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乳幼児期の社会情緒的な発達
こ の 1年の わが 国の 研究動 向を探る

一

　　　　園　田　菜　摘

（お茶の 水女子大学人 間文化研究科）

1 ．は じめに

　本稿で は ， 日本の乳幼児発達心理学 に お ける こ の ユ年

の 研 究結果 を概 観 し， 乳幼児 の発達 に関す る成果 ， 問題

点，方向性 な ど に つ い て 考察 し て い く。そ の 際，昨年度

の本年報の 乳幼児部門 （江尻．1999）が 言語・認知発達に焦

点 をあ て た もの で あ っ た こ と ， さ らに筆者の専門領域を

考慮 に 入れ て ， 今年度は乳幼児期 の 社 会情緒的な発達の

研究分野 を 展望す る こ と と し た 。 また ，本来な ら ば この

1年の社会情緒的発達に 関す る研究成果をす べ て報告す

べ き と こ ろ で あ る が
， 研究 の 数 の 多さ に 比 して 紙数 に 限

りが あ り， さ ら に本年報の他部門 と の 重複を で き る限 り

避 け る た め ， 本稿で は乳幼児期の（1精 緒的 コ ミ ュ ニ ケー

シ ョ ン の 発達 ，   自己制御能力 の 発達 ， （3）他者理解 の 発

達，（4）向社会的行動 の 発達 ，
の 4 つ に テ

ー
マ に 絞 っ て 概

観 を行 う こ と とす る 。

　資料の 収集 に つ い て は ，
1998年 7 月〜1999年 6 月 まで

に 刊行 された心理学研 究，教育心理学研究 ， 発達心理学

研 究の論文 と ， 日本心 理 学会 ， 教育心 理 学会 （1999年 8

月）， 発達心理学会 で の 学会発表 を中心 に行 っ た。そ の た

め，その 他の 学会誌，紀要，著書な ど で 報告 さ れた優れ

た 研 究が あ る場合で も ， こ こ で は挙げられ て い な い こ と

を あ ら か じ め ご 承知 い た だ き た い 。

II．情緒的 コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン の発達

　最初に ，
こ の 1年で行わ れ た乳幼児期 の情緒的 コ ミ ュ

ニ ケ
ー

シ ョ ン の 発達 に 関す る研究 を 見 て い く。こ こ で は

特に ， 愛着関係 ， 人見知 り ， 社会的参照 ， 注意 の 共有 に

つ い て の 研究を取 り上 げて い く。

（1） 愛着関係

　愛着研究 は こ れ まで 乳幼児期 の 子 ど もを対象 と し た も

の が ほ と ん ど で あ っ た が，近 年 で は Main ら （Gernge，

Kaplan ＆ Main，1985；1996） に よ っ て 成 人愛着面接 （Adu ］t

Attachrnent 　lnterview ： AAI ）の 手法が 確立 し ， 生 涯 発達 理

論 と して の有効性 を示 しつ っ あ る と い う特徴が ある。特

に ，愛着 の 質 が
一

つ の 世代 か ら次世代 へ （親 か ら子 へ 〉と受

け継 がれ て い く愛着の世代間伝達 の問題は ，
こ の AAI を

通 じ て初め て 体系的 か つ 実証的 に 解明 され始 めた と言 え

る だ ろ う。 しか し， こ れ ま で こ の AAI の 適用の ほ と ん ど

は 欧米圏の サ ン プ ル に と どまっ て お り， 日本 と い う文化

的土壌の中で どれ だ け適用可能な もの で あ るか は 未知数

で あ っ た 。
こ こ に き て よ うや く AAI ワーク シ ョ ッ プ に 参

加 した数井 を中心 に して ， 日本の AAI の イ ン タ ビ ュ
ー・

マ ニ ュ ア ル （数井 ・遠藤 ・園田 ・宇佐美 ・古 賀 ・菅沼 ・坂 上 ・安

治 ・m 中・三 原，1998）が 作成さ れ る に 至 り，日本で の AAI

の 妥当性や 可能性 に つ い て の報告が な さ れ る に至 っ た 。

こ の研究メ ン バ ーで あ る数井 ・遠藤 ・坂上 ・菅沼 ・安治 ・

宇佐美 ・園田 ・田中 ・利根川 ・三 原 ・ 倉持 （1999） に よ る

と，幼児 を持 つ 母親 45組 へ の AAI イ ン タ ビ ュ
ーで成人愛

着 の 4 分類 （愛 着軽視 ・拒 絶型，自律 ・安定 型，と らわ れ 型，未

解 決型）へ の 日本の 母親の比率構成を調べ た と こ ろ ， 欧米

圏 の 調査結果 と際立 っ た差 異がな か っ た。 こ の こ と は ，

日本で も適用 の 可能性 が あ る こ とを示 して い ると考 え ら

れ る 。 さ ら に ， そ の 母親 の 子 ど も の 愛着の 安定性 を 愛着

Q ソー ト法 （Watcrs ＆ Dea 】le，1985＞で測 っ た と こ ろ ， 自律・

安定型 の 母親 の 子 ど もの 愛着の 安定性 が 他 の 型 の 母親 の

子 ど も よ りも明 らか に 高 く， 世代 間伝達σ）仮説 お よ び 欧

米圏 の 研究 結果 の 方向性 に 沿 う結 果 が 示 さ れ た 。 AAI イ

ン タ ビ ュ
ーで の 分類 に お ける『本語独特 の 言 い 回 しの 検

討や ， 子 どもの愛着の 測定が愛着Q ソート法で は 4 つ の

型 に 分類 で きな い こ とな ど， 今後の課題 は まだまだ残 さ

れ て い る もの の ，日本の サ ン プ ル を 用 い た 成人 愛着面接

が 行われ始 め ， 子 どもの 愛着 との世代間伝達 の 可能性が

欧米圏 と同様 に 示唆さ れ た こ と は，十分評価 に 値す る も

の であろ う 。

　 また，A ，AJ ．以外 で も親 自身 の 愛着経験 を測定 し，子 ど

も の愛着 と の 関連 を 調 べ た 研 究が 行 わ れ て い る 。 斉藤

（1999）は，子 どもが 10 ヶ 月時 に母親 自身 の 養育者 との 愛着

経験 を Parental　Bonding　Instrument （PBI ） で 評 定さ せ ，

子 どもが 18 ヶ 月時 に 家庭訪問 で 現在 の 母子 の 愛着関係 を

Q ソ
ー ト法で 分類 した 。 そ の 結果 ， 自分 の

・
母親あ る い は
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父親 は愛情が あ り温かだ っ た と回想す る母親 は ， そうで

な い 母親よ り も，自分 の 子 ど も と よ り安定 した 愛着関係

を結 ん で い た。また ， 母親 との 関係 が 愛情深 く温 か な も

の で あれば，父親の 養育態度は 現在 の 母子関係 に 対 して

あま り大き な影響を与 え な い が ， 母親 と の関係が 愛情が

な く共感的 で な い 場合， 父親 の 態度が現在の 母子関係 に

影響 し て い る こ とが 示 さ れ て い る。こ の こ と は 愛着 の 世

代間伝達が ある こ と を示 し て い る と同時に，父親 と の愛

着関係の影響性は母親 と の愛着関係 の 質 に 依 っ て い る こ

と を示唆し て い る と考え られ る 。

　 さ ら に ， こ れ ま で は愛着 と い う親子 の関係性 と子 ど も

の社会情緒的 な発達 との関連 の み が注 目され て きたが ，

最近 で は 子 ど もの 社会認知的発達 と も 関連す る こ と が 示

唆さ れ始め て い る が （e．g．，　Meins，1997；Fonagy，　Redfern ＆

Charman ．1997）， 園田 ・数井 ・宇佐 美 ・徳 田 （1999） は 幼児

の 他者理解を促す 内的状態 へ の 言及 （自分 や 他者の 感 情状

態，欲 求，思考 状 態 に 言 及 す る こ と〉 と愛着 との 関連 を検討

し， 情緒的発達 と社会認知的発達 の つ なが りを解明 す る

試み を行 っ て い る。それ に よ る と，38名 の 2 ， 3歳児 と

そ の 母親の ごっ こ遊び場面 ， 本読み 場面 ， 食事場面 で の

母 子 相互作用 の 観察 か ら内的状態 へ の言及頻度 を 測定 し ，

そ の 後 子 ど も の 愛 着 の 安 定 性 を 愛 着 Q ソー
ト法

（Waters ＆ Deane ，・1985 ）で測定し た と こ ろ，内的状態へ の

言及 と愛着の 安 定性 と の間に は弱い 負の相関があ り ， そ

の 相関の 仕方は各場面 で 異 な る こ とが 示 さ れ て い る。 こ

の こ と は ， 社会認知的働き か け と子 ど もの情緒的発達 と

の 結 び つ きを考え る上 で ， 場 面 ご との 相互作用 の 適切 さ

が 重 要なポイ ン トとなる可能性 を示唆 して い くと考 え ら

れ る q

　
“
愛着

”
とい う ト ピ ッ ク は ， 世代間伝達 ， 社会認知的発

達 と の 関連な ど も含め て，今後 さらに 広 が りを見せ る こ

とが 予測さ れ る 分野 で あ る が ， た だ 単 に 欧米圏 の 研究を

追随 するだ けで はな く， 日本独特の イ ン タ ビ ュ
ーで の語

りの 特徴 や 場面 ご と の 相互作用 と の 関連 の 仕方を見 るな

ど， 文化的 ， 文脈的な視点を持 っ た発展が 期待さ れ る。

  　人見知 り

　乳児期に 子 ど もが 養育者をそ れ以外 の 他者と明確 に 見

分 け ， 情緒的 な結び つ き を形 成 し て い る指標 と な る もの

と して ，生後 8 ヶ 月頃 に 見 られ る 「人見知 り」 と い う見

知 ら ぬ 他者 へ の 明瞭 な 回 避 反 応 が あ る 。

　 こ の 人見知 りに つ い て，樂木 （1999）は ， 乳児院 で の 特

異な反応に 関す る興味深い 事例を報告し て い る 。人 見知

り自体 は乳児院 に お い て も見 られ る 反応 で あ る が ， そ の

反応形態の 中に は家庭児に お け る人見知 り反応 と は 異 な

る もの が あ る こ と が 示 さ れ た。例 え ば ， 乳児自身 が な つ

い て い る保母が 私服で 現れ た途端に ひ ど く動揺 した り，

毎日関わ っ て い る著者 に 突然人見知 り反応を した り， ほ

と ん ど会っ て い な い 実母 に の み 人見知 り反応を し た り，

同
一

の 他者 に 対 して 時間刻み に 愛着 と人見知 り反応 を繰

り返 し た り，あた か も見知 らぬ 他者 に 対するよ うに ぬ い

ぐる み に 人 見知 りを し た りす る ， と い う こ とが 見 られ た

の で あ る。 こ れは ， 乳児院 とい う特殊な環境で の保母と

の 結 び つ きは 家庭 で の 養育者 との 結び つ きとは質的 に 異

な る た め に，乳児の特異 な 人見知 り反 応を引き起こ し た

と考 え られ る が
， も し そ うで ある な ら ば ， 乳児の 養育者

へ の 情緒的結びつ きの メ カ ニ ズ ム を明 らか に して い く上

で ， こ の よ うな乳児院で の 環境や働 き か け の 特殊性 を検

討 して い くこ と は ， 非常に有用な手段で あ ろ う 。

（3） 社会的参照

　子 ど もの 年齢が上 が っ て 1歳頃に な る と ， 他者 との 情

緒的 コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン と し て の 「社会的参照 （Secial

Referencing）」 が 始 まる。 こ れ は ， 新奇 な対象や状況 に対

し て 身近 な他者を参照 し て そ の 表情か ら肯定 ・否定 の 情

報を探索し ， そ の情報に よ っ て 接近 ・
回避 と い う自分 の

行動 を調整す る もの で あ る。

　こ の 社会的参照 に つ い て 小沢 （1999）は ， （1｝社会 的参照

を 行 わ な い 場合で も社会的 に 導か れ る学習 が あ る
， （2）社

会的参照 の 生起 に は後天的 な社会文化的要因が存在す る ，

  情報探索は他者へ の 注視行動 に 対す る多様な解釈 の
一

つ で あ る ， と い う 3 つ の仮説を立 て ， そ の検証 を行 っ て

い る。彼は，こ れ まで の 研究 で 乳児 が 情報探索を行 わ な

か っ た場合の 理 由と して，単な る認知発達 の 遅 れや乳児

に と っ て新奇刺激へ の意味合い が異な る た め で あ っ た 可

能性を挙げ ，従来の 12ヶ 月児よ り も月齢を 上 げて 18， 19ヶ

月児を対象 に す る，乳児 が 刺 激に 対 して驚き や 関心 を示

す ま で刺激を変更す る ， な ど の 妥当性の高い 方法 を と っ

て い る。また ， 刺激提示時の 乳児の母親へ の 注視行動を，

母親 自身 に よるもの と行動学的基準に よる もの との 2種

類 で解釈を行 い
， 詳細な データ の 分析を行 っ て い る。そ

の 結果 ， 母親 自身が情報探索で あ る と解釈し た もの と ，

行動学的基準 に よ っ て 情報探 索 で あ るとされた もの の
一

致率は非常に低 く， 情報探索は基準次第で 変動 す る こ と

が 示 された。また ， 母親 の 否定的情緒表出や 養育態度 に

つ い て 質問紙 で 調べ た と こ ろ
， 母親 の 情報探索へ の解釈

に は 「子 ど もと 自分は別個の 存在で あ る 」な ど の 相互独

立 的子 ど も観 と 言え る考え方 が 関連 し ， 行動学的基準に

よ る情報探索へ の解釈に は 「理 由が あれば い くらで も

叱 っ て よ い 」 な ど の 否定的情緒表 出が 関連 した 。 こ の こ

とか ら ， 社会的参照 は他の 社 会的学習様式や社会文化的

要因 を含め て 解釈 で き る こ とが 示 唆 さ れ て い る 。

（4） 注意の 共有

　次 に ，乳児が行 う別 の 他者の情緒の 読み と り と し て ，
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「注意の共有（joint　attention ）」が挙げ られ る 。
こ れ は ， 10ヶ

月頃 か ら 1 歳半 に か けて 獲得する能力で あ り， 他者 が 見

て い る方向や 対象を追う と い う， 経験世界を他者 と分か

ち合うた め の 重要な行為 で あ る。

　村上 ・大平 （1998） は， 10〜11ヶ 月 の 乳児 の 心拍数 と注

視 時間 を測定 し，注意 の 共有 を行 う相手 で あ る母親 の 表

情が笑顔 ， 怒 りで あ る 方が真顔よ りも， 乳児は対象に 注

意 を向 け，注意 の 共有 が 成立 した と きに 母親 の 顔 を見 る

こ と は母親が 笑顔で ある と きが最 も多い こ と を 示 し た 。

この こ と か ら ， 乳児は母 親の 表情 を読み 取 っ た．ltで 母親

が 見つ め て い るもの を探 索 し，それ を共有 しよう と して

い る こ と が 示唆さ れ て い る。

II1．他者理解の 発達

　子 どもが 1歳前後 に 示す他者 との 情緒的な結び つ き に

関す る研究 に つ い て は 上述 した が ， こ こ で は幼児に な っ

た 子 ど もが他者の 内的世界へ の 理解 へ とさ らに
一

歩踏 み

込 ん で い く様 子 に つ い て 報告 さ れ た研究を，感情理 解，

内的特性理解 ， 心 の 理論 ， 内的状態 へ の言及 ， に分け て

概観 し て い く。

（1） 感情理解 ・内的特性 の 理解の 発 達

　 まず幼児期の 感情理解 の 発達 に つ い て ， 小堀 ・鎌倉 ・

坂 田 ・鈴木 ・藤本 ・糸井 （1999） は ， 異な る感情を伴 っ た

読み聞か せ が絵本 の 主人公 に 対す る感情理解 に ど の よ う

に影響 す るか を検討 して い る。 それ に よ る と ， 幼稚園の

年長児，年中児を対象 に ， 主人公 の声の 表情 を 「優 しい

声」「怒 っ た声」「普通 の 声」 の 3種類 に 分 けて 聞 か せ ，

最後に 主人公 の 感情 を 「喜び」「悲 し み」「怒 り」の 中か

ら選択 させ た と こ ろ ，
こ と ば の 理 解が発達 して い る幼児

に お い て ， 「怒 っ た声」で 読み聞 か せ られ た 場 合 に 主人公

の 感情 を 「喜び 」 に 同定す る率が有意 に 低 く な る こ と が

示 さ れ た。こ の こ とか ら，幼児は こ と ばの 理解が発達 す

る に つ れ て 読み手 の 表現 を受 け入 れ ， 主人公 の 感情 理 解

に 対 して読み手 と一一致 した 捉え方を す る こ とが示唆 さ れ

て い る 。

　次に ， 他者が持 っ て い る内的特性 へ の 理解 に つ い て の

研究 を 報告す る 。 松永 （1999a ）は ， 幼児 が他者の 内的特性

を どの よう に 把握 して い る の か に つ い て， 4歳児 に 実験

的手続 きを用 い て 検討を行 っ て い る。実験の課題 と して ，

い つ も特定の ネ ガ テ ィ ブ行動をす る 人物 N と い つ も特定

の ポ ジ テ ィ ブ 行動 をす る人物 P が 登場す る ア ニ メ を ，
ペ

ア に な っ た 子 ど も に提示 し ， そ の際の 自発的な会話 を分

析す る と い う手法 を取 っ て い る。そ の 結果，ほ と ん ど の

子 ど もが意地悪 な人 と し て N を ， 優 し い 人 と して P を選

択 し， 行 勤特徴 か ら登場 人物 の 内的特性を理解 し て い る

こ と が 示 さ れ た 。 また ， 行動 と し て は 異 な っ て も ， ネ ガ

テ ィ ブ／ ポジテ ィ ブ とい う特性 の 面 で 同質 で あれば異な

る行動 と は判 断 せ ず，異 な る特性 を し た時 に 異 な る行動

と判断した 。 この こ とは ， 4歳児は ポジテ ィ ブ／ネガ テ ィ

ブ と い う特性 の 両極 で 他者 の 行動 を と らえ，それ に 基 づ

い て他者 の 内的特性 を把握 し て い る こ と を示 唆し て い る

と考え ら れ る 。 さ ら に松永 （1999b ）は ， 保育 園 の 2 ， 3歳

児 に 同様 の 他者 の 内的特性 を測 る課題 を行 い ，発達的検

討を行っ て い る。そ れ に よ る と，他者の 優 し い ，意地悪

と い う特性に関 し て は 2歳代頃か ら理解さ れ 始め る こ と ，

2 歳 で は 他 者の 内的特性 を把握 して い て もそ れ と一致す

る行動予測は難 し い が ， 3歳に な る と他者の 内的特性を

よ り明確 に把握 し， それ と
一

致す る行動予測 もで きる よ

うに な る こ と が示 され て い る 。 また ， 清水 （1999＞は ， 因

果性 （特性 は行 動の 原因 とな る もの と関連 す る｝ と安定性 （特 性

は時 間や場面 を超 えて 安 定 し て い る） とい う 2 つ の特性概念の

基本的特徴 に つ い て ， 理解 の 発達 的傾 向を検討 して い る。

彼女 は 3〜 6歳 児 を対象 に して，行為者の 動機，行為者

の 行 っ た行動，行動 の 結果か らな る物語 を提示 し ， 行為

者の特性の ラ ベ リン グ と他の 場面 に お け る行為者 の 行動

予測 を させ た。そ の 結果，特性ラ ベ リ ン グ課題で は 3歳

か ら動機情報を用 い る こ とが で き る が ， 結果情報に引き

ず られず に 動機情報 を用 い る こ とが で きるの は 5 ， 6歳

児 の み で あ っ た 。 行動 予測課題で は ， 3 〜 5歳児は向社

会的行動 へ と回答が偏 っ て お り，場面に依存 した 予測 を

行っ て い た 。
こ の こ と は ， 特性概念の 基本的理解が 獲得

され，特性推論が 可能に な る の は 6 歳か ら で あ る こ と を

示 唆し て い る 。

  　「心 の 理論」の 発達

　「心 の 理論」の 発達 に つ い て ， こ れ ま で の 研究で 4 歳頃

を境に し て他者の 信念を理解す る能力が獲 得され る こ と

が示 さ れ て きたが （e．g．，　 Wimmer ＆ Perner，1983 ； Wel1・

man ＆ Bartsch，1988），近年で は実験方法 を工 夫し て 4 歳

以 前の 子 ど も の能力を引き 出 し た り ， 「心 の 理論」の 発達

を促す 口常的な相互交渉 の 過程 を明 らか に す る研究が 行

われ始め て い る。

表情偽装 と虚偽の 理解　ま ず最初に ， 「心 の 理論」の 発達

に 関 し て ，表情偽装 と 虚偽 の 理 解の 研究を 見て い くu 表

情偽装 と は ， 相手に誤 っ た 信念を抱 か せ る た め に 意図的

に本当 の 気持ち を隠 して 別 の 情 動 を示す表情を作る こ と

で あ るが，こ の 表情偽装を 理解す る た め に は ， そ の 状況

に埋 め 込 まれた様 々 な心的状態 をふ ま え る必要が あ る 。

Harris ら （Harris ，　Donnety ，　Guz ＆ Pitt−Wats 〔m ，1986） は こ

の状況 を
“
模擬説 （Simulati・ n　The 。ry ）

”
に 発展 させ て ， 6

歳児 は
“
見 か け の 情 動 と本当の 情動 の識別 に関す る知識

”

を も と に他者の 立場 に立 っ て 考 え ， 表情 の 偽装 を理解す

る こ と が で き る が， 4 歳児 は他者の 立場 に 立 っ て 考え る
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能力 は十分 に あ るが
，

“

見か けの 情動 と本当の 情動 の識別

に 関す る知識
”

を持 っ て い な い た め に ，表情偽装状況を

理解で き な い と して い る 。
こ の こ と に つ い て 宮本 〔1998）

は，表情偽装 は誤信念課題 で の
“

心 の 表象理論 麟 察 さ れ

た 事 実や 他 者 ある い は 自分 の 心 的状態 をそ れ ぞ れ 別 の 表象 と して 心

に 思い 浮 か べ
， そ れ らの 関連を 把握し た上 で 状況 を 理 解す る際 に 用

い る認知 的枠組み ）
”

で 説 明 で き る と考 え， 3， 4 ， 6歳 児

の検討を行 っ て い る。そ の際に彼女は，表情偽装状況を

幼児の 日常生活で 理解 され やす い 場面 に 設定し直し， 説

明 もわ か りやす く改良する と い う工 夫を行 っ て い る。 そ

の 結果， 4 歳児で も偽装さ れ た 表情 を理 解す る こ と が で

き，さ らに年齢に関係な く， 誤信念課題が で き る子 ども

は偽装表情状況 も理解 で きる こ とが 示 さ れ た 。こ の こ と

か ら ，

“

心 の表象理 論
”

の有無は表情偽装状況へ の 理 解に

深 く関連 し て お り ， 状況 に 埋 め 込 ま れ た 複雑 な心的状態

を理解す る際 に 用 い る指 向 の 枠組 み で ある こ とが 示唆 さ

れ て い る。

　次に幼児期の 虚偽の 理解の発達 に つ い て 見 て い く。虚

偽 の 判断 に は，発話 の 真実性 （発 話内容 が 事 実 と
．致 し て い る

か ）， 発話者の 信念（発話者 が発話 内容 を信 じて い る か）， 発話者

の意図 （発話 者 が相 于 をだ ま そ う と し て い る か ）が 関連 し て い る

と考え られ て い る。 こ の 虚偽 の 理解に つ い て 伊 東 （1999）

は，4 〜 6 歳児 に 同じ物語を聞か せ た後で ，発話者 の 心

情を欺瞞条件（相 手 をだ ます意図が あ る）， 気遣 い 条件（相 手 を

喜 ばせ る た め に 嘘 を つ い た ），上 の 空条件 （だ ま す 意 図 は な く嘘 を

言 っ て し ま う）の 3 つ に分け て説明 し，発話者の意図 と嘘で

あ る か どうか を尋 ね る 方法 で 検討して い る 。 その結果 ，

4 ，5 歳児 で は欺 瞞 の 意 図 に 関す る質 問に 正答す る こ と

は難 しか っ た が ，「発話者が だ ま そ う と した 」と答え た場

合は 「発話者が嘘 をつ い た」と答え て お り， 幼児期に お

い て 嘘 の 判断 に お い て はすで に 意図 の 判断 を反映 させ て

い る こ とが 示 された 。

他者理解能力との関係　次 に ， 「心 の 理論」と他の他者理

解能 力 との 関連 を見 て い く。杉村 ・金崎 （1999） は ， 3歳

〜 5歳児を対 象に し て 誤信念課題で の 成績 と感情推論 と

い う他者理 解能力と の 関連に つ い て検討を行 っ て い る 。

そ の 結果，感 1青推論能力 で は年齢差 は示 さ れ なか っ たの

に対 し ， 誤信念課題 で は 4 歳半ば を境 に成績が 上 が り ，

誤信念課題 で の 成績が い い ほど感情推論能力が高 い こ と

が 示 さ れ た 。 こ の こ と は感情推論能力 の 発達が 誤信念理

解 の 発達 を先 導する可能性 を表 わ して お り， 「心 の 理論」

の 発達を解明 す る 上 で 今後の 検討が 期待さ れ る。

相互交渉 との 関係　 「心 の 理論」の 発達に つ い て ， 年齢

的な枠組 み だ け で な く，近年 で は 子 ど も の 日常的な相互

交渉 と の 関連 に つ い て も検討が行 わ れ 始め て い る 。 子

安
・
服部 ・郷式 （1999） は縦割 り保育 の 幼稚園 で 年少，年

中，年長児 に 「心 の 理論」 の 誤信念課題を用 い て検討を

行 っ て い るが，そ れ に よ る と年少児 は全員不通過 ， 年中

児 は最年少 の 3人 を除 い て通過 ， 年長 児は全員通過 する，

とい う年齢差 が 示 さ れ，通過しな か っ た年中児の 3人 は，

日常観察記録か ら見た活動面で は他の年中児 と大差は な

い が ， 言語的 コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン に お い て やや気持 ち が

伝 わ りに くい 面 が あ る こ とが 示 され た。こ れ は，日常 的

な相互交渉が 心の 理解の発達に影響 を与え る可能性があ

る こ と を示唆す る もの で
， 非常に 興味深 い

。

　 さ ら に ， 「心 の 理論」の 発達を促す要因 に つ い て の文化

比較研究 も行わ れ て い る 。 許 （1999）は ， 中国 と 日本の 子

どもの 「心 の 理論」の発達 の 比較 と ， き ょ うだ い の 数 の

影響 ， 質問紙 調査 に よ る 母親 の 持 つ 子 ど もの 発達意識，

養育意識を検討し た 。 そ の 結果， 誤信念課題 に お け る文

化差 や き ょ うだ い の 数 に よ る差 は 見 られ なか っ たが ， 母

親 に尋ねた 子どもの 発達項 目の 中 の 「親 に 少 しきつ く叱

ら れ る とす ぐふ さ ぎ込 む 」 と，養育態度項 目の 中の 「子

どもの 好 きなもの な ら高 くて も買 っ て あげ る」「自分 の関

心，時間 を子 ど もに 取 られ て 視野 が 狭 くな る 」 に つ い て ，

評定が高 い 母 親の 子 ど もの 方が 誤信念課題で の 成績が悪

い こ とが 示 さ れ た 。
こ の こ とか ら ， 文化 を越 え て ， 母親

の 持 つ 子 どもの 発達意識や養育態度 が子 ど もの 「心 の 理

論」の 発達 に 影響 し て い る可能性が 示唆さ れ る だ ろ う。

  　内的状態 へ の 言及

　上述 した 子 ど もの 「心 の 理論」 の 発達 に つ い て，実験

的な課題で は な く目常的な文脈 の 中で 子 ど もの 理解を調

べ る方法 と して，自己や 他者の 内的状態に つ い て の言及

（欲 求，感 1青状 態，思考状 態 な どに 言及 する こ と）が あ る 。
こ こ で

は，こ の よ うな 子 ど もの 内的状態へ の 言及 の 発 達に つ い

て検討さ れ た 研究を概観し て い く。

　 Bartsch ＆ Wel！man （1995）は ，
　 IO名の 子 どもの 心的

状 態 へ の 言及 を縦断的 に 分析 し， 2歳代 で は欲 求 に 関 す

る言及が ほ とん ど で あ る が ， 3歳前後 に な っ て 思考 と信

念 に関す る 言及が拮抗す る と い う経過 を報告し て い る 。

し か し，その よ うな言及 が ど の よ うに して な される の か

を知る た め に は ， 明確な 心的状態へ の 言及 に は な っ て い

な くとも，文脈 か ら他者 の 心的状態 に言及 して い る と考

え られ る行為 を分析 し て い く必要 が あ る だ ろ う。佐藤 ・

長崎 ・小野里 （1999） は ， 1名の 男児を対象に し て，20，

25，30ヶ 月時 点 で の 母子 の 遊 び 場面 の 観察 を行 っ た 。
そ

の 結果 ， 20ヶ 月 で は 自己 や 他者の感覚 q お い しい 凵 熱 い 」

な ど）に 関す る 言及 が 中心 で あ っ た が ，25 ヶ 月 で は 自己や

他者の欲求 （「お か わ り ほ しい 」「ね ん ね し て 亅な ど）に つ い て の

言及 が 増加 し，30 ヶ 月で は 自己 や 他者 の 思考 （「ど こ に 行 く

の ？1 な ど ｝ に つ い て の 言及 が 現 れ る こ とが 示 さ れ た。こ

の こ とか ら，1 ， 2歳児 の 心的状態 へ の言及 は ， 〈自己
一一
他
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者〉 〈欲求
一

叙述 〉 を 2軸 と して らせ ん状 に発達 し て お

り， 言 及 に 関 して は感覚 か ら思考 へ と言及 の 高次化 が み

ら れ る こ とが 示唆さ れ て い る 。 また 岩田 （1999 ）は ， 1名

の 男児 の 20〜37ヶ 月 の 間 の 観察 に よ る 発話データ を基 に，

子 どもの 行為や状態 を引 き起 こ した原因 に 関する言及 を

分析 し た 。 そ の 結果 ， 因果性 に 関す る言及 の う ち ， 最 も

多 い の は行為／行 動 に 関連 させ た発話 で あ り， 内的状態

に 関連さ せ た 発 話 は感情状態 に 関連 さ せ た発 話 （31ヶ

月）， 欲求に関連 さ せ た 発話（36ヶ 月）， 心的状態 に 関連さ せ

た 発話 （37ヶ 月）の 順 で あ る こ と を 示 した 。さ ら に ， 子 ど

もが 因果性 に つ い て 語 り始 めた の 30ヶ 月 か らで あ り， 3

歳頃ま で に 内的状態 に つ い て の 発話が徐々 に 増加す る傾

向に あ る こ と を示 して い る 。 こ れ らの研究は ， 内的状態

に つ い て の 発話の 発達を詳細 に 分析 して い る点 で 興味深

い が ， ど ち ら も対象が 1名の み な の で ， 他の 子 ど も で も

同様の こ と が言え る の か どうか ， もし個人差が大 きい と

した らそ の 個人差 に 影響す る 要因は何 か ， とい う所 まで

踏み 込 ん で 検討 し て い くこ とが今後期待さ れ る 。

　子 ど もの 内的状態へ の 言及の発達は ， 家庭の 中だ け に

限定 され るもの で はな い 。子安 ・郷 式 ・服部 （1998） は，

幼稚 園 の 中で の 子 ど もの 観察か ら内的状態 に 関す る発話

を分析して い る 。 その 結果， 年少 ， 年中児で は 自分がや

りた い こ とを主張す るため に 慣用表現 的 に 心的発話 が さ

れ て い た が，年長児 で は他者 の 知識 を考慮に 入れ た 上 で

心的な表現 が使われ る こ とが 示 さ れ て い る 。
こ の よ うな

集団場 面 で の 内的状態 に 関す る発話 は， 子 どもの 「心 の

理論」 の 発達 の 程度を表わす だ けで な く，仲間関係 を成

立 させ る 上 で 重要な役割を果た し て い る可能性が あ る と

考え られ る の で ， どの よ うな使わ れ 方 をして い る の か を

調 べ る こ と は非常 に 重要な問題 で あ る。

　さ ら に ， 長崎 ・松浦 （19Y9） は ， こ の よ うな 心 的 偲 考）

状態語の 獲得を支え る行為遂行の発達 を調 べ る た め に ，

子 ど もに と っ て は 遊 び で あ る 場面 で の 他者 の 欲求意図 の

理解 と ， 行為の遂行に つ い て検討 し て い る 。 そ の結果 ，

自他の 欲求 を分 離 して い な か っ た り， 自他 の 欲求意図 を

同
一

化す るような発話 は年齢 の 増加 と と もに減少 し ， 相

手 の 欲 求 意 図 の 自律性 の 理 解 を 表 わ す 発話 は 3〜 5歳 に

か けて 漸次的 に 増加す る こ と が 示 され て い る。

　子 ど も の 内的状態へ の 言及に つ い て の研究は 近 年よう

や く増え始 め て い る が ， 子 どもの 心 の 理解 の 発達 を調 べ

る
一

つ の 方法 と し て ，こ の よ うな 日常的な文脈 の 中で の

子 ど も自身 の 内的状態 に つ い て の発話 を検討す る こ と は，

非常 に 有用 で あ ろ う。今後は，様々 な場面で の 子 ど も の

他者 との相互作用を検討す る こ と に よ っ て
，

どの よ うな

文脈 で 内的状態 へ の 言及 が 行われ て い る の か ， さ ら に 内

的状 態 へ の 言 及 を 促 す 要因 に つ い て の検討 を 進 め て い く

必要があ る と考え られ る 。

IV．自己制御能力の発達

　次 に，自己制 御能力 の 発達 に 関す る 研究 に つ い て 見 て

い く。幼児期 の 自己制御行動 の 発達 に つ い て ， 日本の 子

ど も は自己 主 張
・実現 の 側面 と自己 抑制の側面 と の バ ラ

ン ス が整わず ， 年齢 を重 ね るごとに 自己抑制 の 側面 の 発

達が 上 回 っ て い る こ と が 柏木 （1988） に よ っ て 指摘さ れ，

こ の よ うな発達の様相 は ， 自己主張や独自性 よ り も自己

を抑 え て他者 との 協調 ・同調 に 価値 を お く文化 ， と い う

日本 の 特質 を反映 して い る と考え られ て い る。 そ こ で こ

こ で は，この 自己主張 と自己抑制の 発達の 違い
， そ の発

達に影響す る要因 ， そ して 向社会的な行動 との 関連 に つ

い て 行われ た研究 に つ い て 概観 し て い く。

〔1｝ 自己主張 と自己抑制の発達

　幼児期 の 自己主張 と自己抑制 の発達 を検討す る研究 と

して ， 金子 （1999）は，日常場面 の 行動 を観察す る こ とに

よ っ て ， 3〜 5歳児の 自己制御機能 の 発達を横断的に 検

討 して い る 。 そ れ に よ る と 3歳児で は 自己主張 ・実現的

側面 が 自己抑制的側面 よ りも多 く見 られる こ と， 4歳児

で は 自己制御機能 に 幅が あ り個人差が大 き い こ と ， 5歳

児 は 道理を持 っ て 自己主張す る こ と， 自己抑制 に は コ ン

トロ ール の 能 力が 備わ っ て い る こ と が 示 さ れ て い る 。 ま

た ，縦断的な研究 と して は，佐藤・目良・野村・柏木（1999）

の もの が あ る 。 彼女 らは ， 幼稚園の 年少 ， 年中 ， 年長児

を対 象 に して 自己主張 ・実現 と自己抑制 の 個人内の 発達

の 検討を行 っ て い る 。 そ の結果 ， 子 ど も に絵画自己制御

機能テ ス トを行 い 自己制御機能 を測 っ た と こ ろ ， 個人 内

の 発達 の バ ラ ン ス は 自己抑制 の 方 が 自己 主張 ・実現 よ り

も高い 子 ど もが 多 く， 自己抑制の 方が早期に発達す る傾

向が 示 さ れ た 。 ま た 自己制御の 理 由 に 関 して は ， 発達 と

ともに 未分化 なもの か ら具体的 で 分化 した理 由へ と変化

し て い く様子 が 示 さ れ た 。 さ ら に ， 担任教 師に子 ど もの

自己制御機能 に つ い て 評定 させ るとい う方法 が 取 られ た

研 究も行わ れ て い る。津川 ・坂野 ・柏木 （1999） は，幼稚

園 の 年中ク ラ ス の 子 ど も の 自己制御機能を担任教師に 1

年間 に 4 回評定 さ せ て い る。そ の 結果，子 ど もは加齢 と

と も に 自己 抑制が で き る よ う に な り ， 4歳児で は 自己抑

制 の 方が 自己制御 よ りも高 い 傾向が 示 された。以上 の よ

う に ，自己制御機能の 発達に 関す る横断的研究 ， 縦断的

研究 ， 教師の 評定 の どれ を取 っ て み て も， 4 歳 頃 を境 に

子 ど もの 自己 抑制機能 が 自己 主 張機能 を 上 回 る 結果 が 示

さ れ て お り ， 自己抑制が強い こ と が 日本の 子 どもの特徴

で あ る こ とが 示唆 さ れ る。

　 そ れ 以外 に も， 子 どもの 自己制御の発達 に 関 して鈴木

（1999）は，5 歳児 の 中で 自己主張 と自己抑制が と も に 高 い
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タ イ プの 子 ど も と ， 自己主張が高 く自己抑制が低 い タイ

プ の 子 どもをそ れ ぞ れ 2 名ず つ ピ ッ ク ア ッ プ し ， そ れ ぞ

れ の タイプ の 子 ど もの 仲間関係 の 中 で の 要求 方略 の 違 い

に つ い て ， 事例的な報告を行 っ て い る。

  　自己制御能力 に影響する要因

　上述 した よ うな 自己抑制の 強さ と は ，果た して 日本 と

い う文化的特徴の ど の部分が影響 し た結果 な の だ ろ うか 。

こ こ で は ， 子 どもの 自己制御の発達 に 影響す る要因 と し

て，家庭で の 環境 と気質 の 影響 に つ い て の 研究 を概 観 し

て い く。

　新美 ・内山 （199．・9） は家族 の 雰囲気が子 どもの 自己制御

行動 に 及 ぼ す影響 に つ い て ，母親へ の 質問紙調査 に よっ

て 「くつ ろ げ る雰囲気」 「厳 し い 雰囲気」な ど の 家族 の 情

緒的雰囲気 ， 「表出性」「葛藤性1 「知 的 ・文化的志向性」

な どの 家族 の 雰囲気，「夫婦 間 の コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン 」1家

族内の 調和」な ど家族関係の測定を行 っ た。そ の 結果，

特 に 家族内の表出性 と葛藤性が 子 ど もの 自己主張を高め ，

家族内の 表出性 と知的 ・文化的志向性 が トラ ブ ル 場 面 で

の 自己抑制の 理 想的判断を低め る こ とが 示 さ れ，家族 の

雰囲気が子 どもの 自己主張 ， 自己抑制の両方に関連す る

こ とが 示唆 さ れ て い る。また 首藤 ・二 宮 （1999） は ， 幼稚

園児の母親に 日常的に子 ど も に与え る社会的ル
ー

ル の 内

容を尋ね，さらに 家庭 で 実際 に 子 どもを叱 っ た り， 指示

命令や提案 ， 説得をした場面 を 1 ヶ 月間 ノ
ー

トに つ け て

も ら う と い う個別調査 を行 っ た 。 そ の 結果，母親 は子 ど

もに 日常生活 の 中 で 多種多様な社会的 ル ール を提示 し て

お り，要請の た め の ル
ー

ル の 方が 禁止 の た め の ル ール よ

り も多く提示 さ れ て る こ とが 示 さ れ た 。 個別調査 か らは，

母親 は子 どもの 生活習慣 や 自己制御 に関係 し た場面 で 多

くの 働 きか けを行 っ て お り，働 きか けの 多 くは提案 や説

得や 示唆 を含ん だ間接的な もの で あ る こ と，向社会的な

場面 で は子 どもが利己的行為を自発的に制御で き る よ う

な働 き か け を行う傾向が あ る こ と が 示 さ れ た。

　気質に つ い て は ， 水野
・本城 q998） が 母親へ の 質問紙

調査 か ら， 1歳 時 の 気質 ， 3 歳時 の 気質 と母親の し つ け

方略 ， 4 歳時の 自己制御機能 を測定 し，自己制御 との関

連 を検討 して い る 。 そ の結果 ， 子 どもの 自己主張的機能

は 新 し い 人物 ， 事態 に 積極的 で 順応性の あ る気質的行動

特徴 と関連 し，子 ど もの 自己抑制的機能は順応性 が あ り

さ さ い な こ と で 機嫌が 悪 くな らな い 気質的行動特徴 と関

連す る こ と ， ま た，自己主張 ・自己抑制 と も高 い 自己制

御高群 は，気質的 に 扱 い や す い 子 ど もで あ り ， 母親の 説

明 的し つ け方略を多 く受 け て い る こ とが 示 された。鎌

倉 ・小堀 ・坂 田 ・鈴木 ・藤本 ・糸井 （1999） も 同様 に ， 幼

児の 自己抑制 は周期性 と い う幼児 自身 の 気質 と， その 気

質 に た い す る 母親の 特性不安が影響を与 え て い た こ と を

報 告 して い る。

　以 上 の こ と か ら，子 ど も の 自己 制 御機能 は 子 ど も の

持 っ て い る気 質と ， 家庭な ど の雰囲気や し つ け 方略な ど

の 周囲 の 環境 の 両方 に よ る 影響 を受 けなが ら発達 して い

くこ とが 示唆 さ れるが ， 今後は さらに 日本 の 子 ど もの 自

己抑制 の 強 さ を 決定付け る よ う な ， 文化的， 文脈的な 要

因 の 検討 が 待 ち望 まれ る。

  　自己制御能力と向社会的な行動

　相手 に対 して 自分の 欲求や意図を主張し た り抑制で き

る 自己制御能力 は，実際 の 対人場面 で どの よ うに社会的

に望ま し い 行動 と結び つ くの だ ろ うか 。 伊藤 ・丸山 ・山

崎 （1999）に よる と， 自己主張 も自己抑制もす る と自分で

認知 して い る両高型 の 5歳児は ， 実際の場面で 自発的は

向社会的行動を取る こ と が多 く，自己主張 は す る が 自己

抑制 は しな い と自分で認知 し て い る 自己主張型の 幼児は ，

実際 の 場面 で 仲間 か ら援助 を依頼され る回数が少 ない こ

とが 示 さ れ て い る。 また，伊藤 ・樟 本 ・LI」崎 （1999）は，

自己主張も自己抑制 もす る と認知し て い る 子 ど も は，自

己 を向社会的 で あ る と認知 して お り， 仲間か らの 向社会

的で あ る と と ら えられ て い る こ とが 示 され て い る。

　 そ れ に対 し て ， 自己主張 と自己抑制 の ど ちら も高い こ

とが 向社会的行動 に つ なが る の で は な く， それぞ れ社会

的望 ま し さ と は 異 な る関連をす る こ と を示す研究 もあ る。

森下 （1999）は ， 年少，年中，年長児を持 つ 母親357名 に 質

問紙 調査 を行 い
， 幼児 の 自己制御 と思 い や り ， 攻撃性 ，

養育態度 との 関連を検討 して い る。 そ の 結果 ， 子 どもの

思 い や り は 自己抑制の 高い 群の 方が有意 に 高 く，攻撃性

は 自己主張 の 高い 群の 方が有意に高い と い う違い が 示 さ

れ て い る。

　以上 の よ うに ， 自己制御 と向杜会的行動 との 関連で は，

自己主張，自己抑制 の どち らも高い こ と が 重要で あ る と

い う結果 と，自己抑制 は重要だが自己主張は ネガ テ ィ ブ

に 働 く とい う結果 が 示 さ れ て お り，食 い 違 い が 生 じ て い

る。しか し，後 者 で あ る森下 （1999＞の研究で は ， 母親へ

の 質問紙調査か ら子 ど もの 自己制御能力 を測定 して い る

こ と か ら ， この 手法の違い が 子 ど もに 直接尋ねた前者 の

研究 と は異な る 結果 を示 した 原因と な っ た可能性が 考え

られ る 。
つ ま り， 子 ど も自身 が 認知す る自己主張 と自己

抑制 の高さ は 向社会的行動 と結び つ くの に 対し て ，母親

の 認知 で は子 どもの 自己主張は攻撃性 と結び つ く， と い

う事実 を表わ して い る の か もし れ な い 。も し母親が 自己

主張 に 対 し て こ の よ うなネ ガ テ ィ ブ なイ メージを持 っ て

い る と した ら，そ れ は 日本の 文化 的な特徴 の 反映 として

と ら え ら れ る こ とが で き る か も し れ な い
。

V ．社会的な行動 の 発達
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　最後 に ， 幼児期 の 社会的な行動 の発達 に つ い て ， 社会

的 コ ン ピテ ン ス と向社会的行動 に関す る研究 に つ い て 概

観 して い く。

（D　社会的コ ン ピテ ン ス

　幼児期 の 社 会的 コ ン ピ テ ン ス の 発達 に つ い て ，岡村
・

糸井 ・所 く1999） は仲間関係 の 中 で の 問題解決能力 との 関

連を検討し て い る 。 彼女 らは ， 3〜 5歳児 の社会的 コ ン

ピ テ ン ス を幼稚園の 担任 に 評定 さ せ
， 子 ど も に 面 接 を

行 っ て 「依頼 」「けん か 」 「援助」 の 3 つ の 状況 で の 社会

的 問題解決 の 方法を尋ね て い る 。 そ の 結果 ， 社会的 コ ン

ピ テ ン ス と して 仲間との 関係 をう まく作 っ て い る子 ど も

は
， 「依頼」と い う仲間 の 助 け を 借 り る 問題解決場面 で 要

求 を伝え る能力が あ り，社会的コ ン ピ テ ン ス と して集団

の 中で他者 と の交渉を よ く行 う子 どもは ， 「け ん か 」と い

う自他が対立す る問題解決場面 で 大人 の 力を借 りる こ と

が 示 さ れ た 。 ま た ， 5歳児 で は社会的 コ ン ピ テ ン ス と し

て集団の 中で積極的に取 り組む 子 どもは 「援助 」とい う

困 っ て い る 人 の い る問題 解決場面 で 向社会的発話 を行 っ

て 援助を行 う傾向が あ る こ とが示 さ れ た 。 この こ と か ら，

幼 児期 の 問題解決場面 に お い て 言語 的手段や大人 の 介入

を求め る とい う方法 は ， 他者 との 望 ましい 関係を形成 し ，

そ れ を 維持 し て い くた め に 有効な も の で あ り ， そ う し た

解決方法を選択で き る こ とが 日常場 面 で の コ ン ピ テ ン ス

の 高 さ に つ なが っ て い る と推測 され る．

  　向社会的行動

　 次 に 幼児期 の 向社会 的行動 の発達 に つ い て ， 樟本 ・伊

藤 ・山崎 （1999．） は ， 共感性 の 2 つ の 指 向性 く自己 の 焦点付

け られ た 「平行 的 共感 」と他 者に 向 け ら れ た 「応 答的共感 」）との 関

連 に つ い て検討し て い る 。 彼女 らは年長児34名を対象に

し て ， 平行 的共感 ・応 答的共感 に 関す る 質問 か ら共感性

を測定 し， 向社会的行動 に つ い て は 自分が ど の程度遂行

で き る か と い う自己評価と ， 向社会的 な他の 子 どもを選

択さ せ る と い う形 で の仲間評価 を測 っ て い る。そ の 結果 ，

応答的共感，平行的共感の ど ち ら も高 い 子 どもは ， 自己

評価で も仲間評価で も向社会的で あ る と評価 された。 こ

の こ とか ら ， 向社会的 で ある と評価 され るた め に は，応

笞的共感，平行 的共感 の ど ち ら も高い こ とが 必要 で あ る

こ とが示唆 さ れ る。また小嶋 （1999）は，幼 児が 他者の 嫌

悪感 に 対 して ど の よ うに 行動 す る の か を テ ーマ に し て ，

向社会的行動に つ い て 実験的に検討 して い る。彼女 は，

5 ， 6歳児 に 「あ る 子 ど もが 遊 ん で い た 玩 具 を 取 られ て

し ま い ， 遊び を や め る」な どの 嫌悪感 を示す ス ト
ー

リ
ー

を 示 し ， 自分 が 玩具 を取 っ た 子 だ と した ら ど の よ う な行

動 をす るか を尋 ね ， 子 ど も が取 る と答え た 行動 を ， 向杜

会的行動 （玩 R を返 す ）・反社会的行動 （もう 1つ 玩 貝 を 取 る）・

非社会 的行動 （気 に せ ず遊ぶ ）に 分 け て分析 して い る 。 そ の

結果，ほ とん どの 子 どもが 向社会的行動を取る と答え た

こ とが 示 され た 。 しか し こ の研究で は ， 多 くの 子 ど もが

社会的に 望 ま しい 行動 を取 る と答 えて い る こ と か ら ， 実

際の 幼児 の 行動 を 観察 して も 同様の 結果 が得 ら れ る か ど

うか を，今後検討し て い く必要があ る だ ろ う。 さらに 郷

式 ・許 ・平沼 （1998 ） は ， 発達的な検討 に よ っ て 幼 児 は 6

歳 に なる と相手 と の 親密性に よ る分与行動の違 い が起 こ

る こ と を 示 し て い る 。

　幼児期は ， 子 どもの社会的 コ ン ピ テ ン ス や共 感性 の 能

力 の 発達 と と もに 社会的行動 が増加 し て い く重要 な時期

で あ る 。 子 ど もは親だ け で な くき ょ うだ い や仲間も含 め

た 周 囲の 社会的な関 わ りの 中 で 発達 して い くこ とか ら，

今後は さ らに 日常 的な関わ りの 中で の 子 ど もの実際の社

会的行動 の 様 相 を取 り出し て い く必 要 が あ る だ ろ う。

VI．終わ りに

　乳幼児期 の 社会情緒的発達 に つ い て ， 限定さ れ た 範囲

で は あ っ た が ，
こ こ 1年 の わ が 国 の 研究動 向を概観し て

きた 。 そ の まとめ とし て，以下 に 筆者自身の 主観的感想

を含め な が ら述べ て み た い
。

　まず第 1 に ， この 1年の研究テ
ー

マ として，心 の 理論

と 自己制御能力 の 発達 に 関す る も の が 数多 く行わ れ て い

た こ とが 挙 げられ る 。 心 の 理論研究に つ い て は ， 2年前

の 本年報 （遠藤，1997） で も数多 くの 研 究 が 報 告 さ れ て お

り ． 近年最も注目され る トピ ッ クの
一つ で ある こ と は 周

知 の 事実 で あ る が，自己制御能力 の 研究 に つ い て は ，
こ

の テーマ を取 り上 げ て い る 3 年前 の 本年報 （高橋，1996）で

は わ ず か 1 つ 報告 され て い た の み で あ っ た。近年，
“

学級

崩壊
”“

キ レ る子 ど も
”
と い っ た 子 ど も の 自己発達 に 関わ

る問題 に 対 して ， 歯止めが か か る どこ ろか ます ます エ ス

カ レ ートす る
一

方 で あ る社会状況 の 中で ， 「幼児期の 育つ

べ き自己主張
・自己抑制と は何か」「自己制御能力 に 影響

を与え る要因 と は何か 」 と い っ た問 い へ の 重 み を，多 く

の 研究者 が 感 じて い る こ と の表わ れ な の か も し れ な い ．

　第 2 に ， 研究の 内容 と し て ， 文化 ， 文脈 的な視点を取

り入 れ た もの が多く行われ て い る こ とが 挙 げられ る 。 特

に 愛着研 究 や 心 の 理 論研究 に お い て ， 欧米 で 行 わ れ て い

る研究を た だ追随す る だ けで な く， 日本 と い う文化的な

視点や 日常的な文脈 の 重要性 を指摘す る研究が行わ れ て

い る こ と は評価 に値す る だ ろ う。愛着や心 の 理論 を初 め

と した 多 くの 理論 は ，欧米で 生 ま れ た も の で あ る が ， 例

えば愛着の 数井ら （1999 ）の 研究 の ように ，理論 自体 は 日

本の 文化 の 中 で も適 用可能 で あ る こ と を まず と ら え た 上

で，そ こ に と ど ま る こ と な く 口本独自の 特徴や文脈 的 な

影響 に つ い て 探 っ て い く方向性 を持つ こ と は ， 子 ど も の

発達 の メ カ ニ ズ ム を 明 ら か に し て い く上 で ， 今後 も重要
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な視点と な る で あろ う。

　第 3 に．方法論 の 改善 に よ っ て ，こ れ まで 見 られな か っ

た子 ど もの 発達の 姿が 明 ら か に な っ た こ とが 挙げら れ る 。

これ に は ， 現在盛ん に行わ れ て い る 心 の 理論研究 で の 課

題 の 工 夫 に よる遂行年齢 を押 し下 げる試 み か ら，人 見知

り，社会的参照，注意の 共有 と い っ た 以前か ら重要視 さ

れ て い る テ ーマ に お け る ， 環境要因の検討 ， 手続きの精

緻化，新 たな指標 の 導入な どの 手法 の 再考 まで，幅広 く

見 られ る特徴で ある 。 最初 に 取 り入 れ ら れ た 方法論に 固

執す る の で は な く， 柔軟に様々 な工 夫 を施す こ とに よっ

て 新 しい 子 どもの 姿 を示 して い こ う と する姿勢 は，大 い

に 見習 うべ きもの で ある。
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