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ピア ジ ェ 理論の 展開　ジ ャ ン ・ ピア ジ ェ 生誕百年にあた っ て

大　浜 　幾久子

　 （駒 沢大学）

THE 　DEVELOPMENT 　OF 　PIAGET ’S　THEORY ： ON 　THE 　CENTENARY 　OF 　JEAN 　P王AGETS 　B豆RTH

Kikuko　OHAMA

（K 。 mazawa 　University）

　　Piaget （1896−1980）’s　output 　was 　regularly 　formidable　over 　a　period　of　sixty 　years 　w 至th

posthumous 　publications　continuing 　tG　appear 　in　the　decade　after 　his　death．　 If　there　is　one
sing 】e　concept 　that　pervades 　the　entire 　oeuvre ，　it　is　equilibriuIn ，　Piageピs　venture 　was 　the
elaboration 　of 　a　scientific 　epistemology ．　 What　Piaget　callsgenetic 　epistemology 　is　funda・
mentally 　constructivist　and 　its　majn 　oblec 亡ive　is　to　study 　the　transition　from　early ，　simple
forms　of 　knowledge　to　more 　complex 　and 　powerful 　constructs ．　 To 　account 　for　the
dynam 王cs　Qf　development　moving 　in　a　certain 　directior1

，
　Piaget　elaborated 　a　 model 　of

equilibration 　with 　regulatory 　mechanisms ，　 The 　origins 　of 　this　idea　go　back　to　a　novel

entitled 　Recherche　that　Piaget　wrote 　as　a　young 　man ．　 Throughout 　his　life　he　continued 　to
refine 　this　model ；during　the　Iast　decade　of　hjs　life

，
　he　renewed 　his　functionalistic　vein　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ナ

switching 　fronl　research 　oII　stnlctures 　to　research 　Gn 　processes ，　analyzing 　cQgnizance ，
contradictions 　and 　dlalectics　in　terms　of　the　subordination 　of　menta 艮operations 　to　broader
forms　of　functioning　and 　the　opening 　up 　of　new 　possibilities　and 　necessities ．

　　Key 　words ： constructivism 、　equilibration ，　genetic　epistemology ，　Piaget．

　ピ ア ジ ェ （1896−1980）の 生産 性は，6  年に わた っ て 常 に 際だ っ た も の で あ っ た 。 ま た ， 死 後出

版もID年間 に 及 び続い た 。 ピ ア ジ ェ の 全著作 を貫 い て い る ひ と つ の概念が もしあ る と すれば，
そ れ は均衡 で あ る。ピ ア ジ ェ の 野心 は科学的認識論を つ くりあげる こ とで あ っ た 。 ピ ア ジ ェ が

発生 的認識論 と よ ん で い る 認識論 は，基本的 に構築説に た つ もの で あ り， そ の 主 目的は，初期

の 単純 な認識 か ら よ り複雑で強力な搆築物 へ の移行 を研究す る こ とで あ る 。 あ る方向へ 向 か う

発達 の ダイ ナ ミ ク ス を説明す る の に ， ピア ジ ェ は調整の メ カ ニ ズ ム を伴 う均衡化 の モ デ ル を精

緻化 した 。 こ の 考 え の起源 は，ピ ア ジ ェ が若 き日 に 著 し た 『探求』 と題 す る 小説 に ま で 遡 る 。

生涯 を通 して，ピ ア ジ ェ は こ の モ デル を洗練し続 けた の で あ る。生涯最後の 10年，ピ ア ジ ェ は ，

研究 を構造の側面 か ら過程 の 側 面 へ と転 換 し ， 心 的操作 を機能 の よ り広い 形態 に 従 属 させ
， ま

た新 しい 可能な こ と と必然な こ と へ の 開放 とい う観 点 か ら， 認識 ， 矛盾 ， 弁証法 を分析す る こ

と に よ っ て，ピ ア ジ ェ 理論 の もつ 機能主義的な特質 を新 たな もの に し た 。

　　キーワー ド ：構 築説 ・均衡化 ・発生的認識論 乳 ピ ア ジ ェ
。

1　 は じめに

　 ピ ア ジ ェ は1896年 8 月 9 日 ， ス イ ス ・ロ マ ン ド （フ ラ ン

ス 語 圏 ス イ ス ）の ヌ
ー

シ ャ テ ル に 生 まれ た 。 今年 1996年 は 生

誕 百年に あ た る 。 今年やは り生誕百年に あ た る ヴ ィ ゴ ッ

キ ーは，1934年 に 三十代 の 若さ で 亡 くな っ て お り ， 私た

ち に と っ て まみ え る機会 の あ り得な か っ た存在 で あ る。

他方 ， きわ め て早熟で あ っ たが
， ユ980年に 84歳の生涯 を

ジ ュ ネ
ー

ヴで 閉 じる直前まで ，研究者で あ り続 け た ピ ア

ジ ェ は ， 私た ちの 世代 の 研究者に と っ て も同時代入 だ っ

た。1974年秋か ら 1977年春 まで ， 私 は 大学院生 と し て ジ ュ

ネ ーヴ 大学 で 過 ご し た 。 最晩年と はい え現役の研究者 ピ

ア ジ ェ の 謦咳 に 接 す る こ とが で き た こ と，そ して そ の研
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教 育 心 理 学 年 報 ag　36集

究の 末端 に 連 な っ て い た こ と の 意味が ，20年 と い う ， 当

時 の 私 に は見通 せ る は ずの な か っ た 時間が過 ぎ去 っ た今，

少 しわ か るよ うに な っ て き た と感 じ る 。

　 ピ ア ジ ェ に と っ て 書 き な が ら思 考を進 め て い くこ と こ

そ，「習慣」 だ っ た の で あ ろ う 。 そ の 生涯 に ， 少 な くと

も，論文483篇 qO，ユ5頂 ）， 著書 57冊 （16，186頁 〉，計26，343

頁 に及ぶ 原稿 を書 い て い る （Smith，1993＞。 こ の 数字 に は ，

1990年 に 至 る死 後 出版 も含 ま れ て い る が ， 若 き 日 の ピア

ジ ェ の著作物 の 中に は ， ご く最近に な っ て 発見された も

の も あ り，埋 も れ た ま ま の もの が な い と は未だ に い い き

れ な い
。

　 こ れだ け膨大 な論 文 を書 い た ピ ア ジ ェ は ， 何 をどの よ

うに 研究 し続 けた の だ ろ う か 。 そ して ， 今 日 の 私 たち に

何が残 さ れ て い る の だ ろ うか 。

　本稿で は まず ， 6 年 を超え る ピ ア ジ ェ の研究史 を ， 心

理 学に と っ て はい わ ば プ リ ヒ ス ト リーで あ る ピ ア ジ ェ の

青 年期 （大浜 ， 1996） と ， 次の 5 つ の 時期 （大浜，1995a）と

に 分 け て概観す る こ と に し た い 。

　 第 1 期 ： ピア ジ ェ 心理 学 の 誕 生

　 第 2 期 ：知能 の 誕 生 の 研究

　 第 3期 ：知能 の 構造の研究

　 第 4 期 ：認識の諸 カ テ ゴ リーの 研究

　 第 5期 ： ピ ア ジ ェ 晩年 の 研究

　 な お
， 今 日 ， 広 く知 ら れ，ピ ア ジ ェ 理 論 の 中核 で あ る

よ うな 印象を与え て い る の は ， 第 2 期 と第 3期 に あ た る

研究だ と考 えられ る。本稿 で は，そ の 後 の 発展 ， と りわ

け晩年の 研究をやや詳 し くみ て お く こ と に し よ う。

2　 ピア ジ ェ の 青年期 （『探求亅の 時代）

　ピ ア ジ ェ が生 まれ育 っ た ヌ ーシ ャ テ ル を愛 し た フ ラ ン

ス 人 に ，
ピ ア ジ ェ も面識の あ っ た ア ン ド V ・ジ イ ドが い

る。文壇 に デ ビ ュ
ーし た て の ジイ ド は ，

ピ ア ジ ェ が生 ま

れ る前年 ， ヌ ーシ ャ テ ル に 滞在 して お り，後 に 『一粒の

麦 も し死 な ずば亅の 中 で こ の 土地 を次 の よ うに 描写す る 。

　「僕 は ， 幾 月 もの 問 ， 思念 を気ま ま に解放 し て きて い た

が，よ う や く こ こ で そ れ を 引 き締 め る こ と が で き た，ま

た 思念 の活動が 活濃 な の を感 じて 喜 び もした 。 僕 は ま た

思念 の 瞑 想 を助け る こ の 閑静な 土地 を愛 した 。 今 な お

ジ ャ ン ・ジ ャ ッ ク ・
ル ソーの 思 い 出が徘徊し て い そ うな，

慎ま し や か な こ の 湖畔 は，崇 高 で も，ス イ ス ら し くも な

い
， 単に 温和で ， 人間的 なだけ の と こ ろ だ 。 周囲に ， 高

慢な高峰が な い の で ，人間 の 努力 を卑しんだ り， また そ

れを途方も な く小 さ く見せ た りす る こ ともな く，前景 の

親 し み や す い 眺 め か ら視線 が邪魔 され た りも し な い 。年

経た樹木が ， 葦 と蘆 とに覆われた不確か な岸辺に ， 水 に

向 っ て そ の 下枝 を 垂 れ て い る 。

　僕 は ヌ
ー

シ ャ テ ル で，自分 の 思 い 出せ る か ぎり，一生

の うち の 最も幸福 な と き を過 した 。 僕 は人生 に対す る希

望 を取返 し て い た 。 」 （Gide，1926．訳 書，　 p．342）

　早熟で ，10代半ば で す で に 軟体動物 の 分類 学の専門家

に な っ て い た ピ ア ジ ェ は ，
ヌ
ー

シ ャ テ ル で は常に際だ っ

た存在で あ っ た。けれ ど も，ス イ ス ・ロ マ ン ドに お ける

プ ロ テ ス タ ン トの 知 的伝統か ら ， 決 し て浮 きあが っ て い

た の で はな い 。む し ろ深 くそ れ を共有 して い た 。 そ こ で

は哲学や 人文諸科学を は じめ ， 倫理 学，文学 そ し て政治

思想さ え もが ， 宗 教 と深 く結び っ けて論 じ られ て い た。

また逆 に ， 神学 が 一
種 の 内観心理学で あ っ た り， 宗教教

育 が 教義 と い う よ りは道徳や哲学で ある傾 向が強か っ た 。

「ピ ア ジ ェ が ピ ア ジ ェ に な っ て い く」過程 で ，ベ ル ク ソ ン

の 『創造 的進化」の 果 た し た 役割を知 る こ とが ，
ピ ア ジ ェ

の 青年期 を理解す る た め の鍵に な る と思わ れ る の だ が ，

代 父 の 文学者サ ミ ュ エ ル ・コ ル ニ ュ を通 して ベ ル ク ソ ン

の存在 を知 っ た こ と に関 して
，

ピ ア ジ ェ が 「神学者以外

の 人 か ら哲学の はな しを きい た の は，わ た し に は は じめ

て の 経 験 だ っ た」 （］952a｝el ］と回想 し て い る の は ，
こ の よ

うな背景 か らで あ る 。

　 16歳 に な る夏 にベ ル ク ソ ン を知 る 以前，ピ ア ジ ェ に は ，

危機 と し て の 宗教 問題 があ っ た。ひ とつ は ， 進化論 と天

地創造 の 教義 の 対立，すなわ ち科学 と宗教の対立 で あ っ

た。も うひ と っ は ， 宗教 に は確 固た る根拠 が 欠け て い る

よ う に み え る こ とだ っ た。ピ ア ジ ェ の書 き方は明確 で は

な い の だが ，
こ の ふ た つ の側面は，実 は相互依存 の 関係

に あ っ て ，
ピ ア ジ ェ が 実現 を望ん だ科学 と 宗教 と の 調和

と は，宗教 に 確 固た る 基盤 を与 える こ と に 他な ら な か っ

た と考え られ る 。
こ の よ う に 考 え る と，ベ ル ク ソ ン に 出

会 っ た直後，ピ ア ジ ェ が 矛盾す る決意 をした ともとれ る，

次 の ふ た つ の 自伝的記述が ， 相容れ な い もの で は な くな

る 。 「わ た し は 認識の 生物 学的説明 をす る こ と に ，

一
生 を

さ さ げ よ う とい う決意 をす る こ と に な っ た の だ。」（1952

a ）「わ た くしは，次の よ うに決心 した 。 わた くしは ， 科学

と宗教 的価値 と を調和 さ せ る と い う中心的 な 目的 の た め

に ， わ た くしの 生涯 を哲学 に ささげよ う。 」（1965） こ の よ

うに ，
ピ ア ジ ェ に と っ て の 科学 と宗教の 対立 の 問題 は，

主観的信仰 と客観的認識と の 関係 を論 ず る，
ス イ ス ・ロ

マ ン ドの プ ロ テ ス タ ン テ ィ ズ ム の 枠組 み の 中 で構築 さ れ

た課題 で あ り， また，ベ ル ク ソ ン の 科学批判に合致す る

よ うな宗教観 を つ く り あ げ る と い う課題 に な っ た の で あ

る （1914）。

　 1914年 7 月 ， 世界大戦 勃発 が す べ て を ひ っ く り返 し た 。

苦悩に満ち た経験が ピ ア ジ ェ の考えを根本か ら変え る こ

と に な る。ユ915年か ら 1917年に か け て ，
ピ ア ジ ェ は，形

而 上 学 と神学か ら離れ て 自分 の 新 しい アイデ ン テ ィ テ ィ
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を確立 する こ とに 心 を奪わ れ て い る。ピア ジ ェ は ， 戦争

の 中期 を「魔の 山」で過 ごした の であ る。 ピア ジ ェ の 「魔

の 山」は ，
ス イ ス ・ロ マ ン ド の レ ザ ン で あっ た。ピ ア ジ ェ

は ， 1915年 9 月 か ら1917年 2 月まで ，途中 1916年春 の 2
〜 3 か 月を除 い て ，レ ザ ン で 療養生 活を し た と考えられ

る 。 ま た ， そ の 間をは さみ ， 19ユ5年 10月か ら 1918年 7 月

まで，1916年の 夏学期以外 は，ヌ
ー

シ ャ テ ル 大学に学生

登 録 を続 け て い た 。

　 『探求』（1918｝は，ピ アジ ェ の レ ザ ン で の 生活 の 後半 に

綴 られ て い っ た ，
ル ソー

そ して ア ミ エ ル と い うス イ ス ・

ロ マ ン ドの作家 た ち に み られ る内省 の 伝統 を ひ きつ ぐ，

自我を 対象 と し た
， 小説 の か た ち の 日記 で あ る。20歳 に

な っ た ばか りの ピ ア ジ ェ は，『探求亅の 主人公 セ バ ス テ ィ

ア ン に ， 科学と信仰 の 関係 ，認識論 と して の科学の 価値，

科学 と道徳 の 関係 ， 社会救済と い っ た根本 問題 を探求 さ

せ て い る。探求 （recher ⊂he）に は ， 研究 の 意味 もあ る こ と

を付記 し て お こ う。 こ うした探求 の 日 々 の 後，新 しい ア

イデ ン テ ィ テ ィ を獲得 した様子 は ， 1917年 8月 4 日付 け，
ロ マ ン ・ロ ラ ン 宛の 手紙 〔19．　17） に ま と め られ て い る 。 こ

の 手紙 は次 の よ うに始ま る 。

　「誰 もが 18歳で は形而上学者で す 。 ス イ ス ・ロ マ ン ド人

で あ れ ば ， そ の うえ神学者 で もあ る の で す 。 けれ ど も，

私は それ らす べ て を追 い 払 う こ と が で きた と 思 い ま す 。

私は 2 年間 それ を求 め て きたの で す 。 私 は か つ て な い ほ

どキ リス ト を信 じ て い ます が
， キ リス ト は私 に 人 間 で あ

れ と教 え る の で す 。 （… ）重 大な問題 は ， 道鐚 を科学 に

基づ か せ る こ とに な ります 。 な ぜ な ら信仰 は 形而上学か

ら独立 し て お り，形而上学 は空虚だ か ら で す。そ して 私

の 人生 をつ く ワあげる の は こ の 問題 なの で す 。 」

　1918年 ， 『探求亅を 出版し ， また軟体動物の分類学の研

究に よ リヌ
ー

シ ャ テ ル 大学で 理 学博士 号 を得 た ピ ア ジ ェ

は ， 心 理 学研究室 の あ る チ ュ
ーリ ッ ヒ に行 き，科学 的心

理 学を初 め て本格的に学ぶ こ とに な る 。 認 識の 生物学的

説 明 に と っ て 不可欠な ， 生物学 と認識 の 分析 をつ な ぐ も

の が 心理学 で あ る こ とに 気づ い た か ら で ある。

3　 ピアジ ェ 心理学の 誕生 （第 1期）

　翌年 の 秋 ，
ピ ア ジ ェ は チ ュ

ーリ ッ ヒか らパ リへ 移 っ た

が ， ど の領域で実験研 究 をした らよ い の か 見当が つ か ず

に い た。ち ょ う ど そ の 頃．か つ て ビ ネーの 共同研究者だ っ

た シ モ ン か ら，
バ ー トの推論テ ス トを標準化す る仕事 を

勧め られ ，それ に 取 りくむ こ と に な っ た。と こ ろが程 な

く， テ ス トの標準化の 仕 事 よ り， 子 どもた ち が な ぜ間違 っ

た答 をす る の か ， そ の 理 由 を探 求す る こ と の 方が は る か

に 興 味深 い こ とを悟 っ て ， ピ ア ジ ェ は 子 ど もたち との対

話 を通 し て 推論 の 過程を明 らか に する こ と を試 み 始 めた 。

こ うして た と え ば ， 「全体 の 中 へ の部分の包含」と い っ た

単純 に み える推論が，実 は11歳前後 まで の子 どもに と っ

て は非常 に 難 しい こ と を見 出して い き，
パ リで の約 2 年

間の 研究成果 をピア ジ ェ は 3篇 の 論文 に ま と め あげ た 。

そ の う ち 2篇 は フ ラ ン ス の心理学雑誌 に 発 表 された 。

　1921年 ． ジ ュ ネ
ー

ヴ の クラパ レ ー ドが 3番 目の 論文発

表 の 場 と共に ，
ル ソ ー研究所研究主任の職を ピ ア ジ ェ に

提供 した。今 日の ジ ュ ネーヴ大学心理学教育科学部 の 前

身 で あ る ル ソ
ー

研 究所 は ， 1912年 に 創立 され た教育科学

研究所 で あ り，ジュ ネ
ー

ヴ出身 の ル ソー
の 名が ，生誕 200

年 を記念 して 冠 さ れ て い た 。 ピ ア ジ ェ は ， 次の よ うな決

心 で ， こ の 申 し出 を受 け た 。 す な わち，数年間を 予備研

究 の期間と し て 知能 の構造を明ら か に す るため の 心理学

研究 に捧げ ， 次に科学的認識論 の構築 に た ち戻 ろ う とい

う決心 だ っ た 。 結果的 に は， こ の 予備研究に 30年か か る

こ と に なる の だが 。

　パ リ に 始 ま る ピ ア ジ ェ の初期の 心理学研究 は ， 後に 『子

ど も の 言語 と 思 考亅 （1923＞
， r子 ど も の 判 断 と 推論』

（1924）
， 『子 ど も の 世 界表象』 （19Z6）， 『子 ど も の 物理 的因

果性』（1927）， 『子 どもの 道徳判断亅（1932）の 5 冊 に ま と め

ら れ た 。

4　 知能の 誕生の研究 （第 2期 ）

　 1925年， ジ ュ ネ
ー

ヴ で 子 ど もを対象と した 心理 学研究

を続け る一方で，ピ ア ジ ェ は ヌ ーシ ャ テ ル 大 学 で哲学 を

教 え始 めた 。 ヌ ーシ ャ テル の科学哲学の講義で は，科学

史 に お け る観念の発達 と子 ど もに お け る観念の 発達 と の

並行論を取 りあげた。

　 ま た同年に は，ピ ア ジ ェ に 長女 ジ ャ ク リーヌ が 誕生 し

た 。 そして ， 1927年に は次女 ル シ エ ン ヌ ， 1931年 に は 長

男 ロ ーラ ン が 生 まれ た 。 ピ ア ジ ェ は 3人 の 子 ど も の行動

を， 誕生 の 日か ら約 2 年間 に わた D ，観察 し続 け る こ と

に な る。 こ の 長期 間 に わ た る 綿密 な観察 に ， ピ ア ジ ェ の

初期 の 心理学研究に研究員の ひ と りとして 参加 して い た

ヴ ァ ラ ン テ ィ ヌ ・ピ ア ジ ェ 夫人の 協力 が 大 きか っ た だ ろ

う こ と は ， 想像 に 難 くな い 。また ， 本年 9月，ピ ア ジ ェ

生誕百年 を記念 し て ， ヌー
シ ャ テ ル と ジ ュ ネ

ー
ヴ で 国 際

学会が 開催 され たが ， ジ ャ ク リーヌ，ル シ エ ン ヌ ，
ロ ー

ラ ン の 3 人 が，そ ろ っ て 出席し ， 終始 ， 私 たち
一

般 の 学

会参加 者の 間に ご く自然 に 混 じっ て ， 様々 な セ ッ シ ョ ン

の 発表 に 耳 を傾 け て い た こ と を記 し て お こ う 。 さ ら に ，

休憩時間の 雑談 の 際 ， 「自分の 子 ど も時代 が ，父親 の研究

対象 と し て，世界 中 に 有名に な っ て し ま っ た こ とに つ い

て どう思 っ て い る か」 と ある研究者に きか れ た ル シ エ ン

ヌ が ，「深 い 意味 で と て も良い 家庭 で あ っ た し ， と て も良

い 父 親で あ っ た の で ， 何 の問題 も感 じ た こ と が な い 」 と，
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きっ ぱ り答 えて い た こ と も付記 し て お く こ と に し よ う。

　 3人 の 子 ども の 観察 に 基 づ く乳児の 認知発 達研究 は

『子 どもの 知能の 誕生』 （ユ936＞，『子 ど もの実在の構成』

（ユ937），お よ び出版 の 時期 に ずれ が あ る が f子 ど も の 象徴

の 形成』（1945 ＞に ま と め られ た 。 あわ せ る と 1000頁 を超 え

る こ の 3 部作が 第 2 期 の 代表的著 作で あ り， そ の キ ー

ワ ードをあげ る とす れ ば ，感覚運 動知 能 で あ る。ピ ア ジ ェ

は，生 誕 か ら言 語 が 出現 す る まで の ，お お よ そ 1年半な

い し 2 年間 を，感覚運動知 能期 と 呼 び ， 認知発達の第 1

段階で ある と考 え る 。 感覚運動知能期 は ， 自己 と物 ， あ

る い は 自己 と他者が未分化な唯我論的心性か ら始 ま っ て ，

自分 自身 を ， 他 の多 くの 対 象 の ひ とつ で あ P，物理 的法

則 に従 う もの として 位 置 づ けられ るよ う に な るまで の 段

階で ある 。 ま た，生得的な 反射か ら始 ま っ て ， 言語習得

を準備す る まで の段階で あ る と い う こ ともで き る 。 言語

に よ る 知能以前 に ， 感 覚運動 に よ る 知能の 発達が 認 め ら

れ る の で ある。唯我論 的心性 に お い て，後 に 主体 と なる

もの と対象 と な る も の との 間の 結び つ きを可能 に す る の

は ， 感覚運動的活動以 外あ り得な い
。 感 覚運動知能 の 研

究 を通 し て ，
ピ ア ジ ェ は 初 め て 自分 の 心 理学理論を つ く

りあ げた と い え る の で は な い だ ろ う か 。 fシ ェ ム 〔シ ェ

マ ）」，「同化」， 「調節」， 「適応 」， 「分化 」， 「統合」， 「組織

化」等々 ， 今 日 ， ピ ア ジ ェ 理論 の概念 とし て 広 く知 られ

て い る諸概念が 用 い られ る よ うに な っ た か ら で ある。

5　 知能の 構造の研究 （第 3期）

　 1929年 ， ピア ジ ェ は ジ ュ ネ
ー

ヴ大学理学部 で 科 学思想

史 の 講義 を担当す る よ うに な り，数学，物理 学，生物学

に お け る 主要概念の 出現 と発達に 関す る研究を集中的に

進め て い っ た 。 他方 ， 心理学で は ， 言語 出現以前 に 知的

操作が感覚運 動 レ ベ ル で 準備 され て い る こ とを示 した第

2 期 の 研 究を通 し て ，幼児や児童の 発達研究 に お い て も，

第 1 期 の 研究 の よ うに 言語 を用 い た対話に よ る研究だ け

で な く， 物 を用 い た実験研 究が必要 で あ ると考 えるよ う

に な っ て い た。 こ うして ，
ピ ア ジ ェ は，児童期 の 知的操

作 の 全体構造 を 具体的操作の か た ち で ， さ ら に 青年期の

知的操作の全体構造 を形式的操作の か た ち で 見出して い

くこ とに なる。

　1940年 に，ピ ア ジ ェ は ジ ュ ネ
ー

ヴ大 学理学部 の 心理学

実験室 の 主任 に な り，知覚の研究を推進し ， 知覚 と知能

の関係を論 じ て ， ゲ シ ュ タ ル ト理論 を批判的に検討 した 。

また，「数」（1941a），「量」（1941b），「時間」（1946a），「運動」

と 「速 さ」（1946b），　 f空間」〔1948a ，b）， 「偶然性」G95D な

ど，認識に お け る基本概念 を次々 に と り あげ ， それ らの

概念が論理 的に操作さ れ る ように な る まで の 発達 を研 究

した。

　 さ ら に ，知能 の 操作構造 を 「群性体」，「群」等に よ っ

て モ デ ル 化（｝949，1952b）す る こ と で ，こ の 時期の ピ ア ジ ェ

理 論は ， 機能の側面か ら発生的か つ 構造の側面へ と転換

し た と い え よ う 。 そ の 結果 ， 獲得さ れ る諸構造 の 質的 な

差 に 基 づ い た 「感覚運動知 能期」， 「前操作期」， 「具体的

操 作期」，お よび 「形 式的操作期」 （1955） と い う発達段階

の 概念が 重視され る こ と に な っ た 。 また ピ ア ジ ェ は ， 情

意 の 発達段階と認知発達段階と の比較 を試み ， 心理発達

に お い て不可分で ある ふ た っ の側面 の 並行論を支持す る

理論 を提 示する こ と に もな っ た （大 浜，1994）。1953年度，

パ リ大学 ソル ボ ン ヌ に お け る講義で ある （1954）。 ピ ア ジ ェ

の情意発 達と認知発達 の 並 行論を示 す，具体例 をひ と つ

あげて お くこ と に し よ う 。 「保存」概念の獲得 は ，
い う ま

で もな く具体 的操作期 の 指標 で あ る。ピ ア ジ ェ は 「情意

の保存」 とい え る発達 が 並 行 して み られ る と す る。 ピ ア

ジ ェ が考 えるの は，価値 の 保存で あ る。す な わ ち， こ の

時期 ， 主体や相手や場面の 状況の 違 い に か か わ らず ，

一

定の価値 を保存 しよ うとす る作用 が 現 れて くる。その 作

用 ，
つ ま り認知面 の 操作 に 相 当す るの が 「意志」 で あ る。

ピ ア ジ ェ が ，意志 と は上位 の 情意価値 と ， 下位 の情意価

値 と が葛藤 して い る と き に ， 下位の 価値を お さ え て
， 上

位 の 価値 を保存す る 操作 で ある とい う。そ して，こ れ は，

た とえば数 の 保存 の 課題 に お い て も同様で あ る と す る 。

知覚的布置に よ る傾向 と論理 的操作 に よ る傾 向とが葛藤

し あい
， 最初は下位に属す る 前者 の 傾 向 が 強 い が ，最 終

的 に は上位 に 属 す る後者 の 傾 向が優勢に な り，現在す る

知覚的布置 を全体 の 中 に 位 置づ け ， 脱中心化 す る操作 を

行え る よ うに な る の で あ る 。

6　 認識の諸力テゴ 1丿
一の研究 （第 4 期）

　心理学研 究 と並 行 し て ， 科学哲学 ， 科学史の研究を続

け て い た ピ ア ジ ェ は ， 認 識の 生物 学的説明 すなわち科学

的認識論 を著 した い と い う ， 若 き日 か ら の 計画 を，1950

年 つ い に 実現す る こ と に な っ た 。『発生的認識論序説』全

3巻 （1950 ）の刊行で あ る 。 第 工巻 は 「数学思想」， 第 2 巻

は 「物理学思想 」， 第 3 巻 は 「生物 学思想，心理学思想，

社会学思想」 に 充 て ら れ て い る。

　そ の序論に お い て ピ ア ジ ェ は，ある学問が科学で あ る

た め に は ， 研究対象を限定 し て問題 を提出す る こ と と ，

そ の問題 の解決 を可能 に す る固有の 研 究方法 を もつ こ と

と が 必要 で あ る と し て い る。研究 対象を諸認識 の 拡大 の

メ カ ニ ズ ム に限定 し，研究方法 と し て は論理学に よ る 形

式的分析 と発生 的方法 と を用 い る こ とに よ っ て ，
ピ ア

ジ ェ は科学 として の 認識論 の 構築 を目指 した の で あ る 。

発生 的方法 に は，認識 の 系統発 生 と幗体発生 に対応 し て ，

歴史批判的方法 に よ る科学史の再構成 と ， 心理発生 的方
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法 に よる子 どもの 認識の発達過程 の再構成が あり，い ず

れ も， 認識 の 獲得に お け る 主体 と対象の関係 ， 数学的演

繹 と物理的実験 の 関係，発見 と 発明 の 関係 な ど ， 認識論

的問題 を解明 しよう とす る もの で あ る 。

　科学の
一

分野 と し て の 発生的認識論の た め に は ， 本格

的 な学際研究が不可欠で ある こ と を痛感 し た ピ ア ジ ェ は，

1955年，発生的認識論研究国際セ ン ターを ジ ュ ネ ーヴ大

学 に 発足 させ た。物理学者や数学者 ， 論理学者な ど諸科

学 の 専門家 と心理学者と の 共同研究 に よ り， 理論 的検討

と実験的分析 を並行 さ せ て 進め るため で あ っ た。こ の 仕

事 は 1980年 ピア ジ ェ の 死 の 直前ま で 続 け られ た。な お ，

こ の セ ン タ
ー

は ピ ア ジ ェ の 死 に よ り活動の縮小 を余儀な

くさ れ ， 5年後 に は完全 に 閉鎖 さ れ る こ と に な っ た。

　 25年間に 及 ん だ 発生的認識論研究 国際 セ ン タ
ー

に お け

る 「パ トロ ン 」 ピ ア ジ ェ を中心 と し た 研究 は，そ の 研究

テ
ー

マ の 流れ か ら， 傾向 の異な る ふ た つ の時期に わ け る

こ と が で き よ う e す な わ ち，発生的認識論研 究 国際 セ ン

ターが発足 し た 1955年か ら ， 因果性 の 研 究 が 完 了 した

1969年ま で の 14年間 を ，
ピ ア ジ ェ の 研究史の 第 4 期 と 考

え る こ と が で きる。各年度 の 研究テ ーマ は ， 次 の通 りで

あ っ た 。 1955年度「言語，論理，認知構造」，1956年度「論

理 と経験 の読み と り」， 1957年度 「学習 と論理 との 関係」，

19．　58　・　59．年度 「数 の 認識 論」， 1960年度 「空 間 の 認識論」，

1961・62年度 「時間 の 諸問題」，1963・64年度 「関数と同
一
性の 諸問題」，1965〜 68年度 「因果性」。 こ れ らの 研究

成果 は ， 『発生的認識論研究紀要 （EEG ）』
注 2）

の 第 1〜30巻
に ま と め られ て い る。た だし ， 第 14巻 と第22巻 は ， 理 論

的著作で あり，特 定年度 の 研 究 とは異 なる。

　 こ の 時期 の 研 究対象 は，「数」，「空間」，「因 果 性」

等 々
， 認識の諸カ テ ゴ リーで あっ た 。 そ し て ， これ らの

研究対象は，前操作期 の 子 どもの 認知 に 肯定的 か つ 積極

的な性質を見出そ う とす る 「関数 と同
一

性」 を除 き， 発

生的認識論研究国際 セ ン タ ー設立以前 に も，ピ ア ジ ェ が

一度は手 を つ けた こ との あ る もの だ っ た 。 し か し ， ピ ア

ジ ェ に と っ て そ れ ら は，予備研究で しか なか っ た 。し た

が っ て ， 発生的認識論研究国際セ ン タ
ー

の 発足 と同時 に ，

それ まで の 予備研究 を基 に して ， 古典的意味 で の 認識論

的諸問題 の解明 に 取 り組ん だ の が ， 第 4 期の研究だ っ た

と い う こ とが で き よ う。

7　 ピ ア ジ ェ 晩年の 研 究 （第 5期＞

　1969年か ら1980年 まで の 11年間が第 5 期 ， ピア ジ ェ 晩

年の研究で あ る 。 発生的認識論研究国際 セ ン タ
ー

に お け

る
， 各 年度の 研究 テーマ を み て お こ う。 な お 研究成果 は，

『発生的認識論研 究紀要 （EEG ）』 と して 出版 され た もの

と t そ れ と は別 に 出版さ れ た もの とが あ る。1969年度 「意

識化」（1974a、b）， 1970年度 「矛 盾」（EEG 第31，32巻）
，

1971

年度 「反省的抽象」（EEG 第34，35巻 ），197Z年度 「一般化」

（EEG 第 36巻 ｝
，

1973年度 「モ ル フ ィ ズ ム （射）」 （EEG 第37

巻 ）， 1974年度 「モ ル フ ィ ズ ム （射） と カ テ ゴ リー （圏〉」

（lggo〕， 1975年度 「可能性 〔可 能 な こ と ）」（1981〕， 1976年度

「必 然 性 〔必 然 な こ と〉」（1983），1977年 度 「弁 証 法」

（1980）
，

1978年度 「意味の論理学」（1987），1979年度 1理

由」。

　 この 時期 の 研究 テ
ー

マ は ， す べ て の認識行為 に 共通 す

る 認知機能の 働 きで あ っ た とい える。「矛盾」や「弁証法」

は ， す べ て の 認識の 発達過程 に 見出 される
一

般 的な特徴

で あ り，「意識化」「反省的抽象」「
一
般化」等 は，すべ て

の 認識 の 発達過程 に 働 い て い る認知機能で ある 。 ただ し，

「モ ル フ ィ ズム 〔射） と カ テ ゴ リ
ー

（圏｝」 は ひ と つ の カ テ

ゴ リー （範 勵 で あ り， 第 4期 の 諸研究 の 延長 ， と りわ け

「関数 と同
一

性」の研究の 延長 とみ る こ とが で き よ う。

　 こ の よ う な 研 究 テ ーマ の 転換は ， 当然の こ と だが ，提

起 さ れ た 問題 の 転換 に対 応 し て い る。す なわ ち第 4 期 の

研究 は ， 認識論上 の 古典的問題 を解明 しよう とす る もの

で あ っ た の に 対 し， 第 5 期の 研究 は，諸認識の 拡大 の メ

カ ニ ズ ム と い う発 生 的認識論 に 固有の 問題の 解明 を目指

す もの だ っ た 。 諸認識 の 拡大 の メ カ ニ ズ ム の 解 明 は ， 動

物学研究者で あ っ た青年期の ピ ア ジ ェ が 懐 い た野 心 に他

な らず， そ の後 の 発達研究 を動機づ け た の で ある。生涯

最緩の 11年， ピア ジ ェ は本来の研究関心に戻 る こ と が で

きた の だ っ た 。

　認知構造の 均衡化モ デ ル

　 ピ ア ジ ェ は科学 に お ける説明 は ， 必 然的に モ デ ル の 構

築 に ま で い か な く て は な ら な い こ とを ， 繰 D 返 し述 べ て

い た。『発生的認識論研究紀要 （EEG ）亅第 33巻 として 1975

年 に 出版 さ れ た r認知構造の均衡化 ：発達の 中心 的問題1
は ， ピ ア ジ ェ に よ る 理論的著作 で あ り， 認知発達 の 因果

モ デ ル を 提 示 し て い る 。 こ こ に は，1972年度 「
一

般化」

まで の 研究成 果が取 りい れ られ て お り，ピ ア ジ ェ の 60年
に わ た る 認知 発達研 究 の 集大成 とい え る も の で ある 。

　ピア ジ ェ は認知 シ ス テ ム を相 互保 存 とし て と らえ る 。

認知 シ ス テ ム が外界 に 適応 し，シ ス テ ム 内部で 整合的で

あ るため に は，基本 的過程で あ る同化 と 調節と が，均衡

さ れ ね ば な ら な い 。 同化 の 過程 と調節の 過程 は ， 認知 シ

ス テ ム の様々 な局面に 見 出さ れ，均衡 化 の 形態 は ， 「主体

と対象間の 均衡化」， 「下位 シ ス テ ム 問 の 均衡化」， 「分化

と統合の均衡化」 の 3 つ に ま とめ られ る 。

　第 1 の ， 主 体 と対 象間 の 均衡化 は ， 主体の外界へ の適

応 お よび外界の 理解に直接か か わ っ て お り，物理的認識

の 源泉で ある。第 2 の ，下位 シ ス テ ム 間の均衡化 は
， 形

式 と し て の 下位シ ス テ ム が 相互同化 に よ っ て 新 しい 形式
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を生 み だす こ と に な る の で ， 論理 数学的認識 の 源泉 で あ

る 。 さ らに ， ふ た つ の 下位シ ス テ ム の 統合が上位 シ ス テ

ム を形成 し て ， 下位 シ ス テ ム との 間 に 階層構造 を つ くろ

う と す る と き ， あ る い は ， 既存の 階層構造 の部分 シ ス テ

ム に修正 が生 じ る と き ， 全体 シ ス テ ム と部分 シ ス テ ム と

の 間 の 均衡化が 必要 に なる 。 とい うの は ， 部分 の全体 へ

の 統 合 は
， 部分 シ ス テ ム の 特殊性 を脅か し ， 全体 の部分

へ の 分化は ， シ ス テ ム の 全体性 を危うくす る傾向が あ る

か らで あ る 。
こ の第 3 の 均衡化 も ， 同化 と 調節 の 均 衡化

で あ る が ， 第 工お よび第 2 の 均衡 化 に も常 に 入 り こ ん で

い る の で あ っ て ， 他の 均衡化 に 対 して 支 配的 で あ る と い

える。

　そ れ で は ， 発達初期 に お け る 不均衡 は，ど の よ うに 説

明 で きる で あ ろ うか。第 4 期 ま で の ピ ア ジ ェ は，そ れを

当然 と み な して 説 明 し よ う と し な か っ た の だ が ，「矛盾」

の研究に お い て ， 矛盾の 源泉 ， い い か えれ ば不均衡 の 理

由に 関す る研究 を行 っ た の で あ る。

　 ピア ジ ェ は ， 矛盾 を不均衡 の 結 果 と考 える。すなわち，

可逆性が 思考 の 均衡状態 の 表現 で あ る の に 対 し，矛盾は

不均衡 の 表現 な の で あ る 。

一般に 矛盾に つ い て語 られ る

と き に は ， そ れ は 論 理 的矛盾あ る い は 弁証法的矛 盾 を意

味 し て い る 。 論理的矛盾は ， 命題 P とそ の 否定〜 P とを

同時に 肯定す る 論理計算 の 誤 りか ら 生 じ る。す な わ ち，

論理的矛盾が 生 じ る に は ， 同
一

性 〔P は P で あ る）， 逆操作

（〜P は P の 逆 ）， 論理 的乗法 （P ・〜P ） とい っ た，可逆的

な操作構造が構成 され て い る こ とが 前提 と な る 。 他方 ，

ピ ア ジ ェ が 研 究対象 と す る の は ， そ う し た構造が 構成 さ

れ る 以前の 自生 的思考に お け る 矛盾で あ り， 不均衡 の 主

観的感情 と し て 表現 さ れ る もの で あ る。した が っ て ，ピ

アジ ェ の い う矛盾 は，弁証法論者が 矛 盾 と呼ぶ もの に近

い が ，矛盾 を思考過程 に内在す る
一

次 的事実 と み な し ，

不均衡が そ の結果で あ る とす る観点 に 対 して ，ピ ア ジ ェ

は 反論 す る。思考過程 に は，弁証法 的局面 と論理 演繹的

局面 が あ り，弁証法的矛盾 は弁証法的局面に の み 固有な

も の だ と ピ ア ジ ェ は考え て い る （1980 ｝。矛盾 が 不 可避 な の

は ， 思考過程す べ て が弁証法 的だ か らで はな く，
ふ た つ

の 局面 が よ り広 い 弁証法的円環構造 の 中で交替 を繰 り返

す か らで ある 。

　 ピ ア ジ ェ は ， 不均衡の源泉 は ， 肯定 と否定の 非対象牲

に あ り， そ の表現 として 矛盾 が生 じる の だ とす る 。 発達

の 初期の 推論様式 に お い て は，対象 の ポ ジテ ィ ブな側面

だ けが 知覚さ れ る な ど ， 肯定が否定 よ り優位 で あ る た め ，

不均衡は 不可避 で あ る。た と えば ， 同数 の 碁 石 で A ，B

2 列 をっ くり， B 列 か ら n 個 の 碁石 を取 っ て A 列に加え

る と，A ，　 B の 差は 2n 個 に な る が ， 年少児は
一

般 に n 個

の 差を 予測す る 。 年少児は ， 碁石 をA 列 に付け加 え る と

い う肯定 的な側面 を把持す るが ，碁石 を B 列か ら取 り去

る とい う否定的な側 面 を概念化す る こ とが で きず， 認知

シ ス テ ム の 不均衡が 生じ て ， こ の場合 ， 予測 と確認 との

矛盾 に な っ て表われ る こ と に な る 。

　不均衡か ら均衡 へ の移行 ， す なわ ち均衡化 を説明す る

の に ， ピ ア ジ ェ は認知シ ス テ ム に固有の調整機能 に 訴 え

る 。 そ し て 調整者の 役割 を果 たす の は，同化過程 に 内在

的な相互 保存で あ る とし て ， 構築説 の 立場 を鮮明 に す る 。

ひ と つ の シ ス テ ム の 全体性が 部分 シ ス テ ム に対し調整 者

の 役割 を果 た す が ， 全体 シ ス テ ム は調整 の結果つ くられ

て お り， し た が っ て 調整 者そ の もの が順次 ， 構築 さ れ る

こ と に な る 。 調整 の メ カ ニ ズ ム か ら引 きだ され る最 も重

要な革新 は，否定 の 漸進的構築 で あ る 。

　 ま た ， ピ ア ジ ェ は 「反省的抽象」が調整 の メ カ ニ ズ ム

か ら引 き だ さ れ る も うひ と つ の 革新 で あ る と した 。調整

作用 は ， 調整 そ の もの に 対 し働 くこ と が あ D ， 反省的抽

象 に お け る調整 メ カ ニ ズ ム を 上位 に ひ き あ げ る 働 き は，

こ うした 調整作用 に よ る 。 反省的抽象の もうひ とっ の 働

き は ， 上 位 レ ベ ル に ひ き あげられ たもの を再 体制化す る

こ とで あ り， 「調整 の 調整 」の 原型 をなす 。 こ の よ うに反

省的抽 象は，調 整 の メ カ ニ ズ ム に よ り獲得 さ れ る の で あ

り，行為 の 能動的調整や概念化に 典型的に み られ る 。 そ

し て ， そ の 最高の 到達点 が操作 の 形成 で あ る と ピ ア ジ ェ

は考 え る。

　以上 に 概観 し た ピ ア ジ ェ の 認知発達の説明は ， 次 の よ

う に ま と め られ る 。 発達初期の 推論様式 に お い て は，肯

定が 否定 よ り優 位な た め，不 均衡 Cn） は 不 可避で ある

が ，調 整機 能 に よ っ て 補償 さ れ，均衡 （n ） を 回復す る 。

し か し認知 シ ス テ ム は ， 常に撹乱に さらされ て お り早 晩，

再び不均衡 ｛n ＋ 1）に陥る 。 そし て補償に よ っ て ， 再 び均

衡 （n ＋ 1）を回復 す る。認 知発達 は こ の サ イ ク ル を繰 り 返

す が ，調整機能 は補償 の 度 に 認知 シ ス テ ム に新 し い 構築

を付け加 え る た め ， 均衡 〔n ＋ 1）は 均衡 （n ）に 比 べ
， 補償

能力の拡大と い う意味で ， 改善 され て い る。した が っ て

均衡 くn ） → 均衡 （n ＋ 1〕 → 均衡 （n ＋2） → ……と い う過程

は，認 知発達 に 固有の 拡大均衡化 を 示 す 。
ピ ア ジ ェ は ，

こ うした 自らの 理論的 立場 を構築 説 幡 成主 義｝ と 呼 ぶ の

で あ る 。

　 可能性と必然性

　 上 述 の よ う に ， 『認知構造の 均衡化！は ピ ア ジ ェ の 60年

に 及 ぶ 研 究 の 集大成 で あ り， 出版 の 翌年，1976年の 夏，

ジ ュ ネーヴ大学 で は，こ の 研究論文 に 対 し て ， ピ ア ジ ェ

が 心理学 の 博士号 を授与さ れ る儀式 を模 した国際 シ ン ポ

ジ ウ ム が 開か れ ， 碩学 の 80歳 を祝 っ た の だ っ た 。 こ の シ

ン ポジウ ム の顔 ぶ れ （儀式 に お け る論 文 審査者 役 ） の 中に は，

次 の 年 ノ
ーベ ル 化学賞 を受賞 したイ リア

・プ リ ゴ ジ ン や ，
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生物学の ポール ・ワ イ ス ら もい て，ピ ア ジ ェ の研究が学

際的な もの で あ っ た こ と を明 らか に して い る。 けれ ど も，

ピ アジ ェ は こ の 著作で満足し て し まっ た の で はな か っ た。

こ こ に 提示 した発達の均衡化 モ デル の欠陥 を誰 よ りもよ

くわ か っ て い た の は，
ピ ア ジ ェ 自身だ っ た の で あろ う。

そ の こ と は，発生的認識論研究国際セ ン ターの 1975年度

以降の研究テーマ か ら も，読 み とれ る。

　 すな わ ち ， 「可能性 何 能 なこ と ）j （1975年度〉 と 「必然性

〔必 然 な こ と〉」（1976年度 ） の研究は，認知発達を均衡化 に

よ っ て 説明す るの で あれ ば ， 均衡化 を もた らす調整作用

は い っ た い ど こ か ら くる の か とい う，均衡化 モ デル の第

1 の 空 隙を埋 め よ うと し た もの で あ る 。 すなわ ち ，
こ れ

ら の研 究 は，子 どもが ， 可能性や必然 性の 概念 を ど の よ

う に と ら えて い るか を問題 に す る の で は な く， 可能性 と

必然性が 子 ど もの 知的操作 の 獲得 と の 関係 に お い て 問題

に され たの で あ る 。

　均衡 化 の 3形態 の うち ， 最も重要な の は 「分化 と統合

の 均衡化」 で あ る。なぜ なら ， 新 しい 操作的全体構造 の

獲得に か か わ る か ら で ある。すなわ ち ， あ る 認知構造か

ら出発 して ， 外延的に よ り広 く， 内包的 に よ ワ豊 か な認

知構造 に達 するため に は ， 既存の構造を分化す る と同時

に ， それ を新 し い 全体構造 の部分構造 と し て統合す る こ

とが必 要 と な る の で ある。し た が っ て ，操作的全体構造

は，認知 シ ス テ ム の分化 と統合の総合で ある と考えられ

る。ピ ア ジ ェ は，認知 シ ス テ ム に お け る分化の 心理的源

泉が 新 し い 可能性 の 発明 で あ っ て ， 認知 シ ス テ ム に お け

る統合 の 心理的表現が新 し い 必然性 の 成立で あ る と 考 え

る。い い か え る と ，
ピ ア ジ ェ の 可能性 の 硬究は，認知 シ

ス テ ム の 内部に お い て 新 しい もの が どの ように つ く りだ

さ れ る か ，
つ ま り新 し い ア イデ ィ アや手続 の 開放様式の

発達 の 研 究 で あ り， 他方 ， 必然性の 研究 は，事態 の 生起

す る必 要十分条件や そ の 理 由を探究す る と きに ， どの よ

うな事態が 演繹的 に 導 きだ され ， どの ような事態があり

得な い こ と と し て拒否 さ れ るの か に 関 する発達研 究で あ

る。

　両者 と も
， 発生的認識論研究国際 セ ン ターに お ける他

の研究 と同様に，実証的研究が 重ね られ ，
ピ ア ジ ェ は可

能性 と必然性の発達が知的操作 の 発達 と年齢的 に も， 内

容的 に も並行 して い る こ と を明 らか に し た。す なわち，
一

貫性 の あ る 推論 や 可逆的操作が 欠如 し て い る前操作期

に は ， 「ア ナ ロ ジー的転移に よ る可能性の 段階」と 「前必

然性の 段 階」が 対応 し て い る 。 限定的 と はい え群 性体 と

い う
一

貫性 の あ る操作構造が成立す る具体的操作期 に は，

厂共可能性 の 段階」 と 「限定 的共必然性の段階」が対応し

て い る 。 そ して，仮説演繹的推 論が 可能 に な る形式 的操

作期に は ， 反復的手続の徹底 に よ っ て 無数 の 共可能性 が

考え ら れ る 「任意的可能性 の 段階」と ， そ の 真偽 を 問 わ

ず仮説か ら必然的帰結 を引きだす こ とが で き る点で も，

操作 に対す る操作を作 りあげる こ とが で きる点で も， 必

然的関係 をい くら で もつ くりだす こ との で きる 「無限の

共必然性 の 段 階」が対応 す る 。

　 それで は ，
こ うした発達の 並行性 は，ど の よ う に 説明

で き る だ ろ うか。操作構造の 発達が 可能性や 必然性の 発

達を条件づ け て い るの だ ろうか 。 そ れ と も逆に ， 可能性

や必然性の 形成が操作構造 の 獲得 の 前提に な っ て い るの

だ ろうか。ピア ジ ェ の 立場 は後者で あ る。まず，操作構

造 の 獲得 と可能性 の発達 と の 関係に関 し て い えば，前操

作期に も新 し い 可能性 へ の 開放が み られ ， 可能性 の 形成

が 操作 の 獲得を 前提 と は し て い な い か らで あ る 。 ま た ，

共可能性 の 段階 で ひ とま と ま り の可能性を同時 に 予期 す

る と き，そ れ は 差異 と類似の シ ス テ ム に 基 づ い て い るの

に対 し ， 具体的操作を獲得す るため に は ， そ れ を肯定 と

否定 の シ ス テ ム に よ っ て補完 し な くて は な らな い か ら で

ある。さ らに ， 組合わ せ や仮説演繹的推論能力 は無数 の

可能性 を生 み だ す ため に 重要な役割を果 たすが，新 しい

可能性の カ テ ゴ リー
を生 み だ す こ とは な く， 可能性 を新

しい 仕方 で 利 用 して い る だ け で あ る 。 したが っ て ， 任意

的可能性 の成立 を形式的操作の獲得に 求 める こ とは で き

な い か ら で あ る。

　次 に ， 操作構造の 獲得と 必然性 の 発達 に関して も，ピ

ア ジ ェ は後者 の 立場 を と る 。 な ぜ な ら，操作構造が構築

さ れ るよ りず っ と前 に ， 必然性が 局所的に成立 して い る

か ら で あ る 。 認知 シ ス テ ム に お け る同化 シ ェ ム は ， 常 に

意味 を担 っ て お り， シ ェ ム 問の 協応 に 伴 い 意味間 の 含意

的つ な が りが で き ，
こ の つ な が P の 内部 に 必 然性 の 原初

形態を見出す こ とが で きる。操作的合成に伴 う必然性 は，

こ の よ う な 原初形態を 形式面 で 体系化 した特殊な ケ ー
ス

と考 え られ る の で あ る 。

　 と こ ろ で 必然性 は ， 諸 々 の 可能性お よ び，現実化 さ れ

た可能性で あ る 現実性 の 合成 に 由来 し て お り， 新 し い 可

能性 の 開放 は 後 の 必然性の 構成を 準備す る
。 逆 に

， 必然

性 の 成立 は ， それ を利用 して 新た な 可能性を生 み だす こ

と を促進す る。 こ の よう に 可能性の 発達 と必然性 の 発達

は円環的関係 に あ る が ， こ の こ とは ， 両者が経験的に与

えられ る観 察可能 な も の で は な く，認知 シ ス テ ム に お け

る分化 と統 合 とい う， 主体の 活動か ら生み だ さ れ る もの

で あ る こ と を示 し て い る。した が っ て 操作構造は ， 可能

性の 発達と必然性の発達 と の 円環 的関係 の 中 で作 りあ げ

られ る認知 シ ス テ ム の 産物で あ っ て，構造構築 に お け る

分化 の 活動 の 表現 が可能姓で あ り ， 他方， 統合の 活動 の

表現が必然性 で ある こ と に な る。
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教 育 心 理 学 年 報 第 36集

　意味の 論理学

　「意味 の 論理 学」 （1978年 度） お よ び 「理 由」（1979年度）

は ，
そ れ ま で の 研 究で は均衡状態 を，外延 に依拠 した 記

号 論理学 に よ っ て 記述 し て い た が ， それ で は ， 意 味の つ

な が りを も っ た 含意関係で 処理 さ れ て い く自生的思考を

記述す る に は不適切 で あ る とい う，均衡化モ デ ル の第 2

の欠陥を克服 す る意 図 で お こ なわ れ た研究で あ る （大 浜，

1993 ）。

　第 1 の 課題 は ， 操作の 論 理 学 か ら意 味の 論理 学 へ と方

向を修正 す る こ と で あ る 。 す なわち，外延的で は な く内

包的に ， 連言や 選 言を用 い る こ と，そ し て何よ り も 意味

の 含意 を用 い る こ とで あ る 。 外延的に は ， （P ・q ）〉 （〜P ・

q ） 〉 （− P ・〜q ） の い ず れ か が真 で あれ ば， P と q の 意

味と は ま っ た く無関係 に ，
P ⊃ q は真 で あ り， こ の こ と

か ら様々 な パ ラ ドク ス が 生 じ る こ と は周知 の とお りで あ

る 。

一
方 ， 意味 の つ な が りを も っ た含意 をた とえば P →

q と表わ す と す る と ，
こ れ は q の ひ と つ の 意味 s が ， P

の複数 の意味の 中に含ま れ て お り， こ の 共通 の意味 s が

推移す る もの で ある と き に 成立す る こ と に な る 。 ま た ，

こ こ で の P
，

q は命題 や 発話に 限られ な い 。な ぜ な ら，

あ ら ゆ る 活動 や 操作 に 含意 が 伴 う は ず だ か らで あ る 。

　 こ の こ とか ら ， 第 2 の課題が生 じる 。 す な わ ち ， 含意

の 分析を ， 最大限に 原初 的 な 推論 に ま で す す め て い く こ

とで ある。活動 の レ ベ ル に お い て も ， 実行 さ れ る活動の

因果的側面 の他に ， 予期 に お い て 示 さ れ る推論的な側面

を 区別す る こ と が で きる。予期 に お い て働 く活動 間の 含

意は真偽を判定 で き る と考 え ら れ る か ら で あ る。ま た感

覚運 動期 の ， 物 を 中に 入 れ る 活動 と物 を中 か ら 取 り出す

活 動 な ど も ， 活動間の 含意 の 始ま り と考 え ら れ る で あろ

う 。 す なわ ち ， 「活 動 x は逆 に さ れ る可能性 を含意 する」

の で あ る。 こ の よ う な 原論 理 の 水準 の 研究 を通 し て ， 同

化 シ ェ ム の協応か ら演繹 の 道具が準備 され る こ と を明ら

か に す る こ と は ，
ピ ア ジ ェ が 私た ち に 残 し た多 くの 課題

の うち の ひ とっ で あ る。

8　 ピア ジ ェ 理論の 発生 的分析

　以上 に 見 て きた，最晩年 に 至 る ピア ジ ェ 理 論 の 発展 を，

こ こ で は 「ピ ア ジ ェ 理論」に よ っ て説明 す る こ と を試み

て み た い 。

　ピア ジ ェ 理論に お ける不変な もの

　 ピ ア ジ ェ 心理学 の 発生以前 に 遡 る ピアジ ェ の 青年期の

著作 か ら ， 没後 に 出版さ れ た著作 まで ，不変 で あ っ た も

の を，ふ た つ の 異 な る レ ベ ル で 見 出す こ と が で きる 。 ひ

とっ は ， 認識 とそ の 発達に 関わ る学説 け 一ゼ ） の レ ベ ル

で あ り，もう ひ と つ は，こ れら の 学説 に 関わ る 基本的概

念 の レ ベ ル で あ る 。

　まず ， 学説の レ ベ ル に お ける例 をあげ て み よ う。

　第 1 に ， 弱 い 意 味 で の 合理 論的観点 ， よ り正確に は経

験論へ の 反駁 の 観 点が あ る。 第 1期 の研究 ， 特 に 『子 ど

も の世界表象』 （1926＞ お よ び 『子 ど もの物理 的因果性」

〔1927） に お い て，ピ ア ジ ェ は 実在の 認 識は主体の も つ

諸 々 の 枠組 み に依拠す る こ と を示 して い る。年少児は 自

己中心 的 に 変形 さ れ た見方 をす る が ， 論理 的思考が成立

す る と ， 相対的 に 客観性が 可能 に な っ て くる の で あ る。

第 2期 の 感覚運 動知能の研究に お い て も，こ の 学説が 見

出 され る。乳児 は対象物 や 空間の 性質をす ぐに 理 解す る

こ と は で き な い の で あ っ て ， 主体 の シ ェ ム が複雑に なる

に つ れ て ， 少 しず つ ひ き だ せ る よ う に な る の で あ る。第

3期 の 研 究 で は， 7 〜 8歳以 降の 具体的操作，11〜12歳

以 降 の 形式的操 作 と い う知 的操 作構造 に よ っ て ， 子 ど も

が 現実を い か に有効 に 問 う こ と が で き る よ うに な る の か

を示 そ う と して い る。さ ら に 第 4期の
一

連 の 研究は，主

体 に 内在 す る認識 の 枠組み を重 要な研究 テ
ー

マ と し て と

ワ あげ て い る 。 た と えば因果性は ， 「操作 を 対象 に 付与す

る こ と」と し て 説明され るの で あ る 。 そ して 第 5期 に は ，

反省的抽象を テーマ と し た 研 究が あ り ， そ の 役割 は根本

的な もの で ある と さ れ て い る が ， それ は主体 に 存在 して

い る枠 組み か ら出発 し て ， 反省的抽 象 に よ っ て ， さ ら に

複雑 な認識 の 形態 が 構 築さ れ る か ら で あ る。

　第 2 に ， 発 達 の 説 明 に お い て ピ ア ジ ェ は 「第三 の 道

　（tertium ｝」 を と る こ とがあ げ られ る。 第 1期の 『子 ども

の物理的因 果性」｛1927）に お い て ，子 ど も の 思考 は，先験

論の 観点 か らも経験 論の 観点か ら も説明 で きな い の で

あ っ て
， 知 能 に よ っ て も た ら さ れ る もの と環境か ら もた

ら さ れ る もの の結合に よ っ て 説明 され る と し て い る 。 第

2期の 『子 どもの 実在 の 構成』q937）で は ， 知能 が始 まる

の は ， 自己 の 認識 か らで も対象の認識か らで もな く， 両

者 の 相互作用 か ら で あ る と書 い て い る。さ ら に 後年 ， ク

セ ジ ュ 文庫の た め に まとめた 『発生的認識謝 （1970）の中

で は ， 認識 と は 主体 に 内在 す る構造の中に も， 対 象 に 備

わ っ て い る性 質 の 中に も ， 予め 決定され て い るもの で は

な い と 考 え て い る 。

　 第 3 に ， 第 1期 の 『子 ど もの判断と推論』（1924）に お い

て す で に 表明 され て い る，論理 の 源泉は 活動 に ある と す

る 考 え が あ る。 第 2 期の 『知能の 誕生』（1936 〕で は ， 乳児

の 活動 に つ い て そ の こ と が論 じられ た 。そ の 後 も諸研究

で 繰 り返 し論 じられ て お り，第 4 期の 『関数の 認識論 と

心 理 学 （EEG 第 23巻）亅 （1968｝で は ， 「構成 す る 関数」 に 関

して 考察が 加え ら れ て い る 。 そ して ， 第 5期 ， しか も最

晩年の 研究の ひ と つ 『意味 の 論理 学 へ む か っ て 亅〔1987：1

で ， 再び明確 に 示 され る こ と に な る 。 す なわ ち ， 論理 に

お い て は 意味 の つ な が り を も っ た 含意 が 非常 に 重要で あ
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る と され ， そ の 源泉は活動 問 の 含意 に あ る と考 えられて

い るの で あ る 。

　 次 に ，基本的概 念の レ ベ ル で 不変 な もの と考 えられ る

例をあげて みよ う。まず ， ピ ア ジ ェ の 著作 に関 して は，

新 しい 術語 が 用 い られ る ように な っ た こ とが ，必ず しも

新 しい 概念が 用 い られ るよ うに な っ た こ と を意味 しない

こ とに ，注意 し て お か な く て は な ら な い だ ろ う。 均衡化

は そ の 良 い 例 で あ る とい え る 。 均衡 化 と い う術語 は ， 1940

年代か ら 用 い ら れ て い た が ， 理 論的に 発 展 させ られ る対

象 と な っ た の は ， 第 4 期 『論 理 と均 衡 （EEG 第2巻〉亅

〔1957），そ して 第 5期 『認知構造 の 均衡化 （EEG 第33巻）亅

〔1975）に お い て で あ っ た 。 し か し，均衡 化 の 概 念 と は ， 青

年期 の 『探求』q918）に お い て す で に ピ ア ジ ェ が語 っ て い

た 「均衡 へ む か う歩み 」 に 他 な らな い
。 第 1期 の 著作 に

お い て ， こ の 過程 は 「方向づ けられた進化」ある い は 「均

衡の 機能的法則」 とい っ た術語で 言及 され て お り， さ ら

に第 2期 の 『知能 の 誕生』G936）に お い て も ， 「適応 ， い

い か えれ ば同化 と謂節 の 間 の 均衡 を と る こ と」 と して 記

述 さ れ て い る。

　 ま た ， 論理的思考の もつ 基本的特質 で ある とさ れ る可

逆性 の 概念 も ， ピ ア ジ ェ の 著作を 通 して 不変な もの の ひ

と つ で あ る 。 し か し ， 可逆性 に 関 して は ， 均衡化の 場合

と違 っ て ，術 語 と し て も終始，変わ る こ とが な か っ た 。

　以 上 の例か ら，ピ ア ジ ェ の 著作 に お い て 不 変 で あ っ た

もの は， ピ ア ジ ェ の 発生 的認識論の核で あ っ た と考 えら

れ よう。ピ ア ジェ は発達途上 に お け る新 し い も の の 創造

を重視 し た が ，同時 に ， あ る 発達段階 に お け る諸認識お

よび知的働 き は ， 次 の 段階 を準備す る もの で あ ウ， 次 の

段階 に 統合 さ れ る もの で ある こ とか ら， 発達の連続性 も

明示 して い た 。

　 ピア ジ ェ 理論 に おけ る 理論的変形

　 ピア ジ ェ 理論の連続性 を明 らか に す る事例 をあげて き

た が，こ の こ と は も ち ろ ん ，ピ ア ジ ェ 理論が発達 し な か っ

た ， ある い は変形 しな か っ た こ と を意味 す る もの で は な

い 。ピア ジ ェ の 認知発達の 説明 は 大 き く進化 し て い る の

で あ る 。

　まず，第 ／期 と第 3 期 の 間 に み られ る 展開の 例をみ よ

う。 第 1期 に
， 発達 を説明す る た め に 協同 （c 。o 呻 ati 。n ）

（共 操 作 （c … pEration ）） と い う考 え に 興 味 を も っ た ピ ア

ジ ェ は ， 第 3期に な る と，知 的活動 の 内的組織の 定義を

す る よ う に な る。す な わ ち相互 作用 す る 主体 と い う総体

（モ ル ）的な要素か ら， 構造 と し て ま と め られ た知 的操作

とい う部分 （分子 〉的な要素 へ の 移 行 が み ら れ る の で あ

る。 こ の ような説明の 内面化 とい う発展は ， 今世紀 の 諸

科学 と りわけ生物学 に み られ る 発展 に 合致す る もの と い

え る だ ろ う 。

　 晩年の ピ ア ジ ェ に とっ て ， 搆築説に た つ とい う こ とは ，

認知 発達 は拡大均衡化 の 過程 で ある こ と を示 す こ とで

あ っ た 。 そ れ で は ， ピ アジ ェ 理論の 発達を，拡大均衡化

と して と ら え る こ とが で き るだ ろ うか 。 拡大均衡化 を示

し て い ると考 えられ る い くっ か の 例 をあげて み る こ と に

し よ う。

　 第 1 に ， ピ ア ジ ェ は心理発生 を ひ と つ の 適応 とみ て ，

生物学 的説 明 を試み て い る が
， そ の説明 は ， 著作 を追 っ

て 次第 に 厳密 な もの と な っ て い く。第 1期 『子 ど もの 判

断 と推論』（1924）で は ， ［あ ら ゆ る未発達 の 思考に お い て

は模倣 と同化は，ふ たっ の相反す る極をなす」 と さ れ て

い る が ，特定 の 行動 の た め に こ の 生物学か ら借用 した対

概念が 用 い られ て い る わ け で は ない 。第 2 期 『知能 の 誕

生』（ユ936）に な る と ， 同化と模倣 の 対 は ， 同化と調節 と い

う対に 置き換 えられ，しか も心理 学概念 と し て 定義 し直

され て い る 。 こ う し た瑾論 の 精緻化に よ っ て，適応 の ふ

た つ の 極 は ， 行動を説明 するため の 真 の道具 と な っ た と

い え よ う。しか し，
こ れ ら の概念の 展 開が こ れ で 止 まっ

て しま っ た わ け で な く， 第 5 期の ピ ア ジ ェ は，同化 と調

節の概念 と ， 調整 ， 均衡化 とい っ た概念を引 き合わせ て

み て い るの で あ る 。

　第 2 に ， 構造 と い う概念に つ い て も ， 理 論上 の大き な

発 展 を見出す こ と が で きる。第 1期 の 著作 に お け る構造

は，定義な し に 使 わ れ て い る術語 に 過 ぎな か っ た 。 そ の

後 ， 知的操作の 構造 が厳密に定義 され て い く。 具体的操

作 の構造に関 し て は
， 群性体に よ る理 論が提 出 さ れ q941

c），さ ら に 1950年代に は形式 的操作の構造 の 理 論が ま と

め ら れ た （1952b）。

　第 3 に ， 均衡 へ む か う傾向が均衡化 の 理論 へ と発展 し

た過程 を ， 再度 ， あげて お か な くて は な らな い
。 当初 ．

そ の メ カ ニ ズ ム は ま っ た く明 らか に さ れ な い ま ま に ，ひ

と つ の 法則 と し て と り あ げ ら れ た が
， 『知能の 誕生亅

（1936＞で は ， 生物学 に ヒ ン トを得た新 し い モ デル で 説明 さ

れ て い る 。 20年後 ， 『論理 と均衡 （EEG 第 2巻 ）』 〔1957｝で

は ， 調整 の 概念 を強調し ， 知覚の研 究 に 由来す る確率論

的な術語で 均衡化 の 過程 を記述 し て い る
。 そ して ， 『認知

構 造 の均衡化 （EEG 第33巻 ）』（1975）に お け る均衡化 モ デ ル

は，第 2 期 の 適応 の 考え に 示 され て い る生物学 的次元 と，

第 3期 に 特有の構造 の概念 と ， 1957年に 導入 さ れ た 調整

との考 え方が統合 さ れ，そ れ ま で の もの に 比 べ ず っ と完

全 な もの に な っ て い る と考 え られるの で あ る。

　以上，ピ ア ジ ェ 理 論 に お い て 不変な もの ， 変形 が みら

れ る もの をあげて きたが ， 他方 ， 初期 の 著作 に お い て は

重視 され て い た も の の ，そ の 後 ， 忘 れ ら れ て し ま っ たか

に み え る観点な い し概念もあ る。た と え ば ， 第 1期 の 心

理 社会的な観点 や ， 自己 中心性 の 概念 で あ る 。 けれ ど も，
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ピ ア ジ ェ は ，
こ れ ら破棄さ れ た か の よ う に みえ る観点な

い し概念を ， 自ら明確 に否認 した り ， 9 たそ の こ と を弁

明す る ような こ と は な か っ た と 思 える。ピ ア ジ ェ は ， 古

い テ
ー

ゼ は常 に 新 しい テ ーゼ の 中に 統合さ れ ， 拡大均衡

化 に む か うの だ と い う信念 をも っ て い た の で はな か ろう

か 。ピ ア ジ ェ は，理論 に お ける空隙や誤 りの 補償 を新 し

い 構築 に よ っ て行 っ て い た の だ と い い 直す こ とも で きよ

う。認知構造の発達 を均衡化に よ っ て 説明しよ うとした

ピ アジ ェ が 目指し た の は，論理 数学的構造 に お け る可逆

性が ， 出発 点 に お い て は そ れ を前提 とす る こ と な く， さ

まざ まな レ ペ ル の補償の シ ス テ ム に よ っ て 準備 さ れ る こ

と ， それ と 同時 に ，補償が新 たな構築 と不可分で あ り，

構 築そ の もの が 補償 の 要請 に よ っ て 導 か れ て い る こ と を

示す こ とに 他 な らな か っ た 。

　 ピアジ ェ 理論 に お け る弁証法的側面

　先 に もみ た よ う に ，
ピ ア ジ ェ は思考過程を大 きな弁証

法的 円環構造と し て と ら え て い た 。ピ ア ジ ェ 理論 の 発 展

も，
こ の 意味 で 弁証法 的に と らえ て み る こ と が で き よ う。

　第 1期 の ピ ア ジ ェ は ， 社会学的 な 次 元 に お け る発達 の

説明 を探究 して い た 。 第 2 期 の ピ ア ジ ェ は ， 生物学的 な

観点を用 い て い る 。 社会学 と生物学 は，心理学 の 両端 に

位置す る科学 で あ っ て ，ピ ア ジ ェ はそ の 端 か ら端 へ 移行

し た と と れ るの で あ る 。
こ うした 振 り子 の よ う な 動 き は，

そ の 後 もみ られ る 。 第 2期 か ら第 3 期に か け て は，生物

学的な観点 、 ま た発達 の 過程を研究の 中心 と し た機能主

義か ら離れ て，論理 の本質 と力を明 らか に す る た め の構

造主義の 観点 へ 移行 し た の だ と と ら え られ る。そ し て，

第 4 期 の 長 い 移行期 を経 て，第 5期で 再び ， 新 しい 認識

の創造の 過程 に研 究 の 中心 が戻 る の で あ る。

　 さ て ， 弁証法 と い え ば ジ ン テ ーゼ が 問題 と な る が ， と

りわ け第 5 期 の研究 に は ， 新 しい ジ ン テ ーゼ が 現 れ て い

る。1975年の 認知構 造 の均衡化の モ デ ル は，調整 と い う

概念を 用 い た 機 能 の 側面 と ， 可逆性 の 説明 の た め の 構造

の 側面 と の 両面を もっ て い るの み な らず ， 同化 と調節 と

い う生物学的次元 と サ イ バ ネ テ ィ ク ス の 次元 とをもっ て

い る の で あ る。

　 さ ら に
，

ピ ア ジ ェ の 思考 の進 め 方 そ の もの が ， 根本的

に 弁証法的で あ る とい う こ と もで き よ う 。 ピア ジ ェ が あ

る問題 を提起 し ， 研 究対象 を定義す る と き に は，そ こ に

必ず二 分法が もち だ さ れ る 。 認識は ， 認識対 象に た ち む

か う主体 を前提 と し て い る の で あ り，反省的抽象 は経験

的抽象 と対をな して お り， 操作的側面に は 形 象的側 面 が

対照を な す の で あ る。しか し，こ の よ うな対 立す る，あ

る い は断絶 した二 分法の ふ た つ の 項 をな ん と か関係づ け

る た め
，

ピ ア ジ ェ は 理 論 の 精緻化 を企 て る の で ある。た

　と え ば，第 2期 の 『知能 の 誕生』（1936）に お け る理論 の 展

開は ， 同化 と調節 と が相捕的で あ る こ とを示 す の が 目的

で あ っ た 。 第 3期 ， 第 4期 の物理的 認識の 諸研究は す べ

て ， 主体 の論理 と の 関連性 を示 そ う と す る も の で あ っ た。

そ し て ，第 5期に 至 る 均衡化 の モ デル をつ くる試 み は す

べ て，安定 と変化 とを関係づ け る こ と が 目的で あ っ た。

ピ ア ジ ェ は晩年 に な っ て ，こ の よ うな弁証法 的な対 の 存

在 を追究す る こ とが 多 くな っ て い っ た と考 えられ る 。 本

稿で と りあげた
， 「可能性 と 必然性」もそ の

一例で あ っ た

し ， そ の 他に も 1969年度の 発生 的認 識 論研究国際 セ ン

タ
ー

の 研 究に お け る 「成功 す る こ と と 理 解 す る こ と 」

（1974），さ ら に 「手続 と構造」 （1979）があげ られる 。 手続

に 関す る実証的研究 は，1970年代 ，
ピ ア ジ ェ の 長年 の 共

同研 究者 で あ っ た イ ネ ル デ を中心 に 精力的 に 展開さ れ ，

私もそ の
一

端 に 参加 し て い た。 こ れ らす べ て の 研 究が，

「豊か な障害物で 舗装 され た 新 し い （複 数 の 〉道 」へ の 開放

で ある こ と を ピ ア ジ ェ と と も に信 じた い 。

9　 おわ りに

　私 に と っ て ピ アジ ェ の 魅力と は ， ピア ジ ェ 理論 の 発展

を た ど る こ と を通 し て ， 今世紀の 科学，と りわ け入間科

学が ，
い か に し て十九世紀ま で の 学 問遺産 を受け継 い で

きたか を考え ら れ る こ と に あ る。ま た ， 今日 の 私 たち の

心理学研究が ，
ピ ア ジ ェ 理論に よ っ て ， 学際的 に 位置 づ

け ら れ る ように な る こ と の魅力も ， 強調 して お き た い
。

い い 換 えれ ば，心 理 学に お ける諸研究で 明 ら か に さ れ た

こ とを ， 他の 学問分野 に 翻訳 し得る よ うな こ と ばを，ピ

ア ジ ェ 理論 は ， 生 み だ し た の で あ る 。 そ して ，こ の こ と

に よ っ て ， 今世紀 後半の 私た ち の 心理学研究が ，二 十
一

世紀の 人 間科学 に引 き継が れ て い く資格を得た と い える

の で はな い だ ろ うか
。

　『探求 』出版 の 年 に ，ピ ア ジ ェ は 2篇の ソ ネ ッ トを発表

し て い た （大 浜，1995b ）。 第 1の 「初雪」は ，冷た い 自然 を

観察 した詩で あ っ た 。 他方，第 2 の 「ぼ くが望む の は」

は ， 暖 か い 恋愛の 詩 で あ っ た 。

「ぼ くが 望 む の は き み に 喜びあ ふ れ る青春を誓 い
，

山頂に は必ず や きみ と手 を た ずさ え い くこ とだ。

苦労の果て 頂 きに 立 つ こ と が で き た な ら，

そ の高み か ら人類 の地平線 を遥 か に超 えて 眺望 し ，

終わ Pな き夢 に ふ た り して 生き る た め ，

辿 っ た道筋の こ とな ど程 な く忘れ 去 る こ と だ ろう。」

注 1＞　 ピ ア ジ ェ の著作 は出版 年 の みを記 す 。

注 2）　 『発生 的認 識論 研究紀要 （EEG 〕亅全37巻 （Etndes

　d’er）i∫te
’
motogie 　96 π 6’ゴ（1π 9 ／pubL 　sous 　la　direction　de

　Jean　P正aget ．　P．U ．F．，1957−1980．，37　vol ．〉
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