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は じ め に

　本稿は ， わ が 国の 教育心理学の 発達部門 に 属す る研究

の な か で ， 乳幼児期 を対 象 として こ の 1年間 に 行わ れ た

もの を概観 し， そ の 動向を探 る こ と を目的 と し て い る 。

こ こ で は
，
2000年 7 月〜2001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 と い う 3 つ

の 学会誌 に掲載 さ れ た研究論文 ， お よ び ， そ の 間に 行 わ

れ た 日本心理学会大会，発達心理 学会大会 と2001年 9月

に行わ れ た 教育心理 学会総会で の研究発表の うち ， 乳幼

児期を対象 として 行 われた研究 を取 り上 げ， 検討す る こ

と に した 。 概観す る領域 に つ い て は
， 本来 で あれ ば全て

の 領域 と い う こ とに な ろ うが
， 乳幼児部門で は こ こ数年，

各 執筆者 の 専門 とす る領 域 を中心 に動向が 検討さ れ て き

て お り，社会情動的領域中心 と認知 ・言語領域中心 に交

互 に展望 さ れ て き て い る （遠 藤，1998a ：江 尻，1999；園 田，

2000 ）。 昨年 は ， 近年の 認 知 の社会 的文脈要因 重視 の 傾 向

を受け て ， 認知 と社会情動的要因の 相互依存性 に着 目し

た 上 で 認知 発達領域中心 に 展望された （湯 澤 ， 2001）。 今年

度は ， 上記 学会誌に掲載 された社会情動的発 達領域の論

文 の 内容 を中心 に ，そ れ に 関連 し た 学会発表 を取 り上 げ

る こ と に し た 。 3 つ の学会誌掲載論文の 内容 は ， 1養育

者 と子 ど も問の 社会情動的 コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン の 発達，

II他者理解 と自己理解の 発達 ，
　 III仲間関係 ，

　 IV向社会的

行動 ・道徳的情動，V 親の育児感情，　 VI保育者 の 熟達化

に 分 けられ たが ， 対 象が乳幼児の研究 と い う こ と お よ び

紙数 の 制限 か ら V とVIは割愛せ ざ る を え な か っ た 。 以下 ，

こ れ らの 領域 ご と に み て い く。

1　 社会情動的 コ ミュ ニ ケ
ー

シ ョ ン の 発達

　子 ど もの 心 の 成 り立 ち と最初期 か ら始ま る他者 と の関

係性の 間に は 決 し て切 り離 し て論 じ る こ と の で きな い 本

質的な 相互影響過程が存在す る （遠藤，1998b ＞と い う認識

が近年 ， わ が国の 心理学 コ ミ ュ ニ テ ィ で も共有され ， 発

達初期の 養育者 と子 ど も と の 社会 情動 的 コ ミ ュ ニ ケ ー

シ ョ ン ・関係性 に つ い て比較 的多 くの研究が 生み 出さ れ

て い る。こ こ で は ，発達初期の 養育者 と 子 どもの 間で 成

立す る共同注意 ・三 項関係 ・社会的参照 ， 愛着関係 に 関

する研究 を み て い く。

（1） 共同注 意 ・三 項 関係 ・社会的参照

　乳児 が生 後 9 ヶ 月前後 か ら，他者 と の 相互 作用 は 大き

く変化 す る とい われ る 。 そ の変化 と は ， 自己 と他者の 二

項関係 か ら，自己 と他者が 第三 の も の を介 し て か か わ る

三 項関係 へ の 変化で あ り， 具体的に は ， 他者 の視線の 先

に あ る も の に 自 ら も 注 意 を 向 け る 共 同 注 意 q。il・t

attenti ・ n ）， ある新奇 な対象に対 して他者が どう感 じて い

る の か を み る社会 的参照 （social 　referencing ）な どの ような

形で表れ る （遠藤，1998b）。

　 こ の 1年間に共同注意の 成立 時期 や
，

そ の 成立 を支 え

る要因 に つ い て研究が 比較的多 くみ られ た 。 共同注意の

成立 に 向けて の 養育者 の か か わ り の方略に つ い て は ， 子

ど もが 注意 を向け て い る対象に母親が注意 を向け る追従

（attention ・follwing）方略 と ， 親が子 どもの注意 を転換す る

（attention ・switching ）方略は とも に 共 同注意 を成立 させ る

こ とが で き る が ， 追従方略は子 ど もの 言語発達 を促進 し
，

転 換方略 は抑制す る （Tomasello ＆ Farrar，1986） と さ れ て

い る 。

　矢藤 （2000）は，生後 20ヶ 月か ら22ヶ 月児 とその 母親 を

対象に   追従 （応 答 ）方略 と転換方略の どち らを母親は多

く用 い て い る か ，   注 意 共 有の 方略 に よ っ て その手段

（「提示」「例示」「手渡 し」「指差 し」）や それ に伴 う発話

は 異 な る の か ，  子 ど も は母親 の 転換方略 に 対 し て ど の

ような反応 をす る か ， さ らに ， 転換 ， 追従後 に成立 し た

注意共同の 時間は どの 程度継続す るか を家庭 で の 遊び の

観察を用 い て検討 した 。 そ の 結果 ， 転換方略 に 比 べ 追従

方略が有意 に 多 く，しか も，子 ど もの 遊び を維持す る か

発展 させ るか の 機能で 分け て み る と 「発展」 に 至 る もの

が 8割を超 えて い た 。 ま た ， 追従 ， 転換方略 い ずれ の場合

に お い て も ， 指差 し や提示な どの非言語的な働 きか けと

同時 に 言語的 な 働 き か け も多 く ， 発話内容 は追従方略 で

は 「命名」「使 い 方の 教示 」「擬音 （態）語」を伴う こ とが
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多 く ， 転換方略で は 「呼び か け」「指示 ・命令」が よ り多

くみ られ た 。 「転換」に対す る幼児の 反応 は 53％が拒否 ま

た は無視 さ れ て い て ， 転換後の母子 の注意共有は ， 追従

後の それ に 比 べ て有意 に 短 い もの で あ っ た 。 こ の 結果か

ら矢藤は ， 母親は子 どもが興味 を持 っ て い る対象に っ い

て の 新た な知識 を得 る機 会 を提供 す る よ うな働 き か けを

行 っ て お り ， それが 子 ど もの発達 に 応 じた相互交渉 の サ

ポ ー
トを行 う 「足場作 り （scaffolding ＞」の 1 つ と して 考 え

られ る として い る 。 矢藤 （2001）は 別の研究で，よ り月齢

の低 い 7 ヶ 月児 ， 12ヶ 月児 と そ の母親 に っ い て も遊び場

面で 共同注意と母親の発話 と の 関係 をみ て お り， い ずれ

の 月齢に お い て も， 追従 （子 ど も主導 ）方略 よ り転換 （母 親

主 導）方略が多 く， 後者 で よ り多 くの 「対象物の名称」が

発話 の 中 で 用 い られ て い る こ と，そ の 傾 向が 12 ヶ 月齢 で

よ り強 い こ とを示 した 。 神山 ・石 川 （2001）も ， 1歳 ， 2

歳 ，
3 歳代 の 幼児 と そ の 母親を対象 に 共同 注意 を成立 さ

せ るた め の母親の 方略 をみ て い る 。 結果は ， 追従方略 と

転換方略の頻度に 2倍以 上 の差が あ る組が 1 歳代で 63％

を 占め ， 2 歳代お よび 3 歳代 と比較 し て，ど ち らか の 方

略 に偏る傾向が ある こ と を示唆 し た 。 ま た ， 子 どもが 3

歳代 に な ると母親 は追従方略 を多 く使用 す る こ とが示 さ

れた 。 3歳代で は 玩具 の 使 い 方 を理解 して い る た め子 ど

もが 遊びの流れ を つ くる こ と が で きるため に 親の追従方

略が 多 くみ られた の で は な い か と して い る 。 方略の使用

は 子 ど もの 発達水準や親子の か か わ り方 の タイ プな ど と

密接 に関係 し て い る こ と が示唆 さ れ た 。 共同注意が 生後

9 ヶ 月ご ろ に成立 す ると い う こ とか ら， こ の 時期前後の

乳幼児を対象と して ， 共同注意の 成立 と母親の か か わ り

の 方略や乳 児 の 応答性の 変化 に つ い て み た研 究が あ る。

山野
・税 田 （2000 ） は ， 1人 の 女児の 生後 9 ヶ 月 か ら13ヶ

月まで 月 2 回ず つ の観察 を行 い
， 母 親の転換 ・追従方略 ，

母親の 働 きか け の 内容 （提示 行動，こ とばが け，提示 と こ と ば

が け の 同 期 性 ），共同注意成立 パ タ
ー

ン を調 べ た。結果 は，

9 ヶ 月時で は転換方略が 大半 を占め ， 13ヶ 月時で は追従

方略が転換方略 を上 回 っ て い た 。 転換よ りも追従方略で

や りとりが持 続 し， 情動 の 共有に 発展 しやす い こ と， 母

親 の 働 き か け の 内容 に つ い て は， 9 ヶ 月時 に は実 演

（dem 。 nstration ）， ジ ェ ス チ ャ
ー

な どの動的提示 と注意 を引

く呼びか けの パ タ
ー

ン が頻繁 に 見 られ た が ，加齢 に 伴 い ，

指差 し， 見せ る （sh ・ wing ）， 与 える （giving ）な どの静的掲

示 と説明 と い う発話 パ ター
ン へ と移行 し て い た こ と が 示

さ れ た 。

　以 上 の よ う に ，共 同注意 の 成立 プ ロ セ ス に お い て 影 響

を与 え る者 と し て の 養育者の か か わ り方に 焦点をあ て た

研 究が み ら れ る
一

方 で ， 親 の 行 動 に 影響 を与 え る 乳児の

応答性に 着目 した研 究が あ る。 塚 田 （2001）は ， 生後 9 ヶ

月 前後の 共 同注意成立 を生 み出す要因 と して ， 乳児が養

育者 と対象物間で 行 う交互 注視 と，乳児 の 発 声 と情動 の

表出に 着目 した ， 7 ヶ 月 か ら12ヶ 月 まで の 乳 児 とそ の 母

親 を縦断的 に 観察 し た 。 そ の 際，相互交渉 を  対 象物 を

介 さ な い 二 項的相互交渉 ，   乳児の注意 に 追従す る形 で

成立 した 三 項的相互 交渉 佼 互 注視 な し），  母 親が 対象物

を提示 して誘 っ た と き に 生 じる乳児の 交互注視 を伴 う三

項 的 か か わ り と し た 。結果 は 7 ， 8 ヶ 月 で は 二 項的相互

交渉か ， 乳児 の 注意 に 母親が追従す る形 で の 三項的相亙

交渉が み られ ， 9 ヶ 月頃 よ り，母親 の 誘 い か け に 応 じて

対象物 と人 と の両方に注意 を向けた り， 情動 を表出 した

り で き る よ う に な る と い う乳児の応答性 に 変化 が 生 じ，

そ れ に よ っ て ， 12ヶ 月 ご ろ に乳児の 交互 注視 を伴 っ た相

互交渉 が成立 す る こ とが示 唆さ れ た 。 ま た ，
二 項的相互

交渉 の な か で 母子 が か か わ っ た後 ， 母親の お もち ゃ の提

示 に 対 して 乳児の 応 答的な交互注視が引き出さ れ た こ と

か ら， 二項的相互 交渉は母 子 が 一体感 を体験 す るた め の

か か わ りで あ る と 同時 に
，

三 項的 か か わ りの 出現 に お い

て機能的な役割 を果た し た の で は な い か と考察 して い る。

7 ヶ 月か ら12ヶ 月に お け る乳児の応答性の変化 を軸 に ，

二 項か ら三項的か か わ りへ の 移行プ ロ セ ス を示 し た と こ

ろ に こ の研究の意義が 認め られ よ う。

　以上 の研 究は ， 共 同注意や 三 項的 か か わ りが い つ
， ど

の よ う に 成立 して い る の か を解明 し よ うとす る い わ ば
“
平均的な

”

里程標 を構成す る こ と に 主眼 が お か れた研 究

（遠 me　・小沢，2001 ） と い え よ う 。 こ う い っ た研究 に 対 して ，

概念的枠組 み や研究方法 を問 い 直すよ うな 理論的考究が

行わ れ て い る 。 遠藤 ・小沢 （2001） は 三項関係の場 に お け

る社会的参照 に つ い て ， 近 年 の 研究動向を お さ え つ つ ，

こ の 現 象の 発達的意 味お よび そ の 発 達 プ ロ セ ス の 諸問題

に つ い て 広 く理論的考究 を行 い ，批判的立場 か ら，現今

の 社会 的参照研究 に相対的に欠落 し て い る視点に つ い て

論 じて い る。遠藤・小 沢 は まず ， 「社会的参照 （s。cial 　referen ・

cing ）」 とは何か に つ い て定義や研究 の 基本的枠組み に つ

い て 述 べ た 。 社会 的参照 と は
一

般的 に 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 と定義され る 。 それ に 対 して ，

遠藤 ・小沢は，定義 に は行動調節 まで を含め る もの と含

めな い もの が あ る とし， 情動調整や行動調整 を含む定義

が 多 い の は
， 乳 児 が 言語 的 に 他者 に問 い 合わ せ る こ と が

で き な か っ た り ， 自身の 内観を言語 的 に 表 明 しえな い た

め ， 明確 な 頭部回 転 を伴 っ た 注視行動で あ る
“
参照視

”

と ， そ こ で感知 した他者 の 情動表 出 （ポ ジ テ ィ ブか ネガ テ ィ

ブ は ｝ に 合致 し た 態度や 行動 を う ま く構 成 し うる か で 評

価せ ざ る を え な い 必然性 を指摘 した 。 次 に社会 的参照
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“

が
”

支え る もの と して能動的な効率的な学習 に つ い て 述

べ
， また ，社会的参照

“

を
”

支 えるもの として情動 の 弁

別的理解 願 や 声 に 現れ る各種情動表 出 の 意味の 弁別 的 な 理 働
，

情 報 の 指示 的性 質 の 理解 （他者の 視線 ， 表情 ， 発声 な どに 含 ま

れ る情報が 常に あ る特定の 何か
“
に つ い て の もの

”
で あ る こ との 理

解）， さ らに ， 社 会的参照 を能動的 に す るた め の社会的 1青

報の 有 用性に 関す る理解 ， 必要 な情報 を引 き出すため の

ス キ ル に つ い て 述 べ て い る。最後 に ，遠藤 ・
小沢 は社会

的参照 の 発達をめ ぐる諸問題 を，先述 した社会的参照 を

支え る 発達的要素や
“
心 の 理論

”
と の 関係，愛着行動や

愛着 タイ プ と の 関係 と い っ た 観点か ら論 じ ， 社会的参照

実験は 真 に 子 ど も の
“

コ ン ピ テ ン ス
”

や
“
能 力

”
を 測 り

えて い な い の で は な い か ， 日常的現象 と して ある双 方向

的な社 会的交渉 と して の 社 会的参照 を測 りえ て い な い の

ではな い か とい っ た問題 を指摘 して い る。発達早期段階

の 現実 の 社会的参 照 は
， 養育者 と子 ど もの 双 方 向的 な 社

会的交渉 と して あ り， たぶ ん に 養育者側の 巧 み な配慮に

支え ら れ て あ る と い う視点の 重 要性や ， 自己 一他者一対

象と い う三 項関係 に お い て 生 じ る社会 的参照 ， 共同注意

や原叙述的 コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン な どの類似現象間の 理 論

的架橋 を図 る意義 などを指摘 して 論 を結 ん で い る 。

一
こ の

よ う に 概 念 ， 測定法 か ら問 い 直 す よ うな理 論 的考 究 に

よ っ て ，真 に 追求す べ き課題が 見 出せ る の か も しれ な い 。

向井 （20G 】）は日常場面に お け る双 方向的な社会的参照 を

探る研究の なか で ，乳児の 社会的参照行動 に 対す る母親

に よ る解釈や 反応の 個人差 を見出 し ， 個人差 を生 み 出す

過程や ， 実験室状況 と家庭 で 生 じる注視行動 の 差 ， さら

に は ， 参照 視に よらな い 社会 的参照 の 可能性 に つ い て の

検討 を今後の 課題 とし て い る。 こ の 研究は遠藤 ・小 沢

（2001） に 示 され た新 た な視点 に か か わ る探索的研究 と考

え られ，今後の 成果 の 蓄積を期待 した い 。

（2） 愛着関係

　乳幼児期の 子 ど も を 主 に 対象 と し て き た愛着研究は ，

Main らに よ っ て 確立 された成人愛着面接 （AduTt　 Attach・

ment 　lnterview ／
　AAI ） の 手法 に よ っ て 生涯発達研究へ と広

が り， 生涯発達理論 と し て 愛着理論の 有効性が示 さ れ つ

つ あ る （園 田，200  ）。
こ の AAI の 開発に よ り ， 愛着の 質 が

親 か ら子 へ と引 き継がれ て い く世代 間伝達 の 問題 が実証

的 に 解明 さ れ 始め て い る が ，わ が 国 で は，数井 ・遠藤 ・

田 中 ・坂上 ・菅沼 （2eOO） が ，
　 AAI を用 い て親子 間の 愛着

の世代間伝達 を実証 的に 研 究 し て い る 。 AAI で 測定す る

親の 愛着 と は ， 具体的行動 と して で は な い 「表象 レ ベ ル

の 愛着」で あ る。自分 の親 と の 愛着の 測定 は AAI の 日本

版 を用 い て行われ ， そ の タ イプが安定 ・自立型 ， 愛着軽

視型 ， と らわ れ 型 ， 未解決型 の 4 つ の タイ プ に 分類 され ，

子 ども との 愛着 の 測定 は，日常的状 況 に お い て 親 に 対 す

る安全基地行動 を測定す る 尺度 （Psoda ，　Waters ，　Crowell ＆

Lay，1995） を用 い て 行われ た 。 そ の 結果 ， 安定・自立型の

母親 の 子 ど もは ，そ れ以外 の 不安定型 の
・
母親 の 子 ど も よ

りも愛着安定性が 高 く， 母親や 他の 大人 と の相互作用あ

る い は情 動制御 に お い て ポ ジ テ ィ ブ な傾向が 高い こ とが

示 さ れ た 。ま た ，過去の精神的外傷 に よ っ て現在 も葛藤

を覚え ， 心理 的 に 解決 して い な い 未解決型の 母 親の 子 ど

も は，他 の ど の タ イ プ の母親の 子 ども よ り も愛着安定性

が 低 く， 相互作用や 情動制御に お い て も混乱 を示 し た 。

こ の研究の輿味深 い 点は ， 大 日向 （200D） も指摘す る よ う

に ， 親 自身の幼児期の愛着経験が親 に な っ た と き の養育

行 動 を 直接 的 に 規 定す る の で は な く，む しろ，親 が 現在

所持 して い る内的作業 モ デ ル 俵 象〉が 子 どもの愛着 に ど

の よ うな 影響 を 及 ぼ す か に あ る と い う点 で あ る （大 日 向，

zoou）。 わ が 国で，内的作業モ デル に焦点をあて て 愛着の

世代 間伝達を捉 え る研究が 行わ れ た こ と の 意義 は大き い
。

今後は ， ど の よ うな要因が心的外傷か ら人を解 き放 ち ，

虐待の発生 を防 い で い くの か と い っ た 現 実的課題 に 挑 む

ような研究が待たれ る 。

II　 他者理 解 と 自己理解の 発達

　幼児 は 他者 と の か か わ りの な か で，行動の み な らず，

そ の背後 に あ る意図や 情動，特性な ど の 内的世界の 理 解

を発達 さ せ て い く。 ま た ， 他者の 自分に対 する視点を取

り込 み なが ら自己理解を発達 させ て い く。
こ こ で は ， （1｝

他者の意図や 情動 ， 特性の 理 解の 発達 ，   心 の 理論の 発

達 ， （3）自己理解の 発達に関す る研究に つ い てみる。

（1） 他者の 意図 や情動 ， 内的特性 の 理解の 発 達

　櫻庭 ・今泉 （2001） は， こ れ ま で の 表情認知研究 を レ

ビ ュ
ー

し，前言語期で は表情認知が 可能で あ り， 3 歳以

上で は情動語 の 理解力が高 ま る と い う発達過程が示 唆さ

れ て い る が ， そ れ ら は異な る対象 ， 年齢 ， 異 な る 方法で

行わ れ た 研究か ら推論 し て い る に 過 ぎず ， 同
一

実 験 に

よ っ て 検討 され る必要性 を指摘 した 。 また，両研究の 対

象 の 狭間 に ある 2歳児は言語や認知 の 能力 の 発達 の め ざ

ま し い 時期で ある に もか か わ らず ， 対象 と さ れ て い な い

こ と を問題 と し ， 2 〜 4 歳 の 幼 児 を対象 に 「喜び」， 「悲

しみ」， 「怒 り」，「驚 き」 の 基本 4 情動 に つ い て，言 語提

示課題 （情動 諾 を 提示 し て そ れ に 合 う表情 図 を選 択 さ せ る課 題）

と ， 表情提示課題 （赤 ちゃ ん の 写 真 を提 示 して 赤 ち ゃ ん が 示 す情

動 と共 通 の 情 動 を示 す 表情 図 を 選択 させ る課題 〉を実施 した 。そ

の 結果 ， 両課題 とも正 答率は加齢 とともに有意 に 上 昇 し

た もの の，年齢 に よらず一
貫 して 言語提示課題の方が ，

表情提示課題 よ り高か っ た 。 表情提 示課題 で は ， 口 な ど

の 特定部分 の 形状が 刺 激 と選択肢 間 で 共通 か ど うか で 選

択 され る傾 向が あ り，それ が成績 を下 げる要因 で あ っ た
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と解釈され た （驚 き の 感情 以外 で ，刺 激図 と選択図 の 口 の 開閉を

逆 に した材 料 が用意 された 〉。 ま た ， 情動認 知 の 成績は よか っ

た順か ら 「悲」「喜」「怒」「驚」で あ っ た 。 悲 しみで成績

が 最 もよか っ た の は ， 情動認知が ， 最初は泣 い て い る か

（ネ ガ テ ィ ブ）い な い か （ポ ジ テ ィ ブ ） と い う基準 で の 二 項分

類 か ら始まる の で は な い か ， ま た 怒 りが認知 され に くい

の は 悲 し み や喜び に 比 べ て共感 し に くい か らで は な い か

と推 論 して い る 。 こ れ ら の結果か ら， 2歳か ら 4歳で 情

動認 知が急速 に 発 達す る こ と ， そ れ ぞ れ の情動に固有の

発達過程が あ る こ とが示唆 さ れ た 。

　澤 田 （20eo）は，状況手が か り と表情手が か りを統合し

て 他者情動を理解す る認知過程を表情図識別課題 と矛盾

解消課題 を用 い て検討 し て い る 。 矛盾解消課題 とは ， あ

る状況 に お け る登場人物の 表情の 性質が ， そ の 状況 に 基

づ い て推測さ れ る情動の性質 と は 矛 盾す る場面 を描 い た

図版 や物語を被験者に 提 示 し て ， そ の 人物 の 情動 の 性質

を同定 さ せ た り ， そ の 表情表示 の 理由 に つ い て言語的説

明 を求め る も の で あ る 。 澤田 は
， 「頑張 っ て ゆ き だ る ま を

完成 した」な どの 状 況手が か りを示 し，主人公は どん な

顔を す る か を 4 枚 の 表情 図 か ら選 択さ せ ， 理 由づ け を 求

めた 。 そ の 上で ， 「で もね，ケ ン タ君は こ ん な顔 を して い

ました」 と教示 して矛盾す る表情図を提示 し ， 理 由を尋

ね ， 最後 に 主人 公 は ど ん な気持 ち か と い う質問で 情動 を

同定 させ た 。 表情図識別課題 ， 矛盾解消課題す べ て に 成

功 した被験者 を対象 に ， そ の エ ピ ソードを分析 した。結

果 は，従来の研究が示す よ うに ， 年少児 （3歳・4 歳児）よ

りも年長 児 （5 歳 ・6 歳 児 ）の ほ うが矛 盾す る状況手が か り

と表情手が か り を統合 した エ ピ ソ
ー

ドを生成 す る こ とが

で き る こ と を示 した。生成さ れ た エ ピ ソードの タ イ プを ，

状況的 （e．g．友だ ち に 取 ら れ た），特性的 （e．g．お 菓子 が き らい ），

心理 的 （e．g．恥 ず か しい の で が ま ん した ）で分類 し た と こ ろ ， 年

少か ら年長に か けて 心理 的エ ピ ソー ドが増加 した 。 こ の

結果 は ， 年少か ら年長に 同時 的視点取得能力 （2 つ の 視 点

を同時 に 同
一

対 象 に 帰属 し ， 両視点 を上 書 き して 統合 す る 能力 ）が

発達す る こ と に よ る も の だ と解釈さ れ た 。 幼児期 を通 し

て 手 が か りを統合す る能力 （情 動 的視 点取 得能 力 ）が発達 す

る が
， それ は 単

一の能力の 発達で は な く， 継時 的視点取

得能力（異 な る 2 つ の 視 点 を同
一

対 象に 帰属 させ る もの の，両視点

を因 果的に 統合す る能 力） か ら同時的視点取得能力 へ の 質的

に 異な る思考操作が用 い られ て い る可 能性を示 唆す る と

した 。

　 次 に 性格特性 の 理解 に つ い て の研究を み る。 性格特性

の 理 解 に お け る発達研究で は ，   特性用語の 自発的使用

を 調 べ る方法 と ，   行動 や 結 果な どを示 して 特性 を推論

さ せ る方法が用 い られ て きて い る 。 清水 （2000 ）は ，   で

は 3 歳児 か ら 「親切 な」「意地悪な 」と い っ た 特性用語の

語彙 を もち ， 6〜 9 歳で 自発的に使用 され るよう に な る

と い う見解で ほ ぼ一致 し て い る が ，   で は ， 特性が場面

を超 え て一貫 し た行動の 原因 と な る こ とを就学前児が理

解 して い る か ど うか に つ い て は結果の不
一

致が 見 られ る

こ とを指摘 した 。 ま た ， 特性 を推論する ため に は行動情

報 と結果情報のみ で は な く， 動機情報 を提示す る 必要が

あ り，動機情報を付加 し た場合 ， 動機情報 と結果情報 の

どち らが特性推論の手が か り と し て有力な の か ， また ，

そ の 点 に つ い て 発達的差異 を み る こ と が重要 だ と し， 3 ，

4 ， 5， 6 歳児 を対象に 実験 を行 っ た 。   3 ， 4歳児 で

も， 特性 → 動機 → 行動 の 因果関係 に つ い て 理 解 し て い る

が，年長 に な る に つ れ て そ の 理解が向上す る ，   特性 が

特定場 面 を超え て 一貫 し た 行動の 原因 と な る と い う こ と

を理 解す る年齢 は，特性 → 動機 → 行動 の因果 関係 を理 解

す る年齢よ りも遅 い
，   動機 → 特性 ラ ペ リン グ→他場面

に お け る行動の 予 測 と い う
一

貫 した推論を行 える ように

な る の は年長に な っ て か らで あ る とい う 3 つ の仮説に つ

い て 検討 し た と こ ろ，全 て の 仮説が 支持 さ れ た 。 また ，

動機情報 と結果情報 の 提示順 に つ い て調 べ た と こ ろ ， 親

近性効果 が み られ た。特性推論の 発達過程 をよ り全体 的

に捉えて い くた め に は，比較的早 く理解さ れや す い 向社

会的特性 と 反社会的特性だ け で な く ， 評価的価値 を含 ま

な い 特性 を扱 う こ と や認知的要因 と小学校入学な どの 経

験要 因 の 両方を考慮 し て検討 す る こ と の 必要性 が今後の

課題 と して あげられ た 。 特性に つ い て 何を手 が か りとし

て捉 えるか に つ い て ， 縦断的データ に 基 づ きボ トム ・ア ッ

プ的に 探索的な検討を試み た もの に ，野 田 （松井 ）・無藤

（2001）の研究が ある 。 保育園年中時 と年長時 に 人形劇 に 登

場 す る人 形 が 自分 の 特性 を紹介す る形式で ， 「○○ な子

（例 ：優 し い 子 ）っ て ど ん な子 か な P」 と 個 別 に イ ン タ

ビ ュ
ー

した。回答を，  行動記述 ，   特性語 の 反復 もし

くは他の特性語で の言 い 換え ，   人名 ，   わ か らな い も

し くは無回答に分類 し， 各 カテ ゴ リ
ー

へ の言及が 1 ）年

中時 ・年長 時 ともに あ り， 2） と もに な し ， 3）年中時

で は あ る が 年長時で は な し ， 4 ）年中時 で はな い が年長

時 で はあ りの 4 つ の セ ル に あて は ま る 人数を求 め ， 対応

の あ る x2検定を行 っ た 。 「優 しい 」と い う語 に つ い て の結

果 で は，行動記述カ テ ゴ リーへ の 言及が年 中時で はな い

が 年長 時で は あ る と い う子 ど も が多 い こ と が 示 され た。

また ， 行動記述 （語 り口 〉の発達的変化 に つ い て検討 した

結果 ， 「〜して あ げる，〜 し て くれ る」と い う表現 が年中

時に は な い が 年長時で は ある と い う子 どもが多 く， 「ネ ガ

テ ィ ブな こ と を し な い 」と い う表現 は
， 年中時 で は あ る

が 年長時で は な い と い う こ とも多 い こ とが 示 され た 。

（2） 自己理解

　 佐久 間 （保崎）・遠藤 ・無藤 （2000） は幼児期 ・児童期 に
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お け る 自己理 解の 発達的変化を，特 に 自己描出の 内容的

側 面 および評 価的側面 に 関す る 自己意識 に着 目し検討 し

た。保育園 5 歳児，小学校 2 年生，4 年生計104名 を対象

に
， 自己評価 ・自己定義 ・自己 の関心 に つ い て の 質問か

ら な る 自己理 解 イ ン タ ビ ュ
ーを 実施 し ， そ の 描 出 を

Damon ＆ Hart （1988）の 自己 理 解モ デ ル に 基づ き ，

一
部

を改作 し た分析枠に 沿 っ て 分類 した。そ の 結果 ， 1 ）加

齢 に伴 い 身体的 ・外的属性 に関す る描 出が減少 し ， 行動

お よ び人格特性に関する描出が増加 した ，
2 ）協調性 に

関す る言及が各学年で 多 くみ られ ， 加齢 に伴 い
， 勤勉性

や 能力へ の 言及 が 増加 し ， 人格特性 に 関す る描 出 で は，

加齢 に 伴 い 使用 され る特性語の種類が増加す る傾向が み

られた ， 3）評価的側 面 の 理解 に 関し て は ， 加齢 に 伴い
，

肯定的側面 の み の 描出か ら，否定的側面を描出す る もの

が 増加 し た 。 こ の 結果 か ら ， 幼児で も既に人格的特性 と

い う観点か ら自己 を捉 え る枠組み を も っ て い る こ と ， 幼

児期 か ら児童 期に か け て よ り多様な人格特性的観点 か ら

自己 を捉え る よう に な る こ とが 示唆 され た 。今後 の 課題

とし て は，佐久間 ら （2000 ）が 示 した よ う に ， 自己は単一

不変で は な く， 関係や 文脈 に 応 じて 多面的で 可変的で あ

る が ， 関係的視点 も含め た 統合的な 自己理解 モ デ ル を構

築 し て い くこ とが 重要 で あ ろ う。

　面接場面 で の客体的 自己 を言語を通 し て記述す る研究

に 対 し て，保育場面で の保育者 と幼児の 相互的か か わ り

の観察か ら ， 現象 と し て の 自己意識の ありよ うを記述 し

よ う と し た試み が あ る 。 石野 （2001）は ， 2 〜 3歳 ご ろ の

他者 との か か わ りの な か で 浮 き立 ち，感 じられ るよう に

な っ て くる 自己 の あ り よ うを保育場面 に 身を置 く関与観

察者 と し て記述 した 。 子 ど もが 2〜 3歳 ご ろ に な る と周

囲の 他者の意向を顧み る こ と な く 「わ が ま ま」 と もみ な

さ れ る 振 る舞 い を多 く示す よ うに な る。現実 の 自他関係

を表象的・言語的次元上 に 取 り込 み，〈「自我」
一 「第二 の

自我 ＝ 内的他者」〉の 内的関係 を有す る 「自己 意識の体制」

を子 ど もは 獲 得 し始 め る が ， 2 〜 3歳 ご ろ に ， 「自我 」が

特権 化 した か た ちで 構成 され る
一

方で，「第 二 の 自我 ＝内

的他者」が 真 の 意味で 形成 さ れ て い な い こ と に 拠 っ て こ

の よ うな振 る舞 い が生起す る と い う。 石野は観察 に よ り，

2〜 3 歳児 の 先述 した ような振る 舞 い は，〈自立
一

依 存〉

と い う
一

見逆向きの 態度 を表裏一体に抱 え込 ん で い る こ

と ， そ れ は ， 保育者の く導 く
一

受け入 れ る 〉 と い う両義

的な対応に絡み 合 っ て表面化する こ と を示唆 した 。 そ し

て ， 「自己意識 の 体制」と い う観点 で は 捉え き れ な い 子 ど

もの 「存在 ／自己 の あ りよ う」を記述 し， 「主体 間 の 両義

的な力動関係」 と い う理論的枠組みを提示 して い る。こ

の 「両義的 関係 」に つ い ては ， 鯨岡 （1998）が哲学 ， 現象

学 ， 発達心理 学な ど の 理論 を背景 に 「人 間存在 の 抱え る

根源的両義性」をも と に概念化 して い る 。 石野 は ， 他者

の経験や 関係性 に つ い て ， そ の 場を共有 は して い て も相

互 的か か わ り ・関係性の 当事者 の 経験 を第 三 者が 記述す

る こ と に つ い て は方法論的な議論 を別途 ， 要す るとして

い る 。 今日 の 心理学研究 に お い て は生活文脈 か ら人 間を

切 り離 さず状況 （他者）との か かわ りの時間的経過 を追 う

ため に フ ィ
ール ド ワ

ーク 的な 手法や マ イ ク ロ ・ エ ス ノ グ

ラ フ ィ が 用 い られ る よ うに な っ て き て い る 。 こ うした手

法 に 対 し て一般的 に み ら れ る批判 と し て ， サ ト ウ ・齋藤

（2001） は  現場 に対 し て 優越的な地位か ら見下 ろ して い

る の で は な い か ，   データ が ど の よ う に取 られ た か 不明

で あ り，ね つ 造 さ れ て い る の で はな い か ，   結 果 の 再現

性 を ど う考 え る か に ま と め ，   は 「論点先取」的な トッ

プダ ウ ン 思考 を取らな い こ とを確認 す る こ とに よっ て，

  は 学会 全体が 相互 チ ェ ッ ク す る こ と に よ っ て ，  は

フ ィ
ー

ル ドノー
ツ とともに 映像記録を活用 し，質の 異な

る観 察 を組 み合 わ せ るな ど の 工 夫 を提示 し て い る 。 執筆

者 に 「浮き 立 ち ，感 じられ る よ うな現象」を読者が確か

な 実感 を も っ て 共有で き る た め に
， 現象 を捉 え ， 記述す

る方法論 に つ い て さ らな る議論 の 展 開を期待 し た い 。

（3） 「心 の 理論」の 発達

　「心 の 理論」研究を広 く ， 心 と い うもの に対す る 子 ど も

の 理 解を扱 っ た 研究
一

般 を指 し示 す もの とす る と
， 近年 ，

「心 の 理論」研究 は ， 自己や他者の情動，欲求，意図，知

識な ど様々 な心的過程に つ い て の 子 ど もの 理解や心的語

彙 の使用 の 発達 など に 関す る研究を巻 き込ん で肥大化 し

て い る感 が あ る 。 こ こ で は ， 「心 の 理論」が 研究者 自身に

よ りキーワ ード と して あげ られ て い た り， それ に つ い て

論述 さ れ て い る研究を取 り上 げた 。

　斎 藤 （2000）は ， 3 ，
4 ， 5歳児を対象 に 「知 る」「知 っ

て い る」 とい う こ との 理解 を検 討 した 。 「知る 」 「知 っ て

い る」 こ と の意味 と し て ，  真実 （事実 に っ い て の 正 しい 表

象 を思 い 浮 か べ る こ と が で き るか ど うカ・・），   適 切 な情報 へ の ア

ク セ ス （見 た b，聞 い た り，触 っ た り し て，事 実 に つ い て の 信頼 で

き る情報に ア ク セ ス した か ど うか ），   知識に基づ い た 行為の

成功 （何 か を見 っ けた O と い うよ うに 事実に 関す る正 しい 行為が 可

能 で あ っ たか 否 か ）の 3 つ の 側面 を用 い た。それ ぞれ の 側面

に つ い て 異 な る状態 に あ る 2人 の 登場人物（例 え ば，正 し く

表 象 して い る ・して な い ） に よ る ス トーリーを幼児 に提示 し ，

どち ら の 人物が対 象 を知 っ て い る か を判 断 さ せ た 。そ の

結果 ， 「知 る」「知 っ て い る」 とい う こ との理解 は加齢 と

と もに 進み， 3 つ の 側面 は判断材料 と し て の 情報 の 利用

しやす さ に は違 い が 無 い こ とが 示 さ れ た が ， 適切な 情報

へ の ア ク セ ス の 側面が他の側面に先立 っ て 4歳頃 か ら言

語報告可能に な る こ と ， 「知 る」と い うこ と の 理 解と誤信

念課題 を 用 い た 心の 理論課題 の成績 との 間に関連が あ る
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こ とが示唆 され た 。 また 「知 る」とい う こ との 理 解 と理

解語彙数 とは関連 して い た 。 この 結果 か ら，「知る」「知 っ

て い る」 と い う こ と の 理解は，信念や 表象に つ い て の 理

解 とは完全 に 重複 して い な い 可 能性が あ る こ とが 示唆さ

れ ， 「知 る」な ど の 様々 な 心的過程 に つ い て ，個別 に 詳細

に検討 して く必要性が考察さ れ た 。 ま た ， 「知 る」と い う

こ と と理 解語彙数 と の 間 に相関が み ら れ た こ とか ら，認

知的動詞に つ い て の知識が 語彙獲得や テ キ ス ト理 解 を促

進す るような知識 を供給す る可 能性が 示 唆さ れ た 。 ち な

み に東山 （2001）の研究 に お い て は誤信念課題成績 と絵画

語彙発達検査結 果 との 関連が 見 出され て い る 。

　約束 を破 る こ と が 悪 い と い う判断 に お い て ，約束 に 対

する感情 （守 りた い
， 守 りた くない

， どち らで もな い ）と い う要

因 が ど の よ うに 影響 し て い る か を 3 ， 4 ， 5 歳児で検討

して い るの が 池上 ・粟田 （2001）で ある 。 結果は年少児は

嫌な約束で も意図的に破る こ と は よ くな い とす る が ， う

れ し い 約束は ア ク シ デ ン トで 破る の が悪 い と思 うもの が

多か っ た 。 ま た ， 年長児に な る とどの ような約束 で もそ

れ を意 図的 に 破 るの は よ くな い と の一
貫 した 判 断に 至 る

こ とが 示 され た
。

　一般的 に 実験的状況に お い て，年少児が 自然場面 と比

べ て能 力 を発揮 しに くい こ とが 指摘され て い る 。 Hafker

（2001） は心 の 理論 の 実験場面で 子 ど もの 回答に影響 を与

え る要因 として ， 課題の理 解 ， 調査 と調査者に対す る態

度，感情的状態をあげ，分析 し て い る 。 そ の結果 ，   課

題 を冷静 に わ か ろ う と し ， 正 しい 応 えを出そ うと す る ，

  1人 で 課題 と向き合 う よ り は ， 調査 者 と の や り取 り を

大事 に し ， 望 ま れ て い る応えを み つ けよ うとす る ，   課

題か 調査者 に合わ せ る よ D ， 自分 の 不 安や遊び気分 に 巻

き込 まれ る とい う 3 つ の 傾向に 分 かれ， 3歳児 の 多 くは

  の 傾向 が み られ て い る 。 小林 く2001）は，心 の 理 論課題

に 同 じよう に 成功す る子 ど もに ， そ の 言語的説明を求め

る と質的に 異 な る レ ベ ル に 分 け ら れ る の で は な い か と し

て ， 3 ， 4 ， 5 歳児 を対象 に ごまか し課題 の 実験 を行 い ，

そ の 理 由づ けを分類 した 。 そ の 結果 ，   正 当 な理 由 ，  

人形 の信念が現実 と
一

致 して い る こ とを言うた め の 理 由 ，

  子 ども自身 の信念 に 基 づ く理由，  わ か らな い ・反応

な しに 分 け られた。小 林は，こ の 結果 か ら，他者の信念

と自分 の 信念 との 区別 が で きて お らず ， 信念 の形成過程

に つ い て も理解 して い な い 段階か ら，カ テ ゴ リー  の 理

解 が増 して くると考察 して い る 。

　子 ど もた ち が 「心 の 理論」 を発達 さ せ て い くの は ，家

庭や 保育施設な ど の 社会的文脈の 中で あ り ， 自己 や他者

の心的状態に つ い て の 理解が相互 に 影響 を及 ぼ しなが ら，

「心の 理論」 を発達 させ て い くと考え られ る 。 岩 田・西村

（200D は，仲 間同士 の ご っ こ 遊 びに お け る幼児 の 自他 の 内

的状態 へ の 言及 をみた と こ ろ，年少児は 年中，年長児よ

りも意図 （〜ご っ こ し よ う）に つ い て 言及 して お り， 年長児

は年少，年中児 よ り も考 え （「い い こ と考 えた 」）に 言及 し て

お り， 加齢に伴 い ， 自分の 意図の 言及ば か りで な く， 考

え に関す る こ と ば を 用 い て 自分の遊び や 役に つ い て の プ

ラ ン な どを友だ ち に伝 え られ る よう に な る こ とを示唆す

る も の と し た 。

　心の 理論の 発達に 関 し て は ， 心の 理論の成立 に 影響を

与え る要因 （語 彙 獲 得，欲 求 や 感 情 要 因） を検討 した 研究や ，

実験課題や 手続 き を工 夫 し た り， 遊び の文脈で 心の 理論

を捉 え よ う と す る研究が み ら れ た 。

III 仲間関係

　生後 2 年目 に 入 る と ， 子 ど もの 対人関係は大人 と の愛

着関係 を基盤に仲間 と の関係性 へ と広が りを見せ 始め る 。

保育園 ・幼稚園 に 入園 して 集 団 で の 遊 びや生活 を経験 す

る よう に な ると ， 仲間 との か か わ りが急速 に 増 え，また，

複雑化 して い く。（中澤，1992）。

　保育所で み ら れ る仲間集団 に は ， 明確な 優勢順位が 存

在す る の か ， 存在す る と す れ ば ， そ れ は 二 者関係 や 個人

の行動特徴 と どの よ うに 関連す る の か と い う問題意識 を

も と に ， 謝 ・山崎 （2001） は ， 保育所の 自由遊び場面で 3

歳児ク ラ ス の 男児 9 名に よ る 1 つ の友だ ち集団 を 2月間

観察 した 。
こ こ で い う優勢順位は ， 葛藤場面で の勝ち ・

負けあ る い は遊 び場面 で の リード ・追従 とい う指標 で 測

定 さ れ て い る 。 結果は ， 集団全体の活動 は優勢順位の 上

位 者を中心 に 行 わ れ て お り ， 集団 の 活動 と優勢順位 との

関連性が み られた。また ， 優勢順位最上 位の 子 ども は強

い 統制を も っ て 集団全体 の 活動を左右 し て い な が ら，同

時 に ，他の 成員 に 比 べ て よ り多 くの 親密的相互作用 を

行 っ て お り ， 優勢順位が 単な る拮抗行 動 か ら決 定 さ れ る

もの で は な く， 成員 と い か に調和的に 交渉す る か も重要

な 影響 要因 で あ る こ と が示唆 さ れ た。全体 と して 3 ， 4

歳児 頃 か ら優 勢順位 が 集団 内の か か わ りに 影響 し ， 成員

個人 の 行 動特徴 や 成員 間 の 二 者関係 に 影響を 及 ぼ した り ，

また ， 二者関係が個人の 行動特徴 に よ っ て 決め られ て い

る可能性が 示 さ れ た 。 斎藤 ・佐藤 （2000） は保育所の 時間

外保育 に お け る 0歳か ら学童 （1〜3年 〉 の物の 争奪に お

け る保育者の介入 を観察 し た 。 そ の 結果 ， 保育者が発見

して い る トラブ ル は ほ とん どが同年で ，

一
見平穏に見 え

る が 異年齢間で は ケ ン カ に もな ら な い よ うな 年上支配の

社会が存在す る こ とが示 された 。 子 どもに とっ て保育者

の 介 入 は ， 聞 き分けよ くふ るまう こ とに よっ て 保育者 と

の 良好 な関係 を保 つ 場 で あ り，保育者が 気づ か な い 年少

者 との トラブ ル は，自分 の欲求を押 し通す場で あ っ た と

報告 さ れ て い る 。
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　謝 ・山崎の研究で は，明確で 安定 し た優勢関係が個人

の 行 為や関係性 を も規定 し，斎藤 ・佐藤 （2000 ）の 研究で

は ， 年上支配 の 社 会の存在が 示唆さ れ て い る 。 そ れ に対

して ，穐本 ・日野林 ・南 （2001） は， 2 ， 3歳齢保育園児

に お け る 「ふ ざ け行動」 と仲間関係 の 研 究を通 して ， 双

方向的な争 い 関係 （
一

方 的 な もの で は な く，争 い を 仕 向 け る こ と

もあれ ば 仕 向け られ る こ と もある 関係 ） に お い て相手の行動の

意 図 を読 み 取 っ た り，相手 との 葛藤 を調節 した りす る経

験 が 生 じ，そ れ が ふ ざけ行動の 円滑化 に は 重要 で あ る こ

と を示唆 し て い る 。 子 ど も同士 の か か わ りは，自己認識

や 他者理解 ， 自他の関係調整能力が発達 す る機会 であ る

と肯定的に 捉 え られ る こ とが多 い が ，あ ま りに 明 白で安

定 した 不均衡関係の も とで の か かわ りや ， 権威者の存在

あ る な し で不均衡関係が その 場 に 都合 よ く使 い 分 け ら れ

て い くか か わ りは ， 保育 ・教育の場 に お い て望 ま し い と

い え る だ ろ うか
。 穐本・日野林・南が 示 唆す る よ う に 個々

の 子 どもが 自己発揮で きる争 い 関係の 双 方向性を保障す

るた め に ，保 育者が ど の よ うに 子 ど も同士 の か か わ りを

理 解 し，援助 し て い くの か な どに つ い て 解明 され る必要

が あ ろ う 。 ま た ， 保育施設 に お け る 仲間 と の か か わ りの

研究 で は，何歳児 ク ラ ス の い つ 頃の 時期か ， 学級の 構成

人数 ， 保育施設で の保育者 の保育意図や か か わ りな どの

条件が明記され る べ きで あろ う。なぜ な ら，保育施設は

保育意 図 の も と に 設定 さ れ た 環境 で あ り，子 ど も同士 の

集団 的 か か わ りは 全 くの 自然発生的な も の と は い えな い

か らで ある 。

　藤田 （2000）は 4 ， 5 歳児を対象に魚釣 りゲーム に お け

る竿 を もつ 役割の 交互交代行動の 生起 お よび交代 の 行動

の基準 ， 交代の 主導者 ，
い ざ こ ざの 原因 な どを課題 の難

易度や 出生順位 に よ っ て 分析 して い る 。 結果 は，課 題 の

難易 に か か わ らず交代行動が成立す る こ と， 5 歳児で は

簡単 ・困難条件 と も に 「実行者主導」の交代が 多 か っ た

が， 4歳で は困難条件で 「待機者 主導」の 交代 が 多か っ

た 。 ま た ， 4 ， 5 歳の 困難条件 で は明 らか に 交互交代の

ル
ー

ル に 違反 す る い ざ こ ざ （待機 者 が 待 て ず に 竿 に 手 をか け

る ）が 多 く見 ら れ た が ， 実行者が言語 と動作 を同時 に 使 っ

て対処 す る と ， ほ と ん どが ル
ー

ル に 従 う と い う形 で 終結

して い た。一
方 の 子 が 遊具 を保持 して い る状況で 4 ， 5

歳児 は交互交代行動を成立 さ せ る こ と が で きたが ， 困難

な課題 で ある と相手が成功 して 交代す る まで 待機者が待

て ず ル ール 違反 が見 られ ，幼 児 の 交代 を待 つ 抑制能力 に

限界が あ る こ とが示 され た。 しか し，言語 ・動作 方略を

使 っ て 交渉 し仲間関係 をう ま く調整 し て い く こ と も示 さ

れた 。 また ， 出生順位に つ い て は，長子 は実行者で あろ

う と 待機者 で あ ろ う と主導的 に 交代す る こ とが で き ， 自

己抑 制 も自己 主張的行動 も多 く ， 状況 を リー ドしよう と

す る行動 が 多い こ と が 示 さ れ た 。 過度の 主張で あ る遊具

奪 取行動 に は出生順位に よ る大き な違 い は み られな か っ

た 。
こ の研究で は 課題 の 困難度 に よ っ て 交代行動 が影 響

され る こ とや，妹や弟の か か わ りを経験 して い る長子 で

主導的 に 交 代す る こ と が 示 さ れ て い る 。 どの ような課 題

や 文脈で交代 して 他者 に 譲 る こ とが で き る の か ， ど の よ

うな経験が 双方向的 に 他者 の 視点 に た て る能力を形 成 し

て い く こ とに な るの か な ど に つ い て の 保育 ・教育実践 的

な研究 が期 待 され る 。

IV　向社会的行動 ・道徳的情動

　向社会 的行動 （pr。 socia ］　behuvior） と は 「他者の 利益 を

意図し た 自由意志に よ る行動」で ， 「他者へ の気遣 い の よ

うな 内的動機や ， 内在化 さ れ た価値 ，目標，自己報酬 に

よ っ て 内発的に 動機づ け られた他者の利益 を意図 し た行

動」 と し て の 愛他行 動 （altruistic ・behavier） と は 区別 さ れ

て い る 。 向社会的行 動の研究は 1970年代頃か ら増加 し ，

1980年代 に 多 くの 研 究が 行わ れ た が ，
こ こ 数 年 は ， 情動，

制御能力 ， 社会的 コ ン ピ テ ン ス ， 家族 シ ス テ ム に お ける

か か わ り な ど よ り広 い 枠組 み で の 研究が蓄積 さ れ て い る

（Eisenberg＆ Fabes，1998）。わ が 国 で も同様 に ， 向社会的行

動 と 自己制御や情動表出傾向 ・気質 と の 関連 を検討 した

研究が み られ ， 道徳性の発達 に つ い ては道徳的嫌悪感や

罪悪感 に関す る研 究が行われ て い る。

　伊藤 （2001）は幼 児 の 自己制御認知 （自己主張 的側 面 と自己

抑 制的側面 に対す る 自身 の 認知 ） と向社会的行動の 動機づ け

との 関運 をみ て い る 。 自己制御能力の 4 つ の 認知型 ， す

な わ ち
， 「両 高型 」伯 己 主張・自己 制 御 と もに 高 い ），「両低 型」

（と もに 低 い ），「主張型」，「抑制型 」（ど ち らか が 高い ）と， 友

だ ち が 困窮す る物語に対す る 向社会 的判 断 と そ の 理 由 づ

けか ら分類 した動 機 づ け の 志向性 （回避 志向，快 楽志 向，困

窮志 向，紋 切 り型 志 向，共 感志 向，内面 化 された 感 情）と の 関連 を

みた。そ の 結果，両高型が抑制型 や両低型 よ りも， また，

主張型が両低型 よ り も有意 に 向社会 的判 断得点が 高か っ

た 。 自己制御認知 タイ プ 別 の 動機づ け志向性の人数の 偏

りは有意 で ，  両高型 で は 回避志 向 ・快楽志 向の 比 率が ．

低 く，困 窮志向の 比率が高 く，   主張型 で は 快楽 志向 の

比率が 高 く，   両低型 で は 回避志 向の 比 率が 高い 傾向が

示 され た。こ の 結果 か ら自己制御認知型が 向社会的動機

づ け に 関与し て お り ， 幼児期は 自己主張 ・自己抑制 とも

に高 い こ とが，向社会的行動へ の 動機づ け を高め る こ と

が 示唆 さ れ た 。 幼児の情動表 出傾向 と 向社会 的行動 の 関

係を み た研究で は ， 1歳 半時 の 恐 れ が 3歳時で の 向社会

的行動 を予測す る が
， 3歳時 の 情動表出傾向 ・ 気質 と向

社会的行 動 の 関連性 はみ られ て い な い （星，2000）。 こ の結

果 に つ い て，星 は 3歳時 の 情動表出傾向そ の もの が安定
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して い な い こ とや ， そ の評定が うま くい か な か っ た 可能

性が あ る として お り，今後 さ らな る検討が必要で ある と

して い る 。

　寄付 や 分与な ど の 向社会 的行動場面 に は ， 道 徳的義務

が 伴 う領域に か か わ る もの と， 期待は され るが 自由意志

に 委 ね られ る慣 習領域 に か か わ る もの が あ る。例えば，

「ドン グ リを譲 らな い 」こ とは慣習領域 に 属 し，「園の ブ

ロ ッ ク を独 占す る」は 道徳領域 に 属 し
， 前者の 違反 は後

者の 違反 と比 べ る と悪 くな い し ， 教師の対応 も強制 し な

い で 自由意志 に 任せ る と推論さ れ ，こ の傾向は幼児で も

み られ る と い う。首藤 ・二 宮 （2001） は，幼児が複数の領

域 を どの よう に 判断す るか を ， 重大性 （ど っ ち が 悪 い か ）の

判断 と そ の 理 由づけ，教師の反応 伯 由意志 を許容す る か ，

行動 を促 す か ）の推論で み た と こ ろ ， 幼児が向社会的場面の

個人領域 に お け る 自己決定性の 要素に既に 気づ い て お り，

重大性の判断や そ の 理 由づ けよ りも， 教師の 反応 の 推論

に お い て ， 道徳領域 と自由領域の 判断 が 顕 著 で あ っ た こ

とか ら ， 身近 な教 師 の 提示 が判 断の手が か り と な るの で

は な い か と して い る。

　次 に 道徳的感情に 関す る研究を み て い く。 小嶋伽 01）

は，他者 に 嫌悪 を与 え な い よ う に 気づ か っ た り，与 えた

と き に 対処行動が とれ る こ とが対人関係 の 調節 に お い て

重要で あ る と考 え ， 不道徳 な行為を受 ける こ と に よ っ て

他者 に 生 じる道 徳的嫌悪 を 5， 6歳児が ど の程度推測で

き る の か
， また，た た か れ る と い っ た 状況手が か りだ け

で な く，被害者の反応手が か りを ど の 程度利用で き る の

か
， また ，幼 児 と大人 は ど の よ う に違 う の か を明 らか に

す るた め に 実験 を行 っ た 。 そ の結果， 5 ， 6 歳頃に は道

徳的嫌悪 を状況か ら推測で き る し ， 状況 に 対 す る 反応手

が か り を利 用 し て ， よ り正確 に 他者 の 嫌悪 や怒 りを推測

で き る こ と が 示 さ れ た 。

　社 会的基 準や 自己 基準を 自ら破 っ た と き に 生 じる後 悔

の 念 と し て生 じ る 「罪悪感」が 近年 ， 道徳関連感情 と し

て 着目さ れ て い る 。 「罪悪感 」は，悪事 を妨 げ，償 い や許

しを求 め る 行動 を刺 激す る と考 え ら れ ，向社会的行動 を

促進す る もの と さ れ て い る 。 石川 ・内山 （2001） は ， 罪悪

感の重要な要因 と し て共感性 と役割取得能力を取 り上 げ ，

5 歳児の 罪悪感に 及 ぼす両 者 の 影響 を検 討 した 。 その際 ，

対人場 面 （人 の もの を 壊 す ・ケ ン カ ） と規則場 面 （信 号無 視 ・校

則に 従わ な い ）を設け，場面 に よる影響の違 い を み た 。 罪悪

感の 測 定 は 「どれ ぐらい あや ま りた い 気持ち に な る か」

と い う問 い に 対す る 回答 を 3 段階 に 分 け て得点化 した 。

共感性 は，い ろい ろ な場面 で 主役の 表情を表情図の な か

か ら選択 さ せ る AST （Affective・Situation・Test）， 役割取得

は Selman の課題 をも と に 荒木 （1988）が作成 した役割取

得能力検査 を用 い て 測 定 された。結 果 は，共感性 と役割

取得能力の 2 つ の 向社会的能力は罪悪感 と関係 して い た

が ， 対人場面 で は共感 性が ， 規 則場面 で は役割取得能力

が影響 して い る こ とが示 され た 。 こ の結 果 を石川 ・内山

は，対人共感 性 の 高 い 子 ど も は相手 に 対す る感受性が高

く，自分 の行為が相手の 迷惑 をか けた と い う意識を も ち ，

相手 の 苦 し み や 痛み に 強 く共感す る の に 対 して，役割 取

得能力の 高 い 子 ど もは ， 他者の 視点 を推論す る能力 が高

い た め ， 外的規則 へ の 意識 が 強 く，規則 を破 っ て 行動す

る こ と が悪 い こ とで ある と正 確 に 認識 して い る か らで あ

ろ う と考 察 して い る。今後 は，幼児期 の 罪悪感 を ど の よ

うに 測定す るか ， 共感 性 と役割取得要因 と は ど の よ うな

関係性 に あ るか な ど に つ い て よ り詳細 に 論 じ る こ と が 必

要 であ ろ う。

　久 崎 （2000）は
，

2 歳頃か ら特性 と し て 恥 と罪悪感が示

され る として ，実験的観察に よ り恥や 罪悪感に 関連す る

行動 特性を抽出し，それ ら特性 と気質的要因や社会化要

因 との 関連 に つ い て検討 した 。 あ らか じめ手 足 が 取れ る

よ うに な っ て い る 人形 を実験 者が 2歳児 に 手 渡 し，手足

が とれた人 形 を実験者が じっ と み る と い う恥や 罪悪感喚

起場 面 で の 行動 を観察 した 。 罪 悪感 を感 じ た場合は修復

行動を，恥 を感 じた 場合は 回避行動を示 す と い う こ とを

前提 に ， 行動特性 を多次元尺度解析に よ っ て 抽出 した と

こ ろ，自ら早急 に修復行 動 をす る 「主体統御的特性」 と，

実験者や状況か ら回避す る 「回避的特性 」が 抽出された 。

月齢別 ， 性別 に 行動特性 と気質や しつ け方 との 関係 をみ

た と こ ろ ， 正負両面 の 情動 を明瞭 に 表出 しや す い 気質 を

もつ 子 ど もや，愛情 の 撤去 の 脅か し を多 く受け て い る 子

どもは恥 を経験 しやす い 傾向が み られ た 。 月齢低群で は ，

軽 い 罰 や 罪悪感 の 誘 導 を 多 く受け て い る 子 ど も は 罪悪 感

を経験 しや す い こ とが示唆 さ れ た 。 月齢 に よる違 い が み

ら れ た の は ， 自己意識 レ ベ ル の 差異 が 月齢 の 高さ に 反映

して い る か らで あ る と考察 して い る 。 性別の分析で は ，

正 負両面 の 情動 を表 出し や す い 男児 は罪悪感 を経験 し や

す い が ， 女児に お い て は ， 特徴的な気質や しつ け方 の 影

響 を受け な い こ と が示唆 さ れ ，性別社会化 の 差異が 影響

し て い る可 能性 が 指摘 さ れ た 。 探索的研究 と は い え ， 実

際 の 行動 か ら傾向 を抽出 し て い る点 ， 社会 化要因 と 固体

内要因 と の 関連を探索 し よ う と した興味深 い 研究で あ り，

今後の発展を期待 した い
。 向社会的行動 と他の 達成関連

行動 と の 関連性 を み る重 要性 が 既 に 指摘され て い た が

（杉森，1996 ）， 近年 ， 情動性 とそ の 制御 ， 道徳 に 関連 し た 感

情 ， 行動 制御 との 関係や，しつ けや社会化 な ど の環境要

因 と の 関 係 の 分析 を通 して ，向社会 的行 動 ・ 道徳性の 発

達が理解 され よ う として い る 。 子 ど もが加害者や被害者

と な る多 くの 事件が 報 じ ら れ て い る今 日 ， 学校教育 に お

い て も道徳性を積極的に 形成 す る 教育 の 重要性が強調 さ
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れ て い る こ とか ら ， 今後 ， よ り教育 実践的な研究が期待

されよ う 。

V　 おわ りに

　 か な り限定 さ れた範囲 で はあ っ た が ， 論文の レ ヴ ュ
ー

を通 して 全体の動向 と し て 感 じられ た こ と の な か か ら，

関係性 へ の視点 ， 生活文脈 へ の 視点 ， 情動変数 へ の視点，

類似概念の 統合の試み の 4 点 に つ い て 述 べ る 。

　 関係性 へ の 視点 ：人 間の 発達の あ りようは他者 との関

係性抜 き に して は 捉 え ら れ な い
。 人間 の 関係論 的 な理 解

が発達心理学 の 領域 に 深 く根づ い て き た よう に 感 じられ

た 。 こ の 視点は 方法論 に つ い て の 議論 も生み出 して い る 。

乳幼児期の 関係性 を捉える方 法 は ， 行動 の 量的な測定で

あ っ た り，当事者 の 意 味的世界に ま で踏 み 込 ん だ現 象の

記述で あ っ た りするが ， や は り， そ れ らの デー
タやそれ

か ら得 られ る結果 は理論や仮 説の 生成 に向けて 収束され

るべ きで あろ う。個々 ばらば らな測定や 記述が放出 され

て も， そ こ に議論は生 じな い し， 研究の 蓄積は ありえな

い 。深 い 理論的考究の も と で の 関係性の 捉 え ， そ して
，

関係性 を捉 え る 方法論 の議論が 今後 ， よ り
一

層必要で あ

る と 思 わ れ る 。

　 生活文脈 へ の 視点 ：認知発達研究 に お い て も， 知識獲

得 と社会的文脈 と の 関係 を明 ら か に す る こ と は 既 に 1 つ

の 大き なテ
ー

マ とな っ て い る。 社会情動的発達研究に お

い て は 生活文脈 へ の 視点 が こ とさ ら大き な意味 を もっ て

きた よう に思わ れ た 。 共 同注意 や社会的参照研究 そ の 他

多 くの 社 会情動 的発達研 究 に お い て は実験室で の実験 的

観察 とい うよ りも， 被観察者の 生活場面 で の 観察が手法

と し て 多 く用 い られ て い た 。

一方で ，
Eisenberg＆ Fabes

（1998）は，向社会的発達研究を 展望 し，今後 の 課題 を 示 唆

す る なか で縦断的研究や 構造方程式を用 い て因果関係 を

明ら か に する必 要 を強調 して い る。実験研究で 用 い られ

て きた よ うな人工 的な場面を使 うこ と に し り込 み して い

る昨今の状況を憂 い ，生態学的妥 当性 も大切 で あ る が 多

様な方法 を用 い て 発達 と行動 の プ ロ セ ス を明 らか に す る

こ との 重要性 を論 じて い る。主流に 流 されず ， 目的の 解

明 に 向 け て 常に 方法を問 い 直 して い く必要 があ る か も し

れ な い 。

　情動変数へ の 視点 ： 高橋 （1999）は 1998年の 日本心理 学

会大 会 で の Izardの 招待講演 の 盛 況 さや
“
Handbook 　of

child　psychQlogy
”

の 5版 に お い て 「情動発 達 （Emoti 。 na ］

Development ）」の 章が 設け ら れ た こ と な ど か ら情動研究に

対 する国内外 で の 人 々 の関心の 増大を指摘 して い る 。 本

稿で も向社会的 ・道徳領域に お い て 道徳関連情動 を変数

と した研究な どが み られ た 。 情動変数は そ の概念規定や

測定 の 困難 さか ら実証的研究が 蓄積 され に くか っ た よう

に 思わ れ る 。 が ， 様々 な か か わ りの文脈 で は認 知 と情動

が 分 か ち が た く生 じ て お り，
そ う した実相 を生き生き と

描 き出すた め に は，よ り
一層 ， 情動変数 ， ある い は情動

変数 と認知変数 と の関連を取 り上 げ て い く必要が ある と

思 わ れ る 。

　類似概念の 統合の 試み ：心理学 的構成概念は ， と もす

れ ば人 間の 心 を切 り刻 み ，全体像を見 え な く し て し ま う

可能性があ る 。 社会的参照 ， 共同注意 ， 三項関係の成立

な ど は 同じ文脈 で 生 じ る
一

連 の か か わ りを別の 観点か ら

意味づ け，生 まれた用語で あろ う。 ま た ， それ らは他者

の感情や 意図，特性 の 理解や 心 の 理 論な ど と も深 く関連

し て い る 。 各キ
ー

ワ
ー

ドで 検索 さ れ た研究のみ を参照 し

て研究 を進め る と
， 先行研究をな ぞ らえるよ うな結果し

か 得 られ ず 概念や方法論 の 問い 直 し や そ の 意味の 解明

に は つ な が ら な い と思わ れ る 。 そ の点で ， 遠藤・小沢 （2001）

の 社会的参照 に関す る 理論 的考 究 に は 知的興奮を覚え た。

広い 領域の 理論 に 精 通す る こ と や諸概念間の 関係性や方

法論 を問 い 直すこ と に よ っ て ，人 間 の 心 と い う もの の 理

解に最 も迫れ るの か も しれ な い
。

　本稿 をまとめ る過程で 多 くの研究に 出会 い
， 学ぶ こ と

が で きた と同時 に ， 様々 な情動体験 もした 。 あ る時は考

究の 深 さ に 心 を打た れ ， ある時は新たな研究 の 萌芽 を感

じ，鼓舞さ れ た。 こ こ に引用 で き た 研究は 多 くは な い が ，

こ の作業を通 して他者 の 研究に つ い て だ けで な く，筆 者

自身 の研究 の 枠組 み
， 姿勢な どに つ い て様々 な気づ きや

問 い が生 じ た 。 論文 を読 む こ とは研 究の 内容 だけ で な く，

他者の 思考の 枠組み を 知 る こ とで あ り， 同時に 自己 の 枠

組み の 理解や新た な研究 へ の 動機づ け とな る情動体験 を

生 み だ す もの で ある こ と をあ らため て感 じた 。
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