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は じめ に

　本稿 の 目的 は 原則 と して 1994年 7 月か らユ995年 6 月 に

発行 さ れた教 育心理学研究 ， 心理学研究 ， 発達心 理 学研

究 ， 及 び 日本教育心理学会第 37回総会，日本心理学会第

59回 大会 ， 日本発 達 心 理 学会第 6 回大会 の 各論文集 か ら

児童 。生徒 に 関わ る発達研究 を概観 ・展 望す る こ と に あ

る Q

　児童 ・生徒期 と い うの は，学校教 育法 的 に は小学生 ・

中学生 を 示 す 言葉で あ る 。 従来か ら， こ の 枠組 み で 執筆

され て い る ようで あ る 。

一
方 ， 日常用語 と して は高校生

に も生徒 と い う表現 を用 い る 。 現在の発達心 理 学の
一

般

的な 理解で は ， 小 学校 ・中学校の 年代 は少年期 （児童期 ）

か ら青年期初期 も し く は 思春期 に 該 当す る 発達年代 で あ

ろ う。一
方 ， 筆者の 調査 （日野 林，1994）に よ れ ば ， 従来の

青年期 の 古典 的定義で あ る と こ ろ の 思春期の 身体的変化

が青年期の 開始で あ る と すれば ， そ の 重 要な指標 で あ る

初潮年齢 は 小 学校 1年生 か ら中学校 3年生 に 分布 し，な

お か つ 中学校 3 年生 2 月で の未潮者が存在す る 。 平均的

に は 女子 中学生 の 大半 は 青年期 に あ る こ と に な る 。 実際 ，

中学生対象の研究が 青年期で扱われ て い る こ と もある。

い わ ゆ る発達加速 現象 〔Accerelation，　secular 　trend）の 進行

は，思春期変化 の 低 年齢化 とともに ， 個人 差を拡大 し従

来 の 発達段階 の 定 義 を 無意味化 し つ つ あ る と も考え られ

る 。

　過去 の 年報で何度 も取 り上 げ られ て い る よ う に ，発達

部門 で 制度的 な年代 区分 で あ る児童 ・生徒期の概観 ・展

望 を す る と い う こ と 自体 に 無 理 が あ る と言 わ ざ る を え な

い 。児童 ・生徒 と い う枠組み と各種発達的指標の 個人差

の ギ ャ ッ プ こ そ が現代 の 発達 の特徴 の
一

つ で あ る と も い

え よ う。 無論，学校制度 や教育 とい う文化 ・社会的な要

素が ， 児童 ・生徒 の 発達 に 影響 を与 え て い る側 面 もみ の

がす こ とは で き な い
。 し か し ， 学校制度や教育 を発達 の

独立変数 と考え て 考察 す る な ら ば ， テ ーマ は限定さ れ て

し ま い
， 本稿の趣旨か ら は はずれ て しまうの で はない だ

ろ うか 。 さ ら に根本的な問題 は ， 発達研究 と は 何 な の か

とい う疑問が解決 さ れ て い な い こ と で あろ う。 あ ら ゆる

研究領域は，発達研究 た りう る可能牲 を有 し て い る の で

あ る 。 発達研究 は ， あ る特定の研究領域 と い うよ りは ，

研 究方法 ・視点 と して とらえた ほ うが わか りやす い の で

は な い だ ろ うか 。

　教育心理学年報に お い て ， 各研究動向と展 望が 現在 の

形式 に な っ た の は 1985年度 か らで あっ た 。 以来 ， 児童 ・

生徒部門の執筆担当者 は，

1985年度は 自己意識 ，

19S6年度は 認知 と人格 ・社会，

1987年度は 認知 、

1988年度は 発達研究 の ア プ ロ
ー

チ の 区分，

19S9年度は 社会化 の プ ロ セ ス ，

1990年度は認知発達，

1991年度 は年齢 と 従属変数の 型 ，

1992年度は 認知発達 とパ ーソ ナ リテ ィ，

1993年度は 自己 の 発達，

1994年度 は学校教育 と認知発達

と い う よ う に
， あ る程度 テ ーマ を しぼ っ て執筆 さ れ て い

る こ と が わ か っ た。特 に 認知 発達 に 頻繁 に 焦 点が当 て ら

れ て い る こ とが 印象的で あ る 。 児童 ・ 生徒期 の 発達研究

を概観 す る に は ， 認知発達 に関す る興味 と知識が必要不

可欠 で はな い だ ろ うか とさえ思 え る 。

　筆者は，大学 の 学生相談室で カ ウ ン セ ラ
ー

をしなが ら，

研究と し て は ， 発達加速現 象の 進行を背景 として ，身体

的な もの ， 心理的な もの ， 文化 ・社会的な もの の 交互作

用 が ど の よ うに 現れ て くる の か とい う こ と や ， 性の 発達

に 関心 が ある。と りあ えず，研 究領域 として は発達 を挙

げ る こ と に は し て い る が ， 発達心理学 の 中で周 辺部 に 位

置 して い る こ とを 自認 して い る し， 児童 ・生徒期の 発達

に 必ず し も関心 が あ る わ けで は な い
。 結果 と し て ， 上記

論文集に は，筆者の直接の 関心 をひ くような論文 はほ と

ん どな い の で ある 。 筆者の 関心 や 視点で テ
ーマ を絞 っ て

概観 す る こ と も不可能 で ， 本稿 で は ， 文字通 り論文集か

ら 該当論文 を概 観 す る こ と に よ り， 現実 に ど の ような研

究がな さ れ て い る の か と い う観点か ら み て い き た い 。し

か し ， 上述 の よ うに ， ま さ に 現代の 発達研究か ら み て ，

本稿 の 児童 ・生徒期 の発達研 究 とい う テーマ 設定自体が

か な り 問題 を 含 ん で い る た め
， 該当論文 の 取捨選択 自体
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が 非常 に 困難 で あ り，執筆方針 を決定す る こ と も困難 な

作業で あ っ た。さ ら に は，本稿は毎年執筆さ れ て い る わ

け で ある が ， こ の 1年間で研究動向や展望に大き な変化

が あ る の だ ろ うか とい う疑問 も あ る 。 筆者の発達研究に

対す る認知 を問わ れ ， 日頃の不勉強を改 め て 自覚せ ざ る

を え な か っ た。

　概観 す るため に は ， 本来 な ら児童 ・生徒 に 関す る研 究

を す べ て 紹 介し な けれ ば な ら な い わ け で あ る が
， 莫大 な

量 が あ り事実上不可能で あ り， 生産的な作業 と思 えな い 。

そ こ で ， 特に学会発表 の 論文集で は ， 発達部門か ら と い

う限定 をした うえ で ， まず
一

部に で も小学生 ， 中学生 を

研究対 象と し て 取 り上 げて い る もの ，なお か つ 本文中 で

発達 ， 年齢差 ， 学年差等に言及 し て い る も の を筆者の 判

断 で 選択 し た。言 い 換 え れ ば ． 児童 ・生徒 をM 究対象 と

して 取 り上 げ， 発達部門 や発達心理学会 の発 表 で あ っ て

も，心理 ・身体的 な変化 と い う発達的 な視点 か ら の 考察

が な い 研究が多 い とい う こ と で もあ る 。 ま た ， 焦点が 発

達 か ら離 れ て い る と判断 し た 研究等 も取 り上 げ な か っ た 。

結局，非常 に 恣意的 な選択 に な っ て しま っ た と考 え られ，

貴 重 な 研究 が 紹介 で き な か っ た 可能性 は 高 い 。内容 の 理

解に も筆者の能力不足が 反映 し て い る 。 併せ て ， お 断 り

し て お か な け れ ば な ら な い
。

1 ．学会発表論文よ り

　そ の年度の学会発表論文集 は ， ま さ に今現 在ど ん な 研

究 が関心 をもたれ ， 遂行 さ れ て い る か と い う こ と を知 る

に は最 も好都合 な対象 で あ ろ う。上述 の よう に ，
こ こ で

は 児童 ・生 徒期 の 発達研究 が 最 も盛 ん に 発表 さ れ て い る

と考え られ る 日本教育心理学会 ， 日本心理学会 ， 日本発

達 心理学会 の 3 学会 の 1995年 の 発表論文集よ り上述 の 基

準 に 該 当する研究 を紹介す る。筆者 の 予想以 上 に 発達関

連研究 は 多 く，量 的視点 か ら は 日 本 の 心 理 学研究 の 主要

領域 に な っ て い る こ と が確認 され た 。

　筆者 の 判 断 で 学会 で の 児童 ・生徒 に 関す る 発表 か ら選

択 した もの を，内容 に よ り以下 の 5 分野 に 大別 し て み た。

こ れ に そ っ て概観し て い く 。

　  認知 ・概念関連

　  人格 ・社会性関連

　  学校教育 ・学級集団関連

　  思春期 ・性関連

　  　そ の他

1．　 日本教育心理学会第37回総会

　教育心理学会 の 発達の ブ ロ ッ ク に は 183の ポ ス ター発

表 があ り， さ ら に グル ープ発表 の 中に ， 発達 関連 の 発表

を 3 つ の グル ープが 合計 9 っ 発表 し て い る。さ ら に 自主

シ ン ポ ジ ウ ム と して　 L 教育心理学に お け る伝記資料の

使用法一生育心理 学的切 り込 み
一

や　 15．子 どもの 自己

認知の 発達 と教育現 実が 開催 され て い る。

　論文集に掲載 さ れ た 総発 表論文 574 の うち 192
， すなわ

ち33．4％が 発達関連の論文で あ っ た 。 後述 の 発達心理学

会 に は 及ぼ な い も の の ， 日本心理 学 会 に 比較 す る と，実

数 で 約 2倍 ， 比 率で は約 3 倍と い う こ と に な る 。 他の部

門 で も発達 に 関連 した論 文 が 見られ ， 発達部門の研究 は

発 表数で見 る限 り，教育 心理学会 に お け る 比 重 は 大 き く，

大盛況 で あ っ た こ と に な る．

  認知 ・概念関連

　 こ の 分野 は従来か らしば しば取 り 上げ られ ， 日本に お

け る 発達心理 の 主要な分 野 で ある こ とが ， 改 め て 理解 さ

れ た 。

　松田 ・原 田 ・六車 は時間 ・距離 ・速度の概 念に関す る

一
連 の 研 究を報告して い る 。 時間判断と距離判断に お い

て ， 年長 に な るほ ど距離判 断が易 し くな る こ との 原因 と

し て ， 時間判断 に適切 な 手 が か りの な い こ と を挙 げ ， 時

間概 念の 発達が 空間概念の 発達よ り遅れ る と い うこ と で

はな い と結論 づ けて い る 。

　佐藤は 小学生 を対 象 に絵単語 を 自由 に 群 再生させ ， 加

齢 と共 に分類課題 に お い て は 具体的 な もの か ら抽象的 な

もの へ と 変化 す る ， 記銘課題に お い て は 再生語数 は増 え，

分類 の 方法を使用す る方が記銘率 は高ま る ， と い う実験

仮説が 支持さ れ た こ と を報告 して い る。

　吉 田 ， 鈴木， 中村 ・ 岸 は各々 ， 「ハ 」，疎遠化標識 の 効

果 ， 説明文 の 産 出の視点で 文章理 解の報告 を し て い る 。

吉 田 は 小 2 で は
，

ハ の つ く位置に よ る違 い に よ る読み の

差 は な か っ た が 小 5 で は変化する こ と を報告 して い る。

鈴木は F−一よ う だ 」と い う よ う な疎遠化文 を 用 い て ，そ

の 効 果 を報告して い る 。 中村 ・岸 は分か りやす い 説明文

章 を書 く と い う課題 を小 学校 2 年生 と 5 年生 に 与え て ，

評定す る と い う報告を し て い る 。 経験差な しの 課題 で は

両学年で 差 が見 ら れ な か っ た 。

　上 田 ・進藤 ・須賀 ・田中 ・落合 ， 田中 ・上 田 ・進藤 ・

須 賀 ・落合は グ ル
ープ に よ る心 の 概念 の 発達 的研究 で

，

今回 は心の機能 に つ い て の 小学生 の 理 解を質問調査 し，

発 表 し て い る。上 田他の 発表 で は ， 心 の働 き ． 心 の 所在 ，

心 を所 有する対 象，心 と病気 に 関 す る質問結果 か ら， 小

学生 の 早 い 時期か ら感性的 な も の を他 と 区別 し て 心 の 働

き と し て い る こ と 、 小学生 は心と身体を
一

元論的に捉 え

て い る が ，次第 に 二 元論的 に 捉え て い く こ と を示唆 し て

い る 。 田中他 は ， 心 の 発 生と 心 の 発達 ・心 の 同
一

性 ， 生

物学的変化に つ い て調査 し ， 加齢 と共 に胎児 か ら心 が 発

生す る と考え る もの が増加 し ， 小学生 は心の働 き を恒常

的に は み て お らず，年齢 と 共 に 変化 す る もの と み て い る
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こ と ， 心身の 区別は 4年生か ら 6 年生 に か け て つ くと考

え られ る こ と を報告 し て い る 。

　藤井 （教）は子 ど もの病気の 認識に際 して の ，

一
要素

で ある病因の認識に 関し て 調査研究を報告 して い る 。 低

学年で は病気の 原 因と結果の 混同が見 られ る，心理的要

因は病因 と し て 認 め られ て い な い 等 の 分析結 果 で あ っ た 。

　古池 は ， 幼稚 園 か ら小 学校 5年生 を対象に ，本に つ い

て感情表現 を描 くよう に 求め る課題に お い て ， 年齢の 上

昇 と共 に 顔 の 表情だ け で感情 を表現 す る ス タイ ル が減少

す る
一

方 ， 様態， 状況 ， 象徴な ど を併 せ て 表 現す る ス タ

イル が発達 的な傾 向 として認 め られ る と報告し て い る。

  人格 ・社 会性 関連

　人格 ・社会性 の 発達研究は ， 児童 ・生徒期に お い て は ，

認知に次 い で 関心の 高 い 分野で あ り ， 青年期以降 の 発達

に もつ なが っ て い る研究分野 で あろう。

　藤崎 は ，
コ ン ピ テ ン ス が 幼稚 園，小学校 工年 ， 4年 と

低下 して い くこ と，また 自己価値が就学前後で芽生 え て

い る と い う コ ン ピ テ ン ス の発達変化 を報告 して い る 。

　二 宮 ・首藤 ・山岸 ， 山岸 ・二 宮 ・首藤 ，首藤 ・山岸 ・

二 宮 は ， た くまし い 社会性に 関す る研究 に お け る
一

運 の

発表で ，共感性，向社会的 コ ン ピ テ ン ス ，向社会的行動

経験 の い ずれ で も ， 男子 よ り女子が高 く， 中 2 は 小 5 よ

り低 下す る こ と， 小 5 とは異 な り中 2で は 自立感 が た く

ま し い 社会性 と関連 しな い こ と，小 5 は中 2 よ りも主体

的 で 協同的な学校生活 をお くっ て い る と強 く認知 して い

る こ と な ど の分析結果か ら ， 学校生活が た くま しい 社会

性の発達 を規定 す る こ とを示唆 し て い る。

　松 田 は ， 小学校 3 年生 と 5年生 を対 象に ， 共感性 ， 援

助 の 状況，被援助者 の 統制可能性 ， 学年の 4 要因で 共感

性 と援助行動に関 し て分析 ・検討して い る。 3 年生 で は

自分の側の状況 と共感 性の 程度 が 援助行 動 に 影響を及 ぼ

して い る こ とな どを報告 して い る 。

　 青木 ・西 谷 ・大竹 ・山田，西谷 ・山田 ・大竹 ・青木 ，

大竹 ・
西谷 ・山田 ・青木は 小 学校低学年児童 を対 象 とし

た認知 お よび対人的 自発性 ， 生活及 び対 人規範遵守性，

自立心 の 5 尺度か らなる自主性尺度の 作成 と そ の結果 の

分析 を報告 して い る 。 青木他 は ， 小学生 に な ると自立 心

の 尺度は単独の 尺度 と し て成立 しな い こ と を示 唆 して い

る。大竹 他 は ，
こ の 環境条件 との 関わ りの 分析で ，首都

圏 で は祖父母 の 存在が規範 の 遵守性の 発達を促す こ と を

示 唆し て い る 。

　 小林 は中学生 ， 高校生 ， 大学生 を対 象 に 理想 的 自己橡

を調査 し因子分析 をも と に 年代差を報告し て い る。

　 杉村 は ， 幼児 ， 6 年生 ， 成人 を被験者に し て ， 意志決

定に お け る危険追求型 の 選択 と危険回避型 の 選択の発達

的傾向を検討 して い る 。 幼児 と 6 年生 は ， 成人 よ りも危

険追求型 の 選択 を しな い こ と， 危 険回避型 で も年齢 の 効

果が見 られ る こ とを報告 し て い る。

　松永 は， 小 2
， 小 5 ， 大学生 を対 象 に ，異 なる特性 を

もつ 5 人 が 登場 す る 紙芝居 VTR の 視 聴後，質 問紙 に よ

る調査 を実施 し，年齢 と共 に他者の 内面的特性だ け で な

く，他者 の 過去の 行動 と予測場面 と を関連づ け て行動予

測す る傾向が あ る こ と を報告 して い る 。

　松田 ・張 ・可児 は
． 身近 な職業 に 関す る 認識 の 調 査 か

ら，社会認識 の 発達 に 関 す る考察 を行 っ て い る 。 小学校

1 年生 で は職業の定義 と 目的が分化し に く く， 2 ， 3 年

生で は職業の社会的役割 を不十分で は あ る もの の 認 識し

始め て い る こ とを報告 して い る 。

  学校 教育 ・学級集 団関連

　学校 教育 ・学級集 団 に お け る 発達的研究は ， 教 育心 理

学分野 に お け る最 も独 自性の あ る研究領域 と考 えられ る 。

ま た ， 教室 と い う限定 さ れ た観察空間を利用 して ， 他の

領域に先駆 け て ビ デオ に よる行動分析 が 取 り入れ られ て

い る の も
一一

つ の 特徴 で あ ろ う。

　石黒 は，教室空間の 初期構成過程の研究 を ビ デオ 分析

し， 7月 に な っ て授業が 成立 つ こ と を報告 して い る 。

　藤井 儀 〉は テ ス トが子供 の 動機 づ け に 及 ぼす影響 を期

待理論 を も と に 計 算 ， 学年差 を 分析 し， 4 年 ， 5年 ， 6

年 と動機づ け得点が低下す る こ と を報告 して い る。

　蘭 ・高橋 ， 高橋 ・蘭は児童 の 自由記述 の 分析 に よ り，

学級経験 の 中 で の 児童 の 認知 の 変化 発達 に つ い て 二 人 の

事例 を 示 し，学年差 ， 認知 ル
ール の駆動に差異が あ る こ

と を紹介し な が ら ， 児童の認知 をべ 一ス と した新 し い 学

級集団発達の パ ラ ダ イ ム を示 唆 して い る 。

　小 石 は ， 学級集 団 に お ける仲間関係 の 発達 に 関す る ，

小学校 3 年生 か ら 5 年生 に か け て の縦断研究で ， 仲間か

ら見 られ て い る仲間関係ス キ ル と自分自身が認知 して い

る仲間関係 ス キ ル に つ い て 調査 を実施 して い る 。 両 ス キ

ル の 相関か ら小学校 中掌年か ら子 ど もたち は徐々 に 自分

自身 の 仲間関係 に つ い て 客観的 に 見 る こ とが で き る よ う

に な る こ と を示 唆し て い る。

  思春期 ・性関連

　 思春期 は もとも と 身体的 な も の ，心理的 な も の ， 文化・

社会的 な もの の 交互作用 が 明確 に な る発 達段階 と考 え ら

れ る。さ ら に ，い わ ゆ る発達加速現象の 進行に ともな う

思春期変化の低年齢化 ， 性行動の活発化 ， 性教育 の 推進

等を考慮 す る ならば，心理 学 に お い ても思春期発 達や 性

に 関 わ る研 究 は も っ と注 目 さ れ て も よ い よ う に 思 わ れ る

分野 で あ る 。

　 松井 ・井上 ・宮武 ・鈴木 ， 宮武 ・鈴木 ・松井 ・井上 ，

鈴木 ・松 井 ・井上 ・宮 武 は中学校教師 と生徒対象の恋愛

意識 の 調 査 結果 を 報告 し て い る 。 中学生 ， 特 に 女 子 が 恋
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愛 と セ ッ ク ス を分離 して 認識 して い る等の 結論で あ る 。

　向井 ・伊東の 女子 の 抑 うっ 傾向 の み が身体的発達速度

に よ っ て予測 され る とい う結果は ， 心身相関に性差が見

ら れ る と い う こ と で あ ろ うか 。

　野 呂
・王 ・

野 呂 は ， 中国 の 資料等 を検 討 し，発 達加速

現 象 の 研究 を都市化概念の 捉 え直 しが必要等の 視点で 見

直す こ と を提起 して い る。

　青山は女子校 と共学校の 中学生，高校 生，大学 生 と を

比較す る こ と に よ っ て，現実の 異性 との 対 人関係 ， 異性

に 対 す る性役割観 ， 自己 の 性役割観を分析 し，中学生で

最 も顕著 な差が現れ る こ と な ど を報告し て い る 。

　森 ・松田は小学校 3 年生 と 5 年生 を対 象 に ， 男 ら し さ

・女 ら し さ を学年差，性差 に 関 して報告して い る 。

  　そ の他

　豊村 は 小学校 1 年生 か ら 6 年生を対象に ，
パ ーソ ナ ル

ス ペ ー
ス と心 理 的負荷の関連性 を ， 負荷を 数字 と 円 の 大

きさ で 表わす マ グ ニ チ ュ
ード推定法 を用 い て検討 して い

る 。 数字値で は，距離 の み が有意 で あ っ た が，円周値 に

お い て は ， 学年 ， 距離 ， 性別 ， ア イ コ ン タ ク トの す べ て

の 要因 で 有意差 が 見 られ た こ と を報告 し て い る 。

2． 日本 心理学会第59回大会

　 目本心理学会第59回大会で は ， 930件の 発表 の うち93件

が発達部門 の 研究 で ，児童 ・生徒 が 考察対象 とな っ て い

る研究 は一連発表を含み1D件 で あ っ た。発達部門 は全体

の 1割 ， 児童 ・生徒関連の 発表は そ の ま た約 1割 と い う

こ とに な る 。

　 シ ン ポ ジ ウ ム 等 に お い て も，児童 ・生徒関連 の 発 達 に

関 して は ， ワーク シ ョ ッ プで 「青少年の 生活体験 と発達

課題」が開か れ て い る だ け で あ る 。 前年 も ほ ぼ 同様 の 傾

向で あ り， 日本心理 学会 に お け る発達部門 ， 特に児童 ・

生徒関連 の 研究は比 重が 小 さ い と 言 わ ざ る をえな い
。

  認知 ・概念関連

　松 田 は ， 教育心理 学会 の発表 と関連 し て運動時間 ・運

動距離 ・速 さの 3者 の 関係概念 の 形成過程 の実験的研究

で ， 解答傾向か ら 5 つ の 発達段 階 が あ る こ と を示 して い

る 。

　栗山 は小学生対 象 の 減 算の 反 応時間か ら，心的計算過

程の 実験 で 減数や被減数 に 5 を含む問題 は有意に 速 く，

児童 の 数表象 に は 5 が特異数 と し て 表象 され る こ と を確

認 して い る 。

　佐藤 ・下仲 ・中里 ・河合 は主観的年齢の規定要因を生

涯発達の 観点か ら分析 し，児童期 とそれ以 降に は差異が

ある こ と を報告し て い る。

  人格 ・社会性関連

　木下 は，集団決定 と個人 の 自由 の 関わ りを 8 つ の指示

場 面 で 日英 の 小学 6年生 ， 中学 2年生 ， 大学生で 比較す

る と い う，い わゆ る比較文化研 究を報告 し て い る。

　田中は ， 児童期 の 手伝 い へ の肯定的態度が強 く，よ り

多様な 手伝 い を 行 っ て い る 児童 ほ ど責任感が 強 く， 手伝

い の多様性が 自己効力感に 影響 して い る こ とを因子分析

と 階層的 重 回 帰分析に よ ウ明 らか に し て い る。

  思春期 ・性関連

　森 ・ 松田 は，教育心理学会 で の 発表 と の関連研究 と し

て ， 中学校 2年生 を対 象 に．男 らし さ ・女 ら し さ を 自由

記述法 に よ り 回答 を求め，性差 や 性役罰 の 認知 と い う視

点で分析 して い る 。

　 日野林 ・南 は ， 無作為抽出 され た 小学校 5 年生 か ら中

学校 3年生の資料 をもとに 国内地域 差を検討し ， 沖縄県

に お け る 女子 が 国内的 に 見 て
， 心身両面に お い て特徴的

な性的発達 をす る こ と を報告 して い る。

  　その 他

　村井 ・仁平 ・細川 ， 仁平 ・村井 ・細川 は児童 の 慢性疲

労 に関す る 調査 を，仙 台市 内 か ら12校の 小 学校 を抽出し

て 実施 し ， 6，569名の資料 を分析 して い る。疲労症状の 5

因子 と 各因子 に 関連す る要因 を報告 し て い る。

　岡 田 ・畠山 ・松岡 は夢見 の 生 涯発達 の 視点か ら の 分析

で ，夢 見 の頻度 に 性差 が あ り，年代 と 交互作用 を 示 す こ

とを報 告 して い る 。

3，　 日本発達心理学会第 6回大 会

　第 6 回 の 大会 で あ る が，278の 学会発 表 が あ り，
シ ン ポ

ジ ウム
， ミニ シ ン ポ ジ ウ ム ， ラ ウ ン ド テーブル 等 を含 め

て ，発達研究 の 発表の場 と して定着し て い る 。 ただ し，

こ の発達心理 学会に お い て も児童 ・生徒 の 発達関連 の 論

文 は少 な い
。 児童 ・生 徒を対象 に し た研 究 は26編で あ っ

た。約 1割 とい う こ と に な る が ，こ こ で は，単 に 児童 ・

生徒を 対象 と し た もの を除 い た 14の研究を紹介す る 。 約

半数に減 る 。

  認知 ・概 念関連

　笹屋 は， 4 歳， 5歳 ， 小 1 ， 3 ， 5 を対象に ，矛盾し

た エ ピ ソード課題 を 用 い て
， 表情 と状況 の手掛か りを ど

の よう に 用 い て他者の感情を理解す るの か を検 討 して い

る 。状況手掛 か り を利 用 す る能 力は，表情 に 比較 して
，

遅 く発達す るが，表情 と状況を統合的に 理解す る能力は

女 子 の ほ うが 早 く発達す る こ と を示 し て い る 。

　松 田 は教育心理学会 ， 凵本心理 学会 の 関連研究 として ，

時間 ・距離 ・速さの 関係概念 の 形成過程で ， 小学校 3 年

生 を対象に ， 具体的操作 と形式的操作に お け る児童の速

さ概念の 理解 を調 べ
， 知覚的具体 的な手 が か りがな い と

誤 りやす い こ とを報告 して い る 。

　藤村 は小学校 3 年生 と 5 年生 を対象 に ， 濃度 に 関 す る
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児童の推理 過程 を検討 し，内包量理 解 を規定す る下位過

程が学年 と と もに 移行す る こ と を報告して い る 。

  人格 ・社会性関連

　大 野 は小 学校 5 年生 か ら高校生 を対象 に ， Leevjnger

の 自我発達段階と成長感の ク V ス集計か ら ， 衝動的段階

の もの が最も多 く， 自己意識段 階は 男子 は 高校 1年生 ま

で ， 女子 は中学 2 年生 まで み られな い こ とな どの 結果 と

と もに
， 成 長感 と 自我発達段階と は あ る程度対応 し て い

る こ と を示唆 して い る 。

　 山岸 は ， 小 学生 か ら大学生 を対象に ， 対人 的葛藤場面

の解決に 関す る質問紙調査 に よ り，対人的交渉方略の発

達 の様相 を検討し ， 葛藤の解決法の種類 に よ る学年差 ・

性差 を報 告 して い る。

　倉盛
・高橋 は

， 小学校 1， 3 ， 5 年生 対象 に ，異 な っ

た意見の話合い に よ る解決過 程を分析 し， 遂行型 発話 ，

意 図的発話 ， 非受容型発話の 中で ， 意図的発話の み が 学

年とと もに 増加す る こ とを報 告 して い る。

　 高木は小 学校 4， 6 年，中学校 2 年，大学生 を対象 に

ル ール 逸脱の評定 と そ の 理 由付け を取る こ と で ， 規則概

念 の 発達 に お け る 大人 と 同輩の 影響 の 差異 を検討 し ，
ピ

ア ジ ェ の 考 えが 必ず しも当 て はまらな い こ と を報告 して

い る 。

　 塚本は感情表出の 自己統制 の発達 を ， （学年）（対入・単独 ）

〔例話 ） 〔自発・促進 ） （自己 統 制 の 可能性 の 認 知 ） （自己 統制 の 方 略 ）

の 分散分析 の 結果 か ら報告 し て い る 。

　 尾形 は小 学校 1年生 か ら 6年生 と そ の 父親 を対象 に ，

父親の共感性 と児童 の 共感性 との 関係 を調 べ て ， 低学年

の み に相関が み られ ， 高い 共感性を持 つ 父親 の 子 ど も も

そ れ に 応 じた共感性 を持つ こ と を示唆 し て い る 。

　 青木 は小学生 か ら大学生 を対象に 羞 恥感情 を引 き起 こ

す状況 を因子分析 に よ り 7類型化 し， 類 型 ご と の 羞恥感

情 の 強度 の 学年差 や 性差 を検討 し て い る。

  学校教育 ・学級集団関連

　 内田 ・大熊 ・佐々 木 ・柏木 ・無藤 ・福島 は幼稚園年長

時 の 語彙 力 ・文字 の 読 み 書 き能力 と小 学校 1年 生時 の 国

語 テ ス ト と の 相 関 を縦断的 に 調 べ
， 両者 の 間 に 高 い 相 関

が 見ら れ ， 特 に年長時の語彙力と読み 能力が 1 年生時の

高い 国語 力を予測 す る こ と を報告 して い る。

　 小石 は教育 心理 学会 の 発 表 と関連研 究 と して，ソ シ オ

メ ト リ ッ ク テ ス トを 用 い て 学級編成替 え に と も な う仲間

関係の 展開を検討 し ， 新 ・
旧 ど ち ら の学級か ら選択す る

か を被 選択数 に よ る地位 で 分析 し ， 社会的 コ ン ピ テ ン ス

との 関連で 考察 して い る。

  思春期 ・性関連

　 安藤は ， 女子 中学生 を対象に ， 規範意識の 調査 を実施

し，中学生 に も性別 の ダブル ・ス タ ン ダードが 認 め られ

る こ と と， 2年生の規範得点が 高 い こ と を報告し て い る 。

  　そ の 他

　畑野
・佐藤は小学校 1 年生 か ら 6 年生 を対象に ， 動作

テ ン ポ の発達 を Preferred　Tempo に つ い て 検 討 し ，加 齢

と共に 減少す る傾向を報告して い る 。

II．学 会 誌

　学会発表 に お け る 発達研 究 の 発 表は多 い が ，児童 ・生

徒期 は少な い と い う印象で あ る 。 学会誌に な る と ， 発達

心 理 学研究 は別に す れ ば ， 心 理 学研究に代表 さ れ る よ う

に ， 発達研究そ の もの が少 な くな る 。 さら に ， 発達的変

化 とい う視点 が 示 され て い る児童 ・生徒期 の 研 究は ほ と

ん どな くな っ て しまう 。 縦断的研 究に代表 さ れ る よ うに ，

大変な時間 と労 力 が か か る
一

方 ， 研究方法 の 妥当性 ・客

観性の条件設定が困難に な り， 学術論文 として 認知 され

る の が 困難 に な る とい うよ うな事 情 も推測 さ れ る。

ユ． 教育心 理 学研究

　該 当期 間内 に ， 展望 を除 き47編 の 研究論 文 が 掲載 され

て お り， 児童 ・生徒 を対象 と し た研究 は 13編 掲載 さ れ て

い た 。 しか し ， 発達研究 も し くは発達的視点に 立脚 し た

研究 は ， 以 下の 2 編 と考え ら れ る 。

　成 （1994＞は ， 認知発達 に 関連 した典 型的 ともい える精

緻な実験 計画 と実験手法を用 い て 研究 を実施 し て い る。

主題的関係の 分類か ら概念的関係の分類 へ の移行 と い う ，

分類行 動 の 発達 が 目的 と さ れ て い る。対 象 は，韓 国 の 4 ，

5 ， 7歳の 幼稚園 ・小学校の 幼児 と児童 で あ っ た。分散

分析 に よ っ て
， 実験 1で は

， 従来 の 3 刺激提 示 条件 と自

由分類条件で 年齢が 高 くな っ て も概念的反応が有意 に は

増加 し な い
， 自由分類条件で 主題的分類 が年齢が上 昇 し

て も減少 しな い とい う結 果 に な っ た。実験 H で は，手 が

か り刺激 を提示 し な が ら，概念的関係 ， 主 題 的関係 ， 知

覚的関係に よ る分類 を要求す る と い う課題で ， 4種類の

選 択刺激 を提示 す る とい う デザ イ ン で ， 7歳児 は 4 ， 5

歳 児 よ り概念 的分類 が増加 し，同 じ 7歳 児で も実験 1 よ

り も概念的分類 の 比率が 増加す る と い う結果 に な っ た 。

実験 IIの結果 は ， た だ ち に 主題
一
概念移行が認 め られ る

わ け で は な い が ， 概念 的分類が 増加 す る と い う認知 的柔

軟性 の 発達 を示 して い る。理論的背景や手法 が 確立 して

い る か に 見 え る認知発達 の 研究 に お い て も新し い パ ラ ダ

イム が必要 と さ れ て い る と い う意味で も興味深 い 研究で

あ っ た。

　 中学校，高校 ， そ して 大学へ の 進学は ， 日本の青少年

の 発達 を考 え る と き の 重要な独立変数 と考え ら れ る 。 小

泉 （1995〕は ， 小学校 6年生 と中学校 1年生 を対象に ， 小

学校 6年生時 に お け る中学校入 学へ の 期待 と不安を分析
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し，中学校入学前後の 適応状態 と の関連 を検討 して い る。

部活動 へ の 期待 ・不安 が比較的重要な位置を占め，高期

待 ・低対人不安群が 最 も適応的で ある等の 結果 を得て い

る。

　な お広田 〔1995）は
， 小学校 5 年生 の 教 室内で の愛他行

動を ビ デ オ観察 し報告し て い る。頻度，種類 ，性差 ， 観

察 さ れ た行動 と質問紙に よ る評定と の 相 関も分析 され て

い る。実験場面で は な く， 教室内と は い え 自然発生的な

場面 で の 行動観察 と い う ， 児童期の研究と し て は貴重な

手法を用 い て い る と こ ろ に 価値 が あ るとともに ， 愛他行

動の出現頻度が 少な い とい う限界 も示 した研究 で あ っ た 。

広田 自身が ， 発達的変化の検討が 必要と述 べ て い る よ う

に
， 本稿 の 発達研究の 基準に は該当し な い が ， 発達研究

の可能性を模索す る研究 と して 評価 した い 。

2． 心理学研究

　心理学研 究 に お い て は
， 予想通り， 該当期間の 間に は

対象と な る論文 は存在 しな か っ た。ただ 1994年 6月刊行

の論文集に ユ編の み該 当す る論文が存在 し，昨年 の 年報

で も報告され て い な い の で，こ こ で報告す る。

　磯崎 （1994）は
， 小学校 3年生 か ら中学校 2年生を対象

と し て ，自己評価 に 関わる研究論文 を発表 して い る 。 教

科の個人 に と っ て の 関与度．他者 と の 心理 的近 さ ， 抑 う

つ の 程度 ， 自己 と他者の成績評定 ， 学校活動 ・行動特性

の 評定，実 際 の 成績を調査 し， 自己評価維持 （SEM ）モ デ

ル の視点か ら自己評価 と社会の 関わ りを分 析して い る 。

認知的測度 よ りも実際の成績で 自己評価維 持機制が み ら

れた こ とか ら SEM モ デ ル に お い て は動機づ け的機能が

認知 的機能 よ り優勢 で あ る 。 また関与度の 高低が明確で

な い 側面で は，友人 の優れ た資質 を肯定 し， 友人 との
一

体化に よ る自己価値の高揚を図 っ て い る こ とが うか が え

る。抑 うつ 度 との 関連 で は ， 抑うつ の 低 い 男子 は，他者

の 目を そ れ ほ ど意識 せ ず素直 に 自己 を肯定で き る た め ，

認知に よ る自己評価維持が み られた。自己評価維持機制

が 小学校 3 ， 4 年生 か ら始ま っ て い る と い う事実に
， ま

ず考 えさせ られ る とこ ろ があ っ た 。

3、 発達心理 学研究

　発達心理学研究は発 行期日の ずれ もあ り，該 当期間 内

に は ， 1冊 しか 刊行 さ れ て お らず， 江尻の 1論文 の み が

該 当 し た。

　江尻 （1994 ） は幼児・
小 3，小 5 を被験者 と して，存在

しない X （人 間 ・家 ） を描 くと い う描画活動に つ い て，特

に 異な る概念 カ テ ゴ リ
ー

の組合わ せ と して の ク ロ ス カ テ

ゴ リー
の 生起 に 着目 し，そ の 発達的変化お よび ヒ ン トや

見本に よ る効果 を検討 し て い る。

　 ヒ ン トや見本を与え られ る群 は統制群 に比 較 して ク ロ

ス カ テ ゴ リ
ー

の 使用が増加す る こ と，し か し幼児 の ク ロ

ス カ テ ゴ リーは小 3 ・5 に 比較 して模倣や 部分的な もの

が 多か っ た。江尻 は 5 歳 とい う年齢が 知識操作能力や 柔

軟な描画能力 の 獲得期 に あ たる の で は な い か と推論 し て

い る。 さらに子 ど もの 想像画を描 くとい う活動 の発達を

促 すた め に は ， 高度な知識や 方略を教 える必要 はな く，

単 に 様々 な絵 に触 れ る機会 を与え る だ け で 良 い の で は な

い か とい う考察 も加 え て い る 。

III，児童 ・生徒期の 『発達』心理 学の枠組み

　児童 ・生徒期の発達研究の概観 の た め の 作業を して い

る と，い くつ か の概念が繰 り返 さ れ る こ と に 気が つ く。

認知， 1校 だ けの 小 ・中学生 の 被 験者 ， 2 学年間 の 横断

的研究 ， 質問紙， 多変量解析等 々 の 概 念 で あ る 。 こ れ ら

が ，日本に お け る児童 ・生徒 期 の 発達研 究 の キーワード

で あろう。 こ れ らの キ ーワード を組合わ せ る と，日本 に

お け る児童 ・生徒期 の 発 達研究 の パ ラ ダ イ ム が 浮 か び 上

が っ て く る 。 複数の 学年を対 象 に した横断的な研究で あ

る こ と を共通 に ， 認知発達 の 実験 を行 い 分散 分析で統計

処 理す る， もし くは 人格 ・社会性に関す る質問紙 とテス

ト ・バ ッ テ リーを組合 わ せ，因子 分析に よ り解釈す る も

の で ある 。 発 達心理学 に お ける仮説検証型 の 実験研究 と

相 関型 の 記述研究 を代表す る も の で もあ る。

　 さ らに ，本 稿 で は取 り上 げなか っ た ， 1学年対象で，

対象が小学生 もし くは中学生 とい う， 発達的視点 が 明 示

さ れ て い な い 実態調査的 な発達研 究 も多い
。 Wohlwill

（1973）の 指摘 す る よ うな従属変数 と し て の 年齢 とい う視

点 も明示 され て い るわ け で もな い
。

　こ の よ うな状況を，図地逆転す る と背景 に押 しや られ

て い る もの が ， 浮か び上 が っ て くる こ とに もなる 。 何が

注 目さ れ て い る の か とい う視点 と と も に ，何 が 取 り上 げ

ら れ て い ない の か とい う視点 も心理学の 研究に お い て は

重要で あ ろ う。 以下は，筆者な りに 感 じ た と こ ろ で あ る 。

1． 研 究領域 ・分野 の 問題

　認知 ・概念発 達以外 の 領域 へ の 関心 が 高ま っ て も い い

よ うに 思わ れ る．例えば，ど の 発達段 階 に お い て も指摘

され る こ と で あ る が ， 身体 ・生物学 的側面 へ の 関心が薄

い よう に 思われ る。身体 を含 め ， 発達 の各側面 の 相互 関

連性の 研 究が 望 まれる。

　児童 ・生徒期 の 発達 に お い て は，ど ん な要因 が働 き ，

そ の相互 関係 は どうな っ て い る の か ， ど うすれ ば発達 を

援助す る こ とが で きる の か と い う視点 も必要で あ ろ う。

ま た時代変化の 激しい 現代社会に お い て ， 各種発達指標

の 時代変化 とい う視点もあ っ て よ い の で は な い だ ろ うか 。
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2． 被験者の 母集団 の 問題

　研究対象 に な っ て い る 児童 ・生徒 の 大半が，何 らか の

璋集団を反映 す るよ うな手続が ほ と ん ど取 られ て い な い

よ うに 見 え る。被験者 が 偏 っ て い な い こ とへ の 配慮 も見

られ な い 。無作為抽出な り ， 典型抽出法 （秋 葉，1995）を取

る な り，何 ら か の 被調査者選択の 問題 が あ る の で は な い

だ ろ うか 。

　最近 ， 比較 ・文化的発達研究が 流行 し て い る 。 し か し，

国内地域差 （何故か 国内比較
・文 化 と は言 わ ない ） に対す る配

慮 が 全 くな さ れ な い の は な ぜ な の か 。 各種発 達指 標 に 国

内地域差が な い と い う前提で 研究が推進 されて い るの で

あ る 。 そ の意味で は ， 発達研究に お い て何 を比較 して い

る の か ， と い う視点 に 対す る配慮が 必 要に思わ れ る 。

3． 縦断的研究 ・生涯発達的な関心 の 問題

　児童 ・生徒を対象に した研究の 中 で
， 小学生 の 発達研

究 は，概念形成や認知発達 を除けば，極端に言 えば ， 乳

幼児期 か らの 発達的変化 の と りあ え ず終着駅 ， 逆 に筆者

の よう に 思春期 ・青年期 へ の 変化の 始発駅 ， よ くい えば

基 準駅，わ る くい え ば通過 点 と し て の 研究 が 多 い よ う に

思え る 。

　 ラ イ フ ・サ イ ク ル に お け る 乳幼児期 か ら青年期 へ の 発

達段階 と して の 独 自性 に焦点を あ て た 研 究が望 まれ る。

現代社会 に お け る児童期 ・生徒期 と は何な の か
， 何 が 一

as　critical な問題 な の か とい っ た視 点が 必要な の で は な

い だ ろ うか 。

　 さら に ，従来か ら言わ れ 尽 くして い る 年齢 間 の横断比

較 だけ で は な く， 長期的 な視野 に 立 っ た 縦断 的 な 研究 が

あ らた め て 必要だ と思わ れ る 。

4． 独 立変数 の 問題

　学年差に よ っ て 示 さ れ る暦年齢だ けを独 立 変数 と す る

の で は な く， 年齢差以外 の 独立変数 へ の 関心が必要だ と

思われ る。認知発 達 の 研 究 は多 い が ， 何が そ の 認知発達

を促 し て い る の か と い うよ うな視点 は少な い よう に 思 え

る 。 学年間比較 を中心 と した分析 で は，観 察さ れ た 年齢

間の 差 異 に 影響 し て い る諸 要因が 十分に は統制さ れ て い

な い の で ，年齢差 以外 は 原因 だ と断定す る こ と が で き な

い と考 え ら れ る 。

　ま た ， 生物学の分野 に は 年内周期 とか 季節効果 が指摘

され る こ とがあ り，発達研究に お い て も単な る学年間比

較で は な く， 年齢変数 の 取 り方 に 変化 をつ け て み る と 新

た な視点が開か れ る 可能 性 もある の で はな い だ ろ うか 。

5． 研 究方法 お よび発表の 問題

　人格 ・社会 の 分野 を 中心 に ， 質 問紙 や人格 テ ス ト等 の

テ ス ト ・バ ッ テ リ
ー

を用 い
， 因子分析 を中心 と し た 多変

量解析 に よ り分析す る と い う手法が 確立 し て い る 。 し か

し ， 質問紙に よる研究 に は統制さ れ な い 別の 要因の 影響

が 免れ な い 限界 も あ る 。 テ ス ト ・質問紙法 だ けで はな く，

行動観察 ・事例研究 ， 自然場面に お け る行動観察等新 し

い 枠組み で の 研究の推進が必要で あ ろう。さら に は，テー

マ 自体の斬新さ も望 ま れ る 。

　研究 内容 の 問題 で は ない が ，学会発表 を中心 に 単独発

表が多 い 。単独研究 の 独 自性 も重要で ある が限界 も感 じ

る。異分野 の 研究者も含め たチーム 研究 や プ ロ ジ ェ ク ト

研究の必要性 も感じた 。

　本質的な こ とで は な い と考 え られ るが ，発達研究で は

発達 心理学会 も発足 し，時期
・
場 所 に よ っ て参加 ・発表

を使 い 分け る の に は便利 に な っ た 。 しか し， す べ て の 学

会に 参加す る の も困難で あ る 。 各学会 に お ける発達関連

研 究の棲み 分 け な り ， な ん らか の 配慮が あ っ て もい い よ

うに感 じた。

6． 発達理論の 問題

　子 ど も の 発達 環境 の 時代的，ま た文化 ・社会的変化 に

は著 しい もの があ る と考 え られ る 。

一方 ，

一
般的な理解

か らすれば，児童期 は青年期成長ス パ ー トや第 2次性徴

の 発現 まで の期間で あ り， 身体的に は安 定 した成長期 で

あ り Laird （1967〕 に従 え ば身体 成長曲線的 に は， ゴ ン ベ

ル ツ 曲線 に はさまれ た直線 的な ゆ っ くり と し た成長期で

あ る。身体成長的 に は 児童期 ・ 少年期が明確 に 存在 し，

い わ ゆ る フ ロ イ ト， ピア ジ ェ
，

エ リク ソ ン 等 に よる様々

な パ ラ ダ イ ム が存在す る。一方，中学生期 は ほ ぼ 思春期

発達 の 時期 に対応 し， 身体成長 ・成熟に 関し て 変動の激

し い 時期 で あり，や は り，ホール や フ ロ イ ト，
ピ ア ジ ェ

等 の パ ラ ダ イム が 存在す る 。

　本稿 は ， 加 齢 に と もなう行動変化 と い う視点で 論文を

選択 したが ， 発達研究 と して は さ ら に ， そ の変化 を推進

す る もの は何 か と い う視点 も必要で あ ろ う 。 藤永 （1995）

は，生物学 的条件を挙げ る比較行動学 ・社会生物 学 か ら

社会 ・歴史 ・文化的条件 を重視 す る 発達社会学 ・文化人

類 学 ・心理人類学 まで の 主要発達理論を概括 し ， 発達の

パ ラ ダイ ム に つ い て も反省 と再統合 とが 要求 され て い る

と述べ て い る 。 日本 の発達研究 の 理論 は偏 りが ある と同

時 に ， 学会 発表 で は や むを えな い 面が あ る に し て も， 理

論的背景 の 明確 で な い 研究が 多い よ うに思わ れ る 。 研究

の 背後 に 存在す る理 論へ の検討が必要 とされ て い る。

　特定の 理論に偏 らず ， 様々 な理論 的 な背景を持 っ た 研

究の競合や ， 新 し い パ ラダイ ム ・
理論の追求 を目指した

研 究が望 まれ る。思 春期
・青年期に関 し て は ， 既に 欧米

に お い て Savin・Williams（1987 ＞の 自然観察を通 じ て の 支
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配性や 愛他行動 の 比較行動学的な研究等が存在 し，社会

生物学や比 較行動 学 の視点 に 立脚 した研究が推進 さ れ て

い る 。 児童 ・生徒期 に お い て も生物学的条件を背景 と し

た研究の模索が望 まれる。人間 の 理解は ， 身体， 文化 ・

社会 ， 心 理 ・行動 の 3者関係 の 枠組み の 中 で こ そ ， よ り

深 まる の で はな い だ ろ うか 。

　 　　　 　　 　　 　　 付　　記

　 こ こ で は 恣意的 に 論文を選択 し，文字通 り羅列的に概

観 し，個人的 か つ 傍観者的感想 を披露 す るに とどまっ た 。

個人的 に は，こ の よう な研究が 遂行 され て い た の か とい

う驚き と と も に ， 自らの 勉 強不足 ， 研究の未熟さ を痛感

し，研 究方法 を反省 し，発達理論や，発達研究 と は何か

な ど に つ い て 考 え る機会 と な っ た 。 そ の 意味 で は ， 本稿

が 読者 の 役に 立 つ か ど うか は ， は な は だ疑 問 で あ る が
，

本稿の執筆 は自分 自身 に は役に 立 つ 作業で あっ た 。
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