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　教育心 理 学 に お け る最近 の 研究動向 と し て 認 知 発 達

（社会化），そ の 1 つ と し て の 言語獲得，対人 技能 の 発

達，自己意識の 発達な どの 研究が め ざま し い 。特 に気づ

か され る の は，ク ロ ス ・カ ル チ ュ ラル 　（cross ℃ ultUra1 ）

と銘打 っ た 研究 や，そ の よ うに云 わ な くて も文化的要 因

を 1 っ の 変数 と し て ，ま た 少 な くと も，生活の 文化的文

脈 の 中で 子 ど もを観察 し理解 し よ うとす る 試 み が 増加 し

て きた こ とで あ る 。

　 しか し，か っ て 波多野 （1974） が 指摘 し た よ う に，

「従来 の 比較文化的研究 に は お 粗末 な の が 多い
。 比較 の

た め に共通 の 物差し が必 要 に な る わ け だ が，こ の 物差 し

が，異 な っ た 文 化 に お け る行動発 達 の 差異 を表 わ す の に

必 ず し も適切 で な い 」 こ とに よ る し，「そ もそ も何 か や

っ た ら，な ん で も他 の 文化 で ど うか と比較す る とい うの

は，あま りに 必 然性 の な い 話」 で あ る の に ，そ の 種 の 研

究 が あと を絶 た ない こ と も事実 で あ る 。 筆者 の
一

人 （渡

辺）も先に 口本の 1960年以 降20年間の 異文 化間心 理学 の

研 究 を概 観 した 結果，従 来 の 方 法 論 的 問 題 点 を 6 っ 指摘

した （渡 辺 ・大 塚，1979）。

　 し か し ご く最近 に な っ て ，わ れ わ れ が 「異文化問教育

心理 学研究 」 と呼ぶ ア プ ロ
ー

チ に つ い て少な くと も 2 つ

の 大 きな収獲があ っ た 。 その 1 つ は ， 東 ・柏木 ・ヘ ス ら

に よ る 「幼児の 知的機能，コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン ・ス タイ

ル ，教育可能性 に お よ ぼす母親 ・
保育者 の 影響 に 関す る

比較文化研究」の 総合報告 （東 ほ か ，
1981）と ， 箕浦 に よ

る 「子 ど もの 異文化体験 ： 人 格形成過程心 理 人 類学的研

究」 （1984） で あ る 。 前者 に つ い て は ， 東が さ らに 問題

意識や共同研究の 組織
・
運営の 難 し さと研究者 の 文化的

盲点 を指摘した 「特別論文」 を書き， それ に 対す る 野村

の コ メ ン トが行 わ れ た （東，1983 ；野 村，1983）。

　後者につ い て は，箕浦 が さ ら に そ の 研 究 方法論の 覚え

書 き （箕 浦，1983） を発 表 して お り，い ず れ 本格的 な論

評 が加 え られ るで あ ろ うが，た ま た ま一
方 は ア メ リ カ と

日本，それ ぞ れの 国 に お け る 認知的社会 化 の 研 究，他方

は ア メ リ カ に お け る 口本人 子女の ア メ リ カ 文 化 へ の 同 化

過 程 の 質的分析とい うこ と で，そ の トピ ッ ク に み られ る

類似 もさる こ とな が ら，方法的に も高 い 信頼性 と深み の

あ る 成果 を挙げた とい う共通性が見 られ る （後 節 パ ー
ソ

ナ リ テ ィ の 項 参 照 ）。

　筆者らは先に 日本教育心理学会第 24回総会 に 際 し て 自

主 シ ン ポ ジ ウム を行 い ，そ の と きは じ め て 「異文化間教

育心理学」とい う言葉 を用 い て ， そ の 「課題 と展望 」 を

5 名の 話題提供者 と 2 名の 指定討論者 に よ っ て 検 討 し

た。そ の 概要 は 総会発表論文集 と本誌年報第22号 に記 し

た が，そ こ で取 り上 げ られ た こ と は，  諸外国 ， っ ま り

異文化 で の 教育心 理学的事象の 研究方法や理 論が，い わ

ば文化 を超え て 他 の 社会
・
文化 に ど こ まで 普遍的 に妥当

な もの か，  異 文 化 との 接触 が もたらす困難 （加 レ チ ュ

ア ・シ ョ ッ ク） と，そ の 中で 自文化 （た と え ば 母 語） を

獲得保持す る こ との 困難 ，   海外 に お け る H本 人 児童 ・

育年に み られ る学習上
・
生活上 の 「弱 さ」 と，そ れ に表

わ され た 口本人教師の 指導性 ・資質 の 問題点，  帰国子

女 の 再 適応 の 困難と民族的 ・
文化的 ア イ デ ン テ ィ テ ィ の

問題 そ し て　  そ れ ら に よ っ て 指摘 で きる 日本 の 国民

教育 の 問題などで あ っ た。

　 「異文化間教育心理 学 」 とは何 か。そ の よ うな学問分

野が 欧米先進国に お い て 既 に確立 され て い る の か，と い

え ぱ ， 答は 明快に 出せ な い の で ある が ， 従来 の 「教育心

理学」 や 「発達心 理 学」 に は欠け て い た視点，方法，そ

し て い くつ か の 間題領域 を含む新 し い 動向 と し て は と ら

え て お きた い 。

　そ の 視点と は，教育現象 ・教育過程 が，そ もそ も一国

な り一祉会 の 歴史 と文化的文脈 に 根 ざ して い る以上 ， そ

の 社会 の 現実 （social 　reality ） の た だ 中に い る 子 どもや

青年の 発達の 姿 と学習 の 方略 を，文脈と と もに と ら え る

こ と，そ し て そ れ を行 うた め に は，歴史と文化的文脈 を

異 にす る他 の 社会 ， っ ま り異文化 で お き て い る こ と を学

び，単 な る 比較 で な く，生活 し成長 し，適応 し変容す る

人間 の 行動 と経験，さ らに内面 の プ ロ セ ス の 共通性 と と

もに その 差異 と， 背景を理解す る こ と で あ る 。

　そ の 方 法 と し て は ，欧米先進国で 開発 され 輸入 され た

観察法，検 査 法，調 査 法 な ど を盲 目的 に 踏襲せ ず に ，わ

が社会，そ の 文化的文脈 （サ ブ ・カ ル チ ュア の 違 い ） を

意識 した方法 の 使用が 必要 で ある 。輸入 技術を用 い る に

し て も相当 の 改良を加 え て ，そ の 妥 当性 が 高い もの で な

けれ ば な ら な い 。
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　問題領域 に は，次の よ うな も の が含ま れ る で あ ろ う。

　 L 　認知社会化 ： （文 化 的 文 脈 に お け る） 図 形 認 知 ・

　　空問把握 ・保存 ・分類 な どの 発達 ；漢字 ・か な ・ア

　　ル フ ァ ベ
ッ トの 読 解 力 ・書字 ；二 （多）重 言 語 ，

　　NVC 　（非 胥 語 コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン ）

　 2． パ ーソ ナ リテ ィ ， 入 格形成 ；認知 ス タイ ル ， 統制

　　源 （IOCUS　 of 　 control ）， 表出行動 ， 感情 ・動機 ， 道

　　徳性，責任感，自已 意識，発 達障害，パ ーソ ナ リテ

　　 ィ ア セ ッ ス メ ン ト，

　3． 社会的行動 ；対人関係 （認 知 ・魅 力， コ ミュニ ケ

　　
ー

シ ：，ン 。ス キ ル ， 原 因 ←責任性 の 帰 属，親 子 関

　　係 ， 仲閭関係 ， 教師 ・生 徒関係 ， 学級行動）

　4． 異文化体験 ・同化適応過程 ： 個人 ・集団 レ ベ ル の

　　文化摩擦 ， 文化的障壁 ， 復帰 シ ョ ッ ク，民 族的 ・文

　　化的 ア イ デ ン テ ィ テ ィ ，

　 5． 国際理解教育過程
・
多文化教育 心 理

　今回 こ れ らの 問題領域 に 属 し，我が国の 内外 で 比 較的

最近 の 論文 と し て 発表 され た 研究 に つ い て 調 べ た 。国内

の 分 は，単行本 （専門書
・参 考 書）以外は，国会図書館

編 「雑誌記事索引 （1979− 1983）」 を用 い ，ま た，海外

分 に つ い て は ア メ リカ 心 理 学会 の データ ・フ ァ イ ル

ニPSYCINFO 　67−84／Jun　（1975− 1984＞ と　
“Psycholo−

gical　 Abstract”に よ っ て 関連文献をぬ きだ し，東北歯

科大学図書館 の 協力 を得 て 国内外 の 図書館 に 発 注 し て

入 手 した 。そ の 中に は JD ，　A ，　L （Dissertation　 Abstract

International）に 登録 され て い る 最新（1984年 5 月 まで ）

の もの が 含 ま れ て い る 。

　文末 に 掲載 した 文献 は 200ある が，本文 で そ の す べ て

に言及 で きな か っ た 。ま た，認知社会研究の 動向 に 関 し

て は ， 既に こ の 年報 の 「展望」欄で ， 田 島 ・臼井 （1980）

が 詳説 し て お り，毎年度発行 され て い る 目本児童研究所

編の 「児童 心 理 学 の 進 歩」 に お い て も国 内 の 研究 に つ い

て は 紹介 され て い る の で ，ほ とん ど触れ な い こ と と し

た 。

　以 下 の 記述 は次 の 順 に 行 う。

123456パ ー
ソ ナ リテ ィ

自己 知覚

情動

動機

社会的行動

民族，人 種，国家意識，お よ び ア イ デ ン テ ィ テ ．イ

　 と そ の 発達

7． 学 校教 育

8． 帰国適応 ・復帰 シ ョ ッ ク

9．　異 文 化問 カ ウ ン セ リ ン グ

　 1，　パ ーソナ リテ ィ

　 トリア ン デス 　（Triandis ，
1980） に よ れ ば 1969年 以 降

の 異文化間心 理 学に お い て研究者の 関心 が 弱 ま っ た領域

は，「文 化 とパ ー
ソ ナ リテ ィ 」，「価値 の 研 究一そ し て 「異

文化間的 セ ッ テ ィ ン グに お け る 実験的ゲ
ーム 」 の 3 つ で

ある。

　 そ の うち，」文 化 とパ ー
ソ ナ リテ ィ 」 の 研 究 が 衰 退 し

た原因 と して 次の 点が 指摘され た。

　  ，パ ー
ソ ナ リテ ィ が 1 つ の 文化内に お い て も多様す

　　　ぎる こ と 。

　   ，パ ーソナ リテ ィ の 計測 は ， 1 つ の 文化内に お い て

　　　も限定 された 妥当性 し か持 た な い の で あ り，ま し

　　　て や い くつ か の 文化 の 問 で 同等 に 計測す る の は お

　　　お よ そ 不 目∫能 で あ る こ と 。

　   ，伝統的 な パ ーソ ナ リテ ィ 変数 よ りも，た と え ば 認

　　　知的変数 の よ うな ， ず っ と高 い 信頓性 で 計測 で き

　　　る 変数 の 方 が 心 理 学者た ち に，よ り多 くの 利 益 を

　　　 も た らすか も し れ な い こ と。

　 こ の よ うな串情 を反映 して か ， 近年 の 異文化問教育心

理 学 に お け る パ ーソ ナ リテ ィ 研究の 領城 は，そ れ ほ ど広

くは な って い な い 。た とえ ば，か って の B ，B ．　Whiting

や J．W ．　M ．　 Whiting らの
一

連 の 研究 に 代表 され る よ う

な パ ー
ソ ナ リテ ィ の 比 較文 化的 な研 究 は，ほ とん ど見 ら

れ な くな っ た 。児童，生徒を対象者 と した 研 究 の 中 に

Eysenck 　Personality　 Questionnaireや ，　 L．　Bellakの

Children’s　Apperception 　Test な ど を用 い た 比較研究

（た とえ ば Saklofske ＆ Eysenk，1978や KHne ＆ Sva−

ste −Xuto ，1981な ど）や統制源 （locus　of 　 contro1 ） の

文化差 を調 べ る た め の 研 究 （た と え ば Barli亘g ＆ Fich −

a 皿
，
1978 ；Halpin ＆ Halpin，1981 ；Medinnus　et　al．，

1983な ど） な どがある が ， 各文化間 の 比較 が主 で あ り発

達研 究 とは い えな い 。

　例外的 に 教育心理学的な意味で ま と ま っ て い る研究領

域 は，学校教育 と の 関連で パ ー
ソ ナ リテ ィ を取 り扱 っ た

もの で あ る。

1）・学業成績 とパ ー
ソ ナ リテ ィ

（1）．学業成績 と統制源 （IOCUS　 O ［ controi ）

　学業成績 と内的統制 とが正 の 相関関係 に あ る こ とは ，

1970年代 の 中ご ろ 以前 に 主 に ア メ リ カ で の 研究 で す で に

確 か め られ て い た が （Faustman ＆ Mathews ，198 ，

Watkins，1982，　 Kishor， 1983）， 1970年代後半以降 ，

こ の 関係が 文化 を越 え て 普遍 的 な もの で あ る こ と を示す

研 究 が 次 々 と発 表 され た 。こ れ ら の 研 究 が な され た 文 化

圏 は ノ ・ ン ガ リ
ー

（RUPP ＆ Niwicki，1978），ス リ ラ ン カ

（Faustman ＆ Mathews ，1980）， フ ィ リ ピ ン （Watkins ，

1982），　フ ィ ジー
（Kishor，1983）な どで あ る。
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　用 い られ た 尺 度1は， Children’s　 Nowicki −Stricland

Intema亙三ty−Externality（CNSIE ）尺度 （Rupp ＆Nowicki，
1978 ；Kisho ど，1983），　M ．　M ．　Clifordに よ る Academic

Ac．hievem ／　nt 　Accountability（AAA ）Locus 　 of 　Control

Questionnu’lre （Faustman ＆ Mathews ，1980），　 V ．

CrandaL 　 ら に よ る　InteUectual　 Achievement 　 Re −

sponsibility 尺度 （Watkins ，
19S2）な ど異 な る種類 の も

の で ある が，い ずれ の 尺 度 を使用 して も各研究 にお い て

内的統制源 と高い 学業成績 と の 正 の 関係 が報古され て お

り，こ の こ とが 文化 を越 えて 普遍 で あ る ， とい う命題が

支持 され て い る。

  ．学業成績 と 外向性
一

内向性

　ア メ リカ，イ ギ リス ， ウガ ン ダで 確認 され た 「思春期

前期の ある 時期 を境 に生徒 の 学業成績 と外向性
一

内向性

との 関係 が逆転す る 」 と い う事象 が ， 南 ア フ リカ の 2 つ

の 民族 にお い て も見 られ る か 否か を確 か め る た め に ，

Orpen（1976） は Eysen　ck 　Personality　Inventory を使

用 し て 調査 を実施 し た 。選 ばれ た 民族は，パ ン ツ
ー

語 の

一・
種 ホ ナ語 を話す黒人とボ

ー
ア 語 を話す白人 （ボ ーア 人）

で あ る。

　分析 の 結果，黒人 と 白人 の 両群 に お い て 中等学校 の 生

徒で は 学業成績 と外向性 が 正 の 相関 ，

一
方大学生で は負

の 相関が 見 られ，上述 の 逆転現象 の 普遍性が確 か め られ

た 。

（3）．学業成績とパ ーソナ リテ ィ 研究 の 閭題点

　前述 し た Watkins （1982）の 論文 の 中 で，パ ー
ソ ナ

リ テ ィ 変数 と他 の 変数 と学業成績の 関係を Watkins は

図 1 の よ うに モ デ ル 化 し て い る。こ の モ デ ル を墓 に フ ィ

リ ピ ン で 行 っ た 調査デ
ー

タ をパ ス 解折す る と図 2 の よ う

な 結果 あ っ た。

　ま た ，
Barling ＆ Ficharn （1978）に よ る と社会的経

済的要因 と 内的統制 との 関連 が 大きい と され て い る。

　以 上の こ とか らい え る の は ，学業成績とパ ー
ソナ リテ

ィ の 関係 の 研究で は ， 他 の 変数 と の 関連 を研 究 の 枠組の

背景的変数 パ ー
ソ ナ リテ ィ 変数 学業成績

（Watkins， 1982）

　　　図 1

評 」賊

（V 厂atkins ，　1982）

　　　図 2

中 に入れて お く方が よ り現実的に豊か で新 しい 情報を入

手 で きる ， と い うこ とで あ る 。

　さ らに ，背 景的 変数 → バ ー
ソ ナ リ テ ィ 変数→学業成績

と い う よ うに
一

方方向 か らだ け の 因果関係 の 分析 だ けで

は な くp 次の 節で 紹介する Nyborg ら （1982） の 論文で

指 摘 され る よ うに 生徒や学生 に 対す る教師の 態度 （成 績

評 価 の 仕方 も 含 め た 〉や学校組織 の あ り方が 1 つ の 文化

的要因 と して 生徒た ち の パ ー
ソ ナ リ テ ィ 形成 に 与 え る 影

響を重 んず る視点 を組 み 入 れ，各変数間 の 力動的相 互 作

用 を明 らか に す る 方法論が こ の 分野 で の 研究の 発展 に は

必 要 で あ る と 考 え られ る 。

2）．学校 の 教育的文化的環境 とメ ーソナ リテ ィ

　Nyborg ら （1982）は， 7 〜15歳の デ ン マ ーク の 子 ど

もた ち 1111入 を 対 象 に Junier　Eysenck 　Personality

Questionnaire（JEPQ） を用い て調査 を し，そ の データ

をイ ギ リス で の 他 の 同様な研究 の データ と 比 較 分 析し

た 。そ の 結果，Neuroticism と Lying の 尺度 に お い て

デ ン マ
ー

クの 男子がイ ギ リス の 男子 よ り，ま た，Psycho −

ticism ，　 Extraversion，　 Neuroticis皿 の 各尺 度で デ ン マ

ー
ク の 女子 が イギ リ ス の 女 子 よ り低 い 得点 を示 し た。

　 こ の 論文 の 中で Nyborg らは，　 Lying の 尺度 の 結果

に つ い て大き くス ペ ー
ス を割い て 論じ て い る 。 そ の 理由

は 3 っ あ っ て ，第 1 に JEPQ を使用 し た 過去の 異 文 化

問研究 に お い て Lying の 尺 度で は イ ギ リス の 子 ど もた

ち の 得点が低 か っ た が，今回の 研究 で は それ よ りさ らに

デ ン マ
ー

ク の 男子 の 得点が 低か っ た こ と，第 2 に Lying

の 尺度 で の 得点は ， その 社会 の 自由放任性 との 関連があ

る こ と，第 3 に は 東 ヨ
ー

ロ ッ パ の 子 供 の 方が こ の 尺 度 で

得点 が 高 い こ とで あ る 。

　 ハ ン ガ リーや ユ ーゴ ス ラ ビ ア の 学校 で は 権威 主 義，集

団主義，従順さ，自己 修練 が重視 され て お り，か つ ，反

社会的行動が画 ヨ ーt ッ パ の 子 供た ち よ り も抑制 され て

い て，虚言 が 西 ヨ ーロ ッ パ で よ り も広 く見 られ る こ と を
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他 の 研究 を引用 しな が ら考察の 中で 指摘 し て い る 。こ の

よ うな社会的自由放任性 の 度合い の 違 い が Lying の 尺

度 の 得点 に影響を与 え て い る とい う の が Nyborg らの

考え で あ る 。

3）・異文化接触 とパ ーソナ リテ ィ の 変化 と形成

　パ ー
ソ ナ リテ ィ 研 究 に異文化接触 の 場面 を選ぶ とい う

こ とは伝統的研究に は な か っ た新 し い 視点で あ る 。大衆

の レ ベ ル で の 異文化交流 が 地球的規模 で 拡大 し た現代に

お い て そ れ が可能 に な っ た と い っ て もよ い で あ ろ う。

　教育心 理 学的 に 意味の あ る 研究は ほ とん ど見 られ な か

っ た が，こ の 分野 で 例外的 に す ぐれ た研究が 1 つ あ る の

で 紹介 し た い 。

　ア メ リカ に留学した 日本 人 大学生 の パ ー
ソ ナ リテ ィ の

変化 に っ い て の 研 究 （Kumagai ，1977）で は，留学は パ

ー
ソ ナ リテ ィ に変化 を及 ぼ さな か っ た，と報告 された 。

　 し か し，異文化接触 に 伴うパーソ ナ リテ ィ の 変容は ，

精神発達 の ど の 段階で 異 文 化体験 が あ った か に よ っ て 大

き く質が異なる こ とを示 し た研究が あ る e こ の 研究 （箕

浦，1984）は ，社会科学的研究の 方法論に お け る 景 と質

の 問題の 調和，現象へ の 切り こ み 方 と い う2 点 で す ぐれ

て い る。

　箕浦 は，パ ーソナ リテ ．イ の 発達過程 を探 る ため に 同
一

文化内で は見つ け難い よ うな影響要因が設定 し 易い 子供

の 異文化体験 を研究課題 と して 取 りあ げた 。焦点が あ て

られ た の は ， 認知 ， 行動 ， 情動 の 側面で あ る。分析 の 結

果，J．　Piaget の 発達段階 を基 に 設定 され た ，9〜14 ・15

歳に お い て対 人関係で の 文化的影響を強 く受 け る （文 化

文 法 体得 の 臨界 期）， とい う仮説が 支持 され た 。異文化

体験 を し た の が，こ の 臨界期 の 時期 で ある の か あ る い は

そ の 前な の か 後 な の か に よ っ て ，パ ー
ソ ナ リテ ィ 形成に

与え る 文化的影響 は質的に異な る，と され た 。

　ま た，パ ー
ソ ナ リテ ィ の 休系 の 中 に文化的 な る も の

が 取 り入 れ られ る過 程 で 重要 な影響 を及ぼす要因が，年

齢，言語，家庭環境，同輩集団などで ある こ とが 明らか

に され た 。

　 2．　 自己知覚

　 自己知覚に関す る教 育心理 学的異文化間研 究 と し て

は ，学習 に 関す る も の が い くつ か あ っ た の で ，こ こ で は

そ れ ら を取 りあ げた い 。

1）．学 業 に 関 す る 自己知覚

　学業 に 関す る 自己知覚の 項日が組み こ ま れ た 自己概 念

尺度 を用 い た 研究が あ る 。 い ずれの 研究 の 揚合も学業 に

関す る 自己 知覚 に文化差 が あ る こ とが 報告 され て い る。

　 Weinland ら （1976） は，　 S，　 Coopers 皿 ith の Self−

esteem 　Inventory に基 づ い て 作成 した 日己概念 尺 度 を

使 い ，デ ン マ
ー

ク とア メ リカ の 子 供 た ち の 比 較 を した 。

彼 らの 仮説 の 1 つ は ，デ ン マ
ー

ク は ア メ リカ に 比 べ 福祉

が 約束 され て い る の で 「成功 しな けれ ば な らな い 」 とい

う精神的圧 力 が 少 な く自己概念尺度 の 中の 学校で の 達成

につ い て の 項 目 （た と え ば 「自分 の 学 業 を私 は 誇 り に し

て い る 」， 「私 は ， 学業 に 最善 をつ く し て い る 」 な ど）で

の 得点 は ア メ リ カ の 子供 た ち の 方 が よ り高 い ，とい うも

の だ っ た 。分析 の 結果，仮説 が支持 さ れ た 。

　自己 尊重 （self
−esteem ） と学業能力 との 正 の 相関は，

タ イ の 子供 の 方 が ア メ リカ の 子供 よ り高 く，ま た タ イ系

タ イ 人 よ り も巾国系 タイ 人 の 方がそ の 相関が高 い ，と い

う報告 （Subhadhira ，1976）も あ る 。

　 イ ギ リス 人 とナ イ ジ ニ リア の ヨ ル バ 族 と の 比 較 研 究

（Olowu ，　1983） で は，イ ギ リス 人 の 生 徒の 方が，学業に

関す る 自己概念が高 い こ と が 示 さ れ た 。そ の 考察の 中

で ， こ の 結果 の 原因 と し て，  ナ イ ジ ェ リア で は 中等教

育 は 最 近 始 ま っ た ばか ／J で あ る こ と，  栄養不足 が 社会

的揚面で の よ り劣 っ た 自己概念 の 形成 に 影響を与 え て い

る こ と，   家族 の 中で 子供 の 数 が 多く， そ の こ とが 学業

に 関す る 自己概念が よ り低 い とい う結果 と関係がある こ

と，な ど を あ げ，関連 の 文献 を引用 しな が ら説明 し て い

る 。

　ナイ ジ ェ リア の 生徒た ち の 自己概念をよ り肯定的 な も

の とす る た め に は ， 学校 の カ リキ ュ ラ ム ， 組織 ， 教師 の

生 徒に対する態度などをナ イ ジ ェ リア の 文化 ・風土 に 合

っ た もの に し て い く必要 が あ る，と説 い て い る 。

2）．自己知覚研究 の 問題点

　上 で 紹介 し た 研究は ，す ぺ て 自己 の 学業 に対す る 自己

知覚 を問 う質問紙法で 行 わ れ て い る。一
般的に社会的望

ま し さや反応傾向の 程度に 文化差があ る とす る 研究 は，

多 くあ る （渡 辺
・大 塚，1979）。 こ の こ と か ら，特 に公

的な場 で 自己 に つ い て の 評価をす る場合，そ の 反応 の 仕

方 に 文化的 な違 い が あ る こ と は，容易に推測 で きる 。学

業 につ い て の 自己 知覚と客観 的 な学業成績 との 対応度 を

ま ず各文化 に お い て 検討 し，そ の 結果 に従 っ て異文化間

研究を実施す る こ とが望 ま れ る。

　 3． 情勢

　 「社会化 の 過程や育児 の 態度あ る い は慣習が，共感的

行動 の 重 要 な決定囚 で あ る」 とい う命題 の 検証 が ， 同
一

文化内で は 難 し い こ と を 理由 に，親 の 育児 の 仕方 が 極

端に 違 うギ リ シ ャ とア メ リカ が選 ば れ 実施 され た 研究

（Roe ，1977）が あ る 。ギ リ シ ャ で は 母親 の 子 供 に 対す る

しつ けは ，権威的 に 厳 し く行 わ れ，一
方 ア メ リ カ の 周

’
親

は，よ り寛容で あ る。分析の 結果，ア メ リカ の 子 供 た ち

の 方 が よ り共 感が 高 か っ た。「親 の 育児 の 仕方 が 厳 し い

ほ ど子 供 た ち の 共 感 の 感覚 は 弱 ま る 」 とい う仮 説 は，支

持 され た 。
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　乳児 の 感惜表現が文化的環境 の 違 い に よ っ て どの よ う

な影響 を受け る の か につ い て 調ぺ る た め に Landau （19

82）は，イ ス ラ エ ル 在住 の べ ドウィ ン 族 （ア ラ ブ 人 ） と

キ ブ ツ ， 施設 ， 都市部 の 中流お よ び ド屑階級 の 家族 を対

象 に 観察調査 を実施 し た。ベ ドウィ ン 族 の 間で は ，乳児

が泣 い た り騒 い だ りす る と ， 母親 が そ の 時 に 何 を し て い

よ うともそれ を止 め 即座 に 対応す る こ とが習慣とな っ て

い る。分析の 結果，乳児 の 騒ぎた て る行動 の 出現率 と，

親や世話人 の そ の 行動 に 対す る 即座 の 対応 の 出 現 率 が

正 の 関係 に あ る こ とが 見 ら れ た。 こ れ は， BeIl＆

Ainsworth 　（1972）の ア メ リ カで の 研究結果 と は 逆 の

結論と な・t」て い る が，Landau の 考え で は ，こ れ は ア メ

リカ の 場合母親 の 対応 の 仕方が ベ ドウ／ ン 族 と基本的 に

異な る た め で あ っ て ，行動分析学的解釈 か らし て も 2 つ

の 研 究 結果 に は 矛 盾 は な い と され た 。方法的 に よ く練 ら

れ た研究 で あ る 。

　情動 に 関連 し た そ の 他 の 研究 と し て Kilbride ＆

Yarczower （1980） に よ る 顔 の 表情の 認知 と模倣 の 研究

（ザ ン ビ ア と ア メ リ カ の 児 童 と 青年 の 比 較 ） や Hazer

ら （1981） の 職業に対 す る情動 の 研究 （30の 文 化 の 高 校

生 ）な どが あ げられ る 。 前者 で は 研究者 らが自ら認 め て

い る よ うに ， 2 つ の 比較対象群 の 内 の 片方 の 群 で あ る 白

人 の 顔 写 真 だ け を刺激素材 と し て 用 い た た め ，こ の こ と

が結果 に影響 を及 ぼ して い る可能性があ る し，ま た発達

的考察も ア メ リカ の 対象者に つ い て の み な され て い る ，

と い う問 題 点 が あ る 。後者 で は ，考察の 章 で 異文化問発

達研究 の 必 要性 を述づ て い る だ け で あ る。

　 4． 動機

　Barrett＆ Nicholls（1978＞は，ニ ュージー
ラ ン ド国

内に お い て 社会経済的 に劣位 に あ る 現住民 マ オ リ族 と優

位 に ある 白人 の 子 供た ち を対象に 研究 を行 い 「テ ス ト場

面 にお い て 経済的 に貧 して い る 子供たちの テ ス ト成績 が

彼 らの 不安や用心 深 さ （wariness ） に よ っ て 悪 くな る 」

と い う命題 の 検討 を試 み た。そ の 結果 ， こ の 命題 は 支持

され た が ，
Barrett ＆ Nicholls らは こ の こ とが 「恥ず

か し さ」 と か 「自信 の なさ」 と い うよ うな 動機 の 欠損が

原因 と考え る の で は な く，マ オ リ族 の 文化的価値観が，

協調 と対人的な扶養 を重 んず る とい うこ と の 現 わ れ で あ

る，とい う解釈 もな りた ち うる と し た 。こ の よ うなマ オ リ

族の 子供た ち の た め に よ り援助的 な雰 囲気 を学級内の テ

ス トの 場面 で 作 る 必 要 が ある ， と Barrett ＆ Nicholls

は述 べ て い る。

　問題点 を 1 つ あ げた い 。こ の よ うな異文化問教育 心 理

学的研究 の 成果 が，少数民 族 の 立 揚 を重 ん じ た教育政策

を立 案す る た め に 利用 され る こ と を歓迎 し ない 訳 で は な

い が，こ こ で の 命題 に あ る よ うに，社 会 経済的 地 位 が 学

習 に おけ る 動機に 対 して 重要 な 変数 だ とすれ ば，そ の 地

位 の 改善に も研究者は関心 を持っ 責任が あ る だ ろ う。現

状維持あ る い は 保存 の ため に 利用 され る 研究 で あ っ て は

な らな い 。

　 5．　 社会的行動

1）．道徳，服従 と逸説

u）．道穂

　Ziv ら　（1978） は，異 な る仕会化 の 過程 を経た 子 供 た

ちは ， 道徳的判断も異 な る だ ろ う とい う仮説 を立 て ，イ

ス ラ エ ル の 3 つ の 文化的に違 っ た集団 （キ ブ ツ の ユ ダ ヤ

入，ア ラ ブ 人 ，都 市部 の ユ ダ ヤ 八 ） を選 び 調査 を した 。

用 い た 尺度は，道億実在論一道徳相対論 の 尺度 で ある 。

社会化 の 過 程 に お い て キ ブ ツ の ユ ダヤ 入 で は 仲間の 影響

が 大き く，ア ラブ 人 で は 大 人 の 影響が 大 きい ．都市部の

ユ ダヤ入 で は ， キ ブツ の ユ ダヤ人 と ア ラ ブ人 との 中問的

影響が見 られ る。

　分析 の 結果，都市部 の ユ ダヤ人 の 子供 た ち は ア ラ ブ人

や キ ブ ツ の 子 供 た ち よ り道徳相対論的 で あ っ た。ア ラブ

人 や キ ブ ツ の 子 供 た ち は，極 め て ホ モ ジ ニ ア ス な社会的

生 育環境 で 育 っ た の に 比 べ
， イ ス ラ エ ル の 都市部に は，

80か国もの 国 か ら移住 し て きた ユ ダヤ 人 が住 み ヘ テ ロ ジ

ニ ア ス な社会的生育環境で あ る こ とが，こ の 結果 に 反映

して い る こ と を Ziv らは 指摘 して い る。

　L．Kohlberg の 道徳意識 の 発達段階が，キ ブ ツ で 育

っ た子 供 た ち （Snarey ，1982）や トル コ 人 （Turiel　et 　 al．，

1978） に おい て も妥当す る とい う報告がある 。

  ・服従 と逸説

　Kazemi （1983）は ， イ ラ ン とア メ リカ の 子 供 と を対

象 に 服従 と逸説 に つ い て の 研究 を し た。そ の 中で，子 供

自身 の 欲求 と 両親 の 抑制 との 間に葛藤が 起 きた時 の 道徳

的次元 に対す る感受性 は，年齢と ともに 高 ま る，と報告

して い る 。

2）．協力と競争お よ び 葛藤解決

（1）．協力 と競争と兄弟数と川生順

　ア ン グ ロ 系 ア メ リカ 人 と メ キ シ コ 系 ア メ リ カ人 の 協力

と競争 とい う社会的行動 に お ける 差異 （た と え ば，ア ン

グ ロ 系 ア メ リ カ 入 の 子 供 の 方 が ，メ キ シ コ 系 ア メ P 力 入

2 世 よ P競争的 で あ る くKnight 　et　al．，1977＞ が，家族

の 中の 兄弟 の 数 の 大 き さや 出生 順位と関係 が あ る の か 否

か を Knight ＆ Kagan 　（1982） は，確 か め よ う と し

た 。そ の 結果，そ の よ うな 関係 は見 られ な か っ た 。

（2）．葛藤解 決

　上 で 述 べ た よ う な ア メ リ カ人 と メ キ シ コ 人 の 子供 た ち

の 協力 と競争 に 関す る 研究が，限 られ た年齢 とサ ン プ ル

数で か つ 自由な反応が で き な い よ う な実 験 的 ゲー
ム の 方

法 を取 っ て い る こ と に よ る方法論上 の 限界 を乗 り越 え る
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た め に，open −
ended な 質閊 を用 い 年齢 の 幅 もサ ン プ ル 数

も拡大 し て 同 じ研究者らが 改 め て 調 査 （Kagan 　 et　 aし

1982） を した 。そ の 結果，そ れ ま で ア ン グロ 系 ア メ リ カ

人 と メ キ シ コ 入 との 間 に 差 が 見 られ て い た こ と が，低年

齢層の 子供に 限 っ て の み 見 られ る と い う こ とが で き，高

年齢層 に な る に従 い 次第 に差 が な くな る 傾向が 報告 きれ

た 。

　Kagan らの 研究課 題 は，子 供 た ちが対入関係上 で 体

験す る葛藤場面 に対す る子供 た ちの 解決行動で あった 。

そ の 行動 が分類 され 分析 され た。

　教師 と母親 の 葛藤解決に つ い て の 目米比較 （Kurachi ，

1984） に っ い て は，学校教育の 節で 紹介す る 。

　6．　 民族 ， 人 種 ， 国家意識 お よび ア イデン テ ィ

　　　 テ ィ とそ の 発達

　 「特定の 民族や人 種 に 対す る 集団 と し て の 好 み や 拒絶

は，年齢が高くな る に従 っ て 弱 くなる 」 とい う命題 が，

い くつ か の 文 化 にお け る研 究 で 支持 され て い る （渡 辺
・

大迫， 1976；Watanabe 　et 　aL ，1977 ；George＆ Hoppe
，

1979 ）。 し か し な が ら，民 族 に対す る 選択 （好 み ） の 研

究 で は ， 性別 と年令 を コ ン ト n 一ル し な けれ ばな らな い

（Levine＆ Ruiz，1978）， とい う指摘が あ る。

　ま た ，国，民族，人 種 に対す る知覚が，年齢が 低 い 子

供 ほ ど物質的 ， 物理的 ， 具体的 で あ り，年齢が高 くな る

と政治的，道徳的，心 理 的，抽象的，質的 に なる （渡

辺 ・大 迫 1976 ；Watanabe 　et　 al．，1977 ；Nugent ，1980 ；

箕浦，1984）傾向もい くつ か の 文化 で の 研 究 で 同 じ よ う

に 認 め られ て い る。こ の 傾向 と J．Piagetの 発違段階 と

の 比 較 （箕浦，1984） もな さ れ て い る。

　 し か し，以上 の よ うな現象 の 程度 ， 強 さ，質 に は，各

文化 で 違 い が み られ る 。

　た とえ ば，George ＆ Hoppe 　（1979） の 研究 で は，

カ ナ ダの イ ン ディ ア ン の 子供 と 白人 の 子供双 方 に お い

て ，白人 に 対 す る 好 み あ る い は 他 の 人 種 に 対す る 拒絶な

ど は，年齢 と ともに減 少 す る が，イ ン デ ィ ア ン の 方が 白

入 よ り拒絶 の 率 が 全体的 に高い ，と報告され て い る 。

　ま た，H本と フ ィ リ ピ ン の 子 供 た ちの 人 種 に対 す る好

み は，そ れ ぞれ 年齢 と と もに ヘ テ ロ ジ ニ ア ス に な る 傾向

が 見 られ る が，どの 入 種 が好 まれ る か そ の 順泣は ，日本

とフ ィ リ ピ ン で は 異 な っ て い る （渡 辺
・大 迫，1976 ；

Watanabe 　et　al．，1977 ）ロ

　 さ らに ，ア メ リ カ の 黒人 と メ キ シ コ 人 ，そ して ア ン グ

卩 系 ア メ リ カ 人 と の 比 較 （LeVlne ＆ Ruiz，／978＞で は ，

自分 が属す る 民族 に対す る 好み の 強さは ，年令 に 関係 な

く黒 入，メ キ ン コ 人，ア ン グ ロ 系 ア メ ヲ カ 入 の 順 で 強 か

っ た。

　国家 に 対 す る知 覚に つ い て は ，文化 を越 え て 共 通 に年

齢 と ともに そ の 知覚 が よ り物理 的 で な く，価値的，心 理

的 に な る 傾向が報告 （Nugent ，1980） され て い る が，

しか し ア メ リカ の 子供 の 方 が 国 を よ り政治的 （民 主 的，

社会政 治 的 な 平等 な ど）環境 と し て，か つ 民族中心
．
ド義

的 に見 　ア イ ル ラ ン ドの 子 供 は ，そ れ と対象的に 心 理 的

（国 民 性，伝 統 文 化 の 重 要 性）環境 と し て 見 る 傾向が 強

い ，と され た 。

　少数民族 の 方 が年齢的 に よ IJ　tH く人種意識 を 形成 す

る，と い う報告 （George ＆ Hoppe ，1979）もあ る ．こ れ

は ， 箕浦 （1984） が 投げ掛 け た 「文化的 ア イ デ ン テ ィ テ

ィ の 形成過程 に 文化差があ る の か 」 とい う問題 へ の 答え

の た め の 1 つ の 材料 とな る で あろ う．

　人 種や民族 に 関す る ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 発達 に影響を

及 ぼ す要因 として，人種 や 民族の 多様性や 同質性 よ りも

そ の 階層性 の 方 が重要 で あ る，と い う指 摘 （Morland

＆ Hwang ．，1981）は 興味深 い 。

　 ま た，文 化的 ア イ デ ン テ ィ テ ィ ： 文化的 自己 （箕浦 ，

1984） が発 生 す る 時期 は，9 〜11歳 ご ろ で あ る ， と い う

報告 （箕浦，1984） は注 目に 値す る 。

　外国に お い て 長 く生活 し た 大学生 の 白叙伝を用 い て，

ナ シ ョ ナ ル ・ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 形成過 程 とパ ターン を
t

探 る試 み （星 野，1980
，
1983b

，
1983c ） もな され て い

る 。

　 7． 学校教育

1）．西欧的 な学校教育 と 認知発達

　Rogoff （1981） は ， 西欧的な教育 が認知的発達 に及 ぼ

す影響に つ い て ， 種 々 の 文 化 にお け る研究 を レ ヴ ュ
ーし

た 。そ の 結果，西欧的教育を受け る 子 供 た ち は，次 の 点

に お い て す ぐれ て い る こ とが 示され た 。   2 次元的刺激

素材にお い て奥行 きを表 わ すた め の 慣例的図式化 の 方法

の 使用，  2 次元 的 パ ターン の 分析，  関連性 の な い 情

報をむ らな く覚え る こ と，  関係 の ない 特微 を組織 だ て

る よ うな方法 を自発的 に取 る こ と，  分類学的に対象を

組織化す る こ と ，   分類作業の あ る 次元 を他 の 次元 に容

易 に変更 で き ， ま た 分類化 に よ る 構成の 某 盤 を説 明 で き

る こ と，   」．Piagetの テ ス トの 中で 形式的操作 の テ ス

トの 成績 倶 体的 操 期 の テ ス ト を用 い た 研 究 で は ，一
致

し た 結 果 が 得 ら れ て い な い ）。

2）．そ の 他

　集 め られ た 学校教育に 関す る 文献 は，研究 の 課題がま

ち ま ち で あ る の で ，以 下 並列的 に 紹介す る に 止 め る 。

　 ドグマ テ ィ ズ ム と問題 児 に 対す る教師 の 知覚 との 問 に

は 関連 が あ り，ギ リシ ャ 人 の 教師 は ア メ リカ 人 の 教師 よ

リ ドグマ テ ィ ズ ム が 強 い ， と い う報 告 （Xeromeritou −

Tsaklanganos，1978） が あ る 。

　 ま た，理科教育 の 授業 に お い て カ ナ ダの 教師は，よ り
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の 教師は，実習 と生徒の 自己発見的教育法 を重 視 す る

（Hacker 　 et　al．，1979） こ と も見出 され て い る 。

　教室の 様子 を ミ ニ チ ュア セ ッ トで 模倣 させ る 方法 が ，

学校教育 に対す る子 供の 価値観の 異文化問的研究 に 使用

で き る，とい う試 み （Pickford，1982） も発表 され た。

　パ リ の H 本 人 学校 の 生 徒の 中で ，目本 か ら直接転校 し

て きた群 と フ ラ ン ス の 学校 か ら転校 して き た群と の 間に

対入関係的問題 が あ り，第 3 国か ら転校 した群 は，こ の

2 つ の 群の 間 の 問 題 に は距離 を取 っ て い る ， と 報告 （大

森，1981）さ れ た 。

　また，幼稚園あ る い は保育園の 教師 と児童 の 母親 と の

問 に 児童 の 危機的 出 来事 をめ ぐっ て 葛藤 が 引き起 こ され

た時に，ア メ リカ 人 の 母親 は ， その 出来事 の 責任が明確

に 自分 に あ る と分 っ た 時に の み 責任 を取 り， 日本 人 の 母

親は ，い つ で も幾分 自分 に お ち どが あ り責任 が ある とい

うふ うに感 じ る傾向が あ る （Kurachi ， 1984） こ とも示

された 。

　 8．　 帰国適応 ・復帰 シ ョ ッ ク

　 こ れ は こ こ 2 ，3 年間に お い て 9本 の み な らず外 国で

も急激に 関心 を集め 出 した トピ ッ クで ， Church （1982）
の 丁 寧 な総覧が あ る ほ か ，個 々 の 研究 が 目立 ち は じ め て

い る。Brein ＆ David （1971） の 論文 は，そ の は し り と

い え るが ， Furuhashi （1984）の もの は ， 東京学芸大学

付属大泉中高 の 特設学級 の 帰国生 の 再 適応 の パ ターン を

取 り出 し た 最 も新 し い 研究 で あ る 。 松原 は 少 し 前に帰国

子女 の 学校生活 へ の 適応
一一

般 （松原，1982） と，民族的

意識 ・集囲同調 性 ・
個入指向性 が 海外体験 と ど う関 わ る

か を示 した （松 原 ・伊 藤， 1982）。石 田 と 田 中 （1983）

は，帰国大学生 の 員木語学力 と海外生活 との 関係 につ い

て ，デー
タ に 基 づ い て 論 じ た 。巾津 （1983） は，幼児 ・

児童期 を海外 で 過 ご し現地 の 教育 を受 け た者の，現 地 で

の ， ま た 帰国後 に そ の 心 の 中に形成され る状況図 （認知

地図） を，親 の そ れ との 比 較 に お い て，か な り こ ま か く

理 論的 に考察 した。ま た 高萩 ら （1982） は 操作的帰納的

に 海外帰国子 女 の カ ル チ ャ
ー・シ ョ ッ ク の 分析を行 い ，

要因 と し て は 比 較的単純 な条件 を見 出 した が，そ れ が お

こ る 個体一状況 の 関係や 文 化 的 文 脈 へ の 配慮 に 不十分 な

と こ ろ が残 っ た 。

　White （1980） は ，外 国人 と し て 恐 ら く初め て 日本入

帰国子女問題 をとりあげ ， グル
ープ ・バ ウ ン ダ リィ　（集

鬧 の 壁 ） との 関連 を論 じた 。

　9． 異文化間力ウン セ リン ゲ

　 こ れ は ハ ワ イ の 東西セ ン ターや ミ ネ ソ タ大 学， コ ロ ン

ビ ア 大 学 な ど に は じ ま っ た，主 と して 多民族学校社会 の

メ ン バ ー，っ ま り言語や，また 宗教などの 観念体系や，

対人関係 の ル
ー

ル や コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン ・ス タイ ル を異

に す る児童
・
生徒学生 を常に相手 とし て い る カ ウン セ ラ

ー
や教師や他 の 」一ダーに 必要 な態度と ス キ ル を 学 ば

せ ， 来談者 の 改善 ・治療 に役立 て よ う とす る も の で，

Pedersen ら （1976，1981）が理論 と方法，ま た 実際的

考察 に 関す る 研究論文 を集め た が，Sweeney ら （1980）

は ， ア メ リカ人 と 日本人 で カ ウン セ リ ン グ を学ぶ 学生 の

N ．V．　C．，すなわ ち非言語的 コ ミコ、ニ ケー
シ ョ ン の パ ター

ン を比 較 し た 、ま た ，Tinloy （1978） は カ ウ ン セ リ ン グ

に 来談す る ア ジア 系ア メ リカ人 の 価値観に つ い て 他 の ア

メ リカ人 との 差異 を報告して い る。ま た，カ ウ ン セ リ ン

グで は し ば し ば 問題 に な る 　「共感」，特 に 異文化間 の 共

感 は 訓練 で き る か，とい う問 に対 して Tucker （1978）
は，異文化環境 に お い て 学部学生 の 共感性 を増大 させ る

心 理 教育 プ ロ グ ラ ム を作ろ うと試み て い る e

　大塚（1983）は ， 恐 ら く口本で初め て 異文化問 カ ウ ン セ

リ ン グ に つ い て コ ロ ン ビ ァ 大学大学院で の 2 年間の 実習

（主 と し て 高校を ドロ ッ プ ・
ア ウ トし た ス ペ イ ン 系移民

や黒人 の 子女が相手）を行 っ た体験 を， a．コ ミ ュ
ニ ケー

シ ョ ン，b．エ ン パ シ ー，　 c．寛容 さ，　 d．文化，　 e．感受性，

f．目本 人 と し て の 易 しさ
・
難 し さ， g ．ひ とりの 人間と し

て 接す る こ と， h，不安，　 i．入 間性を養い ，自分 を知 る こ

と，の 9 点 に ま とめ て 論述 して い る 。

　 こ の 分野 は，わ が 国 に おい て も， ふ つ うは単純 に 1 つ

ず つ の ケー
ス と し て 研究 され て い る少数民族出身者，被

差別 住民，離島出身者，移住転学児童
・
生徒 に 対 して ，

大都市の 中流出身 で 大学出 の カ ウ ン セ ラーが 当然配慮す

べ き事柄に つ い て ， 今後 も っ と注意を喚起す べ きだ との

示 唆 を含ん で い る。

　 おわ りに

　 「異文化問教育心 理学研究」 と大き く銘打 っ た わ りに

は 展 望 は か な りせ せ こ ま しい もの に な っ た か も 知 れ な

い 。r認知 の 社会化 」 と い う幅員 の 大きな流 れ を別 にす

る と ， あ ど は 細 い 流 れ が見 え か くれ し て い る わ け で ，そ

こ に 流 入 し て くる研 究 の 水 は確実 に 増 え て い る もの の ，

切れ間 な く続 い て い る訳 で は な い 。 こ とに 国内 に お け る

研究 は，こ れ か ら とい う所 で あ ろ う。こ の 展 望 が，そ の

呼 び水 に な れ ば幸い で あ る 。
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