　
・物語 の 形 で の 想定揚面法 （子 どもの 感受性や 反応 を

　　　ひ き出す よ うな 例話〉
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　 ・現 実 の 苦痛場面 （サ ク ラ を使 っ て 苦痛や悩み の 場面

　　　を設定 し， 子 どもの 反応 をみ る ）

　 ・子 どもの 行動 の 自然観察

　 ・保 育者 の 観察記録 （母 親や保母 を訓練 して ，日常生

　　　活 で の 子 どもの 向社会的行動を記録させ る ）

　 ・回 想的 な 報告

　しか し現実に は，多 くの 砺究 で 入手 され て い る行動サ

ン プル は 限 られ た もの で，そ の 収集期間も短期間 の もの

で あ る 。縦断的 な 資料収集や フ t ロ
ー・

ア ッ プ的 な研究

は ， きわ め て 数が 限 られ て い る。

　こ の よ うに み て くる と， 向仕会的行動の 発達の 研究 に

つ い て の 現状は 次の よ うに ま とめ る こ と が で きる 。

　 a ）ご く限 られ た範囲 の こ の 種 の 行動 し か ， 研究 の 対

　　　象 に な っ て い ない 。

　b ） こ の タ・イブの 行動 の 基準 （4 つ の 条件）か らす る

　　　と，相対的 に 瑣細 な行動が と りあげられ て い て，

　　　そ の 多くは 物質的 な 援助 や相手 と接触の な い 揚合

　　　の もの で あ る 。

　 c ）個 々 の 子 ど もに つ い て の 資料は限 られ た もの で ，

　　　断 片的 な もの で あ り，横断的 に も縦断的 に も不 十

　　　分 なもの で あ る 。

　d ） 認 知的 ・情動的 ・行動的 と い っ た 側面 を全体と し

　　　て 総合的 に と り あ げた 研 究が 少 な い 。

ア　 わが国で の 研 究

　わ が 国 で の 向社会的行動 の 概究は．こ れ ま で み て きた

よ うな ア メ リカ で の 動 きに 刺激 を受け て 始 め られ た が，

松崎 （1983）に よれば ， そ うした 研究は 1978年か ら急激 に

増 え て い る とい う．わ が国 で の こ の 種の 文献をま と め た

もの と し て は ，祐宗 ら （1983）に よ る 「本邦文献集録　愛

他行動」があ る。そ れ に よれば ， こ の 領域 で の 研究の 現

状 は 次 の よ うで あ る 。

　 ・単 ・
共著 3 （中村　1976，高野 　1982 ， 祐宗 ・堂 野

　　 ・悉公崎　　1983）

　 ・分担執筆　15

　 ・専門誌 （心理学研究 ・教育心 理 学 研 究 ・Japanese

　　Psychologicat　Research・実験社会心理学研究 ・年

　　報社会心理 学） の 論文　11

　 ・大学紀要類 の 論文　20

　 ・翻訳書　2　（Latane ＆ Darley 　 1977，　 Mussen ＆

　　Eisenberg −Berg 　1980）

　 ・報告書など　 3

　 ・
学会発 表 （目本 心 理 学会 ，教育 心 理 学会，グル

ープ

　　 ・ダイ ナ ミ ッ ク ス 学会，社会心理学会など）　 57

　数 の 上 か ら い え ば ，わ が 国 の 場合 に も あ る 程 度 の 研 究

の 蓄積が始め られ て い る とい え よ うが，内容的に み る と

その 多 くは ア メ リカ で の 研究 の 追試 で あ っ た ！，それ に

ヒ ン トを得た もの が多い の が実状で あ る 。松崎（1983）は

こ の 点に 関連し て ， わ が 国 の 研究 の 多くが実験的な もの

で あ っ て ，調 査 タ イ プ の もの が意外 に 少 な い と し て い

る 。 ま た こ の 種 の 行動 の 発達的な研究 の 場合に は ，そ の

対象 とす る 年齢 の 幅 が 狭 く，幼児期以前や 中
・高 校 生

（育年期）を対象 と し た もの は ほ と ん どな い とも指摘 し

て い る 。 ア メ リカ で の 研究 の もっ 特色が ， い っ そ う拡大

さ れ た形で 現わ れ て い る と 考 え る こ と が で きる 。 こ こ で

は やや広 い 意味 で 向社会的行動の 発達に か か わ る研 究 を

と りあげて ，紹介 して み た い 。

　a）向社会的行動の分類

　向社会的行動の 中に は ， そ こ で 求 め られ る コ ス ト （損

失） の 点 で も ， そ れ を必 要 とす る 状況の 特徴か ら も．実

に さ ま ざま な行動が含まれ て い る 。 こ の 点 に つ い て の 整

理 が 十 分 で な い と ， 実験 に し ろ調査 に し ろ ， 自分 が い っ

た い 何 を 問題 と し て い る の か が は っ き り し な くな る し，

そ こ か ら得 られ た結果の 適用範囲 （
一

般性）に つ い て も

自信 が もて な くな る 。 こ の こ と の 検討は こ の タ イ プ の 行

動の 発達的研究の 揚合に も欠 か せ な い こ とで あ る 。 金子

（1981，1982）は 小学生 自身が向社会的行動 をどの よ うに

認知 し て い る か を問題 と し ，小 学 校4 ・5 年生 を対 象に

して，自分の 向社会的行動 の チ ェ ッ ク ・リス トと級友か

らの 評定 の 資料 を収集 し，そ の 結果を 因子分 析 し て い

る 。向社会的行動に は他人 が 認 め る もの と，本 人 に よ っ

て 意識され た もの （認知的向社会性）と が あ り，後者は

知的 な も の （す べ き で あ る 〉 と情緒的な もの （し た い ）

と に分け られ る，と い うの が その 結論 で あ る 。

　高木（1982＞は 大学生 を対象 に して ，22種類の 向社会的

行動 に つ い て の 類似度 を評定 させ た 結果を ク ラ ス ター分

析 し て い る 。 そ こ か ら得 られ た の は ，寄付 ・奉仕活動 ，

分与行動，緊急事態で の 救助行動 ， 努力 を必要 とす る援

助行動，迷 い 子 ・遺失者に つ い て の 援助行動，社会的弱

者に つ い て の 援助行動 ， 小 さな親切行動の 7 種類の ク ラ

ス ターで あ っ た 。ま た，22種類 の 行動特性 （向祉会的行

動を と る 理 由） か ら同 じ22種類 の 向社会的行動を 因 子分

析 した結果 で は ，社会的規範 に よる 援助の 指示 と それ に

伴 う社会的諸結果，個 人 的規範 に よ る 援助 の 指示 と そ れ

に 伴 う個入的諸結果 ， 援助 に伴う出費と い う 3 っ の タ イ

プ が見出され て い る。こ の 3 つ の タイ プ と前に み た 7 っ

の ク ラ ス ターと の 関係（因子得点）をみ る と， ag　1 の 「社

会規範 」 との 結 び つ きが つ よ い の は 「緊急事態 で の 救助

行 動」 で あ り，「分与行動 jや レ1・さな親切行動」で は ，こ

の 結 び つ きは よ わ くな っ て い る 。第 2 の 「個人 的規範 」

と の 結 び つ きで も，緊急事態 で の 救助行動」 が もっ と も

つ よ く，「寄付 ・奉仕活動 」 や 「小さな親切行動 」 は そ
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うで は な い 。 さらに 第 3 の r援助に 伴 う出費」 の 場合に

は ， ；分与行動」や 「緊急事態 で の 救助行動 」 ボ つ よ い

結 びつ き をもち ， 「小 さな親切行動」 は 結 び つ きが よ わ

い e

　高木（1983＞は 同 じ問題 を，向社会的行動 をと る動機 の

面 か ら検討して い る 。 こ の 場合に も対象は 大学生 で あ っ

て，25種類の こ の タイ プ の 行動の 動機か ら12種類 （上 の

7 つ の ク ラ ス ターに対応 して い る ） の 向社会的行動が 分

類 され て い る 。こ の 結果 か らわか っ た こ と は，「相 手 が

自分 の 知 っ て い る 人 だ っ た か ら」 とい うの が も っ と も高

い 評定 を受けた 動機 で あ り，「援助 が 必 要 と思 っ たの で 」

「直接援助 を要請され た の で 」 「相手 が 気 の 毒 に 思 え た

の で 」 「相手 が 自分 の 好 き な 人 だ っ た の で 」 が そ れ に 次

い で い る 。 因子 分析の 結果か らこ の 種 の 動機に は，援助
へ の 合理 的認知判断，責任の 分散 の 不可能性，援助お よ

び被援助経験，援助者と被援助者との 人格的特徴と感情

状態 ， 非援助出費と援助報酬の 予想 ， 援助者 と被援助者

との 関係とい っ た 6 つ の 動機型 が 見出 され て い る 。向社

会的行動 の タイ プ （12種類） との 関係 で は ，「援助 へ の

合理的認知判断 」 と は 「緊急事態で の 救助行動 」 と プ ラ

ス の ，「小 さ な親切行動 」 と は マ イ ナ ス の 閲係が あ っ た 。

ま た 「責任の 分散 の 不可能性」は ， 「社会的弱者 に 対す る

援助行動 」 「小 さな親切行動」 と の 結び つ きが つ よ く，

「寄付 ・奉仕行動 」 で は そ うで は な い な ど興味ある 結果

が得 られ て い る 。い ず れ に して も金子や高木 の 研究は，

向社会的行動研 究 の 基本 と な る 資料 で あ っ て ，今後 こ う

し た 分析 が 発 達的 に深 め られ る こ とが 期待 され る 。

　 b）モ デ リン グ の 研究

　Fukushima ＆ Kato （1976）は ， 幼稚 園児 を対象に あ

る 種 の 組合わ せ 課題 を与え ， 実験前 2週間に わ た っ て 接

触を も っ た モ デ ル （女性）の 効果 を検 討 した もの で ある 。

モ デ ル の 存在は，直接的な 強化 な しで も子 どもの 向社会

的行動 をつ よ め る こ と を示 し た 。 モ デ ル の 示 す課 題 の 困

難度 に つ い て の 手 が か り （
一
む ず か しい 」 「シール カヨな い

か らみ つ け る の が む ず か しい 」 な ど） の あい ま い さ は，

テ ス ト場面 で 効果を生 ん で い る 。 し か し モ デル の 受 け た

強化 （代 理 的 強 化） の タ イ プ の ちが い は ，子 ど もの モ デ

リ ン グに は 効果差 を生 まなか っ た 。

　川島（1980a）は ，幼児 の 寄付行動に つ い て，そ の 学習形

態 と帰属 attribution 関係と を問題 に した もの で ある 。

学 習形態 と して は直接教示，モ デ リ ン グ，モ デ リ ン グ＋

直 接教示が と りあげ られ ，帰属に つ い て は 自己帰属 （自

分 の 気持 か らの 寄付 ），他者帰 属 〔他人 に 言わ れ て の 寄

付），無帰属 （帰属 な し ）の 3 条件が 区別 されて い る。こ

の 結果，実験 で 入手 し た キ ャ ン ディ
・カードを 「か わ い

そ うな 子 ど もの 箱 」 に よ り多く入 れ た の は ，
モ デ リ ン グ

を含む形態で 学習 を した場合で あ っ た 。 また帰属条件に

つ い て は ， 自己帰属が他者帰属よ りも効果的 で あ っ た 。

モ デ リ ン グ を含む形態 で 学習 し，自己帰属条件を伴 っ た

場合に い ちば ん 多 くの 寄付行動がみ られ る とい え る。

　川島 （1980b ）は， こ の 3 っ の 学習形態 と寄付時 で の 他

者 の 存在との 関係が検討 され て い る 。 こ の 結果 で は，直

接教 示 で 学習 し他者 が 寄付時に 同室 して い ない 場合 に，

寄付が い ちばん少な か っ た 。他者の 存在が 寄付行動をつ

よ め る こ とは，不安 の 低減と心 理的圧力 の 点か ら考 え ら

れ て い る 。 川島（1982）は ， こ れ と同 じ状況 で の 他者の 特

性 に検討 を加え，自分に親し い 女性 （幼稚 園の 先生）が

い っ し ょ の 場合に ， 幼児 の 寄付行動 が つ よ ま る と し て い

る 。 こ れ に くらぺ る と，男性の 大人 （男 の 先生） や 同年

齢 の 子どもの 存在 は，こ う した 効果を生 ん で い な い 。

　祐宗 ほ か （1981）は，幼稚園児 を対象に し て，実験的に

作 られた揚面 で援助行動が生 じ る か どうか を問題 と し た

もの で ある 。こ の 揚合の 分析の 中心 は ， 事前 に 視聴した

ビ デオ の 中の モ デル の タイ プ （援助 モ デ ル と 中 性 モ デ

ル ） と動機 コ ス トで あ っ た 。 こ こ で い う動機 コ ス ト と

は ， 現 に幼児がや っ て い る 仕事 に つ い て の 心 理 的 な 関与

の 程度 で，高動機 コ ス ト群 で は 仕事が 言 い つ けられ て い

る が ， 低動機 コ ス ト群で は そ うで は ない 。援助行動は ケ

ガを して い る （と され る ）女性 を手 伝 うか ど うか で あ っ

た が口こ うし た行動 は 低動機 コ ス ト群で事前に援助的な

モ デル に 接 し た場 合に だ け み られ た 。般化条件 （ビ デオ

に 含 まれ て い な い ボール 運搬の 場合）で も，結果 は こ れ

と 同様 で あ っ た 。

　後浜 （1981）で は，モ デル （保母）と幼児 と の 対 人 関係に

つ い て の 幼児の 側の 認知 が ， 単純模傲学習 と規則性の 抽

出の 2 つ の 学習に ど う影響す る か が分折され て い る 。幼

児 の 保母 へ の 依存性と保 母 の 受容性 に つ い て の 幼児の 認

知か ら，高依存一
高受容 高依存

一
低受容 低依存一高受容

低依存一低受容 の 4群が設定され て い る 。課題 は 葛藤場

面 で の 向社会的行動 の 選択 で あ っ て ，単純模倣学習の 揚

合に は 高依存
一
高受容群，高依存一低受容群、 低依存

一
高

受容群の 順 に モ デ リ ン グ効果がみ られ た が ， 低依存
一
低

受容群で は こ うした 効果 は み られ な か っ た。般化課題 で

は群問に差が な く， 養育関係 の 認知 は 般化の た め の 規則

の 抽出 に は 影響 しな い こ と が 明 ら か で あ っ た 。1 か 月 後

の 遅延事態で 学 習 を保持 して い た の は 高依存
一
高受容群

だ け で，こ の 場合に も直後 よ りも成績が低下 して い た 。

　 こ こ で み た よ うな モ デ リ ン グを中心 と す る実験的な検

討 は，向社会的行動 の 研究の 中で もっ と も研究 の 盛 ん な

部分 で あ る 。向社会 的行動 は，目常生活 の 中 で は 生 起 の

頻度の 低 い 行動 で あ る か ら，実験的に 工 夫をこ ら す こ と

で それ をとらえ よ うとする 試み は ， す ぐれた もの とい え
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る 。し か し こ の タ イ プ の 研究は向社会的行動 の 学習 の 研

究 とはな っ て も， それ が す ぐに 発達的な研究 とな る わ け

で は な い 。モ デ リ ン グの 研究は ， あ る タイ プ の 行動 の 学

習 メ カ ニ ズ ム を 明 らか に す る こ と が 目的 で あ っ て，そ う

し た メ カ ニ ズ ム に 発達差 が ある こ とが 示 され た 場合を除

い て は，発達的研究 と は 考えに くい 。

　 c ）　分配行動の研究

　わ が 国の 揚合， 向社会的行動に つ い て の 発達的な研究

が十分で は な い が，そ の 中 で も比較的多くの 資料が 収集

さ れ て い る の は分配行動に つ い て の も の で あ る 。 早川

（1972）は ， 5歳児 を対象に して の ゲーム 場面 で，第 1 ゲ

ーム で の 公 平
・不 公 平経験 が第 2 ゲーム で の 分配行動 を

ど う左右す る か を検 討 して い る 。 第 1 ゲ
ー

ム で は ， 相手

よ りも賞の 少 な い L群 ・同 じ E 群 ・多 い H 群 が 作 られ た

が，第 2 ゲーム で の 反応 は こ の 経験 の 影響を受けて い る

こ と が 示 さ れ た 。L 群 で は 相手 よ りも自分 に 賞を多くす

る反応がみ られ た が，そ れ は 第 1 ゲ
ーム で の 不 公 平 さ を

カ バ ー
す る ま で に は 至 ら なか っ た 。 E 群 で は 相手 に も同

じ よ うな賞 を与 え，バ ラ ン ス を保 つ 傾向 が 明 らか で あ っ

た 。 こ れ に対 して H 群で は，第 1 ゲーム で 相手 よ り多 く

得た 分を第 2 ゲーム で お 返 し し よ う とする者 もい た が ，

大半 の 幼児 は第 2 ゲーム だ け の 公 平 さ を保つ こ と に 注意

を向け て い た とい う。

　 広 田 ・多喜（1979）は ，
5 ・6歳 ，

7 ・8 歳 10 ・11歳

児に っ い て そ の 分配行動 を，相手 が 同 年 ・年下 ・年上 の

3 条件で 比較し て い る。この タ イ プ の 行動は ，   自分 が

多 くと る selfish ，  少 な くと る generous ，  同 じ数に

す る equaI の 3 種類 に分類 され て い る が，同年条件で は

年齢の 変化 とともに   →  →  とな る 傾向が み られ た 。

年下条件 で は 同 年条件 よ り も  が 多く， 年上条件 で もそ

う した傾向があ っ た 。同年条件 で い ちば ん   の 反応 を示

し た 5 ・6 歳児 は ， 年下
・年上条件の 問で は 年下 の 揚合

に   の 反応 を し て い る 。
7 ・8 歳児 で は 3 条件 問 で 分配

行動の ち が い が な く，  の 反応が多 い 。 10・11歳児 で は

ど の 条件 で も，ほ か の 年齢 の 揚合よ りも  が多い 結果 を

示 した 。広 田 ・多喜（ユ980）は，ゲ
ー

ム で 得 た プ レ ゼ ン ト

の 分配行動 を，そ の ゲーム へ の 寄与 の 程度 か ら分析 して

い る 。プ ラ ス 条件 （高寄与） で は   の 行動 マ イ ナ ス 条

件 （低寄与） で は   の 行動 が ，
7 ・8 歳 と 10 ・11歳の ど

ち らの 場合に もみ られ た 。こ の 2 つ の 条件問 の 差 は 10 ・

11歳児で 大きか っ た が，こ の こ とは 男子の 結果 か ら生 じ

た こ とで あ る 。マ イ ナ ス 条件で は ， 男女 とも  の 分配行

動が され て い た が ， プ ラ ス 条件 で は 女 子 の 方 に こ の 種 の

反応が多い と い う結果 で あ っ た 。

　 蘭 （1981）は 3 年生 と 5 年生 を対象と して ，そ の 分配行

動 と 原因帰属 に ソ シ オ メ ト リ ッ ク 地位や年齢が ど うか か

わ る か を分析 して い る 。児童は同性 の 友人 とペ ア
ーで ダ

ー
ト・ゲーム をや り， そ の 得点に よ っ て 勝者と 敗者に 分

け られ ， こ の 場合賞品 の 分配権 は勝者だ け に 与 え られ

た 。分配行動 は 年齢や ソ シ オ メ トリ ッ ク地位に よ っ て 左

右さ れ る こ と は な か っ た 。 しか し原因帰属 の 点 で は ，
3

年生 で は 自分と相手 の 双方 の 行動に つ い て ， そ の 勝敗 に

関係 な く能力 に 帰属 させ る 傾向 が あ っ た 。5 年 生 で は，

自分 の 勝は 能力 に 敗 は 運 に 帰属 させ る とい う自己中心的

帰属が多か っ た 。 相手 の 帰属 に つ い て は，ソシ オ メ ト リ

ッ ク地位の 高い 児童 ほ ど，勝を能力に敗 を運 に帰属 させ

る反応 を示 して い る 。

　 d＞　観察法による研究な ど

　氏 家 ・古 田 （1980）は，自然場 面 で の 観察法 を用 い て 幼

稚園児の 向社会的行動 （同調 ・分配 ・援助 ・自己犠牲）

をと ら え， そ の 結果 を一般的な認知能力 テ ス トや社会的

認知テ ス ト （か くれ ん ぼ テ ス ト，役割取得 テ ス ト，共感

性テ ス トな ど）の 得点 と関係 づ けて 分析し て い る 。こ の

結果，わ が 国 の 幼稚園児 で は ア メ リ カ の 幼稚園児 よ り も

こ の タイ プ の 行動の 少 な い こ と，男児 よ りも女児で 向社

会的行動 の 多い こ と ， こ うした行動と各種 の 認知 テ ス ト

との 関係は あま りは っ き P し な い が ，自信に欠 け た 幼児

の 場合に は役害陬 得 テ ス トとマ イ ナス の 関係 が あ っ た と

い う。 氏家（1982）は こ れ らの 点 をさらに 検討 して い る。

こ の 場合 ， 同 じ幼稚園児に つ い て 観察法 で 資料 を収集 し，

そ の 結果 を対入的志向 （グル
ープ活動 へ の 参加度）や社

会的認知 テ ス ト （役割取得と共感性テ ス ト） の 得点 か ら

分析し た 。女児 は 男児 よ b も向社会的行動 を示す こ と，

対人的志向の 高い 者は よ りこ う した行動 をと りやす い こ

とが 明 ら か に な っ た 、性 と対 人 的志向 と の 間に 交互 作用

が み られ，対人 的志向にみ られ る こ うした 結果 は ， 女児

に つ い て だ け い え る こ とで あ っ た 。 わ が 国 の 揚合， 向社

会的 な 行動 を と る こ と へ の 圧 力 は，男児 よ D も女児 で 大

きい の か もし れない 。

　 佐藤 （1982）は ， 保育園の 年長児，小学 3 ・6 年生 とそ

の 両親 を対象 と して ，そ の 向社会的傾向 の 測定 （保育園

児 で は 図版 を用 い た 面接法 ， 小学生 で は ゲ ス
・

フ
ー・テ

ス ト），両親 の 養育態度 （想定場面法）や 愛 他 性 （質問

紙法 ），両親の 態度に つ い て の 子 ど も の 認知 （親子関係

検査） な ど の 資料 を収集 し て い る 。 結果は，両親の い ず

れ か の 「説得的」「配慮 ・誘導的 」 し つ けが 子 ど も の 向

社会的 傾向と結 びつ い て い る こ と ， 「勢力中心 的」 「愛情

除去 的 」 しつ け で は こ う した 関係 の み られない こ と を 示

し て い る ◇ 子 ど もの 認知 して い る 両親 の 養育態度 （許容

的）は， 3 年生 の 揚合 に は そ の 向社会的行動 と関係 が あ

っ た が， 6 年生 で は そ うは な らな か っ た。

　 吉森（1981）は，訪目す る外国人 （ア メ リカ 人 と 中 国
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人 ）に 対す る 援助意図 を，中 ・高校生 を対象と して検討

し て い る ．こ の 場合，検討の 中心 に な っ て い る の は援助

に 要する コ ス トで あ っ て ， 低 コ ス ト事態 （2時間程度 ，

市内を案内す る ！ と 高 コ ス ト事態 （約 1 か 月間，日本語

を価人的 に 教え る ） とが設定され て い る 。結果は，ア メ

リカ 人 に 対す る援助意図の 方が中国 人 に つ い て よ り高 い

こ と，援助の 申 し出は 双 方 の 相手 に っ い て なされ る か な

されな い か で あ っ て ， そ こ に 区別 は な い こ と ， 高 コ ス ト

事態 で は 援助意 図 が 低下 す る こ と な ど を示 し て い る 。 同

時に 調査され た個入的変数 との 関係 を数量化 ll類に よ っ

て分析し た結果 で は，個人的期待 （友 入 を得た い ， 2 人

で 話 して み た い な ど）と 態度 （両国に つ い て の 好嫌や関

心）が重要 で ある と され て い る 。 また 学校 （中 ・高）や

学年の 要因が ， 上位の 説明変数 と な る こ と も明 らか に さ

れ た（進学校や 3 年生 で は 援助をこ と わ る 者 が 多い ）。

8　 今後の 問題

　 Yarrow ら （1983）は そ の 論文 の 結論 で ，向社会的行動

に つ い て の 発達的研究 に 求 め られ る 点をあ げて い る。ま

ず い え る こ とは ， こ の タ イ プ の 行動に つ い て の 記述的な

資料が必 要で あ る 。こ うした 資料な し に は ，研究者 た ち

は 仮説 を設定 で きな い し，子 ど もに 面接す る こ と もむず

か し い 。 大人 の こ の タ イ プ の 行動モ デ ル を子 ど もに 適用

す る 際に も，こ う した 資料 な しに は その 可否 を検討す る

こ と がで きな い 。第 2 に は ， 学習や認知 ， 情動な どこ の

種 の 行動 を構成す る 要因 を別 々 に 研究す る こ と は 必 要な

こ と で あ る 。しか しあ る 時点 か らは，こ う した い くつ か

の 要因 を統合 した 研究をすすめ な くて は い け な い 。 第 3

に，向社会的行動 と しつ けや養育態度 との 関係に つ い て

は 多くの 資料 が 収集され て い る。こ の 方向は さ らに押し

進め られ る べ き で あ る。第 4 に は，向社会的行動 と子 ど

もの 性格，個人的経験 との 関係 に っ い て は 知 られ て い る

こ と が 少 な い 。 臨床的な研究 を含め て，こ の 点 に つ い て

の 研究 が な い と本当の 発達的磅究に は な らな い 。第 5 に

よ り重要な こ と と して，子 ど もの 向社会的行動 の 研究が

し ば しば r自己完結的な 個人 主義 self −cQntained 　 indi−

vidualism 」 に傾い て い る と L・N うこ とが あ る 。 子 ども の

生 活 して い る よ り大 きな 挫会的単位や 社会体系 との 関係

を無視 し て は な ら な い 。

　事情 は わ が 国 の 場 合に も全 く同 じ で あ っ て ， 研究 の 絶

対数が少 な い こ とか ら，こ うした 指摘 は さ らに い っ そ う

良く当て は ま る と い え る 。 い くつ か の 点をっ け加え る と

すれ ば，ま ずag　1 に い え る こ と は ，向社会的行動の 定義

と そ の 分類 に か か わ る こ とで ある 。 何 を向祉会的と し，

そ れ を ど うい う行動 で 表現す る か に つ い て は，そ の 社会

の 条件が 重要なは ず で あ る。「思 い や Jt」 と 「向杜会的」

とは，は た して 同 じ内容 をもつ 概念 な の だ ろ うか 。向社

会的 に行動す る動機に つ い て も，社会 に よ る ちが い があ

る はず で あ る 。 わ が 国の 大学生 で は，相手 に 対 す る こ の

種 の 行動 は ，r自分の 知 っ て い る 人 だ っ た か ら」 と られ

る こ と が 多い こ とが 報告されて い る。幼稚園児 の 場合に

は ，ア メ V カ の 子 どもに くらべ て向社会的行動 の 出現率

が低 い ともい う。こ うした こ とは ， 向社会的行動 の 意味

す る と こ ろ に つ い て，反省 を求め る もの とい え る 。

　 第 2 に は こ の 点と関連し て，観察法 を中心 と した記述

的 な資料収 集が 必 要で あ る 。そ うした 試み の 中か ら，ア

メ リカ で の 研究 で 用い られ て い る の とは ちが っ た 向社会

的行動 の カ テ ゴ リーが作 られ る か も しれ ない 。 し か し，

現実の 問 題 と して は，こ の タ イ プ の 資料収集に は 多くの

困難 な点 が あ る 。こ の 点で考えて みた い の は ， す で に 収

集さ れ て い る 子 ど もの 行動観察 の 資料や生育記録を見な

お し，そ こ か ら向祉会的行動 を考え な お し て み る こ とで

あ る 。 さ らに範囲 を拡げて，文学作品や教育実践記録 か

らこ うし た タイ プ の エ ピ ソ
ードを拾 っ て み る こ と もで き

る で あろ う。 い ずれ に して も，あ ち ら生 ま れ の 観察 カ テ

ゴ リ
ー

をそ の まま使 っ て み る とい っ た段階か ら，

一
歩 で

も出 る こ と が必 要 で あ る 。

　 第 3 に，向社会的行動に つ い て の 実験的な研究 は ， 今

後 と もそ の 数 を増 し て い く も の と考え られ る 。そ の こ と

自体 は 歓迎す べ き こ と で ある が，こ の 場合に も
一歩をす

すめ て，わ が国独自の 変数を そ こ に 加味す る こ とを望 み

た い 。た と え ば ，しば しば 言 わ れ て い る よ うに ，私 た ち

の 向社会的行動 は 相手 が 「ウチ 」 の 人 で あ る 場合 と 「ソ

ト」の 人 で あ る場合とで は ， か な りちが っ た現れ方 をす

る。 こ の こ と は． 「援助 を求 め て い る 個人 の 特徴」変数

の 1 っ の 場合 で あ るが ， こ う した変数を導入 した実験 は

い まの とこ ろ見 当た らな い 。もち ろ ん こ の こ とは ，子 ど

もが ドウチ 」 と 「ソ ト」 と をど うや っ て 区別 し て い る の

か ， またそ うし た 区別 は どの 年齢段階か ら始ま る の か と

い っ た 点 に っ い て ，記述的な資料が全 く欠 け て い る こ と

と も関係 し た こ と で あ る 。

　第 4に は ，他の 研究領域との 関連 づ け の 問 題 が あ る 。

共感性 や 役割取得に つ い て は ，わ が 国 で も多 くの 研究 が

あ る。自己 概念や道徳性 の 問題 は，こ の タイ プ の 行動 と

深 い か か わ りが あ る は ず で あ る 。現在の と こ ろ，向社会

的行動 に 関心 をもつ 研究者た ちは，薪 しい 課題 の 設定に

い そが し く， ま た こ の問題 の 重要性 を主張す る の にカを

と られ て い て，周囲 の 研究領域 と の 関連 を じっ くり考え

る余裕に 欠 け て い る 。 最近出版 され た 柏木 （1983）は，自

己や 自我の 研究者で あ る著者が ， その 枠組 み の 中 に向社

会的行動 を もと り込 ん で 構成 した，きわ め て問題提起的

な著作で あ る 。 向社会的行動に つ い て の 統合的 な研究 の

一 126　一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

方向が，さ ま ざま な形で 試み られ る こ とを望みたい 。
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