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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 社会情動的発達研究の動向を探る
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一

松 　永　あけみ

（群馬大学）

1 ，は じめ に

　本稿 で は ， 日本 の 乳幼児期 を対象 と した こ の 1 年問 の

発達研究 を概観 し， そ の動向と展望を考察す る 。 しか し，

今年 1年を概観す る だ け で は 動向 を 浮 き彫 り に す る こ と

は 難 しい
。 そ こ で ， 初め に わ が 国 の 過去 の 発達研究の 大

枠で の 流れを概観 しつ つ
， そ の 流れ の 中で 今年度 の 研究

動向を考察 した い 。そ の た め の 方法 と し て ， こ れ まで の

教育心理学年報を読み 返 し て み た。教育心 理 学年報に お

い て，最 近 1 年 間 の 研究 動向を概観す る と い う形 式 に

な っ た の は，1986年度か らで あ っ た。そ の後の 年報 で 指

摘 され て きた点を辿 っ て み る と，2002年度 の 年報 鰍 野 ）

の 冒頭に「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」 と記 述 され て い る が，ま さ に，発達研究 の 目的 と

そ の 方法論 に 関す る問い が一
貫 して な さ れ て きて い るよ

うに 思 う。

　発達研究 の 目的 に 関し て は ， 種 々 の 発達現象を時間軸

に そ っ て そ の 変化 の プ ロ セ ス の様相を 明 ら か に す る こ と

をめ ざ す研究 と発達 の メ カ ニ ズ ム の解明を め ざす研 究と

が 考え られ る。そ して ， 前者に 比 べ 後者を真正面 か らめ

ざす研究が 少な い こ と が 指摘 さ れ て い る （遠 藤，1998 ；荻

野，2003）。

　方法論 に 関 して は ， 1986年度の 年報 （飯島）で 生態学的

研究の重要性 が 指摘 され て い る 。 続 い て ， 次年度の年報

紳 副 に お い て は，生活 の 場 で の 子 ど も の 姿 を捉 え る こ と

の 重要性が指摘 され ， 同時 に ，子 どもの 姿 を き め細か く

観察す る とい う観察研究 と実験的研究 とが 両輪 に な っ て

相補的 に進 め られ る べ きだ と述 べ られ て い る。さ ら に ，

1991年度の年報 （佐々木）で は観察法 に つ い て観察者側 の

主眼 の 成熟度 に 基 づ く客観性 の 追求 が 問題 に な り始 め た

と記述 さ れ ， 生 き た 子 ど もの 姿 の 観察法 の 在 り方が本格

的に検討 さ れ 始 め た こ とが 窺 える。また ， 1993年度年報

嘛 生 ）で は
，状 況 の 中で 生 き て い る 姿 を標本 と して 殺 して

し ま う こ とな く生 か した ま ま で どの よ うに 対象化 して 研

究し て い け る か が 重要 な課題 で あ る と指摘さ れ て い る 。

その 後 の 年報に お い て も，文化 ・文 脈的 な 視点 を取 り入

れ る こ と の 重要性が 指摘 さ れる （園 田，2000）な ど ， 社会文

化的影響が 埋 め込 まれ て い る現実の 日常生活 の 中 で 生 き

る子 ど もの 姿を捉える こ との 重要性が強調 さ れ，同時 に

横断的 に しろ縦断的に し ろ 自然場面 で の 観察研究，さ ら

に は事例研究や質的研究が 増加 して きて い る ように 思 う 。

こ れ に対 し て 2001年度 の 年報 （岩立 1で は，主流 に 流 され

ず 目的 の 解明に む け て常に 方法 を問 い 直 して い く必要性

が 指摘さ れ て い る。

　方法論 に 関 し て は ， も う一
点特筆す べ き点が あ る 。 そ

れ は，上記 の 点 とも関連 す るが ，発達 に お ける「関係性」

へ の視点の 導入 で ある。1994年度の年報 （久 世）で初め て

関係発達論 や間主観性に っ い て触れ ら れ，続 い て 1996年

度 （高 橋）お よ び 1997年度 （遠藤）で は タ イ トル に 関係性 と

い う用語が使用さ れ るな ど，関係性が発達研究に お け る

キ
ー

ワ
ー

ドに な っ て き て い る こ と が 窺 え る 。 し か し ， 両

年度で は，関係性に 迫 っ て い る研究の 少なさが 指摘 され

て い る 。 そ して ，2001年度 の 年報 （岩 立 ）に お い て は，人

間 の 関係論的な理解が 発達心理学 の 領域 に 深 く根ざして

は き た が ，関係性 を捉え る方法論 の検討 が 必 要 で あ る と

指摘 さ れ て い る 。

　以 上 の よ うに 発達研究 の 目的で あ る 発達的変化の プ ロ

セ ス と メ カ ニ ズ ム の 解明 の た め に ， 方法論 と して は社会

文化的文脈 を背景 に して，日常生活 に お い て 他者 と の 関

係性 の 中で 発達 し生 き る 子 ど もの 姿を い か に 捉 え ， そ し

て ， そ れをその まま研究 の対象と し て ど の よ うに 生か し

て い くか が今口 の 発達研究 に お い て 重要 な課題 に な っ て

い る と考 え られ る。以下 で は ，
こ れ らの 点を踏 ま え な が

ら，さ ら に ，新 しい 動向 を探索 し つ つ ，こ の 1 年の 発達

研究 を概観し て い く。

　な お ， こ こ で は，2002年 7 月〜2〔｝｛〕3年 6 月 ま で 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 と

い う 3 つ の 学会誌 に 掲載 さ れた 研究論文 を中心 に 取 り上

げ ， そ れ との 関連で ，そ の 間 に 開 か れ た 日本 心 理 学会 第

66回大会，日本発達心理学会第14回 大会 ， お よ び 2003年
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8 月 に開か れ た H本教育心理学会第45回総会で の研究発

表 を取 り上げる 。 また ， 全 て の 領域を カ バ ーす る こ とは

困難で あ る の で ， 例年 に な ら い 概観す る領域 を筆者の 関

心 と昨年度 の 年報 で 取 り上 げ ら れ て い る領域 （運動 認知・

言 語 発 達 の動 向〉との 関連 で，他 者と の か か わ り と 自他 の 理

解 を中心 と し て ，社会情動的発達研究 に つ い て概観 し て

い く。

II．発達を生み出す他者 との かかわ り

（D　大人 との か か わ り

  養育者の 主観的読み取 りに よるかかわ り

　他者 との か か わ りは ， 妊婦 の 胎児 へ の 意味づけ に よ り，

す で に胎児期 か ら開始 さ れ る と み る こ と がで き る。

　岡本 。菅野 ・根 ヶ 山 （2003 ） は，胎児 が 自発 的に動 き，

妊婦が そ の胎動を感じ， それ に つ い て語る こ と を胎児と

の や り と り と捉えて い る。そ し て ， 胎動 に つ い て の 妊婦

の語 りを胎児 へ の意味づ け と捉え， 妊婦 か ら み た 主 観的

な母子関係の 変化 を検 討 して い る。具体的に は ， 胎動 に

つ い て の 日記 を初産妊婦よ り得て ，
こ の 日記 に お け る 胎

児の か ら だ や 内的状態 などの 語 りを分析 して い る 。 その

結果 ， 2 つ の ターニ ン グ ・ポ イ ン トが 見出 さ れ て い る 。

第 1 の タ
ー

ニ ン グ ・ポ イ ン トは ， 妊娠 29〜30週 で，胎児

の 足 に つ い て の語 りが急増し ， それ以前の 人間以 外の も

の と し て の 胎児 の 見方 が減少す る時期で あ る。つ ま D，

妊婦が
， 胎児を人間 の 赤ち ゃ ん と し て 思 える よ うに な る

時期で あ る 。 第 2 の タ
ー

ニ ン グ・ポ イ ン トは ， 妊娠33〜34

週 で ， 胎児 の 内的状態 へ の 言及 が 増加 し ， 胎動 を人間 の

赤ち ゃ ん に ふ さ わ し い 感情や胎児 の発話 と意味づ け る語

りが み ら れ ， さ ら に，母親や他 の 人 に 反応 した り応答 し

た りして い る とも意味づ け られ て い る 。
こ れ は，母親 が

胎動 を 胎児 の 主 体的行動 と し て 捉え，胎児を や り と りの

相手 と して位置づ けて い る こ と を示す も の で あ り ， 妊娠

中か ら母親 に よ る 主観的な母子関係が築 か れ始 め て い る

で あ ろ う と指摘 し て い る 。

　 大人 側 の 胎児 に 対す る意志を持 っ た 主体 的存在 として

の 捉 えが や り と りの始ま りで あ り，
と もに 育 つ 存在 と し

て の 発達に とっ て 重要 なか か わ りの 始ま りで は な い か と

考え られ る。

　 神谷 （2002 ）は ， 男子 学生，新婚 の 男性 ， 初妊夫 ， 父 親

を対象 に
，

2種 の 乳児 の 泣 き 声 の テープ 刺激を呈示 し て ，

乳児の 泣 き 声を どの ように 知覚し ， 泣 き声に対す る認知

的枠組 み を も っ て い る か を 検討 して い る。そ の 結果，初

妊 夫 ， 父親 は乳児 の 泣 き声が 持つ 火急性の 高低 を手 が か

り と し た認知的枠組み を形成 して い る こ と を示 唆し て い

る。妊娠 ， 育児 と い う生活を通し て 男性 も早期 に 育児 に

関す る コ ン ピ テ ン ス を持ち う る こ とが示唆 さ れた と述 べ

てい る。

　こ の ような大人側 の 子 ど も の行為に 対す る主観的 な読

み と りが ， 子 どもとの や り と りや発達 に と っ て 重 要で あ

る と い う視点か らの 研究が ， 大会 発表 に お い て も い くつ

か み られ る 。

　Meins （1997）は，養育者が乳児 を早期 か ら心 を持 つ 存

在 と し て捉え ， そ の 主観 的状態 を読み と る こ とが 子 ど も

の発達 を支 え促進す る役割を持 つ と考 え，子 ど もを心的

観点 か ら理 解 し よ う とす る養育者 の 傾向を くmind
−
min −

dedness＞ と よん で い る 。 篠原・遠藤 （2001．　u，　b） は ， 養育

者が有す る個人的特性 と し て の 〈mind 　mindedness ＞ の

測度開発 の試み や 〈mind
−
nlindedness ＞ の高低 と乳児 と

の 言語的相互作用 の 在 り方 との 関連に関す る 予備 的検討

を行 っ て い る。 そ して ， 予備的段階で は あ るが ， ＜mind

−mindedness ＞ に 個人差 が 存在す る こ とや そ の 個人差 は

実際の母子相互作用場面 に お け る乳児の 主観的状 態 の 言

及 に ，頻度，内容 の 両側面 で 関連す る こ と を 示 唆 して い

る 。

　野 口 ・無藤 （2003） は，集団保育場面 で の 保育者の幼児

の 活動 や行為 に 対す る読み取 りと実践行 動 と の 関連に 注

目し，保育者 の 持 つ 暗黙 の 信念体系に よ っ て ， 子 ども同

士 の拒否発生場面で の対応が 異な る こ と を示唆 し て い る 。

　以上 の 研究は，直接 ， 乳幼児 の 発達 を扱 っ て は い な い
。

しか し ， 大人側の 主観的読 み と り は ， 子 と の や り と り に

反映 され ， そ こ に 固有の関係性が生起 し， 子 ど もの 発達

に とっ て 重要な意味を持つ と 考 え られ る 。

  〈相互作用 〉 として の か か わ り

　坂上 （20e2） は ， 親子 を双 方が互 い に 影響を及 ぼ し合う

統合さ れ た
一

つ の シ ス テ ム と し て捉え て い る 。 そ し て ，

子 ど もの 自律性の 発達 の 問題 を親子 シ ス テ ム の 発達 の 問

題 と して考 え， 母子 の共変化 の 過程 を検討 して い る 。 具

体的 に は ，
モ デル 構成 的現場心理学 の 方法論仙 田，1986）

を適用 し，

一
組 の 母子 を子 ど もが 15ヶ 月か ら27ヶ 月齢 の

約 1 年間 の 日常生 活場面の観察 を行 い ，両者 の 葛藤的や

り と りの縦断的変化を検討 して い る 。 観察事例の詳細な

質的分析 と 量的分析 に よ り ， 3 つ の 時期 を抽 出 して い る。

1期 は ， 母親か ら子 へ の行為の社会的意味 （行為 の 是非 や 謝

罪・修復 の 必 要性）伝達 と，子 に よ る行為 の 社会的意味 の 模

索 の 時期 ，II期 は，子 に よ る 行為 の 社会的意味 の 取 り入

れ と ， 子 と母親 の 間 で の 行為の社会的意味の 共有 の 時期，

田 期 は，子 に 叱責や 非難に 対す る 怒 りに 関連 した 行動 と

罪悪感 に 関連した行動（自発的謝 罪）の 両方が み られ るな ど

の 情動反 応 に分化が み られ，母親 と子 と の 間で 意図や心

理的 ， 物理的距離 の 相互 調整 が み られ る ように なる時期

で あ る。そ し て ， こ の よ うな結果 か ら ，
こ の 時期 に 生 じ

る母子 間 の 葛藤的や り と りの 再組織化，そ し て そ れ を 通
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し て成し遂 げ られ る で あ ろ う 母子 の 関係性の再編は，子

どもの情動の 分化 と知的な理解 ， 母親の 対応 の 変化 とい

う三 者 の 足並 み が 揃 う こ と に よ っ て 可能に な る で あ ろう

こ と を 示 唆し て い る。

　 こ の ように 大人 と子 ど もの や り と り を一つ の シ ス テ ム

と捉え，相互作用 を分析 し て い る研究 は ， 大会発表の 中

に もい くつ か み られ る。

　 川田 ・川 田 ・塚田 〔2003） も初期 の negativism （Wenar ，

1982） に 関する子 どもの行動 お よ び それ に 対 す る 母親 の

対処行動を観察 し， 両者の 発達的変化を検討 して い る 。

母子 8 組 を対象 に 食事場面 を選択 し て ， 生後 5 ヶ 月〜 2

4 ヶ 月 ま で 月 1 回 の ペ ース で観察 を行 い
， 子 どもの 自己

主張が よ り明確 に な るに つ れ ， 母親 の 行動 も変容 して い

くこ と を示 し て い る 。 そ して ，こ う した 共変化が ， 養育

者と子 ど もの 新 しい 関係 を創出し，子 ど もの 健全 な 自我

発達 に寄与す る も の と思わ れ る と述べ て い る 。

　濱崎 （20〔1：1）は子 ど もの 自己主張的 ふ る まい が 生 じ る背

景 を検討す る た め に
， 母子 の遊び 場 面を観察 し， ど の よ

うに子 ど もの要求／拒否行動が生 じ，そ れ が 母親 に ど の

よ うな認識 を与え ， 母子 の 関係 に 変化 を もた ら す か を検

討 して い る。また ， 外山 （2鵬 〉は，家庭で の 冂常的 な場

面 で の 母 子 相 互 交渉 を取 り上 げて ， 食事場面 へ の母 子 の

協同的参加 の検討を行 っ て い る。

　以．．t：の よ う な 研究 で は，大 人 と子 ど も と の か か わ りを

一
つ の シ ス テ ム と捉え ， 共変化 の 過程 を分析し て い る。

人 と の か か わ りを 通 し て 発達 して い くと 考え た場合 ， 他

者 との 共変化 の 過程 が 発達 の 過程で あ り，また， こ の共

変化 の 過程 を，個人差 に こ だ わ りな が ら ， 丁寧 に か つ 詳

細 に 分析 す る こ と に よ り， 発達の メ カ ニ ズム も見え て く

る の で は な い だ ろ うか。

  お とな側の働 きか けに焦点化 したか か わ り

　金 ・仲 （2002＞ は ， 親が 子 ど も か ら過去 の 体験 や 出来事

を ど の よ う に 引 き出す か が ， 子 ど もの 自伝的記憶 やナ ラ

テ ィ ヴ ス キ ル の 形成 に 影響 を及 ぼ す と考 え ， 中国 の 3，
4 ， 5 歳児 とそ の 父母を対象 と して ， 過去 の 出来事 をめ

ぐる対 話 に お い て，子 ど もの 発達 に 伴 い 親が ど の よ うに

発話 を 変化 さ せ る か を検討 して い る 。 その 結果 ， 低年齢

児 の 親 は 高年齢児の親に 比 べ て ，発話量 ， yes
−
110 や what

質問， さ ら に 復唱質問な ど が多 く， 連続質 問 を す る こ と

に よ り出来事の 基本情報を引き出して い る こ と を示 し て

い る 。 そ して ，子 ど もは こ の よ うな働 き か け を 足場 と し

て ， 出来事 の 何 を記憶 し ど う語れ ぼ よ い か を学ん で い く

で あ ろ う と指摘 し て い る 。 また ，父母間 に 差が見 ら れ ，

父 親 は 母親に 比 べ ，発話量，お よ び ， 復唱質問 や命令文，

さ ら に 確認や しつ けが多 い 等の差が見出さ れ て い る。 こ

の 差 は何 に起因 す る の か は 明 らか で は な い が ，子 ど も は

こ の差に接す る こ と に よ り， 語 る相手 に よ っ て 求 め られ

る情報や語 り凵 が 異 な る こ と を学 ん で い くの で あ ろ う と

指摘さ れ て い る。

　 金 ら （200L，）の研究は，子 ど もの 発達 と と も に 親の か か

わ りも変化 し， その変化 し つ つ ある親の か か わ りが 子 ど

もの 発達 に 影響を及 ぼ す と い う視 点 に 基 づ く研 究 と して

位置 づ ける こ とが で き る 。 大人側 の 変化 に は焦点は向け

られ て は い な い が，子 どもの何 ら か の 発達を指標 と し て ，

親 の接 し方や 養育態度 の 子 どもの発達へ の 影響 を検討 し

て い る 研究 が 大会発表 で は非常 に 多い 。 こ の よ うな視点

で の研究は，古 くか らな さ れ ， 今後 も継続 して い く研究

で あろう。こ の よ うな研究 に ，子 ど も側 ・大 人 側 の 個性

や 時系列的変化 ， さ ら に は 両者の 関係性 の 変化 を ど の よ

うに組み 込 ん で い くか が 今後 の 課題 で は な い だ ろ うか 。

  愛着関係

　 子 ど もた ちは，親 との か か わ りを 中心 と した家庭 か ら ，

保育所 や幼稚 園 な どへ と生活 の場を拡げ て い く。そして ，

徐 々 に ，子ども同⊥ の か か わ りが 比重 を占め る よ う に な

る 。
こ の 親 と の か か わ りか ら子 ど も同士 の か か わ りに 至

る 過程に は ， 子 ど もが 心身 とも に親 ， 主 に 母親 か ら離 れ

る い わ ゆ る 母 子 分離 の 成立 が 重 要 な 課題 と な る 。

　尾崎 （20〔〕3）は，愛着 の 安定性 と子 ど もの 気質 が 仲間集

団 に参加 す る 際 の 母子分離 に 及 ぼ す影響 を検討 して い る。

親子教室 に 通 う 2 ， 3歳児の母子 101組 を対象 に ， 1年間

の観察を実施 し て い る。そ し て ， そ こ に 通 う様子 か ら ，

母子分離の 型 を過分離型 q 年 を通 して母 子分離 を して い た），

徐々 分離型 （次 第 に 母 子分 離 を して い っ た ），一
定分離型 （母 子

分 離 で きた りで き なか った V で，一貫 した傾向 な し）， 不分 離型 （1

年 を通 して 分離困難）の 四 つ に 分類 して い る。そ し て，そ れ

ら の 型 と愛着 の 安定性（Q ソ ート法｝お よび子 どもの気質 と

の 関連 を調べ て い る 。そ の 結果 ， 母 子 分離 の 様相 が 異 な

る過分離型 と不分離型 で 愛着 の 安定性が低 い が ， 過分離

型 の 子 ど も は新奇場面 で し り込 み を し な い の に 対 し て ，

不分離型 の 子 ど も は 新奇場面 に しり込 み し順応性が低 い 。
一

方 ， 新奇場面 に しり込 み を し て も，愛着 の 安定性 が高

い 徐 々 分 離型 の 子 ど も は，次第 に 母 子 分離が み ら れ る よ

う に な る こ とが 見出 され て い る 。 こ れ ら よ り， 2 ， 3 歳

児 が 仲間集 団 に 参 加 す る 際 の 母子分離は ， 愛着の安定性

と子 ど も の 気質 が 相互 に 関係 して特徴づ け ら れ る こ とが

示唆 さ れ て い る。

　桂田 （2003）も幼児 の 気質，愛着 ， 攻撃性 と母親の ス ト

レ ス ， 養育行動 との 関連 を検討 し て る 。

　 こ れ らの 研究 で は，愛着関係 を 単独 に 扱 うの で は な く，

子 どもの気質な ど他の 要因 との 関連性 の 中で ， 愛着を
一

つ の 影響要因 と し て 捉 え検討 し て い る。ま た ，近 年，愛

着 と子 ど もの 社会情動 的発達と の 関連 だ けで な く， 子 ど
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も の 社会 認 知的発 達 との 関連 な ど も検 討 され て い る

（Meins，1997）。こ の よう に，幼児期 の 発達研究 に お い て，

発達へ の
一

つ の 影響要因 と して愛着関係が様々 な研究に

お い て 扱 わ れ る こ とが増え て く る可 能性が 示 唆 さ れ る。

しか し， わが国に お ける幼児 の 愛着研究 に お い ては，Q

ソ ート法 に よ る 測定が 中心 で あ る。山川 ・高橋 （20〔）2｝

が ， 図版を 用 い て ， 幼児の愛着を表象に よ っ て測定す る

試み を行 っ て い る が ， 今後 ，
こ の ような日本文化 に 適 し

た幼児 や児 童 の 愛着 の 測定法 の 開発 が ます ます必 要 と

な っ て くる で あ ろ う。

  子 ども同士 の かかわ り

  社会的葛藤場面 で の や り と り

a ．攻撃行動

　攻撃行動は ， 子 ど もの社会情動的発達に重要 な影響を

及 ぼ す と い わ れ ， 多 くの 研究が な さ れ て き て い る。攻撃

行動 は仲間 か ら拒否 され る主要 な要因 とな り，攻撃的な

子 ど も は協調的な仲間関係を築き に くい とい わ れ て い る

（C 〔〕ie．、　Dodge ．，＆ Kupersmidt，1990fl996）が ，
こ れ まで の 研

究 で は 主 に 男児を中心 に 扱われ て き た。し か し，Crick＆

Grotpeter（1995＞は ， 女児の攻撃性 に も注目 し て い る 。 そ

して ， 他の 子 どもを排除 した り無視 した りす る な ど仲間

関係 を操作す る こ とに よ っ て相手 を傷 つ ける こ とを意図

した攻撃行動を関係性攻撃 と し，直接的攻撃 （相 手 を叩 い

た り蹴 っ た り，言語的 に 脅 か す な ど して 相手 を傷 つ ける ）と区別し

て ， 児童期 に お い て男児 よ りも女児に関係性攻撃が多い

こ と を報告して い る。今年度 は ，
こ の 関係性攻撃 に 着 目

した研究が み ら れ て い る。

　畠山・山崎 （2002 ） は ， 幼児の 日常場面で 生 じ る攻撃行

動 を観察 し，攻撃行動 の タイ プ や，攻撃行動 の タイ プ と

攻撃す る側 お よび攻撃される側 の 性別 や仲間内地位等を

明 らか に し ， 幼児の攻撃行動の実態を検討 して い る 。 観

察対象は幼稚園年長児 の 1 ク ラ ス （男 児 16名，女 児 18名）
，

観察期 間 は年度の 初め か ら終わ りま で の 1年間 で，週 3

〜 4 日の割合で登園時か ら の約 2 時間の観察を行 っ て い

る。観察記録 は ，
フ ィ

ール ドノートに よる。そ の 結果 ，

160の 攻撃事例 が 観察 さ れ ，攻撃 の タ イ プ と し て 直接的
一

道具的攻撃 ， 直接的一脅し攻撃 ， 関係性攻撃が み られ て

い る。そ し て
， 直接的攻撃行動 は 2 タ イ プ と も女児 に 比

べ 男児 に 多く見られ ， 関係性攻撃 は女児 に多 く見 られ て

い る。さ ら に ，女児 に お け る関係性攻撃は，核 と な る子

どもが他の 地位 の 子 どもと比較 して最 も多 く行 い
， 孤立

児が そ の被害 を最 も多 く受 け て い た こ とが示 さ れ て い る 。

特 に ， 本研究 で は，特定 の 子 ど もが 被害者 とな っ て い る

な どの特徴が報告 さ れ て い る。

　関係性攻撃を示 す 子 ど も た ち は ， ど の よ う な特徴 が あ

るの だ ろ うか 。 磯部・佐藤 （2UU3） は ， 関係性攻撃を示す

幼児の 社会的ス キ ル の特徴を検討 して い る 。 9 つ の幼稚

園お よ び保育所に所属す る保育者に ， 担当ク ラス の幼児

（年中 児 161 名，年長 児 2e2名 〉 の 行動評定 を依頼し，そ の 評

定 をも と に分析 し て い る 。 そ の結果 ， 関係性攻撃群 ， 身

体的攻撃群 ， 両高群 ， 両低群の 4群 を選 出 し，
こ れ ら 4

群の 子 どもの社会的 ス キ ル の特徴 を見出 して い る。関係

性攻撃を高 く示す子 ど も （関係性攻撃群 ・両高群） は，規律

性 ス キル に 欠ける が ， そ の他の友情形成 ス キ ル や 主張ス

キ ル 等の 社会 的 ス キ ル は比 較的優れ て い る こ と，また，

関係性攻撃群 は， 教師 に 対 して 良好な社会的 ス キル を用

い て い る こ とが 示 さ れ て い る。さ ら に ，性差が み ら れ，

女児の関係性攻撃群は ， 友情形成ス キ ル げ 一ム や 集 団活 動

へ の 参加，自由時 間の 過 ご し 方）が
一

部欠 けて い る こ とが示 さ

れ て い る 。 そして ， 総 じて ， 関係性攻 撃を多 く示す子 ど

もは，特 に 規律性 ス キ ル （い ざ こ ざ場 面 で 自分 の 気持 を コ ン ト

ロ
ール する ，

ゲーム をす る 時 に ル ール に 従 う な ど）に欠け る特徴

が見出さ れ て い る 。 さ ら に ， 磯部（2003＞は ，関係性攻撃 を

示す女児の 仲間関係 の 特徴 の 解明 へ と研究 を進 め て い る。

ま た ，畠山 ・磯部 ・越中 ・蔡 （20〔〕3） は，関係性攻撃 に よ

る被害者の 行動特徴を検討 し ， 関係性攻撃を受け る こ と

が多 い 子 は ， 孤独感 が 高 い 傾 向に ある こ とな どを示唆 し

て い る。

　関係性攻撃を子 ど もた ち が ど の 程度深刻 に 受け 止 め て

い る か ， また ， そ れ に対 し て大人が どの よ うに か か わ る

か は ， 非常に 重要な問題 で あ る。特に ， 5〜 6歳頃 に な

る と仲間関係 も複雑化 して い くで あろう。それ ゆえ，関

係性攻撃 の 実態を，ク ラ ス の 具体的な 人間関係 に 踏み 込

ん で 調査 し て い くと と もに ， 第三 者的視点か らの研究で

はな く，保育実践 へ の関与 を視野 に 入れた研究が 必要 で

あ ろ う。

b ，社会的葛藤場面に お ける情動

　社会的葛藤場面 に は何 らか の 情動が 生起 し， 時 に は情

動表出 が 見 られ る はずで あ る し，そ の 表出 を受 け て，さ

ら な る や り と りが展開さ れ て い くで あ ろ う 。

　森田 （2003） は ， 他者 の ネガ テ ィ ヴな情動表 出 の 対処方

略 へ の 影響 を，年中児 ・年長児 を 対象 に し て 実験的 に 調

べ て い る 。 ネ ガ テ ィ ヴ感情の 表出と し て怒 り と悲 し み を

比較 し て い る。他者 の 欲求 に 焦点化 した 対処 方略 （貸 して

あげる，ご め んね とい うな ど） は 悲 しみ の 表 出 に 対 して 多 く，

自己 の 欲求 に 焦点化 した対処方略 （だ め，貸 して あ げな い な

ど）は， 特に 女児 に お い て 怒 りの 表 出 に 対 して多 い こ とが

報告さ れ て い る 。
こ れ ら よ り ， 幼児に お い て も ， 他者の

異 な る情動表出 が，そ の 送 り出す シ グ ナ ル に 応 じ た 形 で

対処 に影響 す る こ とが示唆 さ れ る。

　実際 の 子 ど も同 士 の 社会的葛藤場面 で の 子 ど も の 情動
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とそ の 影響に関す る研究は ， 今年度の 研究発表 に は見あ

た ら な か っ た。しか し， 他者 との や りとりに お い て ，特

に ， 社会的葛藤場面 に お い て は ， 互 い の情動が強 く反映

され ， その情動の ゆ く え が，そ こ で の や り と りを方 向づ

け る可能性 が あ る 。 そ れ ゆ え ， 互 い の情動の変化 を視野

に 入 れ た研究が 待 た れ る。

c ．幼児の ス トレス と レ ジ リエ ン ス

　保育園や幼稚園な ど で の仲間と の か か わ りは，幼児期

の 社会情動的発達 に と っ て 重要な経験で あ る 。 そ し て，

重要で あ る と 同時 に，子 どもたちは仲間 との か か わ りの

巾で 何ら か の ス トレ ス を感 じて い る 可能性があ る 。 こ れ

まで ， 日常場面 に お け る仲間関係な ど の ス ト レ ス は ， 児

童期 以降 で扱わ れ る こ とが 多 く， 幼児期 に お い て は あま

り検討されて こ なか っ た。

　高辻 〔2002）は，幼児 の 園生活 に お け る仲 間関係 を中心

とした日常的 ス ト レ ス を対象と し て い る。そ して ，そう

し た ス トレ ス に 対 して よ り適応的に振る舞 うこ とが で き

る子 ど も の 特徴 を示 す概念 と して 「レ ジ リエ ン ス」 に注

目し ， 幼児に と っ て ス トレ ス フ ル と思われる対人場面 で

の 内面や行動 の柔軟さ を レ ジ リエ ン ス と捉え て ，保育者

評定用 の レ ジ リエ ン ス 尺度の作成を試み て い る 。

　小花和W 伽 03）は，生活場面
一・
般 に お け る幼児 の レ ジ

リエ ン ス に 関す る母親 お よび幼稚園教諭 の 評価を比較 し ，

幼児 自身 の 意識 と の 関連を検討し て い る。

　 レ ジ リエ ン ス と い う視点か らで は な い が ， 小林 （2003 ）

は，幼稚園 に お け る 幼児 の ス トレ ス 対処行動 の 個人差 に

っ い て検討 し ， 教師評定に よ り子 ど もに よ っ て サポ
ー

ト

を求 める子 ，

一
人 で 対処 す る 子 な ど様々 な タ イ プの 子 ど

もが い る こ とを見出 して い る 。 また ， 宮塚 （2eo3）も ， 幼

児の幼稚園生活場面で の ス トレ ス に 着 目し，教師評定 に

よ る幼児用ス ト レ ス 反応尺度の 作成 に 着手して い る。

　幼児期 の ス トレ ス をどの ように解釈 し， 捉え る か は難

し い 問題 で は あ る が ，ス トレ ス と レ ジ リエ ン ス は ， 子 ど

もの社会適応 に お い て 重要な概念で あ ろ う。レ ジ リエ ン

ス と社会的 ス キ ル や社会的 コ ン ピ テ ン ス な ど と の相異点

も含 め て ，
レ ジ リエ ン ス 研究の 今後 の 展開 が 期待 さ れ る。

d ．共同意思決定場面

　他者 と の相互作用 は ． 自己 と他者の認識 の 形成 に と っ

て 欠 く こ との で き な い 要素 で あ ろ う。さ ら に，子 ど も同

士 の か か わ りは
，

お と な と の か か わ り に 比 べ
， 基本的に

は 並列 関係か ら成 り立 ち，そ れ ゆ え，相 互 の 意．見対立 や

そ の 意見 の 調整 に お い て ，互 い に 自由な や り と りが 生 じ

やす い の で は な い だ ろ うか 。こ の 意味に お い て ， 子 ど も

同士 の か か わ りは ， 他者と 自己 の 分化 と形成 に お い て 重

要な相互作用 で あ る と考 えられ る。

　礪波 ・三 好 ・麻生 （2 02） は ， 自己 と他者 の 相互作用 を

広 い 意味で の 自己 と他者の 対話 の 過程 と捉 え て い る。そ

して ，相互作用場面 に は 目の 前 に 存在す る現実の 他者 と

自己 との対話 に 加え，個 々 人 の 発話 の 中 に ， 内な る他者

偽 る い は 第二 の 自己）と自己 と の 対話 が 存在す る と し， 子 ど

もたちは現実 の他者 と の相互作用を通 じ て ， 「外側 の 対

話」 と 「内側 の 対話．1 と を発展 さ せ
， そ の こ と に よ り複

維化し た 「自己」 と 「他者 亅 と を形作 っ て い くと考え て

い る。そ し て ，
こ の よ う な考え の 基 に ，幼児同 士 の 共 同

意思決 定場面 で の相互作用 を詳細に分析 し ， そ こ で生 じ

る対話構造を検討 して い る。具体 的 に は ， 幼稚園児 に 二

人
一
組 で ， 段 ボー

ル で 作 っ た ロ ケ ッ ト模型 に 入 っ て も ら

い
， そ こ か ら い つ 出 る か の 相談 を巡 る 子 ど も同士 の や り

と りを分析し ， 子 ど もた ち の 自分 の 意思 とい うもの が ど

の よ うに 形成 さ れ ，他 者の 意思 と い う もの が ど の よ う に

認識さ れ る の か を検討 し て い る。その 結果 ， 両者の 意見

が
一
致 し て も必ず し も最終 的 な 共 同意 思 に な る と は 限 ら

ず，や り と りの 中 で 子 どもたち は 意見を変容 させ た り し

て い る こ と が多 くみ られ，幼児 の 意思 は 変 わ り易 く， 他

者との や り と りの 「場」の 中で 揺ら ぎな が ら生成され て

い くこ とが 見出 さ れ て い る。そ して ， 共同意思決定場面

に お い て ， 個人 の 意志は個人内で 決定され る の で は な く，

他者 との 対話的 「場 」 の 中で 揺 らぎな が ら生成 さ れ て い

く もの で あ る こ と を示唆 し て い る 。 さ らに
， 礪波 （2003）

は，共同意思決定過 程 の年齢に と も な う発 達的変化 の 検

討 へ と研 究を展開 させ て い る。

　大人 との か か わ り と同様 に ，子 ど も同 士 の か か わ り に

お い て も ， そ こ で 生 じ る相互作用 を あ る視点を持 っ て 詳

細 に 分析す る こ と に よ り，子 ど も同士固有 の 関係性が 見

え て くる で あ ろ う。 そ し て，子 ど も同士 の か か わ り独 自

の 発達的意味 と大人 と の か か わ りか らで は捉え られ な い

何らか の 発達 の メ カ ニ ズム 解明 へ の 示唆が得 ら れ る の で

は な い だ ろ うか。

  コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン ・ス キル

　子 ど も同士 の か か わ りの
一

側面 を担う もの と し て，子

ど もの 持 つ コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン ・ス キル があ る 。

　姜 （2003） は，引 っ 込 み 思案傾 向 や 攻撃性傾向， さ ら に

仕会的 コ ン ピ テ ン ス が 高 い と い っ た 社 会 的行動特徴 を持

つ 幼児 が ，ど の よ うな特徴的な応答 ス キ ル を持 つ の か を

検討 し て い る。幼稚園の 教師評定に よ り上 記 の 社会的行

動特徴を持つ 子 ど もを特定し ，
コ ン ピ テ ン ス の 高 い 群，

攻撃性 の 高 い 群，引 っ 込 み 思案傾 向 の 高 い 群 の 3 群に 分

け て い る 。 そ し て ， 各群の 子 ど も そ れ ぞ れ 1名ず つ の 三

人
一

組 に して ， う ち 二 人 が 先 に 遊 び，後 に もう
一

人 が 加

人 し て 遊ぶ と い う場面 を設定 し，そ こ で の 子 ど も同 士 の

相互作用 を分析 して い る 。 そ の結果 ， 引っ 込 み 思案群 の

子 ど も は，ホ ス ト場面 や フ ィ
ードバ ッ ク に お い て ， 他群
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の 子 ど もに 比べ 言語率が低 く， これ ら の場面で の消極性

が 示 唆 さ れ て い る 。 攻撃性群の 子 ど もは ， 全体的 フ ィ
ー

ドバ ッ ク量 や質問へ の 適切 な回答 ， 受諾率の 平均が他群

に比 べ 低 く， ま た ，
エ ン ト リー場面 で の 要求 へ の 返答の

仕 方 も他群の 子 ど もに 比 べ 非言語的で あ る傾向が．見出さ

れ て い る 。

　子 ども同士 の か か わ りに 関する研究 は， 大会発表で は

実 に 多 くの テ ーマ が 取 り上 げ ら れ て い る。しか し，仲間

関係の形成に焦点を あ て て い る研究体 郷・杉 村・高橋，2 03）

も あ る が ， そ の 多 くが ， 子 ど も 同士 の か か わ りの 様相 に

焦点化 して い る 。 親子関係 の 場合，す で に そ こ に 親子 が

存在 し，そ の 中で 関係 が 築 か れ て い く。しか し，幼稚園

や保育園で の 子 ど も同士 の場合は ， 選択的に仲間関係が

形成 さ れ て い く。子 ど も同士 の か か わ りそ れ 自体 だ け で

な く，仲間関係 の 形成過程 を分析 する こ とに より，他者

と の 関係 が ど の よ う に 築 か れ ，そ こ で の 関係性 が 互 い の

発達に ど の よ うな影響を及ぼ し あうの か を明ら か に す る

こ とが で き る で あ ろ う。そして ， それ が ， 子 ども同士 の

か か わ りの 中で ， 何が どの よ うに 発達して い くの か の 解

明 に つ な が る の で は な い だ ろ う か 。

III．他者理解 と自己理解

  意図的 agents と して の 人 の 理解

　人 は ， 物 と は 異 な り ， 目 に 見 え な い 心 的世界 を持 つ
。

心 的世界 の存在の 認識を基盤 と し て ， 人
一

般が持 っ で あ

ろ う心 の 理解へ ，そ し て ，特定 の 他者の 理解へ と 進 ん で

い くの で あ ろ う。

　 い つ 頃 か ら物 と は異 な る存 在と し て ， 人 を 認識す る の

で あろうか 。Kosugi ＆ Fujita（20 2） は， 8 ヶ 月児が 自

発運動を す る対象が人か 物 に よ っ て 異 な る因果性 の 認識

が で き る こ と を 示 し て い る 。 そ し て ， さ ら に ， Kosugi，

Ishida．，＆ Fujita （20〔〕3）で は ， 10ヶ 月児が 人 と物の動き

の 原因 を不可視条件 で 推論 で きるか どうか を調 べ て い る 。

物 （ボール ）お よ び人 の 後 の
一

部が 衝 立 で 隠さ れ て お り，

つ まり原因が 目に見えない 状態で ボール お よ び人が 動き

出す。そ の 後，衝立 が と られ，人 の 手 が ボー
ル を押 して

い る場面， 人 の手が ボール と離れ て い る場面 ， 何 の agent

も存在 しな い 場 面を呈示 し， そ の際の 乳児の 注視時間を

調 べ て い る 。 そ の 結果 ， 人 に 対 して は 3 場面間 で 注視時

間 に 差 は な い が ，ボー
ル に お い て は ボール が手 に 押さ れ

て い る場面 に最も短 い 注視時間で あ っ た 。 これ よ り，1〔〕ヶ

月児は物（ボール ）が 動 き始 めた の を見た時，あ る agent の

存在 を推論 して い る が
， 人 に っ い て は外的原 因 を 必ずし

も推論 し な い こ とが 示唆 され る 。
つ まり，10ヶ 月頃 に は ，

物 と は異 な る 自発運動 をす る存在 と して の入の 概念 を構

成 し て い る と考 え られ る 。

  注意の 共有 （j。int　attenti 。 n ＞

　由井 （2002）は ， 幼児 に お い て 登場人物の意図情報が物

語理解に お ける作業記憶容量 の 限界 を補 うこ とを明 らか

に して い る。つ ま り， 人 の 意図 や 欲求 と行為 と の 結 び っ

き に よ る推論は ， 幼児の物語理 解に お い て有効に働 く こ

とが推察 で き る。こ の よ うな他者 の 意図 は，い つ 頃 か ら

理解で き始 めるの だ ろ うか 。

　他者が 注意を向け て い る対象に注意を向け ， 注意 を共

有す る こ と は ， 互 い の 認識世界 を共有す る こ と で あ り，

他者 の 意 図 の 理解の 発達 に と っ て 重要 な
一

つ の 指標 と 考

え られ る。

　田 中 ・黒 木 ・税 田 ・大神 （2〔）o？）） は，共同注意行動 の 出

現時期を大標本に よ る通過率か ら検討し て い る 。 1588名

の 乳幼児 を対象 に生後 8 ヶ 月 か ら ユ8ヶ 月 ま で 2 ヶ 月毎 に

計 6回 ， 郵送 に よる質問紙調査 を実施 し，対 象児 の 養育

者 に 質問紙 へ の 回答 を依頼し て い る。共同注意 関連項 目

の 50％通過率を算出し ， そ の 結果 ， 共同注意行動の発達

に 関 して ， 他者 の 注意対象 へ 自らの 注意 を焦 点 づ け る 応

答的共同注意行動 脂 さ し理解 視線追従等），乳児と他者が 接

近 し対象を直接使 っ て関わ る モ ノ や り と り行動 （提 示 ・手

渡 し〉， 自ら注意対象 へ 他者を巻 き込 もう と働 きか け る 自

発的共同注意行動 （要 求 ・叙 述 の 指 さ し産 出等）， 他者 の 意図

を理解し自らの 行動 を調節す る協調的共 同注意行動 （応

答 の 指 さ し産 脚 の 4段階 を 推定 し て い る。そ し て
，

さ ら に

これ らの結果を も と に ， 臨床的適応を 目的 と し て ， 共同

注意発達評価法 の 開発 の 試 み （黒 木・税 田 ・田 中・大 神，2003）

や言語獲得 との 関連な ど を検討 して い る （税田・田 中・黒 木・

大3申，　2003 ）。

常田 （2003） は ， 子 ども側だ け で な く， 共同で ， あ る対

象に 注意 を向けて い る は ずの 大人 に も注意 を向け，養育

者 と子 ど も との 二者 シ ス テム と して 共同注意 の 発達的変

化を検討 し て い る。
一

組の 母子 を子 ど も が 2 ヶ 月か ら 2

歳まで ， 自宅 で 1〜 2週 お き に 1 回あた り約 1時間 ， 母

子 が 遊 ん で い る場面 を観察 して い る。そ の 観察 データ か

ら共同注意に関連 した エ ピ ソー
ドを抽出 し，共 同注意 を

達成 し よ う とす る子 ど も
一
養育者シ ス テ ム に お い て 発達

早期 に は空間的 ・時 間的拘束 が存在する こ と， 養育者は

この シ ス テ ム の 拘束を カ バ ーす る形 で 発達早期 か ら共同

注意を成立 さ せ て い る とい う こ と ， 発達 に 伴 っ て ， 共 1司

注意の 成立 に 関し て 子 ど もが担 う役割が増加 し，養育者

が 抵 う役割 は 減少 す る こ と を示唆 して い る。

　ま た ， 上記 の よ うな視覚的な共同注意で は な く，聴覚

的 な 共 同注意 を検討 し よ う と す る試 み も見 られ る （矢 藤，

2003）。

　い ずれ の 共同注意 に お い て も，共同注意が い つ 頃 か ら

ど の よ うな プ ロ セ ス で 発達 して い くの か と い う視点だ け
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で な く， どの よ う に し て達成 さ れ て い くの か を解明 して

い く上 で は，共 同 に 参加 す る子 ど も一養育者の 相互 影 響

を考慮 した検討が 重要 で あ ろう。なお ， 乳児 に お け る物

や 心 の LU
’
界の認識 に 関し て は，巨 （2  03）お よ び 山 凵 （2〔）｛）［1）

に詳 しくレ ビ ュ
ーさ れ て い る 。

  　「心 の 理論」の 発達

　他者の 心 の 理解の
一

側面 である心 の 理論研 究 は， チ ン

パ ン ジー
の 他者理 解研 究か ら端 を 発 し

， 欧米 に お い て は

1980年代半ば頃か ら ， 日本に お い て も1990年頃 か ら ，

一

つ の 流行 の よ う な研 究テーマ と な っ て き た とい っ て も過

言で はな い だ ろ う。心 の 理論 に関連 す る研究 は ， 今年度

に 限 っ て は学会誌掲載 論文 は な く， 大会発表 に お い て い

くつ か み ら れ る の み で あ っ た 。 し か し ， 研究内容 と して

は，表象 と し て の 「心 の 理 論 」研究 か ら ， 他者 と の や り

と りの 中 で の 心 の 理論 と して の 位置 づ けが 徐 々 に なされ

て き て い る よ う に 思 う。

　木下 （2003）は ， 心 の 理論の 獲得が遅れ る と見 られ て き

た聴覚障害幼児 と母親の ， 過去 の 出来事や 内的状態 な ど

目 に 見ない 不在 の もの を巡 る対話 の 分析 を行 い ，心 の 理

論 の 獲得 に 影響 を及 ぼ す要因 の 検討 に 着手 して い る。ま

た ， 自己調整機能 との 関連 （鈴木・子安，2003） や対人葛藤

場面 に お け る 意図 の 理解な ど との 関連 〔鈴 木・子安・安，20u2）

で ， 心 の 理論 の 発達 を検討 して い る研究 もあ る。

　 「心 の 理論」とい う非常 に 興味 を そ そ る テー
マ 名 で あ り

な が ら ， 当初の研究で は頭の中の 「表象」や 「理 論」 と

し て の み 扱 わ れ て お り，対象 で あ る生 きた 「他者」や 「自

已」 の 存在 が 見 えな い も どか しさを感 じて きた。頭 の 中

の 表象 を越 え，現実の 他者 との か か わ りの 中 で の 心 の 理

論研究の 今後の 発展を期待 した い
。

  他者の 内的特性 の 理解

　人
一

般 で は く，特定 他者 に 対す る内的特性 の 理解は，

い つ 頃 か ら ど の よ う に な され て い くの だ ろ うか 。

　松永 （20e2｝は ， 幼児が他者の 行 動 か ら自発的 に他者 の

行動 を予測 した り内的特性 を推測 した りす る の か ，ま た ，

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， 3〜 6歳児 を対 象 に 実験 的手続 を用 い て 検討 し

て い る 。
い つ も ポ ジ テ ィ ヴ な行動 を 示 す 人 物 とい つ も ネ

ガ テ ィ ヴな行動 を示す人物 が 登場 す る動画 を作成 し，そ

れ を 二 人
一
組で視聴さ せ

， 視聴時の幼児た ち の 自発的会

話 を分析 し て い る 。 そ の 結果 ， 3 歳児で も自発 的に他者

の 行動 を予測 した り，内的特性 を推測 した りして い る で

あろ う こ と を示唆 し て い る 。 ま た ，
い つ もポジテ ィ ヴな

行動 （分 与 行動｝ を 示 す 人物が，別 の 場面 で ネ ガ テ ィ ヴ な

行動 を示 す 動画 ， ま た は
，

ポ ジ テ ィ ヴ な 行動 で は あ る が

別の行動 （慰 め行 動 を 示 す 動画 を見せ
， また ， ネガ テ ィ

ヴ な 行動 を 示す人物 に お い て も 同種 の 変化 の あ る 動画 を

見 せ
， 初 め に 見た 動画 と の相異 に つ い て質問 し て い る 。

そ の 結果，同方向 の 行動 で あ れ ば違 い を指摘 せ ず ， 異 な

る 方向の行動を示 した時の み相異を指摘す る こ と を示 し，

幼児 が 他者 の 行動 をポ ジ テ ィ ヴ／ ネ ガ テ ィ ヴ と い っ た両

極で捉え，それ に 基 づ い て他者の 内的特性 を把握 して い

くで あ ろ う こ と を 示 唆し て い る。

　野田 ・無藤 伽 03） は ， 目常を と もに す る実在の 他者 と

の 関係性が特性理解に と っ て 重要で あ る とい う視点か ら，

実際 の 友 だ ち との 関係 の 中 で，相手 の 特性 を どの ように

捉え て い る か を 検討 し て い る。幼稚 園年 巾児 を対 象 に
，

よ く
一
緒 に遊 ぶ 子 とそ うで な い 子 に対す る特性の 捉え の

違 い を イ ン タ ビ ュ
ーに よ り調べ

， よ く
一

緒に遊ぶ 友だ ち

に 対 し て そ うで ない 友だ ち よ りも特性 を多面的 に 捉え て

い る傾向が あ る な ど ， 関係性 に よ っ て 特性 に つ い て の 捉

え が異な る可能性を示唆 して い る 。

　毛利 ・古川 ・寺元 ・船津 （2003＞ は
， 関係性 に よ っ て 友

だ ち の行動予測 に 違 い が あ る か を発達的 に 検討 し て い る。

保育園の年少児 ・年中児 ・年長児 に 日頃 よ く
一

緒 に 遊ん

で い る友 だち とそうで な い 友だち に つ い て ， お もち ゃ の

貸与場 面な ど の 行動予測 をイ ン タ ビ ュ
ー

に よ り尋 ね て い

る 。 そ の結果 ， 年中児頃か ら， よ く
一緒に遊ぶ 子 と そ う

で な い 子 に対す る行動予測 の 違 い が 見 られ 始 め る こ と を

示唆 して い る。

　他者 の 内的特性 の 捉 え も
， 実際 の 他者 との 関係性 の 中

で形成さ れ て い くで あ ろ う 。 そ し て ， そ れ は ， 自分自身

の特性 の 捉 え と も 関連 し て い る で あ ろ う。他者 の 内的特

性 をどの ように 捉 えて い るか だ けで な く，相互作 用 の 中

で ，ど の よ うに 互 い の 内的特性 の 捉え が 形成 さ れ て い く

の か を検討 し て い く こ と も必要で あ ろ う。
つ ま り ， 内的

特性 の 理解 の 発達 の 様相 だ け で な く，そ の 発達 の メ カ ニ

ズ ム に 迫る研究が 待 た れ る。

  　自己の 発達

　自分 の こ とを自分 の 名前 や相性 で 呼んだ り，「わた し」

や 「ぼ く」 と い う
一

人称代名詞で 呼 ん だ り す る こ と は，

自我意識の発達 と の関連の 中で 捉えられ て きた （Wallon，

1956〆1983）o

　西川 （20e3a）は ， 子 ど も が 使用 す る 自称詞 に つ い て
， 場

面 に 応 じた使 い 分 け と性差に着日 し て ， 保育園に 通 う子

ど もの 家庭 ヘ ア ン ケ ー トお よ び 5 歳 児 ク ラ ス の 観 察 を通

し て の調査 を行 っ て い る 。 そ の 結果 ， 2歳以降 に な る と

ほ と ん どの 子 ど もが 自称 詞 （愛称 や 名前）を 用 い る こ と，そ

の後 ， 男児 は幼児期 に お い て 両親 に は 「愛称 ・名前」，友

だ ち に 「オ レ 」を用 い る傾 向 が あ り，児童期 中頃 に な る

と両親 に 「ぼ く」， 友 だ ち に 「オ レ 」を 用 い る 傾 向が 示 さ

れ て い る。また，男児 は 保育者 に 対 し て 主張 し た り自慢

し た りす る 場面 に お い て の み 「オ レ 」 を，そ れ 以外 日常
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的に は 「ぼ く」を使用 し，友だ ち に 対し て は ど の場面で

も 「オ レ 」を使用す る な ど，一人称 の 使用 が相手 や 状況

に 応 じて ， また，伝えた い 内容に応じ て 選択 さ れて い る

で あ ろ う こ とが 示唆 さ れ て い る 。 し か し ， 女 児 に お い て

は学童期 に な っ て 「わた し」の 使用 が増加す る が ， 「愛称・

名前」 の 使用 が 学童期 に も続 き ， 両親 と友だ ち 問で の 使

い 分け は ほ とん ど見 られ て い な い 。

　子 ど もた ち が性別 に 応 じ て そ れ ぞ れ使用可能な 自称詞

を使 い 分けなが ら，自己表現 を試み る様相を い っ そ う具

体的 な 生活場面 か ら捉え て い く こ とが 今後 の 課題 で あ る

と著者 （四川 が 述 べ て い る よ うに ，
こ の よ うな違 い が ，

社会的な か か わ りの 中で どの よ うに 文化的 ・社 会的 に 相

互 に影響 を受 けなが ら な さ れ て い くの か興味深い
。 また ，

西川 （200 ／b）は ， 相手 や状況 に お い て そ の 使用 が 選択 さ れ

る 「ぼ く」や 「オ レ 」の
一

人称 の 使用 が，ク ラ ス と い う

ご く小 さ い 所属集団 の 中 で も規定 さ れ う る も の で あ る こ

と を報告 し て い る 。

lV．おわ りに

　 こ の 1 年間 の 日本 に お け る社会情動的発達研究を振 り

返る と ， 坂上 （2002）の研究に代表さ れ る ように ， 日常生

活 とい う場 の 中で ， 他者 と の 関係性 を通 して 発達す る子

どもの 姿を生 きた まま捉 え， それを対象化 し ， 子 ど もの

発達 を解明 し よ う とす る視点 が 着実に根ざ し て き て い る

よ う に思う 。 特に ， 社会情動 的発達だけで な く， 記憶 が

他者 との か か わ りの 中で い か に 生み 出さ れ て い くか を詳

細 に 分析 した 研究 仙 本 ら，2003）が な さ れ る な ど ， 様々 な

側面 に お け る発達 を ， 子 ど も個人 の 頭 の 中 で な さ れ て い

くもの で は な く， 他者 との 関係性 の 中 で な され て い くも

の と して 捉えた視点 で の 研究が か な り浸透し て き た よ う

に 思 う。と同時 に，研究者間で ， 関係性の捉 え が曖昧に

な っ て い る よ う に も思え る 。 発達 に お け る関係性 と は何

か をあらた め て 考 える 時期な の か もしれな い 。

　最後 に，方法論 に 目をむ けた 研究を紹介し た い
。 発達

心理学の分野 で は ， 関与観察 （partcipant ・ bservation）の 重

要性 は 以前 か ら指摘 され，そ の 方法論 も積み 重ね られ て

きて い る （箕浦，1999）。 そ の 中で ， 石野 （2003）は ， 観察者

自身 の あ りよ うに焦点 をあて ，保育 の 場 で の 関与観察者

の 存在 の あ りよ うを明 らか に し ， そ の 場 で の 子 ど もの 育

ち を捉 え る可能性 を探 っ て い る。保育 の 場 で の 関与的観

察を行う こ との 意義を ， 子 ど も と保育者の 観点に寄 り添

うか た ちで，子どもの 育 ちの 実情 を捉え よ う とする点 と

捉え て い る 。 著者 （石野）は保育園で 0〜 1歳時 よ り 6 年

間 に わた っ て 週 に 1 回程度 ， 保育 に参加 し な が ら縦断的

に観察 を行 っ て い る。そ して ，そ こ で の 観察事例 の 自己

記述を 通 し て ， 保育の場で 生 き る 「
一

人 の 人間」と し て

の 関与観察者 の 存在は多様で ， その都度の場の 流れ に応

じた 「子 ども
一保育者一観察者」関係の 中で 生 きられる

もの で ある として い る 。 そ し て ， そ の 特性 として ， 関与

観 察者 は 保育 の 場 の 内部 と外部の 両極 に位置す る 存在 で

は な くそ の 連続帯に 存在 し ，
こ の 存在 の 多様性を利す る

こ とで 初め て 複雑で奥行き の あ る個々 具体の 出来事 の 意

味を読み解 く こ と が で き ， そ の結果 ， 手応 え の あるか た

ち で ， そ の 場 で の 子 どもの 育ち の 実情 を捉え る可能性が

開か れ る と述 べ て い る 。

　 こ の よ うな関与観察 に お け る観察者の あ りよ うに 焦点

を向け る こ と は ， 関与観察法に対す る 論考で ある と同時

に ， 研究者自身 の 立場 を対 象化 し，そ の あ りよ うを 自覚

化す る こ とで もある と考 えられる 。 また ， 子 ど も を見る

目 と し て ，砂上 （2003）や 刑部 （2003 ）もそれ ぞれ の保育の

場 に お け る研究者自身の視点に つ い て 論 じて お り， 各研

究者 が ， そ れ ぞ れ の 視点 で，その 場 に生き る子 ど もの 姿

を捉 えようとして い る姿勢が 窺え る。 今回 ， こ の原稿を

執筆す る に あ た り多 くの 研究 に 触れ た 。 残念なが ら紙面

の都合で取 り上 げ る こ と は で きな か っ たが ， 社会情動的

発達関連 に 限 っ て も，研究 テ
ー

マ は幅広 く多様 で ，そ の

研究 目的 も様 々 で ある こ と をあ らた め て実感し た 。 そ し

て，そ れ ぞ れ の 研究目的の解明の た め に ， 研究方法をユニ

夫し て い る様子 も窺え た 。 しか し，

一
つ の 研究方法 で 明

ら か に で き る こ と に は 限 りが あ り，当然，扱い き れ な い

側面 が 残 るで あ ろ う 。 そ れ ゆ え ， 次へ の研究に向け て ，

使用した研究方法で ， 何が捉 え られ ， 何 が捉 えられ て い

な い か を常に顧み る こ とが大切 で あ ろ う。そ して ， それ

は，研究者自身の 研究の 場 に お け る存在 の あり よ うや 子

ど もを見 る 目を対象化し ， 自覚化す る こ と に もつ な が る

で あ ろ う。 また ， それ は関与観察 に 限 うず ， 斉藤 （2000）

が論考 して い る よう に ビ デオ とい う間接 的道具 を使用 し

て の 観察 に お い て も同様 で あ ろ う。さ らに ，そ れ は観察

とい う方法 に お い て だ けで な く， 面接法を用 い た 場合に

お い て も ， 関係性を視点に 入 れ る の ならば ， 研究者 は子

どもと対話す る中 で ， 子 どもと共 に 何 か を生 み出す存在

で あ る ゆ え，常に 自分自身の あ りよ うを自覚化す る こ と

が 必要性で あ ろ う。 今回，
こ の 原稿を執筆す る中で

， 発

達研究 に お ける方法論 の さ ら な る考究の 必要性を感じ た。
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