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わが国の 最近 1年間に おけ る教育心理学の 研究動向 と展望

発 達 部 門 （乳 ・幼児）

乳幼児期 の 運動 ・ 認知 ・ 言語発達 の 動向

荻　野 美佐子

（上 智大 学文学部）

1 ．は じ め に

　人が発達 し，変化 し て い くと は ど う い う こ と な の だ ろ

うか 。生 ま れ た時 の 状 態 〔初期状 態）
， 変化 の 過程 ， 変化 を

引き起 こ す シ ス テ ム ， 変化 に 影響 す る 要囚を探 る こ とが

発達研 究 の 1 つ の 目的 と言 え る だ ろ う。乳幼 児期 に 関す

る研 究 に お い て
，

牛 物学 的 な 制約，環境要因と の 相互作

用 の 中 で ， シ ス テ ム が どの ように 組み変わ っ て い くの か

に 焦点 を 当 て た も の が 多 くみ られ る。

　発達研究 が 何 を問題 と し， どの よ うに ア プ ロ ーチ し て

い る の か に 対 す る 問 い 直 しが な さ れ て い る よ う に 思 う。

そ の 意味で，岡本 ｛20。11 の 発達研究 に 関 す る整理 は 興味

深 い 、、岡本は，研究空間 と研究方法空間の そ れ ぞ れ に つ

い て ， 3 つ の 軸 を示 し て い る 。 発達研究 に お け る研 究空

間と し て は，  「誕生
一

死 」，  「生物的
．
文化的」，  

「基 礎的
一臨床的」の 3 つ で あ り， こ れ ら「 次元で の 拡大

と深化 と い う形 で研究動 向を捉 え て い る。「誕牛
一

死」

は ， 発達研究の 中心軸 だ が，牛涯発達 と い う観点か ら，

熟達あ る い は，意味化 ， 文化化 な ど の 概念が提出 さ れ て

き た、，そ れ は・・
方で は，乳児期 の 研究の 進展 を もた ら し ，

知覚，言語，認知 な ど の 発生的関心 の 中 で ， 人 の 出発点

と し て の 姿 を 明確に 捉 え る 営 み へ と結びつ い て い る 。 ま

た，こ の背後に は，歴 史 や社会的変化 が 底 流 と し て あ り，

歴 史的存在 と し て の 人間を捉 え る に あ た っ て ，歴史的な

「今 1 を逃せ な い 研究 テ
ーマ も あ る は ず と指摘 して い る。

ま た ， 「生物的
一文化的」の 軸 に お い て は ， 生物的 を広義

に 捉 え るな ら ば ， 神経生理的 ア プロ ーチ や 認 知発達上 の

制約 ， ア フ ォ
ーダ ン ス な どの 問題 も こ こ に位置づ け られ

る だ ろ う し ， チ ン パ ン ジー
の 生態 や 認知能力 に 関わ る 研

究 も こ れ に 対す る示唆 を与 えて くれ る もの と し て い る。

さ ら に ， 文化 と い う語を ， 意味 を与 え る も の と して 捉 え

る な ら ば ， 「文化化 」の 過程 と して 発達 を捉 え る試 み が 車

要 で あ り，今後 の 大 き な 課題 で あ る と述 べ て い る。さ ら

に ， 1幕礎的
一

臨床 的 」は，今 日心 環 学 が直面 して い る課

題 で あ り， こ の 両者 を ど の よ うに 統合 し，妥 当なバ ラ ン

ス を保 っ て い くの か は ，極 め て 重要 と して い る 。

　また 岡本 は ，同様 に 研究方法 の 空間と して の 三 次元空

間 を想 定し て い る。 こ れ は ，   「Top 　dし）wn
− Buttc，m

Up 」，   「説明的一解釈的」，   1統制的
一
状況的」 で あ

る。  に つ い て は ， 仮説検証
一
仮説探索 ， 演繹

一
帰納 で

あ り，理 論 と事実 の 問 い 直し の 中 で ，これ ら を明確 に 捉

え て い くこ とが 必要 と され る。  は ， 法則定 立 的 個性

記述的 とい い 替 えて も よ い が ，心理学 で は行動の囚果法

則 的説明 とそれ に よ る 予測可能性 こ そ が E1的 と さ れ て き

た が，行動主体 の もつ 意図や そ れ に基 づ く行為 ， そ れ を

支 え る文化や 意味 を問 い
， 生涯発達的視点か ら個人 と し

て の 「生 き方」を問題 とす る時 に ， 解釈に よる理解が 必

要 と な っ て き た と い え よ う 。 確 か に ，私 た ち は こ れ まで

“
科学

”
の 名 に ふ さ わ し い 研究 とい う呪縛の 中で ，客観 的

で 禁欲的 で あ る こ と が 研究 の 本義 で あ る か の よ うに 考 え

て き た が ，
こ の こ と を も う

．一
度問 い 直す 必要 が あ る だ ろ

う。「統制的
一

状 況的」も し く は 「条件統制的
一生活状況

的」 と も呼 ん で い る が ，
iTl　 vitro （試 験管 の 中 で ） で は な

く，生活世界で の 行動 か ら人 を理 解 して い こ う とす る姿

勢 で あ る 。
こ の こ と は，発達の領域固有性 や 文脈 性重視

の 研究 と 呼応す る もの で ある。

　 研究空 間 と して 示 さ れ た初期状態 を捉 え る営み は ， 環

境 との 相互作用 に お い て ， 新 し い 行動 や構造 が 産出 さ れ

る メ カ ニ ズム を問題 とす る こ と と もっ な が る 。 また，研

究方法 に お い て は ， 三 次元 の 対立 の 中で そ れ ぞ れ，Bot−

tom 　 up
， 解釈 的 ， 状況 的へ の 志向性 が み ら れ，こ う した

ア プ ロ ーチ に よる研究が 増加 しつ つ あ る の は事実 で あ る u

　 本稿 で 取 り上 げ る の は ，2001年 7月〜2002年 6 月に 刊

行さ れ た 教育心 理 学研究 ， 発達心 理 学研 究，心 理 学研究

を中心 に ，こ の 問 の 学会発表 ， 刊行 さ れ た書籍に 基 づ き

検討 した。また ，
こ の レ ビ ュ

ーは ， 慣行 と し て ，認知 ・

言語発達 ， 社会情動発達 の い ずれ か に 焦点を 当 て て ま と

め る よ う な 形 で な さ れ て き た が ，
こ れ ら の 領域 は，必ず

し も独 ウ：し た もの で は な く，認知 発 達 ・言詒 発達 に お け

る社会的文脈 の 影響 ， 社会情動的発達が認知発達 に 大 き

　く依存す る な ど両 者 は 不 可分 の 関係 に あ る。ま た，知覚
・
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運動発達の 初期 シ ス テ ム に お ける変化 が こ れ ま で の レ

ビ ュ
ー

で は十分 に 扱わ れ て い な か っ た と思わ れ る こ とか

ら ， こ の 点 も含め て 検 討 した Vo

　そ こ で本稿 で は，  動的シ ス テ ム と し て の 発達 ，   言

語 ・概念発達に お ける 関与変数 ，   自己
一

他者の 関係性

に お け る 発達 の 3 つ の観点か ら研究 を 整 理 して み よ う 。

　II．動的シス テ ム と して の 発達

（1） 動的シ ス テ ム 論

　 発達研究 に お い て，その 変化 A 引き起 こ す も の が 何 で

あ る の か，そ れ は ど の よ う な 変化 と し て 現 れ る の か は ，

常 に 大 き な 問題 で あ っ た 。 2〔）02年度の 発 達心理学会 で ，
「発達研究 に お け る ダ イ ナ ミ ッ ク 。シ ス テム ズ ・ア プ ロ ー

チ」（小 鳥・河 合・
月 本・劃曇 ・鈴木 〕の タイ トル の シ ン ポ ジ ウ

ム が あ っ た。動的 シ ス テ ム 論 は ， も と も と は
，

1「学や情

報学 ， 物理学等 に お U る 自己組織化 ， 非線形力学，複雑

系な どの研 究 に お い て 発展 し て き た もの で あ る が ， こ れ

を 発 達研 究 に 導入 し た の は，Thelen ＆ Smith　qF）F）D で

あ る 。 彼 ら は，乳 児の 運動系の 発 達を捉 え 」 の み な ら
一1 ，

認知発達 、こ 関 して も，Piagetの A −not −B 課題 1一お け る 乳

児 の エ ラー
反応 に こ れ を適用 した 。ダイ ナ ミ ッ ク シ ス テ

ム で は ，乳 児 の 手 を 伸 ば す活動 と見 る活動 が 漸進的 に 組

織化さ れ，各 シ ス テ ム が 他 の シ ス テ ム の 阻 前の 履歴 の 影

響 を受 け や す くな る こ と か ら こ の エ ラ ーを説明 し，乳
［H

自身の 移動，探索活動 の 経験 が
， 発達的変化 の コ ン トロ ー

ル パ ラ メータ と し て 大 き く寄与 す る と の 見解を 出 して い

る 。 そ して，こ の パ ラ メ
ー

タを適切 に 設定 で きる と，運

動制御と意志決定 が 有機的 に 結合 し， 身体化 された認知

（認知 の 身 体 化 （cugnitlvc 　embodimen しD が 現 出 す る と小 島

喞 ω は述 べ て い る 。 ま た，リ
ー

チ ン グ行動 の 分析 を続け

て い る 河合 （LOOL ）は ，
こ の ア プ ロ ー

チ に 基づ き，行動 は

1 つ の ま と ま り と して 存在 して い る の で は な く， そ れ を

構成 す る い くつ か の 要 素か ら成 り．立っ て お り ， こ れ らの

要素が 相互作用 す る こ と に よ っ て行動が 出現 する と説明

して い る。す な わ ち ， 視覚刺 激 に 対 す る リー一．チ ン グ行動

で は，当初 多峰型 で微調整 をしな が ら進 ん で い た もの が，
18か 月頃 に は

一．・
峰型 と な り，無駄 が な くな っ て くる こ と

を 示 して い る 。

　ダ イ ナ ミ ッ ク シ ス テ ム ズ ア プ ロ
ー一

チ に基 づ く研完 は ，

生 仔 か 環境 か と い 丿
一
侖争 に ユつ の視点を提供 す る もの と

い え る。す な わ ち，特 定 の モ ジ ュ
・一ル が 生得的 に あ る と

い っ こ と で は な く ， 環境 との 相互 作用 に 基 づ い て 自己 組

織化 され る ン ス テ ム の 存在を仮定 す る こ と に よ っ て
， あ

る能力 の 獲 得 が 説 明 で き る か も し れ な い 。こ の ア プ ロ
ー

チ に 基 づ く研究は，遵動領域 で は成果 を得 て い る。

　西條 （2‘）UZ） は ， 1か 月 か ら 7 か 月 の 孔児 と そ の 母親 に

　つ い て ， 1
「
抱 き」の 縦断的観察を行 い

， 乳児 の 身体発達 ・

　姿勢発達 。行動発達 の 3 っ の 側而 か ら，恤抱 き か ら縦抱

　き へ の 移行 に 影 呂す る コ ン トロ ー
ル パ ラ メ

ー
タ を検討 し

て い る 。 ダ イ ナ ミ ッ ク シ ス テ ム ズ ア プ ロ ーチ で は ，発達
に お け る 新 た な 運 動形 いが

， 与え られた資源 に よ る 相互

作用 の結果現 れ る と考 え る。そ して ，
シ ス テ ム の 変 化 は ，

「集合変数」と呼 ば れ る シ ス テ ム の 状態 や 発達的変化 を捉

え る際に，妥当 と思 わ れ る 変数 に よ っ て 測定 され る の で

あ る。その 膣集合変数 の 変化 を起 こ す 可能性を もつ ド位

ン ス 」
’
ム （構戊妾素 ）の こ とを コ ン トロ

ー
ル パ ラ メ

ータ と

呼 ぶ 。そ こ で ， こ の 研 究 で は，次 の 3 つ の 観点 か ら検討

が な さ れ て い る 。   姿 勢発達 の 1 つ の 指標 とし て の 首す

わ りが 縦抱き へ の 侈行 に 影響を与 え る か，  子 と もの 身

体 の 大 き さ や 重 さ と い
っ た身体発達的要因か 母親の抱 き

に 影響 を
”f7．る か ，   乳児 の 能動的関与 が 母規 の 抱 き方

に 影響 を与 え る か 。こ れ らの 笈数 に 加 え ， 母視 の 話 り（縦

抱 きへ の Fe行の 主 な 刷 罪 関 づ る 鬮 の 百 川r覯 デ タ ） か ．母
覗 の 問才蜆的解釈 が ど の よ う に か か わ る か に つ い て も検

討 し て い る 。 こ の結果，横抱 き 文化 に お け る 母 子 の 横抱

きか ら縦抱 きへ の 自己組織的移行 モ デ ル と し て 3 つ の パ

ター
ン を提示 して い る。  乳児が抵抗 を示 し始め る と，

母親 は 緩 や か な 問 主 観的 な解釈を媒介 と して ， 乳 児が 安

定す る抱き方を探索 ， そ の結果，抵抗 の収 ま る縦抱き に

収斂す る。  乳 児の 首す わ り と い っ た 身体情報が 母親 に

縦抱 き を ア フ ォ
ー

ドす る 。       の 双 方が 磁響 を与 え て

縦抱き へ と移行 す る。こ れ ら か ら，「抱 き 」 と い う 行為

は ，母子 の 相互作 N を 通 し て
一

定 の 方向へ 自己組織化 す

る行為 で あ る と結 侖づ け て い る。

　ダ イ ナ ミ ッ ク シ ス テ ム ズ ア プ ロ ーチ の 基本的乎辞 き は，
次 の とお り で あ る。

  具体的 で 観察 可 能な 集 合変 数を定義す る。  平均値等

に よ っ て ， 異 な る 発達時期や 在 な る 状態 に お い て ，よ り

多 くみ ら れ る集合変数 の 状態 を捉える。  集合変教の ダ

イ ナ ミ ッ ク な発達軌 bJlを描 張、  個 々 の 発達過程 に お け

る 「変 化点」を特定す る。  個 々 の 集 合変数 に 発達的変

化 を発生さ せ る コ ン トロ ー
ル バ ラ メ ータ 侑 機体，t亅勧，環

境 ，E囚 ）は 何 で あ るか を特定 す ．るu   よ り説得力を 持たせ

る た め に は，推測 さ れ る コ ン トロ
ー

ル パ ラ メー
タを妹作

し，集合変数 の 発達的移行を発生 さ せ る。

　L の よ ）な ア プ ロ ー
チ が 運動系以外 の 発達 に お い て も

叮能 な の か検
一
寸す る 必要が あ る。

  　知覚と注意の 発達

　発達過桿 に お い て ， 質的 な 変化点 が 見 られ る 垢 合 ， そ

れ を ど の よ うに
一
党明す るの か は ， 発達研究 が ず っ と取 り

組 ん で き た 問遭 で あ る。重的指標 に よ っ て 捉 え た 時，一
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教 育 心 理 学 年 報 第 42集

時的 な消失 と再出現 が み ら れ る 。
い わ ゆ る U 字型 の発達

で あ る 。
こ の よ うな非線形的発達 が あ る場 合， そ こ に 複

数 の 下位 シ ス テ ム が関 与 し，そ こで の 動的な変化 が想定

さ れ る 。 乳児 の 眼球運動 か ら視覚的注意の 発達 を見 て い

る 多賀 （LOO2）は，自らの 結果 を整理 し ， 乳児に お ける次

の ような発達過程を考 え て い る。 1か 月児 で は，刺激図

形 を中心視 に よ っ て捉え ， 色や形 と い っ た特徴を分析 す

る機構は 未分 化 な が ら，視覚パ ターン 全体 の 違 い は識別

で き る機構がある と い え る 。 2 か 月児で は識別成績が 一

時的 に 低下 す る こ と が 見 られ ， こ れ は 強制視 に よっ て特

定 部分 に 注意 が集中す る た め の パ フ ォ
ー

マ ン ス の 低下 で

あ る と 考 え ら れ た 。 3 か 月 で は，左右の 図形 を繰 り返 し

サ ッ カー ド （急速 な眼球運動 す る こ と か ら
， 選択的 注 意 と

い う戦略 に よ っ て ，バ イ ン デ ィ ン グ 問題嚇 定 モ ジ ⊥一〜レに

よ
．
丿 て分析さ れ た視覚 情報 が 再統 合 さ れ て ，ま と ま り と して σ）矢ll覚

を成立 させ る の は どの よ うに して か の 1呂題 ） が 解決 され て い る。

こ う し た変化 の 背後に は ， 脳 の 機能的 な 発 達 が あ る と考

え られ て い る 。

　 乳児期初期 の 注意 の メ カ ニ ズ ム と は異な る だ ろ うが，

幼児期 の 注意の 切 り替 え コ ン トロ ール は どの ように な さ

れ る の だ ろ うか 。坂 田 （LtoO2）は ，
4 歳， 6 歳，成人 を対

象 に ，幼児 に 対 し て は，既知刺激を用い
， 刺激問 の 概念

的関連を 知識 に 基 づ い て捉 え る こ とが で き る もの ， 未知

の 刺激 で あ っ て概念的関連 の 理解 が で き な い もの ，知覚

的類似 に よ っ て 分類 で き る刺激 ，
の 3 っ を用 い た 課題 を

実施 して い る。い ずれ の 年齢群 で も，関連性 に 関 す る 知

識 を有 し，関連性が 理解 で きれ ば ， 適切情報 へ 注意を向

けて 選択す る こ とが 可能で あ っ た 。し か し，刺激 に概念

的 お よ び 知覚的関連性 が 競 合 し て含ま れ て い て ．課題要

求 に 応じ て 知覚
一

概念的関連問で 注意 を切 り替え て 情報

を選択 しな け れ ぼな らな い 場合． 6歳児 と成人 は各関連

へ の 注意 を柔軟 に 切 り替 え て 向 け る こ とが で き た が ，
4

歳児 は注意 の 切り替えが困難 で あ っ た 。
こ の 理 由 と し て ，

次 の よ う な仮説 を挙 げ て い る。

　 年齢 に 伴 う注意の コ ン トロ ー
ル の 発達過程 は ，生後 5

か 月 か ら12か 月 の 子 ど も が 示 す 第 1 次注意 シ ス テ ム と ，

生 後 18か 月 か ら4歳 の 子 ど もが 爪 す第 2 次注意 シ ス テ ム

の 2 つ の 過程 を経 て 発 達す る こ とが示 され て い る （R しlff

＆ Rothbart．1996｝。
こ の と き の 第 1次注意 シ ス テ ム は，子

　ど も の 対象物 の 定位 と探索0）出現 と成熟 を基盤 と し て お

　り ， 注意 は 子 ど も と隣接 す る 環境内の 物理的特性 に よ っ

　て コ ン ト ロ
ー

ル さ れ る 。
こ の た め ，低次 レ ベ ル の シ ス テ

　ム と い え る、一
方，第 2 次 注 意 シ ス テ ム は ， 促進 と抑制

　に よ っ て対象物 の 定位 や 探求 を 子 ど も 自身 で コ ン トロ ー

　ル す る よ う に な る もの で ，脳 内の 前頭注意 シ ス テ ム （frOTI．

　tal　att．ention 　systern ）の 成熟 と 関連 し て お り ， よ り高次 レ ベ

ル の シ ス テ ム と さ れ る 。また ， 第 1 次注意 シ ス テ ム か ら

第 2 次注 意 シ ス テ ム へ は 自己制御 （sul 「．regulation ，　 self ・

c。 nn
・
ol ）や 白己 監視 （ヨelf．munit 。ring ｝，動機 づ け な ど の増大

の 関数 と して 移行 す る 。 した が っ て ，課題に 知覚的関連

も し くは 概念 的 関運 だ け が 含ま れ る時 （「司領域 内） と ， 知

覚
一概念的関連 間 の 両方が含 まれ る時 〔異領域 間）で は，

注 意 を行使す る た め の 基盤 と な る 駆動要因が異なる こ と ，

また，そ の発達過程が異な る こ とが 考 え ら れ た 。 す な わ

ち，同領域 内 と 異領域間で は 異な る 注意の コ ン トロ
ール

が要求 され る た め ， 選択的注意 は 少 な く と も 2 種類の コ

ン トロ ール が行 われ て い る 。 そ して ，同領域内の 注意 の

コ ン トロ
ール は知識を統制 す れ ば 年齢 差 は な い こ と か ら，

同領域内の 注意 の コ ン ト ロ
ール は 知識景 や知識 内容 に

よ っ て 規定 さ れ て い る 。　
・
方，異領域間の 注意 の コ ン ト

ロ
ー一

ル は 自己 コ ン トロ
ー

ル 能力と相互 に作用 しなが ら ，

発達 と共に変化す る もの と い え る。 こ れ ら 2 つ の コ ン ト

ロ ール に は，発達的に ずれが ある。 す な わ ち ， 選択的注

意 の 発達を 規定 す る 要因 は，知識 に 基 づ く注意の コ ン ト

ロ ール と自己 コ ン ト ロ ール を基盤 と し た 注意 の コ ン ト

ロ ール が あ り ， そ れ ら は 別 々 に 発達す る。そ し て ， そ の

相 互 作用 に よ っ て ，適切情報へ の 選択的注意 が 可能 と な

る と 考 え ら れ る。幼 児期 の 選択的注意 の 発達 に お い て も，

動的 シ ス テ ム モ デル で 捉え る こ と も可能 で は な い だ ろ う

か 。

　 乳児期の発達 に お い て は ，
Piaget に 代表さ れ る推琿・

思考 ・認知 な ど表象を介す る中枢神経系の発達 を基盤 と

した トッ プ ダ ウ ン の 水準 と，Gibs〔，n に 代表 さ れ る表象 を

介さ な い 直接知覚 に よ る環境 の 杷握 と い う ボ トム ア ッ プ

の 両 方 の 水 準 が 並 列的 に 進行す る と考 え ら れ て い る （池

上，2Du2 ｝．しか し，　 Piagetに お い て も，乳児期初期 の 感

覚運動的知能 で は ， 表象系の 発達 と い うよりも，自己 の

運動 と環境 と の 相 互作用 を 前提に 置 い て い た と 考 え る こ

と が で き る。そ の 意味 で，Gibson の提示 したア フ ォ
ーダ

ン ス の概念 の 再吟味 に 基づ き ． 乳児 の 知覚発達 の 捉 え 直

しが 必要 か も し れ な い 。ア フ ォ
ーダ ン ス の 概念 に つ い て ，

境
・曾我 ・小 松 （200L）が 次 の 指摘 を し て い る。す なわ

ら ， ア フ ォ
ーダ ン ス （affordance ）と は 生活体 と環境 との 柑

互依存関係 で あ り，そ の 意味 で Skilmer の 弁別刺激 （dis．

criminative 　s ヒimulUS ）の 概念 と通 じ て い る。あ る事 象が 弁

別 刺激 で あ る か 否 か ，あ る い は，あ る事象が 弁別 され た

か 否 か に つ い て は，生活体 の 行動が 生 じ て 初 め て 言及 uJ

能 とな る もの で あ る 。 そ の 事象 は ， 弁別さ れ る か 否 か に

か か わ らず ， 常 に 環境 に 存在 し て い る の で あ る 。 すなわ

　ち ，常 に 存在 し て い て 利 用 （抽 出／弁別）され る潜在的な 可

能性 を も っ ， と い う概念 が ア フ ォ
ーダ ン ス で あ る 。 Gib−

son は デ カ ル ト的
一

方向性 の 因果連鎖 と し て 知覚 を捉え
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る こ と を斥 けた。す なわ ら，網膜 像 が 原因 と な っ て ， 結

果 と して の 知覚 が 生 じ る と い う伝 統的知覚観か ら 離脱 す

る と共 に ， 因果連鎖 の 中間段階 に 脳 を置 い て ， 知覚 が 脳

の 活動 に よ っ て 生 じ る とす る考 え 〔生理 的速 兀 諭 ）を却下 し

た。因果論的知覚観 と生理還 元 論を 斥 け，環 境 と生 体 と

の相互 依存閏係で知覚が 成立 す る こ と を 主張 した の で あ

る。

IIL 言語 ・概念発達に おけ る 関与変数

〔1＞ 脳 の 発達

　 言語 に 特化 し た モ ジ ュ
ー

ル があ り，そ れ が 生得的な シ

ス テ ム と して 組 み 込 ま れ て い る とい う非常 に 強力な生得

論の 立場 があ る 。 し か し，何 を も っ て 牛得的な能 力 と考

え る の か は，困難 な 問 題 を 含 ん で い る 。 光 トポ グ ラ フ ィ

とい っ た乳児に も適用可能 な非侵萋旺計測 が 開拓 され ，
Taga ，　lkejiri，　Tachibana ，　Sh1】nojo ，　S（，eda ．　Takeuchi，
＆ Kenishj 伽 DZ） は ， 2〜 4 か 月 児の 視覚野 の イ メ ージ

ン グ を行 っ て い る 。 こ れ に 基 づ き小西 （1999）は
， 乳 児 の

脳 に お い て ， 「神経 ダー一ウ ィ ニ ズ ム （EdeLmtl1 ．1989）」， す な

わ ら．神経細胞 の細胞死 や シ ナ プ ス の 過形成 と そ の 刈 P
込 み 現 象が 大脳皮質の様々 な 耶位 で 同時的に進行す る こ

と を示唆 して い る u

　 この よ う な中 で ， 新生 児 の 脳 に つ い て の 解明 力 追 み始

め て い る と同時 に ，さ itに 遡 っ て 胎児期 に お け る脳の 発

達 に つ い て 検討 し て い る 研 究 力 あ る 。 橘 ・岩砂 〔LOOI ）

は
， 大脳半球機能 の 発達 に っ い て，出生前な い し出生直

後 に 側性 化 の 徴候が み ら れ る か ど う か を，胎児期 の 身体

の 向 き ， 出生直後 の 顕 部の 向き，乳児期 の 手の 活動 と の

関係か ら検討 し て い る． こ の 結果 ， 胎 児期 （妊 娠 殿 坦 陶

の 身体 の 向 き と 出生直後 （3H 以 内） の頭部の 向 きは ， 後
の 乳児期 （1歳 5 カ 月）に お け る手 の 機能的左右非対利 「生と

関連が あ る こ と が 示 唆 さ れた v た だ し，詳細 に 見 る な ら

ば ， 機能分化が 段 階的 に 生ず る と す る段 階 的 発 達説 〔Len．

nebegl96 ア）あ る い は，牛球機能差 は 出生 時 に は 既 に存在

し発達上 変化 は な い と す る 発達不変説 （1〈hnsbeurne ＆ Ilis．

c ・ ck ，　19S3）の い ず れ か を 支持 す る もの で は な く．神経系 の

階 層的組織化 の レ ベ ル に よ っ て 機能分化 が 異 な る 一と が

推測 さ れた。す な わ ら，技能 を 要 す る操作活動に お い て

は ， 発達初期 に
一

側化が み られ る．が， リーチ ン グ の よう

な 技能 を要 しな い 活動 で は
一

側 化 の 程度 は 低い と 考えら

れ る。 こ の こ とは
， 言語機能 の 階層的組織化 に っ い て 指

摘 し た 古典 的研ve　｛180U年代の Jacksonに よ る も の ）の 見 解か

ら 示 唆 を 受 け た もの で あ り，改 めて 脳 の機能分化 を考 え

る 重要な視点 を提供 す るもの と L・え る。

  　コ ネク シ ョ ニ ス トモ デル か らの ア プ ロ ーチ

　　コ ネ ク シ ョ ニ ス トモ デ ル は ， 脳 の 神経細胞 に対応した

単純な 処 」甲ユ ＝ ッ トの ネ ッ トワ
ー

ク を 用 い て ，人間 の 認

知 の し く み を 理 解 し よ う と す る ア プ ロ ーチ で あ る

　（M 〔ClelLand，1999）。 ネ ッ トワ
ー

ク の   合強度 や 作業．己憶

容量 の増大 と い っ た 連続 的変化 か ら， ど の よ う に 段階的

な行動 や心的表象の変化 （U 字型 の 発達 曲線，レ
’
」
一

イ 不 ス ，臨

界期 な ど） が 生 じ る か を説 明 し よ う と して き た 。 都築 ・河

原 ・楠見 （20〔）Z） は ，
コ ネ ク シ ョ ニ ス トモ デ ル の 動向を レ

　ビ ュ
ーす る 中 で ，発達研究 に お け る可 能性 に つ い て も触

れ て い る 。

　 発達 に お け る コ ネ ク シ ョ こ 一ス トモ デ ル に 基 づ く研究は，
言語獲得 や 特定 の 認知課題遂行 の モ デル に集中して い る

もの の ，発達的変化 とそ れ を支 え る個体 と環境 の 相 万 作

用過杜 に 関す る シ ミ ュ レ ー
シ ョ ン に よ っ て ， 新た な理論

的枠組 み を批供 し て き た、、す なわ ち，ネ ッ ト ワークの 結

合強度 や作動 ．己憶 容量 の 増大 な ど の 連続的変化 か ら，い

か に して 段階状 の 質的変化 や ル ー
ル が 生 まれ る か を 示 し

て い る。特に 言。吾獲得 1＿お い て は
， 大森 ・

下斗米 （21mω

が ，概 念記憶 モ デ ル PATON に SRN （S　imple　Recurrent

Nct、、〔〕：
．k，1＃，1屯再帰 ネ ッ トワ ー

夘 を 組 み 込 み ，語 tc獲得加速

現象の モ デ ル 化 を行 っ て い る、領域普遍的な 生 得的 ・遺

伝 的制約 を ， ネ ッ トワ
ー

ク構造 の 初期状 態 （ユ ニ ッ トの 出力

関 数 層数，下位 シ ス テ ム へ の 入 出炉 ど） と し て 仮定 した 上

で ，こ う した バ イ ア ス カ 環境 に お け る 持定刺激 へ の 敏感

性 を 規 疋 し
， 学習環境 の 差異が加 わ っ て ネ ッ トワ

ー
クの

結合強度 が 変化 し，行動 や 知識が 創 発 （emergent ＞す る と

い う構成主義 的立 局 を と る と い え る 。 Munakata ，　 Mc ．

Clelland，　Jonson，＆ Siegler（1997） は ， 経験 を 通 して 結

合強度 を史新 し て い く適 応過程ア プ ロ ー
チ と ， 知 や行為

の 動的 シ ス テ ム ア プ ロ ーチ と の 共通性 を指摘 して い る、、

先 に 述 べ た よ う に ダ イ ナ ミ ッ ク シ ス テ ム ズ モ デ ル は 行動

を ， 状況や経験 の履歴 か ら創発 さ れ る パ ター
ン と して 捉

え る もの で あ り，運動技能 や 社会性 の 発達 に 通用 さ れ る

と い う意味 で
， 対象 と して い る発達の領域 が 異な る も の

の ，両者は極め て 共通性 の 高い ア プ ロ ーチ で あ る と い え

る。

　Elnian，　Bates．　Johnson．　Kurmiloff−Smith．　Parisi，＆

Plunkett（199G！ は，コ ネ ク シ ョ
ニ ス トモ デ ル に お け る シ

ミ ュ レ ー
シ ョ ン の 意義 と して ，  曖昧性 を排除 し た 厳 密

な モ デ ル の 構築 ，   モ デ ル の 非線形的な振 る舞い を調 べ

る 構成的実験 の 役剤 ，   内部構造 の 解析や 　部分を削除

し た 分析 が 可能 （冰 屑先 ，1，柾 恵 者 の 「璋害の シ ミュレ ・シ 　ン 」，
不 ッ ト ワ ーク の 1 箇所 に 十則昜 を与 え る コ こ よ っ f示 す な ど）。こ

う した 観点 は，認知発達研究 に お け る ボ トム ア ッ プ的な

過程 を 重視 す る こ と に つ な が る だ ろ う。従 未 の 記 憶 方略
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教 育 心 i理 学 年・幸匱 第 42集

の 発達研究 で は ， ト ッ プ ダ ウ ン 的 な メ タ 認知過程 や 知識

の 発達を重視 して き た とい え る が，そ の
一

方 ， ど の よ う

に して 力略 が 形成さ れ る か の 説明 は不 十分 で あ っ た か も

し れ な い
。

  　環境 との 相互作用

　生得的な 何 らか の 装置 を 仮定す る に せ よ，し な い に せ

よ ， 言語獲得 に お け る環境 との 相互作用 の役割 を全 く無

視 す る わ け に は い か な い 。言語獲得装置を仮定す る生得

論者 に して も ト
1丿ガ ーと して の 入力 は 否定 しな い

。
し か

し，単 に ト リガ
ー一

の 役割 しか な い の だ ろ うか 。 通常の言

語獲得過程 に お い て は ，

一
定の 入 力が あ る こ と が 前提 と

さ れ て S5
’
　F），言語入力 の み な らず ， 社会的相互作用 が あ

る こ と も仮定 さ れ て い る 。 しか し，極端 な 環 境 剥奪 の 場

合，言語発達は どうな る の だ ろ うか 。

　 こ の 閲題 に 関 し て 藤永 脚 lm は，こ れ まで の 自身 の 研

究，報告 さ れ て い る様々 な事例 の 検討を通 し て 1 つ の 答

え を出し て い る。また，特異言語障害，言語 サ ヴ ァ ン の

事例 か らも，言語 に関わ る脳 の モ ジ ュ
ール の存在 に つ い

て 疑問 を投げか け て い る。事例を通 して み られ る こ と は，

言語が単 に特定 の モ ジ ュ
ール の 働 きに 依存す る の で は な

く， 多様 な 要囚が そ こ に 関 わ る 複雑な 認知 シ ス テ ム だ と

い う こ と で あ る。した が っ て ， 個別 の 事例 を 見 る 限 り，

救 出 ま で の 社会 的接触経験 ，救出年齢，救 出後 の 教育的

ア プ ロ ーチ な どに よ っ て 異 な る経過 を示 し，何 が 必 要条

件 で あ る か は 必ず し も明確 に 述 べ られ な い と考え られた。

言語 は そ れ が 特権的位置 を占め る も の で は な く，他 の 認

知能力 との か か わ りに お い て発達する もの で あ り， 「こ と

ばは どこ で育 っ か」で は な く，「こ こ ろ は ど こ で 育 っ か 」

とい うべ き問題 で あ る と指摘し て い る。 こ の 点 で ， 脳科

学 の 観点 か ら，言語 の モ ジ ュ
ー

ル 性を強 く主張す る 酒井

（20（）2）と は 対極 に あ る とい え る。言語 に 関す る こ う した議

論 そ の も の が 言詒 発 達 の メ カ ニ ズム を追究す る ．ヒで 必要

な こ とか もしれ ない 。

　 言語 は 他者 と何か を共有するた め に 用い られ る もの で

あ り，言語に よ っ て 伝達 され る の は ， 認知 的情報 だ け で

は な い n 乳 児の 音
．
声 に 感情性情報 が 含 ま れ ， 言語獲得以

前 に こ う し た音声特性 を 介 して 他者 と の か か わ り を成立

さ せ て い る 〔志村・今 泉，1994）。こ の 研 究で は ， 乳 児自身 が

発 す る音声は ，
6 か 月齢 で も感情性情報 が 豊か で あ り，

こ れ に っ い て成人 は弁別 ロ∫能 で あ る こ とが示 さ れ て い る。

さ ら に 志村 ・今泉 ・山室 （2DO2 ） は，乳児 の音声が も っ て

い る感情性情報 をい つ 頃 か ら弁別可能 と な る の か を調 べ

る た め に ， 2 〜 6歳 の 子 ど も へ の 聴取実験 を行 っ て い る 。

そ の 結果 ，快 ， 不 快音 声 に つ い て の 判断 は成 人 に 近 か っ

た が ， 平静，驚 き音声に っ い て は 必ず し も
一

致 し な か っ

た 。 また，特 に 驚き音声 で は年 齢 に 伴 っ て 成人 の判断 に

近 づ くこ と は見 られ て い な い 。し た が っ て，驚 き と い っ

た 基本情動 を音声か ら認知 で きるよう に な る に は ， 快 ・

不快 に 比 して よ り多 くの 経験を 必 要とす る と考え られ た 。

さ ら に ， 音声上 の 感情性情報の聴取 に は，何 ら か の 知識

依存型 の 情報処 理 が 寄与 して お り，特定情動 に焦点 を絞

る社会化の 過程 とみ なす こ と も で き る と 述 べ て い る。

　 こ の よ り に 感情を，音声情報 か ら判断す る こ とは ， 感

情 に 関 す る 言語を 理 解す る こ と と どの よ う な か か わ りが

あ る の だ ろ うか 。 2 〜 4 歳児 に お け る情動語 の 理 解力と

表情認知能力 を み た櫻庭 ・今泉 〔200D で は ， 1
一
喜び 1［悲

しみ 」「怒 り」「驚 き 1の 基本情動語 と表情図 の マ ッ チ ン

グを さ せ る課題 儒 語旱 示 課題 〕と 表情 を 伴 っ た 写 真 と表情

図 を マ ッ チ ン グ させ る課題 俵 1肯呈示課題 ）で は，両者 と も

に年齢 と と も に 正 答率 は トが っ た が ，
一一・
貫 し て 言語呈 爪

課題 の 方 の 成績が よ か っ た こ と が 示 さ れ て い る。 こ の こ

と は ， 情動 の 発達 に お い て ， 言語 が 重要 な役割を果た す

こ と を示 し て お り ， 情動 と い っ た 内的 な経験 に 対 して 言

語 に よ りラ ベ リ ン グす る こ と に よ っ て，情動 の カ テ ゴ リ

に 分．類 され，そ れ が特定の情動 として 認識さ れ る と考え

ら れ る。さ ら に ， 情動 の 中で も 「喜び」 1悲 しみ 1が 容易

で あ り ， 1怒 り」「驚き」が 遅 れ る こ とが 示 さ れ ，
こ れ は

他 の 研究 と も共通す る 結果 で あ っ た 。

　 他者 と の か か わ りが 言語発達 に お い て 重 要 で あ る の は，

藤永 伽 〔m が言 うよ うに 「こ こ ろ は ど こで育 つ の か 」 に

関わ っ て く る の で あ ろ う 。 感情 と い っ た 内的状態を言語

に よっ て 捉 え る だ け で な く，
こ と ば の も っ 字義的意味 か

ら離 れ て 理解す る こ と もま た，言語発達 に お け る 重要な

問題 の 1 つ で あ る 。 ま た ， そ もそ も子 ど もは ［こ こ ろ」

を ど の よ う に 理 解 し て い る の だ ろ う か 。
こ れ は，比喩 と

して の 言語 の 発達 で あ る と同時に ， 直接 目 に す る こ と の

で
’
き な い もの を ど の よ う に 捉 え る か と い っ た 素朴心 理 学

者 と して の 子 どもの 発達の 問題 で もあ る 。

　 富田 （2001 ）は ， 心的な比喩 に 対す る 6歳 児 の 理解 を実

験 的に確認 し て い る 。 心的比喩と し て は，容器比 喩（心が

空 っ ぽ で あ る，な ど ），物体比喩 （気 が重 い ，な ど）， 動作主比 喩

（心 が 騒 ぐ，な ど） の 3 つ が 用 い られ て い る。 6 歳 児で は 容

器比喩 に 高 い 理 解成績 を示 し，心 の イ メージ と して 感情

や記憶 を貯蔵す る 容器 の イ メージ を もっ て い る こ とが示

唆 され た 。 こ う し た イ メ
ージ が 年齢に伴 っ て 変化 す る も

の な の か ，文化 に よ る差異が あ る の か ，大 人 と子 どもに

は ど の よ うな 共通性 （あ る い は相遡 が あ る の か は，今後 の

研究 α）中で 確認 され て い くだ ろ う 。

　　さ らに ， こ とば は 自己 を 捉 え，社会 と の つ な が りを つ

　くる もの で もあ る 。 Brunel’〔19　9．　e）は，人間 は 生 得的 に 晋

語機能 ，
コ ミ ュ ニ ケ

ー
シ ョ ン 機能 ，

ナ ラ テ ィ ブ 機能を も っ
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て 生 まれ る と して い る。そ して， こ れ らの機能 を介 して

人間 は 社会 に よ り，あ る い は文化 に よ り，暦 史に よ り形

成 され て い くの ガ とい えよ う。

（4） 概念 と思考の 発達

　 幼児期 の 子 ど もに 見 られ る発達状態 が
， ど の よ うな先

駆条件の 中で成 、

’
：して い る の か を考え る に は，比 校行動

学的研究 か らの 知 見 も重 要 で あ 〈p 。た と え ば，刺 激間 の

関連性を捉 える能力 ，
こ れ は す な わ ら概念 の問題 と い っ

て い い だ ろ ） 。 条件弁別課遺 に お い て．訓練 さ れ て い な

い 刺激
．
ヒ ッ トに も派生的な 刺激間関係が成立す る場合，

こ れ は刺激等価性 と1呼ばれ る 。
ヒ トの 場合 、よ，刺激等価

性 が ほ ぼ戊立 す る と さ れ る （Yamamdo ，1994｝ロと こ ろ が

ヒ ト以 外 の 場 合 に は こ れ が 成立せ ず，特 に 対称性 に お い

て 門題 が あ る と の 報告 が こ れ ま で
一
貫し て なされ て き た

（Dugdale ＆ Lowe ，　L【［00V： 一）
。 こ れ に 対 して

， チ ン パ ン ジー

を対 象 に ，三 次 元 物体 を 用 い
， 各刺激 の 空門配置 や組立

反 応 の 要求，などの 実験変数を 導入 して も刺激等価性 の

成立 （k 　
・
“tgl　［D は碓認 で きず ， 動 物 に は 困難 で あ る と考

え られ た。ヒ ト幼 児の 場合，分類学的 カ テ ゴ リ （バ ナ ナ と

ミ カ ン ，サ ル と イ ・ な ど） が 形 成 され る 以前 こ
， 同じ吻 面 で

出現 す る もの を ひ と ま と め に しt り （相補的 カ
ー．

ゴ リ，た と

剛 よ，サ ノ吐 バ ナ ナ〉，あ る特定の 場 面 に お い て だ け あ て は ま

る カ テ ゴ リ 〔sl “ L−fi］ler カ テ ゴ リ，　 t’．え ば
“
動物 園の

’「
サ ル と キ

リ ン ） が 形成 され る と言わ れ る （Lucariello＆ Nelson ．1985）。
こ れ ら は，空 間的近接性が 大 き な役割を果 たす と考え ら

れ ， チ ン パ ン ジーに お い て も刺激間関係 の派生的成 立に ，

空問 的近接性 が 促進的影 響を 及 ぼ す 事 が 示 さ れ て い る

（Tanak 烈 ，
1995）。三 次 元 物体 を用 い る こ と は，空間的 に 近

づ け る行為を 必然 的 1 生 じ さ せ る こ と とな る は ずで あ る

が， こ の 実験 で は そ の 影響は見 られ なか っ ！tr　L．と に な る。
こ う した 矛盾を どの よ う に 説明 で き る か に つ い て は，今

後 の 検討を待た な ければな ら ない
。

　 も っ と高 次な推論能力 に つ い て ，幼児 以 降の 発達 で は

ど うな の だ ろ う か 。条件推論 ， す な わ ら，P な らばQ と

い っ た 推論 に 関す る研究 は ， 4 っ の 推 理 式 に 対 し て 正 し

い 推
：
侖を 行 う能力 と し て 検討さ れ て き た 。その うち ， 後

件 肯定 （1 な ：set
’
Q で あ る tt す’S わ ち，　Q で あ る と い う前提 。。侖理

的 に 不定 と L ）結 論一P とは 限 ら な い ，に 至 る ） と前件否疋 （P

な ら ば Q で s ） る。P で な L とい う前提，。侖哩的 に 1
．
定 とい う結 論

一Q
とは限 ら な い ，に 至 る ）に つ い て ， 肯定式 も否定式 も 4 ， 5

歳 で も正 しい 推論 を 導 け る と の 先行研究が あ る もの の ，

後件肯定 ・前件否定 に つ い て は ， 12歳 ま で は 正 し い 推論

が 導 け ず ，大人 で もで き な い こ とが あ る と の 指摘 が あ り，

こ の 問題 に つ い て，大宮
・
内 田 （2001，〉は if−then 形式 の 推

論 で 幼 児 が 失敗す る の は ， 認知的 負荷 が 商 ≠ぎ る た め で
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は な い か と考え た
。

こ の根拠は， 4歳 く ら い ま で に ，カ

テ ゴ リ所属を帰納推論 の よ り ど こ ろ と して あ る程度利用

で き る こ と が 示 さ れ て お り 〔Ge！man ＆ Mar・kman ，ユ986），

後件肯定 や 前件否定 に お い て 止 し し 推論 を導 く た め の 本

質的思考方略 は カ テ ゴ リの 包含 ・
陥層関係 に 基 づ い た代

替例の検索 と考 え る こ と が で き る。 こ の よ うな こ と か ら，
か な り早期 か らカ テ ゴ リに よ っ て 区別 し て い る と考え ら

れ る生物一
非生物 の事例を 用 い て 課題 を構戊 し， 3 〜 5

歳，小 2 ， 小 4 ，小 6 ，大学生 に 実施 し て い る 。
こ の 結

果，後仆肯定 も前件否定もともに年齢に 伴 っ て 正 しい 推

論 が 可能と な る こ と は確認 され な か っ た も の の ，理 由づ

けの プ ロ トコ ル カ う，幼 児 で も正 しい 推論 を導け る可能

性が 示唆 さ れ て い る 。 こ の よ う な成人 に 至 る ま で の 発達

に お い て ，
い つ ど の よ う に で き る よ うに な る の か を問越

とす る の は．簡単 で は な い ，、幼 児 に も成 人 に も可能な課

題 を nX 疋 す る こ と 自体 に 多 くの 困鼎 が 伴 う こ とが あ る 。

しか し，こ の よ う な積
．
み 重 ね は 今後 も必要 な も の で あ る

とい え る 。 推論過程 に っ い て は，Evans （1989）が ， 注意

を向 け る力向を決定する前意識 的過和 で あ る ヒ ュ
ー

リス

テ ィ ッ ク 段階 と，推論 が 実隙 に 引 き 出 され意識化さ れ る

ア ナ リテ ィ ッ ク な 段階 の 2 つ に 区分 して い る。大宮 ・内

田 （
’
・oo2 ）の 研究 に お い て．直観的 な判断の言語化 しか で

き な か っ た 子 ど も は，本来利用 可 能 で あ っ た ア ナ リ

テ ィ ッ ク な過 程 で の 修止 チ ？ ン ス を 利 用 で き な か っ た

（判断後 に ］回 だ り理 内 を 1− 　th／　； い る）わ けで ，そ の 意味で，思

考力略が未熟 で あ る と解釈 爬 き る と して い る。 こ の よ う

な 2 つ の 段階 モ デ ル で 考え る な ら ば，高次 な 認 知過和 を

よ り詳細 に 捉 え る視点が 捉供 され る とい っ て い い だ ろ う。

　 子 ど もの 認知発達は ， 描画活動 を通 して も捉 え る こ と

が で き る 。 特 に 幼児期 に は ， 知的 リア リ ズ ム に み られ る

よ う に 知識 が 過剰 に 行動 に 制限 を加 え る こ とが あ る。田

冂 （川 a ）は， 4〜 6歳
．
の 幼児に お け る 知的 リア リ ズム に

よ る 描画 を検 討 し て い る 。知 的 リア リ ズ ム は 子 どもの 自

己中心性や 論理 的操作の 未熟 に 起因す る と の 考え方が あ

る
一

方 で ， 標準型を優先 し て nv　L一う と す る 「標準型志向
の 産出上 の 誤 り （productiun 　 er ［

・
。 r　ill　rav。エ

・
or 　 cELn （）nica ］ity〕

と捉 え る見解 もあ る （Freeman ．　LgSU｝。 さ ら に，対象周有

の情報 を 伝 え よ う と意図 した コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン 型 の 描

画反応 で あ る と考 え る 研先者も い る 〔八 木・
中 澤，］Cj86）

。 こ

れ を確認 す る た め に ， 描画対象 の 呈示条件を変える こ と

に よ っ て ， 対象 に 関す る知 識量 を操作 して い る。こ の結

果， 4 歳児 で は 自分 の 内的 モ デル に 基 づ い て描か れ た 標

準型 の 描画 反 応 が 多く見 られ，対象固有 の 情報 は あ ま り

考慮 さ れ て い な い の に 対 し て ， 5 歳 児 は ， 対象固有 の 情

報 を考慮 した コ ミ ュ ニ ケー
シ ョ ン 型 の描 画を多 く示す よ

うに な っ て い た。た だし，こ れ に は 個 人 差 か あ り，一
般
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的な発達 と結論づ け る こ と は 困難 で あ っ た。同様 に ，田

口 （200ユb＞で は ， 描面 に お け る三 次元空間 の 位置関係 を二

次元 に 置き換 え る作業 を子 ど も達が どの よ うに 行 っ て い

る の か を検討し て い る。三 次元空間の 位 置関係 を そ の ま

ま冉構成 す る 課題 と描画課題 との 関係を， 3〜 5歳児 に

実施 し，描襾課題 に お い て は，象徴型 ， 標準型 ， 情報 型

の 順 序で の 発達 が み ら れ，再構成課題 は い ずれ の年齢で

も描画課題 よ り も成績が よ い こ と が 見 られ た 。た だ し，

再構成課題 で 誤反応 を示 し た 子 ど もは ， 空間関係 を考慮

す る こ とが うま くで き て い な い と 思 わ れ， こ う し た 子 ど

もた ち は，描画課題 で は 象徴型 や標準型 を示 して い た 。

知 的リ ア リズ ム 反応 で あ っ て も，年長児の それは 情報型

で あ っ て，自己視 点 か ら の 奥行き関係 を表現 しよう と し

て い る もの と 理 解 さ れ た。 こ の よ うな発達時期 の タイ プ

の 違 い は，単に結果 と して み られ た と い うだ け で は な く，

そ れ ぞ れ の 時期 の 子 ど も の 方略あ る い は，認知 の構造化

か ら必然的 に 導 か れ る もの で あ る と考 え ら れ る 。 そ の 意

味 で ， こ う した 順序性 の あ る 発達変化 を引 き起 こ す背後

の メ カ ニ ズ ム をよ り詳細 に捉え て い く こ と も今後 の 課題

か も し れ な い
。

IV，自己
一他者の 関係性 に おけ る発達

  　関係性の 発達

　生後 1年目に 生ず る 発達的変化 の 中で ， 特に 注 目す べ

きは，生後 9 か 月頃 に 見 ら れ る変化 で あ ろ う。 こ の 時期

に どの ような組織化が生ず る の か，その 結果 と し て 何 が

もた ら さ れ る の だ ろ うか 。生後 9 か 月 に 見 られ る二 項関

係か ら三項 関係 へ の 発達的変化 を問題 と した 塚 田 （20〔m

は ，
そ こ に 関 わ る 要 因 と し て ，

一
つ に は 親 の はた ら き か

け の 重要性を考 えた 。 こ の 時期の 親 の 関わ り は 「支え ら

れ た 共 同 の 関わ り」と呼ばれ る形式を も っ て い る とい え

る （Adams ・ n 、1996／
’
1999）。また そ の

・・
方 で ，子 ど もの 側 の

応答性 も 関連す る こ と が示唆 され て い る （鯨 岡，1999）。乳

児 の 外界 へ の 興味 の 持 ち 方 そ の も の が 変わ り，他者を 意

図的行為者 と し て 理 解す る ように な る こ とが こ う し た変

化 の 背後 に ある と い え る。 7〜12か 月 の 子 ど も と そ の 母

親 の 縦断観察 を行 い ， 1秒単位 で の マ イ ク ロ 分析を行い
，

さ ら に ，二 項 的相互交渉 と 三 項 的相互交渉 の 状況 を詳細

に検討 して い る． 6 か 月頃 か ら生後 1年ま で の 二 項 か ら

三 項 へ の 移行 に は ，発達的な ギ ャ ッ プ が ある こ と が指摘

され て き た v す な わ ち ，
6 か 月以降 の 二 項的相互 交渉 が

徐々 に 減少す るの に 伴 っ て 三 項的相互 交渉 が 出現 す る わ

けで は な く．
1 歳頃 に な る ま で 乳 児 が 対 象物 と 母親 の 両

方 に 注意 を 向け な が ら関わ る こ とは十分 に は 見 られ な い
。

し た が っ て ，こ の 間 は 乳児 の 注意 の 方向に母親 が合わ せ

る こ と で 三 項的相互 交渉が 可能 と な る と さ れ て き た。し

か し，こ の 研究 に お い て は ， 母親 が 対象物 を使 っ て 誘 い

か け る と乳児も注意 を向け て 三項的相互交渉 が 展 開さ れ ，

乳児の 応答性 の 変化 が 二 項 か ら三 項 へ の 移 行 過程 に お い

て 重要 な役割を果た して い る こ とが 示 唆 さ れ た。こ の こ

と は ， ま さ に 両者 の 関係形成 に お け る ダ イ ナ ミ ッ ク な 下

位 シ ス テ ム 間 の 相互作用 と して 捉 え る こ とが で き る だ ろ

う。

　 こ の ような親 亅
t一
の関わ りに お け る変化 に は文化が どの

よ うに 関与 し て い る の だ ろ うか 。高 田 〔2002｝は ， 南部 ア

フ リカ先住民 で あるサ ン に お け る親子 の 関わ りを捉 え ，

特 に 養育行動 と し て み ら れ る ジ ム ナ ス テ ィ ッ ク 縣 の 上
一
（
一

抱 き上 げ，立 位 を保 持， あ る い は 上下 運動 させ る
一

連 の 行 動，牛 後

数 週 聞 か ら行 わ れ て い る ｝ と授乳 に 注 目 した 。 新生児 は立位

の 姿勢を保持さ れ る と，歩行行動を伴 っ て 反応す る 渉 行

反射 〕。欧米 や 凵本で は こ うした歩行反射は，原始反射 の

1 つ と し て生後 2か 月頃消失 し，そ の 後 7か 月近 くまで

現 れ な い と さ れ る。した が っ て ， 初期 に 見られ る歩行反

射 と後 の 歩行行動 と は関係 が な い とみ な さ れ て い た。し

か し，ジ ム ナ ス テ ィ ッ クを続ける と ， 2 か 月 に な っ て も

歩行反射 は 消失 せ ず， 増加す る こ とが 見 ら れ る との 実験

研究 もあ る （Zeiazo 、　Zelazo，＆ Kolb、1972 ）。 ま た ， 授 乳 に

っ い て は ，

“
colltlnual 　feeders

”
と呼 ばれ ，母親は 短時間

に 頻繁 に 母乳 を与え る こ と が こ れ ま で観．察さ れ て い た。

生後 2〜 4 か 月 の 乳児 が い る家庭 を 数 回 ずつ 訪問し，観

察 を継続 し た中で ， ジ ム ナ ス テ ィ ッ ク に つ い て は ， 乳児

の 歩行行動 を 引 き 起 こ し，生後 2 か 月以 降 も消失し な い

こ とが 確認 さ れ た 。 こ の こ とは，歩行反射が 生得的に 消

失す る よ う に プ ロ グ ラ ム され て い る の で は な く，周囲 の

関わ り方 に よっ て出現す る か どうか が 決 ま る柔軟 な 行動

だ と い う可能性を 示 す とい う The ！en （1986）の 研 究 と も
一

致す る もの で あ る。また ， 授乳 の 休止期間中 の ジ グ リ ン

グ は文化 の 影響 を受け た 多様 な養育行動 の 1 つ で あ る こ

とが 示 唆 され た 。乳児 の む ず か り が，養育者 の 何ら か の

養育行動 の 契機 と な る こ と で は 文化問の 共通性は 高 い だ

ろ うが ， そ こ で ど の よ うな養育行動 を 起 こ す か は，文化

に よっ て 異 な る と考え られ る。そして，そ れ は乳児 と周

囲 の 人 と の関係 を特徴 づ け る もの とな り ， その 後 の 相互

作用や発達 の 方向に も影響す る と考 え る こ と も で き る だ

ろ う 。 子 ど もの 発 達 の 文化的構造 を検討す る た め の 枠組

み として ，物 理 的環境 ， 信念体 系，行 為 実践 と い う下位

シ ス テ ム か らな る 発達的ニ ッ チ と い う概念 を，Super ＆

Harkness 〔1986） は提唱 して い る 。

  　関係性 の 中で の 自己一他者理解

　 1歳す ぎか ら 2 〜 3歳 に 現 れ る 子 ど も の 自己 の あ り よ

う を詳細 に 記述 し よう と す る様 々 な試み があ る が，石野
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〔2001）の 論文 で は ， 保育者と の 関 わ りの 中で，「自己主張 」

す る
．
チ ど も と それ を 1

．
調整 1す る保育者 ， さ ら に そ れ を

「自己意識」に 取 り入れ，他者や 広義 の 仕会通念 を受 け と

め，理解，認識す る よ う に な る ア ど も とい う構図 の 巾で ，

保育者と の 関 わ りの 中 で 子 ど もが 「自己意 1敵」 を体制化

し て い く過程 と し て 。 L 述 し よ う と して い る 。 子 どもの 反

抗的 ， 自己主張的振舞い と さ れ る もの が，実 は ， 保育者

に 対 す る 深 い 依存の 発露 で あ り，保 育 者 も ま た
，

そ の 双

方に 酉L慮 して 関 わ ら ざ る を f号な い 状態 と な っ て い る。 こ

う し た問題を，事例 を
．
」
．
寧 に 見 て い く 中で 達成 し よ う と

す る もの で あ る 。 2 〜 3歳 の 時期 の 子 ど も は ， 他者 と は

際立 っ 形 で，自己を強 く押 し出しっ つ も，親 し き 他者 と

して の 休育者 に 受 け入れ られ る 」 と に よ っ て の み ，自己

で あ り得 るよ うな脆弱さ を抱え て い る こ とが 示 さ れ て い

る。そ こ で ， 保育者 は
， 子 ど もの 自己 の 押 し出 しに 対 し

て ， 調整的 に働 き か け つ つ も，そ
’
の 背後 に あ る自己 の 脆

弱 さ に 配 慮 し て 受 け入れ て い くの で ある r，こ の 時期 の 「自

我 二 重性 亅は ， 子 ど もの 自己意識 の 体制 を特徴づ け る と

と もに ，生涯 を 通 じ て 機能 す る自他 の 基本構造 と して位

置 づ けられ る とす る。自我 二 重悟 と は，＜「自9£ ，

i−
「窮 2

の 自我 ＝内的他者」〉の 重 性 侵 し て こ の 1
一
内的関係」と 「現

’
X の 関係 1の 二 剄 ＋〕を獲得 した状態 を示 す と し て い る，，保

育者 と子 どもに み ら れ る関係 は，「主体問 の 両蓑的 な 力動

的関係」で あ り，＜自らを押し出 し枳手 を巻 き込 み，収 り

込 も う と す る 力 ： 「自己 」の 押 し出 し （1
一
他者一刎 励 込 み ）〉

と く相手 に 巻 き込 ま れ
， 取 り込 ま れ る 力 ： 「他者」へ の

取 り込 ま れ （「自己」の 萎緬 〉 とが 相 互 に絡み 合い つ つ 表裏
一

体性 を な し て い る とす る 。 こ の よ うな解釈的論文は と

もす る と説得力を欠 くこ とが 多 い が ， 石 野 の 論文 で は，

事例 の 」寧 な検
『
寸が ， 読 み 手 を 納得 さ せ

， そ こ に 描き 出

そう とす る構図 を明瞭 に 示す こ と に成功し て い る と言 っ

て よ い の で は な い か 。

　自己 は ， f也者 と の 関係 の 中で体制化さ れ る と同時 に，

時間 の ii
．
1で も体制化 さ れ る もの で あ る。　 Neisser （IYLSS）

は ， 時閤的 に 拡張 さ れ た 自己 の概念 を出 し，
こ れ に 基 づ

き Puvinelli，　Landau ，＆ Perill。 ux （19L）ti｝ は，過 去 ・現

在 ・未来 の 自己状態を札1互 に 結び っ け，時間的 に
一

つ の

連 新帯 をな 1
一
もの と し て 自己が 表象 され る こ と を示 し た。

こ れ は．自伝的記憶 の 発⊥ と も 丿 なが る もの で も あ る 。

木 下 （20〔）1）は ， 3〜
一
茂児 に 遅延 ビ デオ 映像認知課題 を

実施 し，「あ る 特定過去時点 に 自分 に 起 こ っ た こ と」の 認

識 が 成立 し て い る か ど うか を検討 し た 。 4 歳児で は マ
ー

ク テ ス ト に 通 過 で き る よ う に な る も の の
， 自分自身が

マ
ー

ク に 気 づ し た 時 点 を特定 す る こ と が で き な L 者 も

あ っ た。同
一

の 出来 事 で あ v て も複敬 の 町間的視点 が 存

在 し，そ の 相対的 関係を 理 解 す る こ と を 時間的視点取得

（McCormack ＆ Hoert，1999 ） と言 うが ， 4歳頃 か ら t＿う し

た認識を 発達さ せ る と考え る こ とが で き る。遅延 ビ デ オ

映像課遺 は心 の 理論課遉 との 関連が 見ら れ，心 の 理論課

題 で 求 め ら れ る こ とが 今現 在 の 自己視 点 を離 れ て，他者

視点 また は 過去 の 自己 視点 か ら 現 実 を捉え 直す こ とを求

め て い る の だ と考 え れ ば， こ れ は 当然 の こ とで あ る。し

た が っ て，自他間 で の 視点取得と肝問的 な 視点取行 は ほ

ぼ 同時期 に 発達 し始 め る と考え られた。「過去」と い ）特

定 の 時間が心的に 発生 し，自伝的記憶や 自己意識 が 発達

して い く前提条件が こ こ に ある とい え る 。

　 こ の よ う な 形 で 自己 を時間軸の 中 で 捉 え る こ とは ， 子

ど も の 為 り に お け る 自己 に も み る こ と が で き る 。 「わ た

し i と い う こ と ばを通 し て幼児期の 子 ど もが ど の よ う に

自己 を
．
吾る の か を ， 丹念な エ ピ ソ ードを 通 して 描 い た の

が君田 （2川 ）で あ る 。
＿う し た 研 究 は ，子 ど も の 生 活状

況 の中で 子 ど も を捉 え る 視点 が な け れ ば 成 り立 たない も

の で あ る。

（3） 他者 と関わ る こ との 発達

　幼児期 の 他者 と の か か わ りに つ い て 取 り上 げて い る 研

究が い く つ か あ る の で ，こ れ ら に つ い て 見て み ようc ま

ず，親子 関係 に お け る 親 と の 関わ りが 子 ど も の社会性 に

ど の よ ）な 影響 を与 え る か を取 り上 げた 加藤 ・石井 ・牧

野
・土 谷 〔LOO2） が あ る 。 こ こ で は ，父 親 の 育 児 か か わ り

を取 り上 げ，fit親 と父親 の 夫婦 と し て の 会話 を指標 と す

る家族内関係 の 影響を見 て い る、，す な わ ち ， 3歳児 の 社

会性 の 発 達 に お い て ，父親の 育児 か か わ りの 要 因 が 影響

を与え て い る こ と が 示 さ れ，さらに，間接的要 因 と して ，

夫 婦 の 会話 の 頻度が 父親の育児か か わ りに 関連 を示 して

い た。こ の こ と は ， 約 10　ij，
　i前 の データ （⊥992−・・19934 ，：］ホ

・

卜 D で も1997年〜1998年 の デ ータ （コ ホ ートの で も同様

に確 忍さ れ た。 こ の ような時代を経て の 研究 は 必ず し も

多くは な い 。社会 ・文 化 の 中で 私 た ち の 営み を捉 えよ う

とす る場合， こ うした視点 は 重要と い え る。

　また，幼 児期 の fl燗 入 りに 関 し て も子 ど も の 観 察 デー

タ か っ 捉え て い る 2 つ の 研 究 が あ っ た （松 11・無藤 ・門山，

L（］〔〕1 ；松 井，2001 〕
。 3歳児〜 4 歳児 の 2年間 ， 自由遊 び場

面 を 幼稚園 に お い て 観察し ， 仲間入 りの 方略が ど0）．よ う

に 変化す る か を 見 て い る。明示的方略 〔／
一
入れ て 一1と し ）な ど）

に 対 して は ル ーテ ィ ン 的 こ 「い い よ」「ダメ」な ど の 反応

が 返 さ れ る もの の ， 暗示的 方略 は 多様 で あ り，ど の 時期

で も最も多く使用 さ れ て い 厂　 こ う し た 知見 は 先行研究

とも共通 す る もの で あ る が ，こ れ らの 方略 の使用 が 年齢

とい っ た 認知発達 に よ る もの か，社会的経験 の 中 で 学習

さ れ る もの な の か
， あ る い は，個人差 に は何 が関与す る

の か は ， 子 ど も の 方略選択 を捉 え て い く上 で も必 要 な検
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討 か も しれ な い 。同 じ く 3 ， 4 歳 を対 象と して ， 小集団

で の 二 者関係の 成立 と優勢順位 に よ る 行動特徴 を観察 か

ら 導 き 出 し て い る の が 謝 ・山崎 （LOol）で あ る 。 優勢順位

が 集団内の 社会的行動 を制御す る こ と は 3 ， 4 歳 で す で

に 現 れ ， 親密度 の 高い 二 者関係が優勢順位 の 変遷を促す

可能性あ るい は ，
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 も示 され て い る 。

　幼児期以 降 の 発 達 に お い て ，他者 と の 関係の 中で 自己

を捉え る こ とは ， 社会的比較 の 観点か ら も 見 る こ とが で

き る v 外11］（2り〔）1） は．年長 児，小 1，小 3 ，小 4 ，小

5 ，小 6 を対象に し て ， 面接 （小 4 の
一
郡 ま 酒 また は 質問

紙 に よ っ て こ れ を捉 え よ う と した。幼稚園年長児で も，

直接的 な 比較 0）発話を行 う こ とに つ い て は 否定的で あ り ，

友達 に こ う した 発話 を さ れ た 場合 は ， 約 6 割 が ネガ テ ィ

ブ に 捉 えて い た 。 そ して ， 学年が ヒが る と こ の 行 動 が 他

者 に 与え る影響 に つ い て 認知 す る よ う に な っ て くる こ と

が 示 さ れ た。社会的比 較 （s・cial 　compa1
・is・ 11）は ，自分 と他

者 を比較す る こ と の 総称 で あ り，社会的比較 に よ っ て ，

私 た ち は 自己の 確認 を す る とい え る。

V ．お わ りに

　発達 と い う変化が どの よ うな要件 に 影響さ れ る の か
，

そ こ に ど の よ うな
．
ド位 シ ス テ ム の複合的働 きが あ る の か ，

な ど こ れ まで の 発達研究で は ， 変化 の プ ロ セ ス の記述 が

主 眼 と な り ， そ の メ カ ニ ズ ム に つ い て は 必 ず しも迫 り切

れ て い な い 部分 が あ っ た 。 記述 に つ い て は，質 的 な ア プ

ロ ーチ の 中で ， 解釈的 な記述 が 多く み られ る よ う に なっ

た
一

方 ，
シ ス テ ム を詳細 に 捉え る試み や シ ミ ュ レ ー

シ ョ

ン に よ っ て さ ら に 確認 する試 み も 見 られ 始め て い る。こ

れ ら の新た な 芽 の 中 で ，再度発達研究 の 捉 え直 し を しっ

つ ，今後 の 発展に 期待 した い 。

引 用 文 献

Adamson ，　 L ．　 B． 1996 　Co”w
・
コv．n・zicati ／o・n 　 develo卿me7i ．t

　伽 ゆ 姆 〃癩 η c：y．Boulder，　Colo：Westview 　Press，（大

　藪 　泰 。田 中 み ど り （訳）　 1999 乳児 の コ ミュ ニ ケー

　 シ ョ ン 発達
．一こ と ば が獲得さ れ る ま で

一
　川島書店）

Bruner，」．　 S．　1990　Act．s／ o．f　meani
’
ng ．　 Calnbridge：

　 Harvard 　Universitv　Press．

Dugdale，　N ．，＆ Lowe ，　C ，　F． 200〔｝ Test｛ng 　f｛）r　sym −

　metry 　in　the　conditional 　discriminations　of

　 language −trained　c．hirnpanzees．　 four・na ！　of 　the

　 E 翊 画 耀 融 π ご4 ヲzαち檎 Of　BelUivior，73、5−22．

Ederrnan，　G 、　M ．　1989　〈JeZt．rai ρ御 7擁 多z島” z．　 London ：

　 Oxford　 Uni＞ersitv 　Press．

Elman ，　J、　L．，　Bates，　E ．　A ．，　Johnson，　M ．　H ．，　Karmiloff一

　Smith，　A ，，　Parisi，　D ．，＆ Plunkett．　K ．　1996　Retlzin・

　Jeing　 e／
’
nnateness ： Aoo 朋 召ε伽 癬 ∫∫ 加 煙 eご’加 071

　develoPnzei・tt．　Carllbridge，　MA ； M 「r　Press、

Evans，　J．　St．　B ．　T ． 1989 　Bias 加 hu〃nan 　 1
’
e（tsoliiv・1．g．

’

　Cdluscts　and 　co」
・fseque ’

”zces．　Hil！sdale ，　NJ ： Erlbaum ．

Freeman ．　N ．　H ． 1980　，Stxatesiies　of 　J
’
F／Prese71tcttio〃2　i7z

　）
，θ tt

’
nsr　4瀲 ノ7覦 ．　London ：Academic 　Press．

藤 永 保 20｛〕1 こ とば は ど こで 育 つ か 大修館書店

Gelman ，　 D ．，＆　NiTarkTnan，　 E．　 M ．　」986　Categ（，ries

　 and 　i］コduct．ic）n 　in　young 　children ．　 Cognition，23，183−

　 209．

池上貴美子 　2002 知覚 の 初期発達研究に お け る新 しい

　動向　日本 児 童 研究所 （編）　児童心理学 の 進歩　2002

　 年版
一

　第 4］巻　金子 書房　Pp．262267 ．

石野秀明　20〔｝1　 2 〜 3歳時 の 子 ど もの 存在／ 自己 の あ

　 りよ う を記述 す る 試 み ：主体間 の 両義的な 力動的関係

　 と い う観点 か ら　発達心 理学研究 ，
12，110−122．

岩田純
一．・ 20〔］1　1

．
わ た し」の 発達　ミ ネ ル ヴ ァ 書房

加藤邦 子 ・石井 ク ン ツ 昌子
・牧野 カ ツ コ ・．ヒ谷 み ち子

　 2002　父親の 育児か か わ りお よ び 母親 の 育児不安 が 3

　歳児 の社会性 に 及 ぼ す 影響 ：社会的背景 の 異 な る 2 つ

　 の コ ホート比 較 か ら　発 達心理学研究，13，30−41．

木 ド孝司 2001 遅延提示 さ れ た 自己映像に 関す る幼 児

　 の 理 解 ： 自己 認 知 ・時間的視 点 ・「心 の 理 論」 の 関連

　 発達 心 理 学研究 ，
12，185−194．

Killsbou「ne ，　M ・，＆ Hiscock，　M ．　1983　The　 normal

　 and 　deviant　devel〔♪pmellt　ef　functional］ateraliza −

　 tion　of　the　brain．　In　P．H ，　Mussen （Ed．），　Handbook αズ

　 c
．配」4 ヵ＄｝

・
cholog ：

’．　VoL2 ．　New 　York ：Wiley、　Pp．157−

　 28〔〕．

小西行郎　1999　胎 児 ・乳児の 運動能力　正 高信 男 （編）

　 赤 ち ゃ ん の 認識 世界　 ミネ ル ヴ ァ 書居 　Pp．149 ．

鯨 岡　峻　1999　関係 発 達論 の 展開　ミ ネル ヴ ァ 書房

Lenncberg，　 E．　 H ．　1967　Biologica！fott’ndations 　6ゾ

　 lan
，gt・｛age ．　 New 　York ；Wiley ．

Lucariello，　J．，＆ Nels　on ，　 K ．　1985　Slot−fillel’cate −

　 gories　as 　melnory 　organizers 　for　young 　children ・

　 Deveto≠）nt．ental 　P桐yolzo〜ogy 、21，272 ・282，

松井愛奈　2001 幼児 の 仲間 へ の 働 き か け と遊び場面 と

　 の関連　教 育心 理 学研究 ， 49， 285294 ．

松 井愛奈 ・無藤　降 ・門山　睦　2001 幼児の仲間 との

　 相互作用 の き っ か け ：幼稚園 に お け る 自由遊 び 場 面の

　 検討　発達心理学研究，12．195−2〔〕5．

McClellalld，　 J．　 L ．　1999　Co2痂 オガ齠 　
・
i
・
n．θdteliitg，　 con ・

　 nectionist ．　In　R ．　A ．　Wilsol／ ＆ F．　C ．　Keil〔Eds．）The

　 MIT 　 en （」
Jcl

θPedia
’
Of　 thL，α 熈 ガ伽 ∫（伽 〜‘召s，　 Cam 一

一 54 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

　 bridge．　MA ： rx，TI［L
’
Press，　Pp．137−141．

McCormack 、　 T ，，＆ Hoerl，　 C，　1999　Memory 　 and

　 ternPoral 　perspec 亡ive： The　role 　of　teinPoral　frame −

　 works 　ill　memory 　development、1）8観 θカノ｝躍 フ漁 ’

　 Reviei，c．・，19，154−182．

Munakata ，　Y ，，　McCle ］1and，．］、　L、、　Johnson．　M ，　H ．，＆

　 Sieglcr，　R ．　S．　工997　Rethinking　infant　knowleclge：

　 Toward 　 an 　adaptive 　process　 acc 〔｝ullt　of　successes

　 and 　faHures　ill　oblect 　Pe「nlanellce 　tasks ．’旭漁 θ！（饗 ぽ一

　 ca ／　Re’vie’z・t・，104，686−713，

Neisser，　U．　1988　Five　kinds　of 　self．kno −
，］edge ．

　 P’z〃θsの 1加 z〜Ay 〔伽 」（即 ，1，35−59．

岡本 夏木　Lto（）］　発達研究 の 現在
一

内在的批判 と研究空

　 間 一
　II本 児章研究所 （編）　児童心理 学 の 進歩

一20〔］1

　 年版
一
　 第40巻 　金 ア書房　Pp ．2−24、

大宮明子 ・内 田 伸子 　20し12 子 ど もの 思考方略 の 発達

　
一

条 件推 理 課題 に お け る カ テ ゴ リー
化 に 基 づ く代替例

　 の 検 索
．
　 心 理 学研究，73，JO−47．

大森隆 司 ・
一
ド斗米貴 之　2000　文 法 を 利用 し た 語彙獲得

　 に お け る 加 速現 象 の 脳 モ デ ル 化 　認 知科 学，7
，

　 223−235 ．

Povinelli．　 D．　 J．，　 Landau，　 K ．　 R ．、＆ Peri］loux、　 H ．　 K ．

　 1996　Self−recc ）gniti⊂m 　　in　yl：エt111g 　children 　Llsing

　 dc］ayed 　versus 　iive　「eedback 　： Evidence　of 　a

　 devel〔｝pniental　asynchrony ．（：
’
hi！d　I）eve ！θP−i−i・ztnft ．67，

　 1540−1554．

Ruff，　 H ．　A ．，＆ Rothbart，　M ．　K ．　1996　4 故 ゴァπノθ刀 ガη

　 et〃か c！e ！．’ek ？pinent ’ 1
’
h繝 es （li

・
td

’
t，．ご隔 7’加 ∫．　 Nevv・

　 York ：Oxford　U 冂 iversity　l）ress ，

西條剛央 2〔）02 母子間 の 「横抱 き」か ら 「縦 抱 き 1 へ

　の 移行 に 関 す る 縦断的研究 ：ダ イナ ミ ッ ク シ ス ア ム ズ

　ア プ ロ ーチ の 適用　発達 心 理 学研究，13，97−1〔｝8．

境　敦史 ・曾我車 司 ・
小松英海　2002　ギブ ソ ン 心理学

　 の 核心　勁草書房

酒井邦嘉　2〔｝02　言語 の 脳科学
一

脳 は ど の よ うに こ とば

　 をうみ だ す か
一　巾 公 新書

坂 田 陽 子　2002　選択的注意 に お け る偶発文脈 の 有効性

　と沖意切 り替 え コ ン トロ ール に 関す る 発達的研 究 　教

　育心理学研究 ， 5‘），163．．174 ．

櫻庭京子 ・今泉　敏　2001　2 〜 4 歳児 に お け る情動語

　の 理解力 と表情 認 知能力 の 発達的比 較 　発達心理学研

　究 ，　12，　36　45．

謝　文慧 ・山崎　晃 　2001　 3
，

4 歳児の 友だち集団 の

　特徴 ：個 人行動 及び 二 者関係 と優勢順位 との 関運　発

　達心理学研究 ， 12， 24．35．

志村洋 子 ・今泉　敏　1994　乳児音声 に お け る感性情報

　 表 出 の 発 達 と 個 人 差 の 検 討 　音 声 言語医学，35，
　 207−212．

志 村洋子 ・今泉　敏 ・山室 1二晶　2（）02 幼児 に よ る乳児

　 音声 の 感情性情報 の 聴取特性　発達 心 理 学研究，13
，

　 1−11．

Super・C・M ・，＆　Hai
’kness，　 S．　ユ986　The 　develoP−

　 niental 　niche ： Acenceptua ］jzation　at 匸he　interface

　 of　 chi ］d　and 　cu ］ture．　htte’n ・zα t・irノァval　for．tr：
・
zril　‘ゾ Be ．

　 12av’io？’til　1：）e・iielθP’inctnt ．9，545−569．

橘 廣 ・摺砂真
一 2〔｝Ol 胎向 ， 生後 3 口以内 の 頭部

　 の 向き と，乳児期 の 手 の 活動 の 関係 　心 理 学研究，72．
　 177−185 ．

多賀厳 太郎　2002　眼球運動 と知覚 の 初期発達　「1本児

　 童研究所 （編）　児童 心 理 学の 進歩 ．2002年版
一　第 ・11

　 巻 金子 書房 Pp，24　’，−261 ．

Taga ，　 G ．．［kejiri
，　 T ．．　 Tachibana

，
　 T ．，　 Shimoj〔）．　 S．，

　 Socda，　 A．，　 Takeuchi．　 K ．，＆　Konishi，　 Y ．2002

　 Visual　featur巳 binding　in　curly 　in「ancy ．　Pεπ 罅）tiO〃・t，
　 31、273−286，

田 ［ 雅徳 2001a 幼児 の 描 画行動 に 関す る 発 達的 研

　 究 ：描画対象 に 関す る知識は視覚的 リア リズム を妨 げ

　 る か ？　 発 達 心 理 学研究 ，
12

， 2〔｝6−215．

田 ［ 雅徳　L？UCHb　幼児 に お け る 重な り合 っ た 2 つ の 対

　 象 の 再構成と描画 に 関 す る発 達的研究　教育心 理学研

　 多忌，　49，　337−346．

高 田　明　2002 サ ン に お け る 養育 行動 と そ の 発達的意

　 義 ： ジ ム ナ ス テ ィ ッ ク ・授乳場面 の特徴 発達心理学

　 石ヲ「究，　13，　63−77．

Tanaka ，　M ．　1995　0bject　sort．ing　il／　chin ユpanzces

　（Pan　troglodytes）： Classification　based （m 　physical

　 identity，　COmplemen 亡arity 、　and 　familiarity．　JOurna！

　 ご2プ　Co刀 nPtw
’
（ztit．，e　ノ〜ミソごゾ友フ λ々gy．109，151−161．

Thelen ，　E．　1986　Trcadmi ］1−elicited 　stepping 　fn

　 seven −nionth −old 　infants．　（二：h17d　／）et．，egtフPTコ・IF／：2t，　57，
　 1498−15〔｝6．

Thelen，　E，，＆ Smith，　L．　B．　1994　A4 四 α〃πで
1
ミysた〜7γz∫

　α妙 ノ侃 ぬ ・sto 　 the ‘〜ρ副 ゆ ’糊 臼 ゾ α乳9纏 翻 r〃 z4

　 clctl／07z．　Massachusetts： MIT 　Press．

富田昌平　2〔〕Ol 幼児の 心 的な比喩 の 琿 解 ：心 は 容器 か
，

　物体か，動作主 か 〜　発達心理学研究，12，228238 ．

友永雅己 ・伏見 舞夫　2（）02　チ ン パ ン ジー
に お け る 3 次

　元 物体 を 用 い た 条件性弁別 と そ の 転移　心理学研究 ，

　 73，　11工
一120．

外 ll」美樹　2001 幼 児 ・児童 に お け る 社会的比較の 発達

　的変化
一

認矢口，感 ↑青， 行
二
動 1の 観点 か ら

一　教育心理 学

　研
・
究 ，　49

，　5〔｝（［−507 ．

一 55 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

教 育 心 理 学 年 報 第 42集

塚 田 み ち る　2001 養 育者 と の 相互作用 に み られ る乳児

　の 応答性 の 発達的変化 ；二 項 か ら三 項 へ の 移行 プ ロ セ

　ス に 着目 し て　発達心 理 学研究，12，1−11，

都築誉史 。河原哲雄
・楠見　孝　2002　高次認知過程 に

　関す る コ ネ ク シ ョ ニ ス トモ デル の 動向　心理学研究 ，

　 72，　541　555．

八 木 龍浩 ・中澤　潤　1986　写実 的描画 の 発達 と課題設

　定の 効果　日本教育 心 理 学 会 28回 総会 発 表論文 集，

　 9899 ．

Yamamoto
，
　J、　1994　Functional　 analysis 　of 　 verbal

　behavior　ill　handicapped　children ．　In　S．C．　Hayes ，　L．

　J．Hayes ，　M ．　Sato，＆ K ．　Ono （Eds．），　Behat；ior　ana 　／y−

　∫isげ ta7igttage　and 　cogniti θ n ．　Rello，　N　V ：Context

　 Press．　Pp ．107−122 ．

Zelazo，　P．　R ，　Zelazo，　N ．A ．，＆ Kolb ，　S、　1972　
“Walk ．

　 ing’
1
　in　the　ne “ ，bern．　Science，176，314−315，

56 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　


