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が （辞 書：的 な 多義性 と呼 ぶ ），メ タ フ ァ （「学校 の 設 立 は

い ば ら の 道だ 1） や 閥接的言 語行為 （「辞書 ， も っ て ま す

か 」 ： 質問 と も要求 と も取 れ る）な ど も，辞書的に は定

義 され ない が ，多義的 で あ る 。本研究 で は ，こ の よ うな，

複数の 意味が辞書的 に定義 され な い 多義性 （非辞書的な

多義性 と よ ぶ ） を問題 に し た。

　論文 は 5 部 ，9 章 よ ウ成 る。第 1 部 で は先行研 究 と問

題，第 2 部で は 多義性の 原因 とな る 推論枠組，第 3 部 で

は 多義性 の 解 決 に 関わ る 文 脈 の 内容 ，第 4 部 で は 同 じ く

多義性 の 解決 に 関 わ る文脈 の 動的性質，第 5部で は 文 脈

と多義性解決 の モ デ ル を 提 示 した 。以 下，各部 に っ い て

述 べ る。第 1部 （1章） 1 非辞書的 な多義性に 関す る 先

行研究と問題

　第 ユ部 で は 辞 書的 な 多義性 に対 し て 非辞書的 な多義性

（以 下，単 に 多義性 とす る ） を区別 し，先行研究を 検 討

した ．そ し て 多義性 は ， 1 つ の 表現 か ら推論枠組 に よ っ

て 推論さ れ る複数 の 解釈 と し て，ま た そ の 解決は，複数

の 解釈 の 中 か ら ひ とつ を文脈 に よ っ て 選 ぶ こ とと して 捉

え られ る こ と を示 唆 し，第 2 部以 降の 研究 の 方向を定 め

た．第 2 部 （2 章， 3 章）；非 辞書的な多義性 と推 論 の

枠組

　第 2 部 は 多義性 の 原 因 と な る 推論枠組 につ い て の 研究

で あ る。被験者 に 命題 と と も に接続詞 （2 章 で は 「だ か

らご，3 章 で は 「だ け ど 」） を与 え ，そ の 後 に 続 く文 を作

っ て も ら う。そ し て fだ か ら／ だ け ど」 以 下 を検討す る

事 に よ り，被験者 が そ の 命題 を ど の よ うに 解釈 し て い た

か を推測 し ， そ の 推論枠組を検 討する 。 そ の 結果 ， 人 は

少 な く と も 4 っ の 推論枠組 （変換，経験的推論 対 立 ／

類比，言及）を用 い て，命題 か ら情報を 引 き出す こ とが

見 出され た 。 こ の よ うな 枠組 に よ っ て ，人 は 辞書的 に は

一
意 な命題 を複数 の 仕方 で 解釈 す る こ とが で き，そ れが

多義性 の 原因 の ひ とつ と な る と考 えられ る。

第 3 部 （4 章 ，
5 章，

6 章）： 文脈 の 内容

　第 2 ，3 部 は多義性 の 解決 に 関 わ る 文脈 の 研究 で あ る。

第 3 部で は 間接的要求，拒否 を取 り上 げ，文 脈 の 内 容

一 どの よ うな 内容 の 情報 が文 脈 とし て 与 え られ た とき ，

表現 は
一

意 に解釈 され る の か 　　を調 べ た 。 4 章で は ，

間接的要求 が 要求 と し て 解釈 され る の に必 要 な 言語学的

特徴， 5 ， 6 章 で は ，心理 ・社会 的清報 を 同 定 し，問接

的 要求，拒 否 が 理 解 さ れ る た め に は ，話 し手 ，聞 き手 の

目標や状況 に 関す る 知識 が 文脈 と し て 必要 で あ る こ と を

示 した。

第 4 部 （7 章 、
8 章）：文脈 の 動的性質

　第 4 部 で は 文脈 の 動的 な 性質
一一一どの よ うな 条件 で 情

報が 与 え られ た と き，そ の 矯報 は 文脈 と して 効果的 に働

くの か 　 に つ い て ， 基礎的 な 実験を行 っ た。 7 章 で は

文 脈 の 形成 ， 8 章 で は 保持 に っ い て 検討 し，形成や保持

と い っ た 文脈 の 動的な性質に は，呈 示 され る 情報 の 量 と

呈 示 間 隔 が 重 要 な 要 囚 と し て 関 わ っ て い る こ と を示 した 。

第 5 部 （9 章）： モ デ ル 化

　 第 5 部 で は，以上 よ t　 OE，られ た 知見 を 基 に，文 脈 を

「生 まれ て か ら現 在 に 至 る ま で の 全 て の 直接，間接 的 経

験 に よ っ て 得 られ た 知識 の 構造 ，す な わ ち データ ベ ース

構造 の うち，現時点 で の 情報処理活動 に積極的，流動的

に 関与 し て い る部分 」 と定義 し ， 文脈 と多義性の 解決 を

入間 の 情報 処理 モ デ ル の 中 に位置 づ け る 試 み を行 っ た。

　従 来 の 情報処理 モ デ ル で は，意識的処理 と無意識的処

理 の 区別 ， 保持 の 連続性 ，保持 され る情報 の 形成 に 関 し

て 文脈 を 載 せ る に は不 十分 な点 が あ る 。そ こ で ，本章で

は 従 来 の モ デ ル を発展 させ た新 しい モ デ ル を提出 し た。

まだ ラ フ な ス ケ ッ チ の 状態 で あ る が ， 基本的 なア イ デ ア

は，心 理 学的実体 と し て の 多義性や文脈 の イ メ
ージを伝

え る の に役 立 ち，ま た ，研究 の 指針 と な る で あ ろ う。

　 東 京都立大 学

　　文学博士

永井　撤　「対人恐怖的心性 に 関す る心 理学的研究 」

　対 人 恐怖が我国 に お い て ，そ の 発症人数 が 非常に多 い

神経症で あ る こ と は ， 従来 か ら しば しば指摘 され て い る 。

さ らに ，ま た 一般健康者に お い て ，青年期 に こ の よ うな

状態 を示 す者 が 多 い こ と も周知 の 通 りで あ る ．本論文 で

は，対人 関係 に おけ る 自分 自身 の 在 り方を ， 関係的 自己

と定義 し，対 人 恐 怖 と は，こ の 関係的 自己 を安定 して 維

持す る こ とが 出来な い 状態 と して考え て い る。そ し て
，

一般健康者 に お い て も共通 に 認 め られ る 対人恐怖的心性

の 構造 と そ の 特徴 を，統計的方法や性格検査，さ ら に ケ

ー
ス 研究 を用 い て 多面的角度か ら明 ら か に し，青年期 の

正 常 な 発達過程 に お け る 問題意識 と し て 捉 え よ うと考 え

て い る。本 論文 は 5 っ の 方向 か ら，合計 13の 研 究 を 行

い ，対人恐怖的心性の 実態を 明 ら か に し よ う と意図 して

い る 。

　 1． 対人 恐怖的心 性 の 構造 に っ い て

　研究 1 で は ，対 入 恐怖 の 問題 に 悩 ん で い る 人 の 訴 えを

1 ，対人状況 に お け る行動の 特徴，コ，関係的自己意識， nl，

内省的自己意識，以上 の 3 つ の 次元 に分 けて ，対入恐怖

的心 性の 質問票 を作成 し て い る 。研究 2 で は ，そ の 質 問

票 を用 い て ，一
般健康者 に お け る 対人恐怖 的心性 の 発達

的変化 の 在 P方 を中学生 ・高校生 ・大学生 の そ れ ぞ れ に

つ い て 明 ら か に し て い る。研究 3 で は，青年期 の 性的 な

成熟 の 程度 ，Identltyの 確立 の 程度 ， そ し て 青年 期 の

問題 と し て 近年注 目 され て い る Student ・Apathy の 問

題 と の 関係を調べ て み た 。

　2． 規定 して い る 環境的要因 の 研究
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　次 の 研究 4 と研究 5 で は 対 人 恐怖的心 性 の 規定要因 の

1 つ で あ る地域的環境的要因 と両 親 との 関係に つ い て 調

べ て い る。

　3．　パ ー
ソ ナ リテ 〆 と の 関連に つ い て

　研究 6 で は， TSPS （Two −Slded　Personality　Scale）
を用 い て ，対人恐怖的心 性 を 強 く自覚 して い る 者 の 群 の

ほ うが，よ り性格 の 二 面性 の 併存 を許容 し て い る こ と

を明 らか に して い る．研究 7 は ，対人恐怖的 心 性 と パ

ー
ソ ナ リ テ ィ の 健康 さ との 関連 に つ い て ， 自我の 強 さ

（Ego 　Strength）を表 わ す と考 え られ る ロ
ー

ル シ ャ ：7 ハ

予 後評定尺度 （RPRS ） を 中心 に 明 らか に し た 。研究 8

で は，対人恐怖的心性の 自覚が 高 い 者 の 中で，今 ま で に

持 っ た 「悩 み 」 に つ い て 第 三 者 に 相談 し よ う と思 っ た か ，

全 く第三 者に 相 談 し よ うと は 思 わ な か っ た か の 二 群 に分

け ，ロ
ー

ル シ ャ ッ ハ 予 後評定 尺 度を中心 に調 べ て み た。

　4．　事例研究 か ら み た 対人恐怖の 問題 に つ い て

　研究 9 で は ，実際 に筆者が治療的関わ りを持 っ た 対人

恐怖的 な問題を 主訴 と し て 来談 し て 来 た 24 の ケース に つ

い て ，高校 生 ・大学生 ・正規 の 職に就 い て い な い 者 ・正

規 の 職 に 就 い て い る 者，以⊥ の 4 つ の 群 に 分 け て，そ れ

ぞ れ の ケース に つ い て ，主 訴，問題 の 経過，生 育歴 ，家

族に つ い て ま とめ ，考察 した。

　5． 心理治療過程 の 研究

　研究IGか ら研究13ま で は，そ れぞれ 綱 人 の 心理治療過

程 に つ い て 記述し，そ の 個人 の 自己実現 と い う観点 か ら

考察 して い る e

　以上 の よ うな本論文 の 研究結果よ り，対人恐怖的心性

の 自覚 は，関 係的自己 の 気 づ き とそ の 混 乱 と して 捉 え ら

れ る もの と考え られ た 。 こ れ は青年期の 正 常な 発達過程

に お い て 体験 され る
一

種 の 危機的 な 体験 と し て み る こ と

がで き る が，自己 を確立 して い く上 で 非常 に 重要 な 手 掛

か りを与 え て くれ る側面 の あ る こ と が明 ら か と な っ て い

る ．

　名古屋大学

　　教育学博士

　山 田洋子 　「乳児期 に お け る 言語機能 の 基礎 過程 と し

　　　　　　て の 認織行動 と コ ミ ュ
ニ ケー

シ ョ ン 行動の

　　　　　　発達」

　本論文 で は ，「有意味 語 の 出現 に 先立 つ 言語機能 の 基

礎 とな る 行動の 構造は何か 」 とい うテ
ーマ に 関す る筆者

の 今 ま で の 研究 をま とめ て 理 論的考察を し た。こ の テ
ー

マ は乳児期 の 発達 の 総決算 に 位置す る 要 の 問題 で あ る と

と もに ，言 語 の 本質 を理 解 す る とい う理論的 な 目的 の た

め に も，言語発達 に遅滞が み られ る障害児 の 治療教育と

い う実際的な 目的 の た め に も，必要 で 切実 な 問題 で あ る。

従 来は言語発達 の 前段階と して ，音声的行動の み に 注 目

し が ち で あ っ た が
， 認識機能や伝達機能などよ り幅広 い

文脈 か らの ア プ ロ
ー

チ が必要 で ある c しか も思弁的 に で

は な く行動 レ ベ ル で把握され な けれ ば な らな い 。そ の た

め に は実験法 と観察法 の そ れ ぞれ の 長所 を生 か して 併用

す る と い う方 法 論 が有効 で あ る。

　そ こ で 主論文 で は，主 に実験的研究の デー
タ を基 に し，

認識行動に 重点 をお い て 考察 し た 。コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン

行動 の 考察 は ，主 に 行動観察データ を基 に し た が，そ の

詳細は副論文 と し て提 出した著書 『こ とば の 前 の こ とば

一
こ とば が 生 ま れ る す じ み ち 1 （新曜祉）』 に 記述 した 。

　有 意味語出現前 の 乳児期後半 （生後 9 か 月頃） か ら生

じ る ，言語機能 と部分的 に も機能的 な基礎を共有 して い

る 行動 の 構造 と して ，認識行動 に お い て は 「静観的認識

行動 の 開始」， コ ミ ュ ＝ ケ
ー

シ ョ ン 行動 に お い て は 「三

項関係 の 形成 」 と い う 2 つ に 大 き く続 合 さ れ る 発達 的変

化 が考え られ る。

　静観的認識行動 の 開始 は ，1）注視様式 ，2）手 繰作様

式 ，3）乳児の 生活空聞の 3 側面 の 発達的変化に よ っ て

示 され た。表象 は，Plaget が 考 える よ うに 感覚運 動 的

知能 の 内化 と し て だ け で は な く，自己 （self ）の 居場所 と

して の 心理的場所 〔こ こ 〕の 形成 と関連づ けて ，「こ こ に

い な が ら こ こ に な い もの を見 る 」 あ る い は 「こ こ に い な

が ら遠 くの 現前 しな い 空閲 を も視 野 に 入 れ る」 行動 と し

て 考え るぺ きで あ る。したが っ て 表象発生 の 前に ，「行

く こ とが で き る に もか か わ らず ，こ こ に と ど ま っ て 遠 く

（あ そ こ ）を見 る 」 とい う静観的認識行動 が始 ま る こ と

は，大変重要 で あ る。

　三 項鬨係 の 形成 は ，1）指 さ し，提 示，手 渡 しな ど 「人

に もの を見 せ る行動」，2）ボー
ル の や りと り，い な い な

い バ ァ
ー，い や い や ゲーム な ど 「や り と リゲ ー ム 」，

3）泣 きの 道具化 な ど 「情動 の 直接表 出か ら媒介項 を 含

む伝達行動 へ の 発達1 の 3 側 面 の 発 達的変化 と して 示 さ

れ た。

　生後 9 か 月頃 か ら，初期 に は別 々 の 文脈 で 発達 した 対

人 関係 と対物関係 の 2 つ の 行動様式が文脈 を越 え て 結合

さ れ ，
「誰 か （人 ）に 何 か （物） を」 の 関係 が 形成 さ れ

る 。 つ ま り 「乳児
一

人」 「乳児
一
物」の 二 項関係 か ら 「乳

児
一・一・X （もの ）一人 一1 の 三 項関係 へ と発達す る 。 そ れ に

よ っ て ，共感 的 な 対人 関係 をっ くる た め に 対物的 な 実践

的行動で 鍛え られ た ル
ー

ル の 使 用 が 可 能 に な る 。ま た 媒

介項 の 挿入 に よ っ て
， 情動 の 直接的 な表出 で は な く，間

接化 した意図的な表現形式 で の 伝達 が 可能 に な る。そ し

て 次 の 段階 （1 歳代） で は 三 項 関 係 は ，
x の 項に 「言

葉」 が 挿入 され て 会 話的関係 へ と変化 し，同 じ心 理 的場

所 〔こ こ 〕 に すむ他者 と意味 を共 同生成す る べ 一
ス と し

て 機能する と考え られ る。
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