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　 は じ め に

　 こ の 小稿 で は， 1年問 の 日本 に お け る 乳幼児研究 の 流

れ を概観す る。と くに ，教育心理学研究 ，心 理 学研究，

Japanese　 Psychologica1　 Research の 原 著 あ る い は

origina1 論文 ，日本教育心 理 学会総会 発 表 論 文 集 （教

心 ），翻訳 書，単行本 の う ち ，乳幼児研究 に 関 す る も の

を展望す る 。目本心 理学会 （目心 ）、 日本保育 学 会 （日

保） の 関連論文 に も言及す る。

　 生 涯 発 達 か らみ た 乳 幼児 期 の 意義 に 関 して は，大 き く

2 つ の 立 場 が あ る 。 そ の 1 つ は，Freud ，　 Hunt な ど が

代表 す る 乳幼児期 の 経験 の 重要性 を主張す る 立 場 で あ

る 。こ れ に 対 し て ，近 年で は ，Kagan （1984）や Lerner

（1984）な ど は．乳幼児期 の 経験は 人 の
一生 に決定 的 な

影響を 与 え る わ け で は な く，パ ー
ソ ナ リテ ィ や認知 の 発

達 は ，か な り可塑性 に 富む と い う立場 を とって い る 、人

の 発 達 は ，「生物学的要 因 ，対 人 的要 因，マ ク ロ ，ミ ク

ロ の 文 化 的 要 因 の 交 互 作 用 に よ っ て 決定 さ れ る 」 と考 え

て い る 。

　 そ れ で は，乳幼児研究 は ，あま b意味 が な い の だ ろ う

か。こ の 問題 を考 え る 規 合 に，乳幼児研究 が 盛 ん に な っ

た契機 に つ い て 取 り上 げ る 。近年 ，乳幼児研究 が 盛 ん に

な っ た の は ，米 ソ の 宇宙戦争 な ど の 政治 的背景 も さ る こ

と な が ら，第 1 に ，Piaget，　 Bower ，新 Piaget 派 の 研

究 に よ っ て，「乳幼児の 有能さ」 が理解 され た と い う こ

と が 考 え られ る 。こ れ を研 究者側 の 知的好 奇心 か ら み れ

ば，変化す る もの ．成長す る もの に 対す る 未知 の 驚 きを

与 え る領域 で あ る と い え よ う。第 2 に は，技術革新 に よ

る 測 度 の 開発 の 問 題 が あ げ られ る。第 3 に は ，「人 問 と

は何 か 」 とい う永遠 の テ
ー

マ に 対す る 答を人 生 の 出発点

で あ る 乳幼児研 究 の 中 に求 め よ うと して い る こ とが 考え

られ る。こ の よ うに み る と，乳幼児研究 は ，政治，経済

な ど大きな社会 の 変動 に伴 っ て ，そ の 時代精神 を反 映 し

て い る 研 究領域 とい え よ う。

　 こ の 1年問 に も，多 くの 乳幼児研究 が み られ る。こ の

1年 は ，「発達 の メ カ ニ ズ ム を知 る 」，「生態学的立 場 と

実験 室的 立 場 の 重 要視」 とい う1960 年代 か ら 1970年代 に

出 て きた動きが成 果 を得る段階 に 入 っ て い る と 思 わ れ

る 。 こ の 意味 で ，「乳幼児発達事典」（1985）は象徴的で

あ る ．こ の 事典 で は，身体医学 ，精神医学，心 理学，教

育学な どの 諸領域 を包含す る 学際的項 目を扱 っ て い る 。

そ の 内容 は ，「発達 の 原理 」 か ら，「発達 と文化」 の 多岐

に わ た る項 目 を総 合的 に 示 して い る 。

　 1．　 理論と 発達 診断

　 1．1．　 理諂

　子 どもを理 解す る の に ，子 ど も の あ りの ま ま の 姿 （事

実） を ど の よ うな枠組み で 考 え る か とい うこ と が問題 に

な る 。
「児童発達 の 理 論」（1985 ）は ，Puritan ，　Rousseau

か ら Bandura ，　 MasiDw ，
　Montessori の 24名 の 理 論 を含

ん で い て ，各理論を鳥橄 す る の に適切で あ る。しか も，

各理論 の 終 り に ，「子 ど も の 現実の 世界 の 反 映 の 仕方 」，

「論理的明晰性」，「子 ど も の 過去 の 行動 の 説明 と未 来 の

行動 の 予 測 性 」，「論 理 の
一

貫性」 な ど 9 つ の 理 論の 適合

性 の 基準を設 け て ， 評定 尺 度 に よ っ て 評価 し て い る。こ

の よ うに ，多 くの 理 論を 比 較検討 で き る とい う点 と，理

論 と実践 の 両面 を考慮 に 入 れ て ま と め て い る と こ ろ が特

徴で あ る。

　 「発 達 の 理論を きず く」 C／986） で は，精神分 析 学，

認知論，Wallon，比較行動学，ソ ヴ ィ エ ト心 理 学 に 関

して ，専門 の 研究者が各理論 を位置 づ けて い る 点 で ，興

味深 く思 わ れ た 。乳 幼児研 究 とい う立場 か らは ，と くに

浜 田 の Wallon の 理 論の 紹介が 印象的 で あ っ た 。　WaHon

は ，「行動 意識，こ とば を、姿勢，情動を介 し た 他 者

との 共 感 ， 共同 か ら始ま る と い う視点 で 把 握 し て い る。

こ の 共 同的 な こ と ばある い は 身振 Pが，人 間的世界の 表

象 的二 重化 を も た らす該 と な り，r投影的』 な働 き が 意

味を もつ 。こ の 投影的活動 の 橋 わ た し に よ っ て
， 自我 と

客観性 の 世界 が表 わ れ る 」 と考 え て い る。浜 田 は ，Wa1
’

1。 n を 紹介 す る だ け で な く，r子 ど もの 生 活条件下 で 他

者 と の 関係を 生 き ， 自分な り の 生活世界 を作 りあげ る 過

程 を追 うこ とが 発達心 理 学で は な い か 」 と指 摘 し て い

る。さ らに ，現代 の 乳児研究 の 成果 を認 め な が ら，こ れ

ら の 研究が，個体能力論的 な枠組 み に 捉 わ れ て ，乳 児に

と っ て 最適条件 を与 え れ ば ，従来 ，「で き な い 」 と 思 わ

れ て い た も の が 「で き る」 よ うに な る と主 張 して い る だ

け で ，乳児は 「で き る 」 力 で 何 を し て い る か と い う視点

が 欠落 して い る と批判 し て い る。
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　 T．2，　 発達診断

　乳幼児の 発達診断 に 関 して い くつ か の 単行本 が 出版 さ

れ て い る。

　田中 （1986） の 「可逆操作 の 高次化 に お け る階層
一

段

階理 論」 に基 づ い た 「乳児 の 発達診断入 門」 は ，具体例

をあげ て 説明 して い る とこ ろ が保育者や母親に と っ て も

意義が あ る。ま た，家 森 ほ か （1985 ）の 「子 ど もの 姿勢

運動発達 」 は，ボ イ タ 法 に よ っ て ，脳 性麻痺の 診断 を早

期に実施 で き る こ と と ，治療 に もな る とこ ろ が 特徴 で あ

る。近年，発達研究 で は ス ト レ ス 条件下 に あ る母親 の 適

応 に関 す る 社会的ネ ッ トワ
ー

ク の 果 たす役割 の 大き さ が

指摘 され て い る。と くに ，障害 の あ る子 ど も を もっ 母親

に は ，専門 の 立場 か ら多くの 入 々 の 援助が必 要 で あ ろ

う。こ の 点 で，ボ イ タ法 は，医師，家族 ，理 学療法 士 な

ど多く の 役割を も っ た 人 々 の 参加 の も と に 子 ど もの 発達

を考え る とい う特微 がある。

　尾関，三 宅 （198の の 「乳幼児 の た め の 健 康 診 断 亅

は ， 心 理相談員 の 立 場 か らみ た，乳幼児 の 診断 と治療 の

問題 を事例研究 を入 れ な が ら考察 して い る。

　新版 K 式 発 達検査 は，子 ど も の 発達を，姿勢
一
運動

（P − M ）， 認知一適応 （C − A ），言語
一

社会 （L − S ）

の 3 領域 か ら捉 え て い る。村井 ほ か （教心 ） は ，乳児 を

対象 と し て ，縦断浅 に よ る妥当性 の 検討や各領域問 の 相

関の 考察を して い る。そ の 結果 ，生澤 ほ か （1985） の 横

断 的資料 と
一
致 した。領域別 の 時差的相関関係 に っ い て

も詳細 な検討が行わ れ て い る 。 さ ら に，事例研究 に よ っ

て ，新版K 式発達検査 の 言語
一社会領域 の 項 目数 が 少 な

い こ と が，発達遅滞児 に 通常 み られ る こ の 領域の 遅れ を

示 さな い 一
要因 で あ る と考え て い る。ま た ， 未 熟 児 に

は，乳児期 に修 正 生活年齢 を用 い る こ との 意義を指摘 し

て い る 。

　 とこ ろ で ，乳幼児の 発達検査は ，と くに 障害 や 病気 の

早期発見 と 治療効果 の 判断 の た め に ．一定 の 基準を設定

して お くこ とに意義が あ る と思 わ れ る 。とこ ろ が，東京

都内 の よ うに，進学競争 が 過熱 して ， 2 歳児 の た め の 塾

まで 出現す る とこ ろ で は ， 発達検査 を選別 の た め に，乱

用 され る虞れ もあ る。臨床 の 現場 で 働 く，専 門 家 た ち

は ， 検査本来の 意義を見失 わ な い よ うに留意す る 必要 が

あ ろ う。

　2．　 論理

　Piaget を出発点 とす る多くの 研究が行わ れ た。

　 2，1．　 感覚運 動 期 の 問題

　 Piaget の 感覚運動期 に関 して ，い くつ か の 研究 が み

られ た。宮原 （19S5） は，　 U 量giris と Hunt の 7 個 の 順

位尺 度 を用い て
，

1名 の 乳児の 生後8 週 か ら 1 歳 9 か 月

ま で の 発達の 階層的構造化 に関す る 縦断的研 究 を 行 っ

た 。尺 度は ，「追視 と もの の 永続性 の 発 達」 （尺 度 1），

「環境内の 欲 しい 物を獲得す る 手 段 の 発達」 （尺度 H ），

「音声 の 模倣 の 発達」 （尺 度 ma ），「動作 の 模 倣 の 発 達 」

（尺度 皿 b ），「操作的因果性 の 発達」（尺 度W ），
「空間 に

お け る 物 の 関係 の 構成 の 発達 」 （尺 度 V ），
「物に対 す る

関係 の シ ．T マ の 発達」 （尺 度 W ） を 含 む。対 象児 の 各 刀

ご と の 分析 の 結果 ， そ の 初期 で は，独自の 発達領域 の 原

初的形態を もち な が ら，既有 の シ ェ マ の 分化 と協応 に よ

っ て ，早 期 に 達成 され た 能 力 が，後 の 同
一

領域 の よ り高

次の 発達 の 基 盤 と な り，他 の 領域 で の 行動 の 発達に も影

響を 与 え な が ら，次第 に，そ の 独自 の 領域 を作 り上げ て

い く と指摘 し て い る 。ま た，宮原 （教心 ） は，こ の 対象

児 は典 型例 に近 い が ，Piaget の ロ
ーラ ン は 発達 が 速 く，

そ の 達成年齢 は発達段階区分 の 日安 と して の 年齢 と は 必

ず し も
一致 して い な い と考えて い る。

　P三aget は ，
「乳児が 『消え た り隠れた もの 』 に ど う対

応す る か とい う 『対象概念』 は，認 知 発達 の 原 型 で あ

P ，成人 し て か ら の 論理 的思考 を生 み 出す過程 の もっ と

も早 期 の 前 ぶ れ で あ る 」 と述 べ て い る 。こ の 「対象概

念 」 の 成 立 過程 に 関す る 領域 は ，研究者 の 関心 を集 め て

い る ，三 島 （1985） は，こ の 過程に 「先行経験 」 と 「直

接知覚 」 が関与 して い る が ，延滞時間 と空間的手掛 りの

特徴 に よ っ て 両者 は協応的 に も葛藤的，競 合的 に も働 く

こ と が あ る と指摘 して い る 。鴨 田ほ か （口心） も，直前

の 先行経験 の 役割 が 大 きい 事 を 示唆 し て い る。脇 （教

心）ぽ，9 か 月児 と11か 刀児を対 象 と し て ， 9 か 月児

は ，「場所 の 誤 り」 を犯 さ な い た め に は ，員 と頭 を 用 い

た
一．一

貫 した追視 と，目と手 の 協応 が 可能 な速さ で対象が

移動する必 要が あ る と指摘 して い る 。 そ し て ，11か月児

は 、H と頭 に よ る
一

貫定位 を補完す る 表象 の 成立 を示 し

て い る。

　 2．2．　 論 理 操作

　山内 （1986）が 指摘す る よ うに，日本 に お け る Piaget

研究も，第 2期を迎え て い る。各分野 で 条件分析的な研

究 が み られ る 。

　保存 ， 推移律な ど の 論理操作 の 成立 に お ける ，文脈効

果，集団討議，自己統制の 効果 な ど を検討 す る 研 究 が 行

われ た 。

　数 の 保存 の 文脈効果 に 関す る研究 と し て，上 野 ほ か

（1986） は ，
「変形 の 行為者が成人 の 場合，変形 の 意図 の

明示 が保存反応 を促進す る 」が ，「変形 の 行為者 が 指人 形

の 場合，変形 の 意図 の 明示 は 必 ず し も重要 で は な い 」 こ

と
．
を指摘 して い る。鈴木 ほ か （教心） も，お 皿 と イ チ ゴ

の 1対 1 対応 に よ っ て ，問題 の 文脈 の 意味的側面 （〜 を

〜に の せ る ）が保存成立 に 有効で あ る と主張 して い る 。

　液体 の 保存課題 に っ い て ， 集団討議を用 い た安永 ほ か
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（教心） の 研究 で は ，年齢差がみ られ た 。5 歳児 で は ，集

団討議揚面 で ，幅 と高 さの 2 次元 を同時に考慮で き，測

定 の 道具 の 正 し い 使用 を学 ん だ移行者 と非保 存 者 の 中

で ，課題 に 関与度が高い もの の み に 進歩 が み られた。一

方， 6歳児で は，高水準者 が 低水 準者 の 反応内容を モ ニ

タ
ーして ，課題解決 に もっ と も効 果 的 な 働 き か け を推論

し実行す る こ と が低水準者 の 保存移行 に有効 で あ っ た。

　 自己 統制 に 関 す る 濁 田 （教心 ） の 研究 で は ，年 少 児

は ，系列化課題 に お け る 自己教示 効果 は 十 分 で な く，外

的 コ ン トロ
ー

ル を湘 い る必要 が あ る が，年長児は，自己

教 示 の 効果 が み られ る こ と を示 唆 して い る 。

　 Kendler の 弁別学 習 の 機能水準 モ デ ル と保存 と の 関

係を検討 した 杉村 （教心） は ，「一般 に 幼児 の 保存 能 力

は行動調 整様式 よ D も符号化様式 に 関係 して い る。しか

し， 選択的に 符号化 した 場合 （逆転移行） に は ，保存能

力 が 行動調整様式 に 関係 して い る 」 とい う知見 を 得 た。

　序数 に 関 し て，足 立 ほ か （教心）は ， 幼児を対象 と し

て ，「順序 づ け」，「序数詞保存課題 」，
「順序対応 課 題 」

を実施 し，序数 詞 の 運 用 に 関す る 知識の 達成が。操作 を

前提 と しな い 場合 もあ る こ と を示 して い る 。

　 Trabasso と Bresl。 w の 推移律 の 発達に 関す る 仮 説

を検証 し た 松 田 （教心） は，両 者 の 共 通 仮 説 で あ る ，
「1 ．訓練期 に 前提 に 関す る情報か ら刺激の 線形序 列 表

象 を形成 し て い る。 2 ．テ ス ト期 で は こ れ ら の 表 象 に 基

づ い た 絶 対 的判断 に よ っ て 反応 し て い る ， 3 ，線形序列

は 両端か ら内側へと い う方略 に従 っ て形成 され る 」 こ と

を支持す る 結果 を得 た 。一
方 ，1

−
Trabasso ら は，訓練期

に形成 され る 刺激 の 線形序列表象は．推移律 を用 い て 行

わ れ る と考え て い る 」 の に対 し て ，［Breslow は，推移

律 に よ ら な い で も線形序列化 は 可能 で あ る 」 と考え て い

る 。 こ の 相違点 に 関 し て は，と くに ， 示唆的な 結果 を得

られ な か っ た 。

　2，3．　 空間概念

　P三aget の 3 っ の 山 問題 は 多 くの 研 究者 の 関 心 を 集 め

て い る 領域 で あ る が ，こ の 1年間 に も ，
い くつ か の 研究

が 行 わ れ て い る。

　大 森 （日 心 ） は ，選 択 法 を用 い て 表象変換 の 段階 と方

略 を 研究 し，幼児 が 脱 中心化 して表象変換 規則 を把握す

る過程 の 分析 を し て い る。渡辺 （教心 ） は ， 3 っ の 山問

題 を ，
「2 次元射影 」，「他視点 の 理 解」，

「左 右 ，前 後 の

合成 」 の 下位 能力 よ り把握 し ， 3次元間 の 物体の 配置 を

2 次元平面 に表現す る能力 で あ る 「2 次元射影」 が 有効

で あ る こ とを 示 唆 して い る 。 また，杉村 （教心） は ， 手

前 の 左右 ， 奥の 左右 の 4布 置 で の 180 °

回転を取 り上 げ，

幼児 で も，自己 と は独 立 な 安定 し た 外 界 を 基 準 と して 対

象を定位 する こ と がで き る と指摘 して い る 。 鈴 木 ほ か

（教心 ）は，Emerson や Bruner
，
　Huttenloeker と Pres

son の 批判 を踏 まえ て，条件分祈に よ っ て構成 され た仮

説を検証した 。 従来 の 考え で は ，幼児 は対象布置 を 「周

囲 か ら独立 した ひ と ま とま り の ユ ニ
ソ トと して 捉 えて お

D 」，「自己 を主要な 基準点 と して 符号化 し よ うと し て い

る 」 と し て い る 。 こ れ に 対 し て ，Huttenlocker ら は，

「呈示 され る 対象 の 布置は個々 に部屋 全 体 の 中 に位 置 づ

け られ 」，「自己 で は な く部 屋 を基準 と し て 位置 関 係 が符

号化 され る 」 と す る 。鈴木 ほ か は ，
「対象布置を周 囲 か

ら物理的 に 区切る こ と」 や 「人形 の 視点の 導入」 に よ っ

て 正 反応 が増加す る こ と を実証 して い る 。 ま た ，子 ど も

が個々 の 対象 の 個別的な性 質 に 注意を向 け る と，鏡映対

応型 の 誤反応をす る こ とを指摘 して い る。こ の 研究は，

従来， 3 っ の 山課 題 の 多 くの 研究が ，
「で き な い 」 こ とが

「で き る よ う に な る 」 た め に は ど う教示 した らよい か と

い う立場 で 行 わ れ て い た の に 対 し，子 ど もの 誤反応 の メ

カ ニ ズ ム に焦点 を当て た と こ ろ に 意義がある。

　空間 の 領域 に お い て も，年少児 の 可能性を 示 す試 み が

み られ た。畠山 （教 心 ） は，運 動心 像 の 生 成過程 に働 く

「方向手 がか り」 の 影響 を重視す る Rosser の 考 え を 検

討 し て ，正方形 回 転 課 題 に お い て 方向手 が か リカミあれ ば

幼児 で も回転 の 運 動心像を 生成で き る こ と を 示 し て い

る 。 また，山本 ほ か （教心）は ，ル
ート訓練後，ル

ー
ト

を逆 に た ど る 「逆転課題 ］ と障害物 を 置 い た 「近道課

題 」 を呈 示 し た 。 結果 と して ，年少児 で も，課題 や 空間

の 大き さ を変え る こ とに よ っ て ル ートマ ッ プ型か らサ
ー

ヴ ェ イ マ ッ プ 型 に認知構造 が変容す る こ と を実証 した。

　 2、4．　 情報処 理

　本 節 で は，幼児 の 情報処 理 過程を扱 っ た ，教心研 ，心

研 の 論文 に 言及 す る 。

　中村 （1985） は，知 覚的 に未分化 な幼児 の 因果知覚 の

発達 と分節化 の 過程を検討 して い る 。 そ の 結果 ，2 対象

の 運 動 の 時間的先行性 お よ び 速 さの 比較判断 を 正 確 に 認

知 し て い る幼児は，因果関係知覚 も正 確で あ っ た。4 ，

5歳児 と 6 歳児 の 間 に年齢的差 がみ ら れ た。

　高橋 （1986） は，幼児期 の 「次 の 行動 の 準備状態 と し

て の 予 期が，ど の よ うな種類 の 刺激 の 規則性 の 認知 に基

づ い て で き る よ うに な る か を RT を指標 と し て 実 験 し

た。そ の 結果、 4 ，5 鼓児 は ，刺激の 規則性を感覚運動

的行為 に 解釈 で きる 場合 に の み 予 期 で き る が， 6 歳児

は ，か な らず し もそ の よ う な運動 的反応 を必 要 と し な い

とい う結果 を得 た。因果関係や予 期 の発達に は ， 4 ， 5

歳 と 6 歳 の 問 に 質的相違 が あ る こ と を示唆 して い る。

　さ らに ， 課題解決過程 を扱 っ た 中野 （1985）の 研究で

は ， 幼児 の 反応 の 個 入差 を指摘 して い る。課題 解決場面

で フ ィ
ー ドバ ソ ク情報 が 提示 され た後，次の 刺激が与 え
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られ る ま で の 時間で あ る PFI （Post　Feedback 　lnterval）

の 問に，正答 の 時 は，は じ め の 仮説を確証する が ， 誤答

の 時 に は，そ れ まで の 仮説 を棄却 し，再構成 しな け れ ば

な らな い
。

一般 に
， こ の 時 間は ，実験者あ る い は 教師側

に よ っ て 決め られ る が，学習の ペ ー
ス に は個人差が み ら

れ る 。小学校 S 年生 に な る と 学習基準に達す る こ と が認

め られ た が，幼児 の 中 に も，たやす く学習基準 に 達 す る

子 ど も と，反応 も遅 く基準達成 に も時簡 の か か る子 ど も

もみ られ た。以 上 の 結 果 か ら，PFI の 間 に 、子 ど もの 中

で 生 じ て い る もの は何 か を明 らか に す る こ と が今後の 課

題 で あ る と思 わ れ る。

　 こ れ ら の 情報処理 過程 の 個人差，年齢差 の 問題 の 規定

要因を明 らか に す る 必 要が あ る。

　 3． 言語 と コ ミ ュ
ニ ケ ーシ ョ ン

　 言語 に よ っ て 外界の 事物 の 特徴 を記号化 す る 過程 と言

語 を介 し て 他 者 と 情報を交換す る過程 は ，多 くの 研究者

の 関心 を集め て い る。

　 3．1． 語彙 と 文 法

　横山 ほ か （目心） は， 1 歳 5 か 月 か ら 3 歳 1 か 月まで

の 子 どもの 助詞 の 誤用 の 縦断的研究 に よ っ て ，S］Qbin

の 規則の 習得 に 関す る 見解 と
一

致 した 助詞 習得 過程 の 段

階を見出 した 。藤 友 （日心） は ，絵本を用 い た 口頭作文

課題 で 語彙の 出現を分析 し，4 歳 か ら 5歳に か け て，体

君 の 減少，連体詞 ，副詞，接続詞 の 増加 が み られ る こ と

を指摘 し て い る 。 坂 田 （日心 ） も，両年齢間 に ，非定数

図形 の 伝達 の 際 に 単語数 の 増加 がみ られ る こ とを報告 し

て い る 。 前田 （教心） は，動作語 の 用法を考察 して ，各

動詞固有 の 使 い 方が あ る こ と と，そ の 用法 に 関 して 個 人

差が み ら れ る こ と を指摘 して い る。ま た，脇本 （教心 ）

は，一
語発話 の 発達的変化 を考察 して ，まず， 行動と密

接 に 結合 した 発話 が み られ ，次 に ，補完行動 を伴 っ た 発

話が み られ ，や が て 補完行動が 発話 に よ っ て 埋 め ら れ

て ，表層 に 統語 が 出現す る こ と を示 した。

　 N 本語の 助詞 と動詞 の 発達過程 に 関す る興味あ る 駢究

が 行 わ れ た 。物語 の 伝達課題 に お い て，ハ とガ の 談話機

能 に よ り発 話 の 成 立段階 を考察 し た 田原，伊藤 （ユ985）

の 研 究 で は ，以下 の 3 段階を 見出 した m 第 1段階 で は ，

被 指示 物が初出，既 出 に か か わ らず，接指示物 の 言及 に

「ガ」 を使用す る。第 2 段階 で は，初出 の 被 指 示 物 に

Fガ」 を，既出 の 被指 示物に レ・」 を使 い 分 けは じ め る

が ， 既出 の 被指 示 物 に 対 して 完全 に 「ハ 」 を用 い る こ と

が で きな い 。第 3 段階で は ， 初出，既出 に 基 づ い て ，

「ガ」，「ハ 」 を完全 に使い 分け る よ うに な る 。 そ し て ，

幼児は第 1段階に属 して い る こ と を指摘 し て い る e こ れ

らの 段階 の 移行 の メ カ ニ ズ ム の 分析が今後 の 課 題 で あ

る。また，目本語 の 「あ げ る 」，「も ら う」 文 （ウサ ギ ガ

トマ トヲ リス ニ ア ゲ ル ） の 理 解に 関す る 研 究 が，石 黒

（1985＞ に よ っ て行わ れ て い る。子 ど もは ，文章 の 理 解

に お い て，起点格 か っ 動作主格 の 名詞句が は じ め に出現

し，次 に 終点格 か つ 被動作主格 が 配列 され て い る と考 え

る ，
「語順方略」 と，起点格 か っ 動作主格 の 名詞句 に 視

点 が 置 か れ て い る ，「起点格視点方略 」 を同時 に使 用 し

て い る こ と を 明 らか に した 。また ，年長児 は、文章理 解

の 手 掛 りと し て 助 詞 を使用す る こ と が で き る の で ，年少

児 ほ ど 「語順方略」 を用い な い こ と を報告 し て い る 、

　 3，2、 遊び と他者の コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン

　 こ の 領域 の 研究 に は，生 態学的研究 と半構造化 され た

条件下 の 研究 が 多 か っ た s

　 小椋 （日 心）は ，象徴遊び で の 行為 の 結合 と，結 合型

の 2 語文 は，ほ ぼ 同時期 に 出現 す る こ と を報 告 し て い

る。ダ ウ ン 症児 の 母子間 コ ミ ュ ニ ケー
シ ョ ン を分析 し た

松 尾 ほ か （教心） は ，「母親 の 言語，玩具，動 作 の 3 併

用 の 働きか け に 対 して 子 ど もは 動作 で 反応す る こ とが多

い タ イ プ 」 と，「母 親の 言語，玩具，動作 の 3併用 の 働

きか け に 対 して 子 ど もが 反 応 を示 さな い タ イ プ」 に分類

で き る と報告 して い る．吉 水 ほ か （教心） は ，NeIson

の ス ク リプ ト に よ っ て ，母子 間相互作用場面で の 象徴 遊

び を分析 して， 1 ，母 親主導期， 2 ．前期 に 定着 し た大

枠の ス ク リプ トに 基 づ い て新 し く分化 し た事象 を取 り込

ん で ス ク リプ トを再講成す る 時期，3 ，子 ど も主導期 を

見出 し た。2 歳児 と成入 の 会話を分析 した河村 （1985）

の 研究 に よ れ ば，目の 前 の 事物や事象 を取 り上げた 「直

接 モ
ー

ド」 で は，子 ど もの 主導権が優勢に な i．能動的

な会話 が み ら れ ， 成人 の 質問や応答 が少 な くな っ た 。

一

方，過去 や 未来 の 事物や事象 を取 り上げ た 「非直接 モ ー

ド」 で は，子 ど も の 受動的 な 会話 が み られ ，成 人 の 質問

や 応答が多く な ワ た．こ の 研究 は，子 ど もと成人 の 会話

の 非対称性 の 問題を見直 す べ き だ と して い る。幼児 の 遊

び 揚面 の 発話を分析 し た 高橋 ほ か （日心 ）の 研究 で は ，

3 歳児 で も，す で に コ ミュニ ケーシ ョ ン が可能 で あ る こ

と と，虚構 の 世 界 に い る 発話 は年齢 に伴 っ て 上昇す る こ

とを示 して い る。

　3．3． 言語発達 に お け る 個 人 差 と 人 格

　言語 と心的諸機能 の 関係 を把握 しよ う とす る 傾向 が み

られ た n

　小椋 （教心）は ，

一
語文出現期 を考察 し て ，言語 と 象

徴遊び は ，社会性 が 基礎 と な っ て 発達して い る こ と を示

唆 して い る 。平 嶋 （教 心 ） も，母子間 コ ミ ュ ニ ケー
シ ョ

ン を分析 して ，会話 は，移動運動，探 索，対人 ス キ ル と

関連 して 発達 し て い る こ とを示 して い る 。 幼児 の ご っ こ

遊 び 揚面 の 山 崎 （教心 ） の 研 究 で は，相 互 的 発 想 の 交換

が で き る 子 ど もの コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン は 発展性 が ある こ
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とを示 して い る 。 ま た ， 斉藤ほ か （教心 ）は ， 自主性 と

言語発達 との 関係 を示 す知見 を得た。渡辺 （教心） も，

行動調整機能 と誘惑 へ の 抵抗 とい う自己統制 との 関係を

示 唆す る 興味 あ る知見を得 て い る 。

　 3．4．　 物語 の 理解

　内田 （1986） は， 3 歳児 か ら6 歳 5 か 月児 まで を対象

と して ，2 つ の 事象 が ，時間的，因果 的順序に従 っ て 配

列 さ れ て い る 順向条件 と逆転条件 に お け る 因果 的統合 と

産出 に 関す る実験 を し た。そ の 結果，3 歳児 で も原 因 が

結果 に 先行す る とい う関係 の 理 解 が で き て い る と い う知

見 を得 た。事象 の 生起順 と絵 カ
ー

ドの 配列 の
一

致条件 で

は，矛盾条件 よ P ，絵 カ
ー

ドの 事象 を統合 し産 出す る こ

とが容 易 で あ っ た。 5 歳後半 か ら 6 歳前半 の 子 ど も で

も，短期問 の 訓練 で ，逆向関係 の 言語化 が で き る よ うに

な っ た。こ れ は，Piaget が 指摘 し た 可逆的操 作 が 使 え

る年齢段階 よ り早 か っ た。ま た，西 川 （教 心 ） の 研 究

も、自己 を対象化 し，経験 に 基 づ い て 思考や行動 を調整

し始め る DA5 歳 で 物語 ら しい 作話 が で き る こ と を 示 唆

して い る。さらに ，中谷 （教心） は，5 ， 6 歳児 を対象

と し た 物 語 の 記 憶実 験 で ，幼児 は 予 測 情報を保持 し な が

ら，そ の ほ か の 内容 もそ れ に 関連 づ け て 物語 を 記憶 して

い た こ とを示 して い る。また ，幼児 は，物語 の つ な が り

に 注意 を向 け，個 々 の 内容 の 単
一

エ ピ ソ
ー ドと し て の 処

理 は して い な い とい う結果を得て い る。

　以上 の よ うに ，5 ， 6 歳に物語理解が成立す る こ とを

示 唆 し た研究 が み られ る が ，久保 （教心 ）は，矛 盾す る

事象 の 統合課題 で は， 5 ， 6 歳児 の 問 に質 的な差が あ る

こ と を 報告 し て い る。 5 歳児 で は ，矛盾 の 大き い 事象 の

統合 は で きな い が，6 畿児 で は 統合 で きる よ うに な る 。

こ の 過程 に は，知 識 の 量 の 増加 ，仮想 の 世界 の 中 で 統合

す る とい う制約 に 対す る 感受性 の 要因が 働 い て い る と思

わ れ る。こ の 質的変換 の メ カ ニ ズ ム の 解明 は，今後 の 問

題 で あ る。

　物語 の 理 解に は ， 認知以外 の 共感性 な ども関与 し て い

る こ と を，岩田 （教心 ）が指摘 し て い る。猪木 （日心）

は，幼児に 物語 を読み聞か せ た揚合 の 挿入質問 は ，か な

らず し も物語理解を促進す る とは 限 らず，妨害効果 をも

つ 可能性 もあ る こ と を報告 し て い る 。

　 内 田 （1986） は ，実験 的研 究 だ け で は ，生 き 生 き し た

子 ど もの 姿 は 得 ら れ な い と し て ，子 ど もの 発話 プ ロ トコ

ル を生 の ま ま 記 述 して
， 幼児は．物語 を 再 生 し，創 造

し，産出す る とい うこ と を 明 らか に して い る。

　 言語 と コ ミ ＝ ニ ケ ー
シ ョ ン は ， 前章の 認知 ，次章 の 社

会性 と も密接な 関係 の あ る領域で あ る。本稿 で は ，便宜

上，各章に 分 け て 考察 し たが，子 ど もの 発達 とい う観 点

か らは ，こ れ らの 心的諸機能を総合的 に 把握す る こ とが

望 ま しい
。

　 4． 社会性

　幅広 い 社会的 ネ ッ トワ
ー

ク が社会性 の 発達 に 有効 で あ

る こ とを示唆 し た研究 が 多 く発表 ざれ た。ま た ，初 期 の

愛着と幼児期 の 社会性 の 発 達 との 関 係 を探 る 研 究 も行 わ

れ た 。

　 4。1， セ ル フ コ ン トロ
ー

ル とモ デ リ ン ゲ

　子 ど もが 自 ら 行動を判断 し て 望 ま し い 方向 へ 変容さ せ

る セ ル フ コ ン トロ
ー

ル に よ る行動 の 変容 とモ デ リ ン グ の

問題 は，近年 ，教育場面 で 取 り上 げ られ ，成果 を上 げ て

い る 。

　河本 （1985 ，1986） は ，「歯 み が き」 と 「ぬ り絵」 の 課

題 で ，具体 的行動基準 に 基 づ い て 行動 を変容 さ せ た後，

自己評価 を導入 す る と効果 が み られ る こ と を 示 し て い

る 。岡 田 ほ か （教 心 ） は， 1歳児 ，4 叢児，成 人 の ス プ

ー
ン 使用 を分析 して ， 1 歳児で も セ ル フ コ ン ト ロ

ー
ル

が，あ る 程度可能で あ る こ と を示唆 し た 結果 を得 た 。

　向社会的行動 や 攻撃性 の 形成 に 及 ぼ す モ デ リ ン グの 問

題 も研究 され て い る 。

　 森下 （19．　85） は，教師 に拒否 され て い る と認知 し て い

る 男 子 は，そ うで ない 男子 よ り，攻撃行動を模倣 した こ

と を報告 し て い る。こ れ は ，男子 が モ デ ル を拒否 的 と認

知 して い る 非親和的 な 関係 の 中で ，何 らか の フ ラ ス トレ

ーシ ョ ン が あ b，それ が モ デル の 攻撃行動を み て 活性化

され る た め と考えられ て い る 。また，教師に よ っ て 受容

され て い る 女子 は ，高 い 模倣的愛他行動を 示 し た。性差

が み られ た こ と は ， 性役割行動 の 形成過程 と も関係 が あ

る と思 わ れ る 。

　 4．2． 対 人 行 動 と 道徳性

　近年 の 乳 幼児研究 に お い て は ，対 人 行動 を 父 母 子 関係

と伸間関係 ， 他 の 成人 と の 関係 か ら，社会的 シ ス テ ム 全

体と し て扱 う方向 が み られ る。

　出産前後の 親子 関係を扱 っ た 研究 が報 告 さ れ た。妊

娠，出産 と母 子精神衛生 に 関す る 北村 ほ か （日心 ） の 研

究 は ，妊娠 12週以 内 の 女性 を追跡 して ， 臨床 上 問題 の あ

る 障害群 と健康群に分 け て ， 子 ど もの 発達状態を比較 し

て い る Q 妊娠中期 に は ，障害群は健康群 と比 べ ，他者 と

の 共感性 が 低 か っ た。ま た ，障害群 は ， 母 に な る こ との

不安感が高 く ， そ の 不安が ス トレ ス を強 め，産後 の 精神

障害 の 発現 に 影響 す る 可能性 を示 して い る。さ ら に，障

害群 の 子 ど もの ブ ラ ゼ ル トン 尺度 の 運動 ， 身体 の 得点 が

低か っ た 。そ して ，産後 6 か 月後の 調査で も，障害群 の

子 ど も に，発達遅滞，離乳 が うま くい か な い な どの 問題

行動が み られ た。米谷 ほ か （日心 ）は ， 集中看護 ，特別

治療院 に おけ る 母親 の 行動を継続的 に観察 し，父 母子 関

係 の 変容過程 の 分析 を行 っ て い る 。 子 ど もが 保育器 か ら
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出た あ との 母親の 面会数 と手 に よ る 接触 との 問に高い 相

関 が み られ た。父 親 は ，子 ど も に接触する 回数が 母親よ

り低 く，未熟児で あ る こ とに 緊張感 の あ る 反応を示 し て

い る と い う。神谷 ほ か （日心 ）の 研究で は ，生 後約 2 か

月間，医療的看護が 必要 で あ る極小未熟児で も，母親 と

の 間に 安定 した愛着関係が成立すれ ば，3 歳で 他者と の

問 に 惰緒 的 に 安定 した 対 人 関係 を結 べ る こ と を報告 し て

い る。母親 との 間 の 愛着関係 の 成立 が，子 どもの 発達 に

影響 す る こ と に つ い て の 研 究 に 加 え て ，大 日向 （日心 ）

は ， 父母 子 間 の 力動関係が重要 な こ と を指摘して い る 。

「夫婦間 に安定し た 愛着関係 が 維持 され て い る 時，子 ど

も も父 親 に 対 し て 愛着を発達させ て い る が，夫 に 対 する

愛着 が 強 くて も，子 どもに 対す る愛着が 弱 い 時 や，逆

に，夫 との 間 に 精神的 な絆を喪失 して い て子 どもに 強 い

愛着をもつ 場合は ， 子 ど も の 父親 に 対す る愛着 は 発達 せ

ず，と くに ， 後者の 場合に は，母子密着 の 傾向 が み られ

た。」

　出生 直後 の 新生児 の 対入反応 に っ い て も報告され た 。

新生児 に 関す る村井 ほ か （日心 ） と染岡 ほ か （日保） の

研究 で は，出 生 直後 か ら，r共感的 な 泣 き」 を示 し た り，

「揺さぶ り」 や 「舌出 し 」 に 対 して 応答す る こ とを 指 摘

し て い る。こ の よ うに ，乳児の 「有能さ」 を 示 す研究 が

対人関係 の 領域で もみ られ た が，乳児 の どの 水 準 の 行動

を扱 うか とい う測度 に よ っ て も，そ の 結果 に か な P差 が

み られ る 。櫃田 ほ か （教心 ）は ， 相互 関係が成立 す る の

は 5 か 月以降で あ り， 12か 月で は ， 10％以内 の 相互行為

を示 す と報告 して い る。さ ら に 天野 ほ か （教心 ） は ，7

か 月児 の 母親が 子 ど もの 手を取 り，一
緒 に もの を操作 し

て 行 う共同行為 の 成立 と10 か 月，12 か月 の 子 ど もの 自律

的行動 は 関係 が あ る こ と を示 唆し て い る 。 武井 ほ か （教

心 ）の 研究で も，18か 月児 が ， 母親 と も同年齢 の 仲間 と

も長 く続 く意図的相互 交渉 を成立 で き る こ と を指摘 し て

い る。

　以上 の 諸研究 を ま と め る と，乳児 は か な り初期 か ら対

人 行動 の 能力 を身に っ け て い る こ と を示 唆 して い る e 障

害児の 揚合も， 初期 の 愛着 の 成 立 が，3 歳 の 時点 で の仲

間関係成立の 基礎と な る こ と を示唆す る 結果 を得 た。多

角的な 対人 関係 の 中 で ，母親 を援助す る人 々 の 存在が大

きな 役割 を果た して い る。子 ど もの 対人 関係が社会的文

脈 の 中 で ，力動的 に 変化 し て い く様相 が 窺 え た。

　Harlow （1985） の 「ヒ ュ
ー

マ ン モ デ ル 」 は ，サ ル の

愛着の 形成過程 の 研究 の 集大成 で あ り，人 間 の 愛着を考

え る 場合に も参考 に な る。

　 さ ら に，4 歳児 が脱 中心化 を 示 し て い る 硬 究 が報告 さ

れた。朝生 ほ か （教心）は ， 4 歳児を対象 と して 編断法

に よ っ て 日常生活 の 「けん か 」 を考察 した s そ の 結果．

け ん か 場 面 が 第 3 の 子 ど もの 自発的介入 に よ っ て 治 ま る

場合 もみ られ た。佐藤 （教心）の 研究で も， 2 歳年少 の

子 ど もに 水 と シ ャ ン プー
で 人 形 の 頭 を洗 う こ と を教示 す

る 課題 を提示 し た場合 に
，

4 歳児で も ， 材料 の 説明，確

認，効 果的発話をする こ とが報告され て い る 。一
方，成

人 に 対 して は 話 の 筋 が 不整合 に な る こ と を指 摘 し て い

る 。 こ の 研究 は，伝達内容があま り難 し く な い か ぎり，

4 歳児 が 脱 中心化 を示 す こ と を意味 し て い る 。ま た ，増

田 ほ か （教心 ） は，同性，同年齢，異年齢 の 4 名の グル

ープ で の 大型つ み 木遊び で ， 4 歳児 が 5 歳児 に対 して 自

発的 な分配行動 を示す こ と を報告 して い る。こ の 場 合

は ，年長児 との 力関係 を見通 し て の 行動 と思 わ れ る。浜

崎 （教心）の 研究 で も ，
「困窮場面 の 登場者 の 気持 を 表

わ す適切な 行動 や 言 語 を入 形 を用 い て 演 じ る こ と （＃感

反応）」 あ る い は ， 「こ の 共感反応 と困窮場面 に 適切な援

助行動を人形を用 い て 演 じ る こ との 併用」 が，幼児 の 分

与，援助行動 を賦活す る と報告して い る 。 金川 （日心）

は ，「自己 の 行為の 結果，他者 が，自己 へ の 評価 を ど う

変 化 す る か を予想 し て ，そ れ と の 関係で 自己 の 行為を調

整す る こ と」 は，4 歳児 で も 可能 で あ る こ と を示 し て い

る。

　 道徳性や 自己 制御 に関す る研究も行わ れ た 。 道徳 と慣

習 に っ い て 研究 した首藤 （日心 ，教心 ）の 実 験 に よ れ

ば，幼児 は，規 則 の 有無 に従 っ て ，道徳 と慣習 の 違反 に

対す る善悪判断を変え，こ の 傾向 は 年長 に な る ほ ど顕著

に な る こ と を指摘 し て い る。と くに ，社会 の 期待 あ る い

は規則 と矛盾 す る 規則 の あ る 状況 で は ， 道徳 の 違 反 が

「悪 い 」 と判断 され る の に対 し，慣 習 の 違反 は 「悪 くな

い 」 と判断 され て い る とい う結果 を得 た。道徳 の 研 究で

は ， 実験的研究 も意味 が あ る が，日 常場面 で の 研究も必

要 で あろ う。

　 自己 の 欲求 t 意志，判断 に基 づ い て 自身 の 行動 を制御

す る 自己制御 に 関す る 研究が，柏木 ほ か （日心 ） に よ っ

て 行 わ れ て い る。自己制御を 「自己 主張 ，実現的側面j
と 「自己 抑制的側面 」 の 2 面 か ら把握 して い る。 3 ，4

叢児 は，規範意識 と し て ，自己 抑制的判断 を す る が ，現

実 に は やや自己 主張的傾向を示 す 。 自己抑制尺 度 と 自己

主 張尺度 に は性差 が み られ ，男子 は 誘惑 に 対 して 自己 抑

制 を示 し，自己 主張 の 度合は低 い こ とを指摘 して い る。

こ の 性差は従来 の 知見 とは 逆 の 方向を示 して い る の で ，

こ れ が年齢的な もの に よ る の か ，あ る い は，親 の 緬値観 の

反映 で ある か な ど の 要因 の 分析 は，今後 の 課題 で あ る 。

　4．3． 乳児期 の 愛着とそ の 後 の 追 跡 研 究

　Ainsworth が 乳児 の 母親 へ の 愛着の 測定法 と し て
，

Strange−situatien −procedure を 導入 して 以 来，多 く の

研 究 が行 わ れ て い る 。日本 に お い て も，北大グル ープ と
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横国大 グル
ープ を中心 に 研究が進 め られ て い る 。 こ れ ら

の 研究 に よれぼ （繁 多），日本 サ ン プ ル は，欧米 サ ン プ

ル に 比 べ て
，

B （安定型）が も っ と も多 く （米66％，西

独 32．7％ ， 北大70劣，横国大79．2弩），C （不安 定 型）

が 比 較的多 い （米 12．3％，西 独 12，2％，北大30％ ， 横 国

大 14．6％）。 A （回 避）は，目本 （北大 0％ ， 横国大 6．2％）

で は，欧米 （米21．7％，西 独49 ％） と比 較 して 少 な い 。

本年度 の 教育心 理 学 会 で も，自主 シ ン ポ ジ ウ ム が 行 わ

れ，分類 基準，瞬 に よ る 相違，測定法をめ ぐ っ て 論争が

展開 され た 。

　 三 宅 ほ か （教心） の 北大 グル ープ は
， 生後12 か 月 の 子

ど も の 母親 へ の 「愛着 の タ イ プ と初期 の 気質 の 相違 と，

3 歳半 ま で の 社会，情緒的発達 と の 関連 」 を検 討 し て い

る。 こ こ で は と くに，愛着の 分類型 を中心 に 考察す る。
一

般 に，安定型 の 子 ど もの 方 が 不安定型 の 子 どもよ り，

認知発達，情緒，社会性 の 発達が高い 傾向 を示 す と い う

立 場 と ， 愛着 の タ イ プ と そ の 後 の 発達 と は あま り関係 が

な い とい う立場 が あ る 。北大研究 で は，認知発 達 と遊 び

で は ，あ る程度 ， 安定型 の 優位が み られ た が，自己統制

に 関 して は ，不安定型 の 優位が み られ た。こ の 後者 の 結

果 は Arend と は 異 な り田 島 （1984） の 結果 を 支持 して

い る 。 こ の 理 由 と し て 、氏 家 は，「不安定型 の 子 どもは気

質的 に 抑制的 で あ る た め ，自己 統制機能 が 高 い 」 と い う

こ と と ，
「母親 との 不安定 な関係 が 自我 の 働 きを強 め る 」

と い う解釈 をあげ て い る 。ま た，田島ほ か の 親 の 社会化

の 働 き か け に 対 す る 子 ど もの 受 容性 （従順 さ） の 関係 に

つ い て の 研究 は，両 タ イ プ の 微妙な相違を示 し て い る 点

で ，興味深 く思 わ れ る 。 ユ歳11 か 月 で は ，不安定型 は 受

容性 が 低 く，こ れ らの 子 ど もの 自分 自身の 統制 の も とに

行動 した い 欲求が強 い こ とを示 し て い る。母 子 交互作用

場面 で は ，自分で うま くで き な い と，自発的な援助要求

行動 が み られ た 。
2 歳 8 か 月 に な る と，不安定型 は ，母

の 制止 に は 不従順 で あ る が，交互作用時 の 教示 に 対 して

は ，安定型 も不安定型 もか わ らぬ 従順 さを示 し て い る 。

しか し ， 不安定型 は ， 従順 に な る に して も ， は じめ か ら

積極的に母親 に従順 さ を 示 し，手 助け を得 て 育 っ 安定型

とは ，発 達 過 程 も達 成 の 内容 も異 な る とい う。外国 と 目

本 の 相違点な ど ， 今後に多 くの 課題 を残 して い る。

　Waters の 項 fiを 3 歳 児 に適用 して ，3 歳児の 愛着 と

夫婦関係 の 分析 を し た 野村 （教心） は ，子 ど もへ の 温か

い 感 清，夫婦 の
一

体感 が 子 ど もの 愛着形成 と関連 が あ る

と い う結果 を 得 て い る。

　 Ainsworth を出発点 と した こ の 領域 の 研究 は ， 今後 も

多 くの 関心 を集 め て い く と思 わ れ る 。

　 5．　 教育プ ロ グ ラ 厶

　保 育形態 が 子 ど もの 発達 に 与 え る影響 の 研 究 は ，従

来，記述的研究 に終 わ っ て い た が，近年 で は，幼児期 に

適切な教育 とは何 か とい う課題 に 対す る答 え を用意 して

い る 。 飯島 （1985 ・教心 ） の 研究は ， 倉橋理 論と
一

斉保

育中心園 との 教育効果 を比較 し て い る。倉 橋 理 論 は 、

「幼児 さな が ら の 生活，自由 ・設備
一

自 己充実，充 実 保

育一
誘導保育一教導」 とい う立 揚 か ら，β 常 生 活 の 中

で ，子 ど もの 情 動 の 安定 に 基 づ い て ，自発 性 ，個性 が 育

っ よ うに す る 独 自の 理 論 で あ る 。こ れ に 対 し て
，

一
斉保

育中心園 で は，時間割 に よ っ て ，一
定 の 課題 が 決 め ら

れ ，そ の 枠内 で の 子 ど もの
一

斉 の 活 動 が 行 わ れ て い る 。

一連の 研究 の 中で
， 幼児期 に

， 情動の 安定 ， 自発性 を高

め る保育を受 け た子 ど もは ，幼児期 に一
斉保育中心園 で

保 育 を受 けた 子 ど も と比較 し て ，児童期 に な る と 「自発

牲」 が高 くな る こ とを 示 唆 した結果 を得 て い る 。 世問 で

は，
一
流大学か ら一流企業へとい う風潮 が み られ る 。そ

の た め ，知識 や技術 をで きる だ け 早期 に与 え る こ とを 望

む傾向 が み ら れ る が ，こ の 研究 は ，こ うし た 風潮 へ の 批

判で あ る。

　 ま た，現実 の 保育場面 で 何 が 行 わ れ て い る か を研究 す

る た め ，飯島 （1986，日心 ） は ，倉橋理 論実践園 で の 対

人関係 の 分祈 を行 っ た e そ の 結果 ，と くに ，3 年在園男

子 は ，「同性 の 集団遊び 」 と r同性 ペ ア 」，「興味 の あ る 課

題 に 集中して 取 り組む ひ と り遊び 」 を よ く行 っ て い る こ

と，女子 は ，「同性 ペ ア 」 と 「教師 との 関係」 を示 し て

い る こ とが明 ら か に な っ た。倉橋理 論実践園 の 保育は ，

対 人 行動 の 面 で ，男子 の 3 年在園者に と くに効果があ る

と い う結果 を得 て い る 。 そ の
一

要因 と して ， 男子 は こ の

年齢で は 女 子 よ り成長 が 遅 い た め ，ひ と りひ と り を大切

に す る保育が効果 が あ る の か も しれ な い 。

一方，女 子

は，同性 の モ デ ル と し て 同性 の 保育者 を求 め ，依存す る

た め，ひ と り遊 び で 課 題 に集中す る こ とが 少 な い の で は

な い だ ろ うか。

　藤崎 （教心 ）は ，観察法 と保育者 の 子 ど もに 対する イ

メ
ージ を S．D ．法 で 分析 し て 保 育効果 の 調査を し て い

る 。小杉 ほ か （日保） は ，保育者 の 発話分祈 を して ，一

斉場面 で は ，「悋報 ，質問」 が 多 く，自由場面 で は，「よ

び か け」 が 多 い こ と を報告 して い る 。平井 （H 保） は ，

「い じ め」 を して い た 子 ど も が，他 の 子 ど も を 受容 し て

い く過程 を ， 祖母 の 躾 ， 父母 子 関係 な ど多角的な 人 間関

係に 基 づ い て 考察 し て い る 。

　 と こ ろ で ，こ の 領域 の 問題点 を 考 え て み る と，研究 が

科学的 とい う名の も と に精 緻 に な る に っ れ て ， 「事実 」の

申 か ら何 を拾 い 上げ，何 を切 り捨 て た か に 注 目す る 必 要

が あ る。ま た ， 統計を 用 い た 分析は ，
1 つ の 有効な方法

で あ る が．あ く ま で確率論 モ デ ル に基 づ く も の で，生 き

生 き し た 子 ど もの 姿 と は
一
致 し な い 。 こ の よ うな危惧 に
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対 して，津守の 「保育の 体験 と思索」 （1980）は ，保育者

と して ，子 ど もの 生活 の 中に 入 りな が ら ， 時に は ， 客観

的 に ，時 に は，子 ど もの 心 の 中に深 く入 っ て ，子 ど もの

姿 を把 握 しよ う とす る 試 み で あ る。深 い 洞察力 と Jung，

Wallen な どの 理 論 に も精通 した 知識に 基 づ い て い る か

ら こ そ ，生 き 生 き した 子 ど もの 姿を捉 え る こ とが で き た

と い え よ う。縦断的方法を用 い て ，親や保育者 と密接な

遮絡を と りな が ら，こ の よ うな試 み を行 えば，子 ど もの

姿 を
一

層深 く把握 で き る の で は な か ろ うか 。今後 の 1 つ

の 研究 の 方向を示唆 して い る と思 わ れ る。

　 カ ミ イ （1986 ） の 「あ そ び の 理 論 と 実践」 は ，子 ど も

と 「もの 亅 との 自発 的 な 関 係 に よ る 発 達 と い う Piaget

の 「構成主義」 を保育に適用 した 研究で あ る 。あ そ び の

展 開 に 関す る 3 つ の 原則 と し て ， 1 ，保育者 の 子 ど もの

考 え に 対す る理解，2 ，子 どもの 考 え に 沿 っ た控 え 日な

対応， 3 ，物理 的知識 の 重視 を あ げて い る 。子 ど も の 側

か らは ，「物に働き か け る こ と」，
「そ の 物か ら の フ ィ

ー

ドバ ッ ク を吟味す る こ と」，「知識 を自分 で 組織化 す る こ

と 」 が 大切 で あ る と い う立 揚 を取 っ て い る 。幼児期 に 自

律性 と と もに 体系化 した 知識 を獲得 して い く こ と が，そ

の 後の 発達に どの よ うな影響 を及ぼす の だ ろ うか。こ う

し た教育を受 けた 子 ど もは，小学校 に 入 っ て か ら自然科

学 に興味 をもっ か も しれ な い 。 カ ミ ィ ・プ ロ グ ラ ム を倉

橋理論 と比 較す る と，自発 性 の 重視，子 ど も同 志 の 相 互

交渉 を重 ん じ る点 は
一
致 して い る。しか し，カ ミ イ ・プ

ロ グ ラ ム で は ，物理 的知識に基 づ く遊び を強調 し て い る

が ，倉橋 理 論 で は ， 遊び を強調 し て は い る が ，情動 の 安

定 に 基礎 を置 い て い る とこ ろ が異な る。

　 い ず れ に せ よ，幼児期 の 発達 の 問題 は ，カ ミ イ ・プ ロ

グ ラム ，倉橋理 論，モ ン テ ッ ソ リ教育や
一

斉保育な ど と

比較 して ，そ の 後 の 認知や パ ー
ソ ナ リテ ィ の 発達 に 及 ぼ

す影響を調 べ て 生涯発達か らみ た意義が 明 ら か に さ れ

て ，は じ め て 評価 され る ぺ きで あ る。今後，こ の よ うな

長期の 展望 に 立 っ た 研究が組織的に行 わ れ る こ とを期待

す る。

　保育者 や 母 親 を 対 象 と した 単行本 と し て ，石 垣 （ユ986）

の 「幼児 の 発達 とお もち ゃ 」，中沢 （1986） の f幼 児 の

科学教育」，永 野 （1985 ） の 「や さ しい 実験室，作 る 遊

ぶ 考 え る」，須藤 （1986） の 「教育 ， あ そ ぶ 手，っ く る

手 ，は た ら く手 」， 松原 （19S6） の 「0 歳 か らの 知 的 教

育⊥ 田中 （1986 ） の 「発達 と 指導 」 が み ら れ た。こ れ

らは ，知的教育 を遊び ゃ 生活 の 中 に 取 り入 れ ， 単な る技

術 や 知識 の 切 り売 i
／；に な ら な い よ うに配慮 し て い る と こ

ろ が 特徴的 で あ る。と く に ，
「しお み と し ゆ き」 の 「幼

児 の 文宇」 （1986）で は，統計的資料 に基 づ い て，幼児

の 文字 の 実態 を扱 っ て い る が ，一方 で ，文 字記号を早 く

か ら身 に っ けて も，書 か れ た 内容 の 背後 に あ る ， 事実 の

世界 へ 関心 が向か うこ と が 文字学習 の 基礎 とな る こ とを

強調 し て い る と こ ろ が 示 唆に 富 む。そ の 1 例 と して ，本

を読 ん で も ら うこ とが 好 きな子 ど もは ，生活 に 根 ざ した

想像力 が 育 っ て い る た め，文字 に 関 心 が 向 く と，そ の 意

味 を理 解 し．短期間 に 文字を学習 し，文字 の 運用 も巧 み

で あ る こ と を指摘 して い る。

　 と こ ろ で ，働 く女性 の 数 が 増加 す る に 従 っ て ，乳児保

育の 問題 は社会 の 関心 の 1 つ に な っ て い る。本年度の 日

本教育心 理 学会 の 自主 シ ン ポ ジ ウム で も 「乳 児 保 育 に 関

す る 発 達 研 究 の 到 達 点 と課題 」 とい う問題 が扱 わ れ て い

る。金 田 ほ か （口保） の 「集団内行動 の 発達と保育」 で

は ，子 ど もが 「もの j と 「人 」 との か か わ りか ら発達す

る 様相 を保育 の 観点 か ら把握 し よ う と して い る 。 こ の 領

域 の 今後 の 発達が望 ま れ る。

　 おわ りに

　 こ の 1 年 の 研究 を概観 し て ，い くつ か の 問題 点 を考え

て み よ う。第 1 に ，吟味 され た 変数 を用 い た研究が行わ

れ た。十数年前よ り，生態学的研究 の 重要性 が 主 張 さ

れ ，厂認知的社会化 」 とい う名 の も とに 多 くの 研究 が み

られ た ．こ れ らの 研究 は，生 き生 き し た 子 ど もの 姿を 把

握 し，抽象的 な概念で は な く，実際 の 生活 に も役立 っ こ

と を 目的 と し て 行 わ れ た。もち ろ ん ， そ の 成果 も大きか

っ た が，多 くの 変数を用い た た め ， 得られ た 結果 が 何 で

あ っ た か とい うこ とは か な り 曖昧 な もの で あ っ た。こ れ

に 対 する 反省か ら，近年 の 多 くの 研究 は，日常生活 の 変

数を取 り出 して ，実験や調査 に の せ る形に して い る 。本

年度 も，こ の 線 に 沿 っ た研究 が 多 か っ た。日 常生 活 か ら

の 変数を扱 っ て い る とは い え ， 実 験や調査 に の せ る段階

で ，こ れ らの 変数 は か な り抽象的 に な っ て い る 。そ の た

め，具体的 で 生活 揚面 に研 究 結果 を 適用 す る 場合 に は
，

個 々 の 事例 ご と に子 ど もの 個性，心理学的環境な ど多角

的 に考察 した 上 で 用 い る こ とが望 ま し い 。

　第 2 に，研究方 法 に 関 して は ， 研究 に応 じて ，生態学

的研究や実験室的研究 が用 い られ た。そ の 中 で，領域に

よ っ て は ，現象学的方法 も 1 つ の 有効 な 方向 で あ る こ と

を示 唆す る研究 もみ られ た。しか し，こ の 方法 を安易 に

用 い る と主観的 な独断 に な bやす い u 成功 して い る 場合

に は ，そ の 研究者が科学的方法 に も精通 して い る場合 と

思 わ れ る。十 分 な知識 に基 づ い て研究 され る こ とが 必 要

で あ る 。今後 の 課 題 と して ，「法 則定 立 的」 な研 究 と ，

「個性記述的」 な 研究 の 関連 づ け とい う問題が再 び 論 じ

られ る 。

　第 3 に，多くの 領域で 行 わ れ て い る研究 は，外国 にモ

デ ル の あ る もの が多か っ た。もち ろ ん，日 本 ば か りで な

く諸外国 の 研究 もよ く理解 した 上 で研 究 を進 め る こ とは
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大切 な こ とで あ る。しか し，言語 の
一部の 研究や教育プ

ロ グ ラ ム の 研究 で ， わ ずか に 日本 の もの が み られ た に過

ぎ な い c 愛着や道徳 の 研究 に して も， 日本独 自の 測度 が

開 発 さ れ て もよ い 時期 に 入 っ て い る と思 わ れ る が 如何 で

あ ろ うか 。

　za　4 に ，言語や社会性 の 研究 の 中で ，い くつ か の 心 的

機能 を実験 に の せ て い き，そ れ らの 関 連を考察 し よ う と

い う研 究 が み られ た 。
「認知的社会化」 の 問題が 重 要 で

あ る こ とが 指摘 され て ，い くっ か の 試みが み られ た が，

第 1 の とこ ろ で も述 べ た よ うに，認知 も社会性 も と い う

接近 の 仕方 で は．ど う して も研究 の 焦点が定 ま らな い
。

し か し，た と え ば，言語 の 研 究 に お い て ，渡辺 （教心）

が誘惑 へ の 抵抗 と言語 の 自己 調整機能 を検討 して い る よ

うに ，認 知 機 能 と社会性 の 関係 が把握 で きれば，人 の 発

達過程 を
一

層力動的 に 捉 え る こ と が で きる よ う に な る だ

ろ う。岡本 （教心） は 自主 シ ン ポ ジ ウム
， 「わ が国 に お

け る赤 ち ゃ ん研究 の 行方 」 の 中 で ，「日本 の 乳児研 究 で

は，主 と して 母 子 相互 作用，愛着 の 成立，言語獲得 が取

り上げ られ る が，こ れ ら がど うい うと こ ろ で つ な が っ て

い くか 明 ら か で は な い 」 点を指摘 して い る 。

　本稿 の 章 を構成す る 場合 も，こ の 問題が大切 で あ る こ

と は理 解 して い て も，認知 と社会性 を便宜上別 に 扱 っ て

い る 。

　第 5 に ，す で に し ば し ば 指摘 され て きた こ と で あ る

が，各領域 に お い て ，似 た 研究 が み られ ，研 究者 間 の 交

流が少 な い よ うに 思 わ れ る。研究者問 の 情報の 交 換をも

う少 し 密 に す れ ば，よ り生産的 な研究 が期待 で き る だ ろ

う。

第 6 に ，研究者の 倫理 の 問題が あ げ らa’L・6 。研 究 の 被

験者を依頼 す る場合 に ，日本 で は，と くに 明白 な 基準が

で きて い る わ けで は な い 。た と え ば，ソ シ オ メ ト リ ッ ク

テ ス トに して も，「好 きな 子 ど も」 や 「嫌 い な 子 ど も」

を 記 入 す る 時 に，周 辺 児や孤 立 児 に な る 子 どもた ち は，

自分 の 立場 を よ く知 っ て い る と い う現 場 の 教師 か ら の 指

摘 もあ る。相手 が，と くに ，十分 自分 で 判断 の で きな い

乳 児 や 幼児 の 場合に，実験 に 参加 した 経験を ど の よ うに

受 け 止 め て い る の だ ろ うか
。 親や 保育者 の 承諾 を 得 る こ

と を配慮は して も，子 ど もの 立 場まで 深 く考 えて い る の

だ ろ うか ．こ の 問 題 は ，「児童心 理 学 の 進 歩」 で も，指

摘 され て い る が ，未だ こ れ とい っ た 解決の 道は な い 。日

本 で は 子 ど もに 「奪取 」 の 実験 を行 うよ うな こ と もな い

の で ，今 の と こ ろ ，個 人 の 良識 に 委 ね る こ と が適切な の

か も しれな い 。

　最後に ，優れ た 研究 の 中 に，本 槁 で 言 及 で きな か っ た

もの が あ る こ とを お詫び す る 。
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