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　　Joint　Elttelltion σA），　which 　 develops　in　 rapic1 亅y　humans 　immcdiately　 after 　 birth，　 is　importal／t　 il／

subsequent 　social 　cognitive 　develoPnlent．　 Since　this 吐opic 　was 　introduced　i】l　I　975
，
　although 　the　defini−

ti⊂）n 　and 　behavic）ral　indices　ofjoint 　attention 　have 　come 　to　be　bI・（）adly 　inter1〕reted 　alld　diverse，　dle　initial

emergence 〔，f　j〔，int　Eattentic ）1ユ behavior　and 　the　developrnelltal　r巳1atiQn　among 　j⊂）int　attention 　behaviors

have　yet 　to　be　investlgated．　 The 　present　study 　rel，orts 　the　results 　o 工asurvey （）f　longitudillal　research

ol／ j〔〕int　a 亡tentioll　iTI　approxflnatel ｝ 2，000　inftl　ll　ts 〔ages 　818months ），　including　infallts　with 　typical 　develop −

mellt ，　inental 　retardation ，　and 　autisln ，　ill　which 　the　infants　were 　assessed 　every 　2　months 、　The 　analysis

I
．
evealed 　the 　initia］emergmg 　peri｛：レds　of　joillt　attention 　behavior．　 A 　joillt　atterltion 　behaviol・scale 　was

developed　 and 　 standardized ．　Four　 related 　developlnental　 stages 　were 　pl
’
〔｝p 〔〕sed ．　 The 　 results 　sh ｛〕uld

ellable 　effectivc 　develoPmelltal　assesslnellts ．　Early　predictors　of 　autism 　were 　discussed，　as 　was 　typical

jc｝int　atterltion 　b已havior　in　18−II1｛〕nth ．
（）1d　illfallts．

　　 Key 　Words ：joim　 attelltiol1、　k〕ngitudinal 　survey ，　devek〕pmellt，　deve！opmental 　disorders，　illf．al／ts

　ヒ ト は誕生直後か ら社会的認知 の萌芽 を現 し，そ の後 ， 飛躍的に 発達し て い く 。 19．　75年，他者が 見て い る

対象を見る 現象で あ る 視覚的共 同注意 が ， 後続す る社会的認知発達 に 重要 で あ る と 報告さ れ た 。 以降 ， 多 く

の 研究が 重 ね られ ， そ の 定義や 行動的指標は 広義か つ 多様に な っ て い っ た 。 し か し，各共同注意行動 の 出現

時期 や そ の 発達的関連性 は い ま だ明 らか で な い 。そ こ で ， 約 2，〔｝00人 の 出生 児 を 対象 に ， 8 ヵ 月 か ら18ヵ 月 ま

で 2 ヵ 月 ご と に 共 同注意に 関する縦断的 コ ホ ー
ト調査を実施 した 。 本稿で は，先行研究 の 文献 と こ の 調査の

データ とを あ わ せ て紹介 す る 。 調査 の 結 果 ， 出現 時期 の 様相が 明 らか とな り， データ の 標準化 に よ り共同注

意尺度 を作成 した。また 共分散構造分析 か ら，共同注意 の 発達 に は 「視線 の 追 従 S・「行 動 の 追従」・「注意 の

操作」・「シ ン ボ ル 形成」と い う 4 段階が あ り， 因果的 な発達連鎖 を持 っ て い る こ とが 示 唆 さ れ た 。 こ う した

共同注意 の 定型発達過程 の 検 討 は，乳幼児期 に お け る発達評価に も貢献 で きる。生後18ヵ 月時点 に お け る定

型 発達，知的障害，自閉疔 の 共同注意行動の 特徴 に つ い て報告す る と と も に，自閉症の 初期 予兆 に つ い て 論

じた 。

　 キーワード ：共 同注意　乳幼児　発達　発達障害

　 1．は じめ に

　 ヒ トは い つ 頃 か ら ど の よ う に他者 の 「心」を琿解す る

の だ ろ うか。こ れは古 くて新しい 研究課題 で あ り， 心理

学 に お い て長 く存在し続け て い る問題 の一っ で あ る 。
ヒ

トは生物学的に き わ め て未熟な状態で 誕生 し な が ら，そ

の 直後か ら社会的認知の萌芽を現し ， そ の後飛躍的 に 発

達して い くu

　乳幼児期の急速な 発達過程 の 中で も，特 に 生後 1 年日
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教 同 心 理 学 年 報 第 15集

の 後半に ， 乳児が特定の対房を媒介に し て他者の 心的状

態 こ 気づ き始 め る 発達 珥 象 に 学際的 な 関心 が 寄 せ ら れ て

い る 。 こ の 三 項 闍係 コ ミ ュ ； ケ ーシ ョ ン の開始は実質的

な 社会的評知 の 始 よ り 毎意味 し，そ れ 以前 の 時期 と 比 べ

る と 画期 的 な変化 の 様相 を 示 す ＿と か ら 1斉跡 の 9 ヵ

月」 （T （，masell （1、／t）1）5）ともい われ て い る。こ の 時期 に 集中

し て 出現 す る 心 理 学 的 な 発遅 現 象 を総 じ て 共 同 ？rL ：

（．loint　Attenti〔〕t1〕　とil・yぶ D

　共同注意 は，そ れ が 出現す る 前 の 様 々 な 発達 メ カ ニ ズ

ム に 茸要 な 基礎 をお く と と も に ，そ の 後身 「p 卜tCur 　 r 、

Tom ・ 1b、　lV｝
一
） と して の 「心 の 理 論」1・・　fl’f／tt

』
彳卦な ど と

い っ た 発達 に 決定的な 駈 II を 与え て い る と 砦え られ て い

る 。し か し，こ う し た 発 Ly 的遅鎖 の 仕組 み に つ い て は い

ま だ 明   か で は な い
。 こ の 共同注意の 発達 とili　 llを め ぐ

る 諸問題 は心 理
’L
｝の み に と ど ま ・．♪ ず，肌科 学 や 比 収 ゴJ動

学．ロ ボ ッ ト
．
匚学 な ど に お い て も重要な知 見 が 多 く積 み

「勧 よられ て き て お り，今へ 学際的 に 解明 が 進 め られ て い

る。脳機能 イ メ
ージ ン グ研 究 で は，他 者 の 劫 き の 知 覚

（Puce ＆ P 　 tt・Lto〔〕3〕，他者恵図 の 知覚 （Saxe、　Xiae 、1〈c］s
．
aじs，

P 〔
・r1．vtt 、＆ KIm ・・ he【

・．20〔）4）と い っ た他者理解 に ｛則頭 罠の 一L

側頭濺 （Supcri（｝11　Temp 。 r ヒd　Su［cus ）が 関連 し て い る こ とが

明 ら か に な っ て きた 。 し か し ，
こ の よ うな他者の 「心」

の 理解は， ヒ ト以 外 の 壷 長類 に お い て そ の 成立 に 関 す る

1甬．固 た る 証 拠 は ま だ 得 ら れ て い な い 〔Call ＆ Tomasello 、

］！）・）8｝。ま た，ロ ボ ッ ト自 ら の 力 で 社会的 ∫羃境 を抹 索 し，

コ ミ ュ 』 ケー
シ ョ ン 能力 を 獲得 さ せ る 試 み （小 1鳴，咽 15）が

進 んで い る が， こ れ まで の と こ ろ ， まだ他 者の 「心ゴを

理 解 ナ る に は 至 っ て い な い 。

　本稿で は ， 心理学の 立搦か ら ， 他者の 「心 1を 理解す

る起源 と発達的過程 に 関 す る 先行研 究 の 結果 を概観す る。

ま た ， 著者 ら が行 っ て い る縦断的 コ ホ ート調査 の データ

を 紹 介 し，今後 の 研究 の 展望を描 く。

　 II．共 同注意 の 発達 的起源

1．社会的知 覚

　個体 を識別 し ， 共通 の 特徴 を カ テ ゴ リー化 し て い く能

力 は，複雑 な 社会 を構 成 す る （ヒ トを 含め 局 種 に と っ て 必

要不可欠 で あ る 、、ヒ ト乳坦 も ， 誕生直後か ら， 周開の社

会的世界 を弁別す る とい う課題 に迫 ら れ る。

　 ヒ トは ， 実 に 生後数 口 で ， 顔 へ の 視覚的選 好 を 示 す

（Fantz，1963；　John．sun 、　Dziurawiec，　Ellis，＆ Mor 匸on ，1991＞。多

くの 顔 の 中か ら乳児が 重要な他者 を弁別す る際 に よ く利

用す る手が か り は親近性 （famitiarity）で あ る 。 実際， 新生

児 は母親 の 顔 と見慣 れ ぬ 顔 とを区別 す る （Bushne］1，Sai，＆

Mullin ，1989 ；Pasealis，　de 　Schonen，　Morton ，　Dei’uelle ，＆ Fabrc ．

Grenet，1995）。乳児 は
， 養育者の 写真 に 見慣 れ ぬ 他者 の 写

真よ 1〕 も長 い 注視 ・微 笑 を示 す （Brouks．GUn1］ ＆ Lcwi雲，

198D。

　 k た ， 高い 親近性 を持 つ もの に は弁別能力 が 高 ま っ て

い く。乳児 は 自人 種 の 顔 に 対し て他人 種の顔 ．よ り も選 好

を示す （K ［tll ｝
’，　QninT・、S］atVl

．、［．ee ，（；ibs〔〕ll，　Smith，Gc，＆ P・eul ，

：t（｝05〕。生後 6 ヵ 月以 降 ， 親近件の 低 し 種 の 個体 に は そ の

弁別 が 薙 しくな っ て くる が，1駈1近性 の 高 い 種の個休に対

して は弁別能力が イ！l持 さ オ
ゴ
しる こ とが わ か

一
て い る、，た と

え ば， 6 ヵ 月児 は ヒ ト0）1目 もサ ル の 頗 も個体間誠矧1を 示

す か ， 9 ヵ 月児 は L トの 顔 で しか f同体同誠別 を示 さな い

（Pa　 n ］is、　de　lTaan ＆ Niulseii，2〔川2
、 し か し 6〜9 ヵ 月 ま で

サ ル び）項 に 慣化 され た 孔 児は，サ ル の 顔 で も個体間洩男」亅

を 小
『
弓　〔Pa．［］is．　S　Cl ，tt、　T〈e ］［y、　Sh ：um ⊂｝n ．　Nrch ・）ls。 11、　C 〔，1ema 匚1，

＆ N 〔
・ls｛）冂，2〔川 ）｝、，

　他 9−　ti引 能 力 が 視 近 性の 高 し 訂 を 中 ’L・に 洗練 さ れ て い

くと 同時 に ， 乳児 は
“
生 命

”
あ る も の 〔UT ］il／lacs・｝ とそ う

で な い もの と を識別 し， ⊂ の 感受性 を 而 め て い く （T．cger ．

stee ，1992；POuli1コ．Dubc 、19Yi〕〉” 6 ヵ 月児 は ， 行1．者が ヒ ト

に 向か っ て 話しか け る場面 を，モ ノ に 向か っ て 盾 しカ け

る搦面よ り も長 く注視す るが ， 4 ヵ 月児は弁別反応を示

さな い CMc〕lina、　Van 　de　Walle、　C 〔川 d1．｝．t、＆ St）ell 、Z‘｝Oi）Q ヒ

トが 行 っ 自然 な 行為 へ の 感受性は生 後 6 ヵ 月 の 門 に 発達

す る。

　 こ う し た 先 行 研究 の 結 果 を 総合 す る と，乳児 は 生後

6 ヵ 月頃 ， 親近性の高 い 他 音の弁別能力 を よ り
一
層高め ，

ヒ トが 行 う行為 の 特徴 を 把握 し 始 め る と い え る 。

／i
．
後

6 ヵ 月 とい う時期は ， 養百者と双方向に や り と り を行 う

二 竡 関係が 確実 に 成立 す る 肝 期 と重 な る が ，そ の 背 tJ に

こ うし た認知的発達が ある と考え られ る 。

2 ．二 項関係

　 乳児 に 生得的 に 備わ る知覚能力 と乳児 に 関わる 1・II9．に

特有な行動 パ タ
ー

ン は ， 共同注思 の 前提 とな る母
一

子 関

係 と い う二 項閨係 の 発達 を効果的 な もの に す る。こ の時

期 の 母親 の 行動 で 最 も顕著な特徴は，大人同十 の 会話 で

使わ れ る パ タ
ー

ン と は 明瞭 に 異な っ た 韻律 で の語 りか け

を多用 す る こ と で あ る 〔Fernald＆ Simon ，1984）。また 授乳

の 際 ， 乳 児が 乳 首をサ ッ キ ン グ ／休 ll／す る よ う な 小 さ な

リズ ムf］動で も敏感 に 反応し ， そ れ に 同期 した応答をす

る こ と 〔Kaye、1W ） も こ の 叮期 の特徴で あ る 。 乳児の 行

動 の 中 に 母親 が 乳児 の 気分 や 気恃 ち を読 み 取 り， そ の気

分 に 寄 り添 う よ う に 振 る舞う行動 は，そ れ ぞ れ の 行動 の

効果 を予測 して 行 っ て い る わけで は な く， そ の ほ と ん ど

は直感的な行動 （Pap 〔，Ubek ＆ 1’upousek ，19h ）で あ る と 考

え られ て い る 。 文化を越 えて 生 じて い る こ う した 母子関

係 に は，母 と子 が 互 い に 注 目 し，相互 に 調整す る コ ミ ュ

ニ ケーシ ョ ン の通路が 開か れ ， 社会的認知 の 発達基盤 と

一 14G　一
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して 機能 す る 。

　乳児 が 牛後 6 ヵ 月 に わ れば，玩 目 ＿f 迩
・
仲 ば し て 掴み，

−i を出 し た り ， わ ざ と落 と して 眺 め ，： り ， 自分 で 操作で

き る 事 トッの 世 界に 関心 を持
一
　
厂
抹 索 し始 め る、、こ れ、は

「人 　物」 カ ． な る 二 項 関係 で あ る tt乳 児 の 乙 ）し た 対

蓼を操作 プる行動 は， リ・一チ ン グ，タ ッ ヂ ン グ，グ ラ ス

ピ ン グ と い う
一

連 の 運動 プ ロ セ ス と し て 発達 し．こ の 後

に 唄 れ て くる 1項関係に sけ る指示的 コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ

ン の 先駆 け と し て 機能 して い くと 考 え り れ て い る。「人

．
人 1 の 二 項閧係 の 場合は ， そ れ ぞ れ 力 能動的 1一関わ る

能力 を 持 つ 行為 i 体者 同上で あ る た め 双 方向 の コ ミ ュ 』ニ

ケー
シ i ン 通路 が あ る が，1

一
人一物一と い う二 項関係の場

合は ゐ 向性で あ る。しか し 「人　物」 と い う
一

方向の

関係 の 中 に お い て も，
泣 L児 の 対芽の 探索，特別 の 対象の

同
一
指定，対象を操作 す る 関係性 と い っ た初期認知 の 発

1圭 は 仇 さ れ、て い く。　こ の 時期 に み ら れ る 「人 一人 1，「人

一物」 とい う 2 っ の 二 項関係は ま だ統合さ れ ず ， ど ち
’
・

か の 関係し か 作る ＿と が で きな い が
， 物 や 人 の 原初的 な

二 珸 表象 （B 油 　 11 ＆ Ad 訓 ls 〔）11．19丶 ！； Bar・ 正I　C 〔，hell，19呂9）

を芽牛 え さ せ
， そ の 後 の r 項関係 に お け る 共同汗意 の 成

立 の た め の 発達的基盤 とな る 、，

　IIL．共 同注意 の 定義 をめ ぐる動向

　歌 冂注意 が最初 に 最 告 され た の は 1975年 の ．NJatult誌

に 掲載 された Scaife　and 　Bruner 〔1975） の 論文
一
L あ る、、

そ こ で は，乳児と顔を見合わ せ て い る相手が頭 と［を同

時し 目標物の ノJ 向 に 回転 さ せ た と き に 生 じ る 乳 児の 祝線

の 後追 い 現象で あ る視覚的共同注意〔joint　x，isual　aLtenti 。 11＞

が 取 り上 げ ら れ た 。 乳児が 自己
一

対象
一

他者 と い う三 項

関係 の 中 で ，初 め て 「他者 が 見て い る と こ ろ を 見る 1， っ

ま り，11〜14ヵ 月 ま で に は ， 自己 が 他者 の 注意対象 を た

く さ んの 障境 の 中 か ら感 じ取 り，他者 の 注意 （捌 乂D し た

方向 に 注意を 向 け る ．よ うに な る 。 Butterworth　and 　Jar−

rett （199．　1） も視覚 的共同注．L．1．を ［他者が 見 て い る と こ ろ

を 見 る こ と一巨 同 時 注 鬩 と狄義 に 定義し た 上 で，実験研 荒

を行 っ て い る 。

　 しか し，Tomasello （／995）は， こ の 狭義の thSt に は お

互 い に 相手の 注意 の 焦点を知 っ て い る と い う恵味で の 共

同注意 に 本質的 な共有性 の 基準 が 欠 け て い る こ と を指摘

し た 。 乳幼児 と大 人 の 両 者と も 同 じ対象に視線を 向 け ，

そ の 対 象 の 同 じ側面 に 注意 を向け て い る が ，そ れ ぞ れ た

だ 単 に 見 て い る だ け の 状態 〔OII　L・ ・ king ）が 封仁除 され て い

な い こ とや ，
二 人 の 人間が同 じもの に 注意 を向けて い る

こ と を お 互 い が 矢lb て い る と い う Knowing 　That の 問

題 （注意 ぴ） 聖性が 生 じた 出来 事 をSrtLい が 原初的 宀 メ タ 表象レ ベ

ル で わ か って い るか とし 」第 二 次相互主観性 （Trevart ｝1en 、19、9）

や 相 ノ 1「 〔：10mt ’
Lst’110＆ TUdd，198

．
　 Tmi 】a 　Ne，19V5） の

II
｝提 ）

力 欠如 して い る こ と を論じ て い る 。 Mundy ，　Sigmal／and

Kasari 〔1991D も， こ の 広 義の 定 義 ん 自ll提 と し て，共同注

恵 に は視線追従や 指 さ し理解と い っ た 応答的行動 だ け で

な く，他者 へ 始発す る 提示 ・手渡 し ・交互凝 視な どの 行

動 も含 よれる と した n さ ら に ，三 項関係 に お ける相彑 交

渉の 中で ，自閖症 の 発達診断の 要 と な る特定 の 他者へ の

関心 ｝： h定的情動 衣出 が統合 ＼ れ る 側画 の 重要性 を指摘

した。

　 一一p し た広菰の 定義 が 広 く受 け 入 れ
’
れ る に つ れ て

，

共同孟 廿 を 育 ん で い くた め の 定式化 ・伍式化 さ れ た営み

〔for・mat ；Bruller、19、♪
；Pet〔・］・s ＆ B 匚〕gg 、19呂6），さ ら に は ， そ

の 背後 に ある文化的慣習
r（cOIIVC，IIT．i（．Mll ］c ‘，de ； Adams 帆 1 ＆

Baken 〕al〕、1995〕や 晴黙 の 背 景 的知識 〔pe ” しu
’
nbi

・
albuckgruullcl

kLL・ wlL ⊂lg ；BT．し111c・・’、　 L9！・］5） と い っ 　 共同注意 の 成 五条件 に

関す る視点 も含め られ て き て い 7
。 しか し ， 共同注恵研

究 が様々 な 研究領域 1 拡大 す る に 伴 し　 こ の 萌芽 的な概

念の 捉 え 方は 研究 6 に よ っ て そ れ ぞ れ 強調点力 異た り，

多igl　f＃意 味共同体 と し て殫 解 され る よ う に な っ て き て い

る c、

　IV．共 同注意の 発達的里程標

1．発達時期に 関す る先行研究

　乳児 の 最初 の 社会的相互交渉 は，自分 と養育者 と の 二

項関係 （dy
・D の 中

ヂ
始 柔 り， 自分 と物 と の 二項 関係 を械

り 交ぜ オ が ら， 生後 9 ヵ 日頃 に な る と 自分 と養育者，第

E の 事吻 を介 し た 三 項関係 （trind ）で の 相互交渉が 可能 に

な る 。

　 9 ヵ 月以降の 発達 の 位柑 に つ い て ，ButterWcエrth 　 and

Jarrett　（1cjgl〕は ， ⊥ 後 6〜18ヵ 月 の 乳児 を対象に 実験 を

行 い
， 視覚的 1匕同注意 の 発達 L は 3 つ の段階力 ある一と

を報告 し た 。 彼 らは ， 生後 6 ヵ 月 に 視線 の 追従行動が 出

現す る こ とカ  
， そ の 背 景に 大人 の 知 覚傾 向に あわ せ て

変化 し や す い 牛 態学 的 メ カ ニ ズ ム が あ る ： と を 示 唆 した 。

生後 12ヵ 月に な る と ， 乳児 の 硯野内 で あれば ， 母規 の 注

意 も し く は 意図 を 感 じ取 っ て 母親 と そ の 視 線 が 指 示 す る

対象を結ん だ ， 冂に 見 え な い 線 を探す よ うな行動 〔幾何学

ebSfj ニ ズ ム）力 出現 し，18 ヵ 月に は空間理解の 発辻 と と も

に 後ろ を振 り返 っ て母親が見た 方向に あ る標的を探す行

動 （空 間孑象 メ カ ＝ズ ム ） が 現 れ る こ と を報告 した。

　 Tomaselb （1995）は ， 生後 9〜⊥8 ヵ 月に は 2 つ の 相が

出現 す る こ と を示唆 した。まず，乳幼児 が 他 者の 注息 や

行動 を追従す るが ，一れ ｝の 行動 が 他者 を意図的行為主

体者 と し て の 理 解 に どの 程度依存 し て い る か 不明瞭 な 9
〜／2 ヵ 月 の 時期 で あ る 。次 に ，赴会的参 貽 視，道 具的 ・

象徴的 な行動の 模倣 ， 身振 りや 膏 語の使用 な ど を通 し て ，
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幼児 が 意図的行為主体者 と して 他者を理 解し て い る こ と

を窺 う こ と が で き る 12〜18ヵ 月 の 時期 で あ る。

　 こ う し た 先駆的研究 を受 け て な さ れ た ， 視線追従 や指

さ し理 解 に 含まれ る 注意 方向 の 理解 の 有無 を検討 した 実

験 的研 究 に よ る と ， 生後 14ヵ 月 頃 に は行 為者 の 行為 に 含

ま れ た 注意 ・意 図の 方向を手が か りに行動 す る こ と が で

き る よ う に な る （Behnc ，　Curpenter ’，＆ T 〔川 a9．　ello、　Leer｝
’
1。ま

た ，行為 の 意図 〔hユtention　ill　actiOII ）の 理 解に つ い て ， 乳

児期の 生得的な 模倣傾向を利用 し た 行動 的 再演 法 〔be．

havioral 　 re．cnaGtnlent 　pl
’
oee 〔1ure； ）．v’Tc’，ltn｝ff、1995）　hl

’
：考
’
案 さオし

た 。 行動的再演法 に よ る 検討 で は ，牛後 15 ヵ 月頃 ， 行為

者 の 行為 が完遂 され な くて も ， そ の 行為 の 意図 を理解 し

て意図 さ れ た 行為 を
“

模倣
”

で き る こ と を示唆 した （Bel．

1iiga”コ1ba ＆ Tomasel 】o ，1999：N
’leltzofT、1999；Szillefuji，　Ilashiya，

ItEl1｛しlra，　＆　O］ILTa111i、　2〔Kレ4）e

　意図 だ け で な く，信念や 思考，知識 と い っ た 他者 の心

的状態 の 琿解に関す る ［心 の 理論 亅研究 も これ ま で 多く

な され て きた 。「心 の 理 論 」研究 で は ， 3〜 5 歳の 問に他

者 の 心的状態 を理 解す る よ う に な る こ とが 示唆 さ れ て い

る 〔Astingt 〔］ll ＆ Gopnik，19Yl；Leslic、1987 ；Pemer ，1991 ）。た

だ し ， 「心 の 理 論」 の 査定 に は 言諸理 解が 必 要条 件 で

あ っ た た め ， こ れ ま で 前言語期 に お け る 「心 の 理 論 」の

有無 に つ い て は 明 ら か に さ れ て こ な か っ た。しか し近年 ，

非言語的 な手法 に よっ て 前言語期 の 乳 児が 「心 の 理論」

を有 し て い る か ど うか を検討す る試 み が な さ れた。期待

違反法 を用 い た実験で は ， 生後 15ヵ 月時点で 他者の 誤信

念 を哩解 し， 心的状態 に つ い て の 理解が ある こ と が 示唆

さ れ て い る （（
．
）nishi ＆ Baillarge（m 、2［〕〔15）。

　 ヒ述 の よ う に ， 研究視点や 方法論に は様々 な もの が あ

り，共同注意の 行動的指標 の 選び方 に よ っ て そ の 発達時

期 ・発達様相は 異 な る n

2 ．定型発達過程 の 縦 断研究

　共同注意の概念が 異 な り，行動的指標 数 も多 くな っ て

きた結果，共同注意行動 の 質的変化 や個人差 とい っ た，

社会的 理解 の 発達過程．をめ ぐる議論 が 複雑 なもの に な っ

て い る。今後 ， jt「司注意の発達過程を 蒿羊細 に 解明するた

め に は 条件 規 定 を 明確 に し た詳細な 分析研究が ヒ要 テー

マ に な る と考え ら れ る ，， こ う した 状況 に 対 し，TOmasel ．

k｝ q995 ）は ， 9 〜18 ヵ 月 の 乳幼 児 が 自然 な 状況 で 大 人 と

や り取 りす る と き に ， ど の よ う に し て 凝視 ， 感情の 表出 ，

対象 へ の 働 き か け，社会的 行 動 を調 節す る の か に つ い て ，

模倣 ， 社会的参照，ふ り遊 び，言葉 の 獲得 な ど も含め ，

関連 す る様 々 な行動 問 の 発達的関係を縦断的 に 研究 す る

必要性 を論じ て い る。

　筆者 ら 〔大神．2co，r，）は こ う した観点か ら，乳幼 児健診 を

め ぐ る 問題 と連動 さ せ
， 最近 まで に

， 約2，000人 の 出生児

を対象に ， 8 ヵ 月 か ら 18ヵ 月 まで 2 ヵ 月 ご と に縦断的に

調 べ る コ ホ ート調査 を実施 した ，、 得ら れ た デ ー
タを新版

K 式発達検査 に 準 じ て 標準化 した結果 ，
TABLE 　1 に 示 す

よ う な 共同注意 に 関連 す る 行動 的指標群 の 出現時期 が 算

出さ れ ，大ま か な里程標 を把握 す る こ とが で きた （黒木・

大 芋申，20D？，）。

TABLE 　l　共同注意 の 標準化尺度

月齢区分
凵　 数

以 卜　 　以 F

レ ン シ 　 50％通 過

（口数 ）　 Il 齢 〔日数）
共 同注惹 項 日 JA得点

基 本得点 243

8 〜9 ヵ 月 　 　 　 手旨差 し．哩角奉

　 　 　 視線 追従

也蓄の 指 差 しに 伴 う交 fi：凝視

　 　 　 　 模 倣

　 　後方 の 指差 し理解

3D．（｝（）

9 〜10ヵ 月

10〜11ヵ 月

30．（lolD

．331
〔1．3310
．：S4

ll〜12ヵ 月

12〜13ヵ 月

13へ・14ヵ 月

14へ’15ヵ

応答 の 提示 。手渡 し 30 ．00

15〜16ヵ

16〜17ヵ

・102．38418
．95

　 　自発的提示
・
手 渡 し　　 　　 15．5〔1

　 　 要求の 指差 し産 出　 　 　 　 15．5U

要求 の 指薄 しに 伴 う 交互 凝 視　　　7．5r）
　 　 　 機能的遊 び 　　　　　　　　7、50
　 　 叙 述 の 指 弟 し産 出　 　 　 　 　7．5〔1
　 　 　 か らか い 行重〔∫　　　　　　 7，50

叙述 の 指篶 しに 伴 う交互凝 視　　 ／〔）．33
　 　 　 　ふ り遊 び 　 　 　 　 　 　 10．33
　 他 者情 動 へ の 気 づ き　 　 　 　 1〔0．34

応 答 的 指 差 し産 出 3〔〕．〔川

向社 会的行動 30．o〔〕
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FIG匸
TRE

工 共同注意 の 定型発達 過程 （tt分 皇構造 分析 〕

　 さ ら に ，こ の 共 同注意 の 定川溌 達過程は，共分散構造

分析 の 結果 ， 少 な く と も 4 つ の 段階力 あ り ， 因果的 な 発

達連 鎖 を持 っ て い る こ と が 示唆 され た （F ］Gud − L，つ 長

り， 最初 の 段 階 は ， 移動運動 や 対象操 作 た ど の 連動 発達

に 支 え られな が ら，視線 の 後追 い や指 さ し理解 に み られ

る よ う に 乳児 が養育者 の 意図 を感 じ取 り ， そ の 注 息 に 追

従 す る段階 で あ る。第 2 の 段階 は，単純な動 作模倣 や物

の 提示 ・手激 し な ど，他者α）行動へ の 追従を示 す段階で

あ る ．
こ の 2 つ の プ ロ セ ス を経て ようや く他者 の 注意 を

操作 す る た め に 乳 児 自ら が他耆の 注意 を操作す る た め に

指さ し の 産出を行 う段階を 迎 え る ，、

　 こ の 2 つ の 段階 に 関連 し て，Lempers 〔エ9791 ｛．よ，指 さ

し琿解 と指 さ し産出の 間 に は 因果関係が み り れ な い
，

つ

ま り，

一
領域 で 獲 得 された学習 は他領域 に 転換 さ れ な い

こ と を論 じ た、そ の 理 由 は，指さ し琿 解は 大人 が 巧 み に

乳児 の 注意 を対象 に 向 けさせ よ う と した結果，受動的 に

生 じ た もの で あ り，他方，指差 し産出は，乳児 が対象に

対 し て持 っ て い る関係の 中に 大人 の 注意 を向けさせ よう

と す る 行為 で あ り，両者 の 発現 メ カ ニ ズ ム が あ ま り に も

違 う と考え られ た か ら で あ る 。 こ の 差異が ， 指さ し 理 解

と 指 さ し産出 に 関連が な い こ と を説明 す る 鍵 で あ っ た。

　筆者 らの 構造 方程式モ デ ル を適用 し た研究 （税 田 ・大神，

2003 ）で は，指 さ し理解 の 発達 に は模倣や提示手渡 し の よ

うな体験 を介 して か ら指 さ し産出 の 発達 に 推移 す る バ イ

パ ス が あ り，指 さ しの 琿解と産出 の 間をつ な ぐ仕組 み が

あ る こ と を示唆 した 。

　 こ 丿 した段階を経 る と，最後に は シ ン ボ ル （・二 と の の

形成や 他者の 凸
：
痛 へ の 反応 な ど を示 す 段階 に 至 る こ 払 こ

な る。指 さ し 座出 と 占語岬 解の 高 い 相 関 に つ い て は 多 く

の 報告 が あ り ，
こ の 段 階 の 移行 に つ い て は こ れ ま で の 膨

大 t 先行研究の 知 見 と矛盾 は な し  指 示機齔を打 つ 指 さ

し の 濠 出 を こ とば の 起 源 と捉 え る研究者は 多く，意味す

るもの と首 味 され るも¢）は幼 児 と大人 の 閤 で 共有体験 を

介 し て 。吾用論的に 獲待 1
．
る と考え ら れ る か ら で あ る、、こ

うした体験 は必然的 L 他者 の
卩1青動状態を感 じ取 り， 慰 め

や レ た わ り行動 を 示 す こ と に つ な が る と考 え られ る。 こ

の よ う广 縦断調査 に よ る共 同注意 の 発達過程 を明 ら か に

し た 夫 証研究は過去 に 例が み られ な い ，，

　 V ．共同注意の 社会的貢献

1．ハ イ リス ク乳幼児 ：共同注意の 発達的特徴

　FIGURE　2 の ヒ段 は，前述 の 標準化 尺度 に 基 づ い て，全

詞査 者の 共 同注意得点の 月齢推移 と平均
・標準偏差 を 示

しL もの で あ る 。 通常 ， 統計的 な解釈で は ， 「均値マ イ

ナ ス 1標準偏差（sD ）以 ドに 位置す る 乳幼児 に は 明 らか に

発達 の 遅 れ ， あ る い は 発 達 の つ ま ず き を持 つ 乳幼児が 含

まれ て い る と み な さ れ る u そ の 解釈 を も と に ，マ イナ ス

lSD 〜マ イ ナ ス 2SD を境界域 ，
マ イ ナ ス2SD 以下 を臨床

域 と した。各月齢 に お ける各領域 の 実人数 と人数比 の 結

果か ら ， 18ヵ 月 の 時点で 境界域に 69人 （9．2％），臨床域 に

39人 〔5．4％）の 乳幼 児が い る こ とが 判明したた め ，
こ の両

群の 乳幼児 を 発達障害ハ イ リ ス ク 乳幼児 と し て 捉え，乳
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幼 児健診時 お よ び そ の 後 の 医 学 的確定 診断 U）た め の 要

プ ェ ッ ク 児 と し た。こ の データ で は，新 生児期 に 医学的

ス ク リーニ ン グ を受 け た 24名は除外 し た 。 そ の 中 に は，

ダ ウ ン 症，ク レ チ ン，新生児仮 死 ，脳 室拡大．内臓奇形，

極小 未熟児な ど が 含ま れ る u ま た，未記入 も し くは 「わ

か ら ない 」 とした者を無効 同答 と して統計処理 か ら 除外

し た。

　他方，
FIGURE 　2 の

一
ド段 に 示 す よ う に ，

18 ヵ 月ま で の 共

Il」」注意得点 の 発達 4ゾL跡 が マ イナ ス ユSD 以下 に 推 移 し た

ハ イ リ ス ク乳幼児は調査対象児全体の 境 界域で 9．2％ ，

臨床域 で 5．3％で あ っ た。い ずれ も，二 項 関係 に お け る行

動 に は定型域 と の 差 は み ら れ な い が ， 三項関係 に お け る

指 さ し理解 の レ ベ ル か ら叙 述 の 指 さ し産 出，ふ り遊 び，

盲語 の 獲得 と，よ り高次な 共同注意 ス キ ル に な る ほ ど定

型域 との 差が大 き くな っ て い る u

　 こ う した ハ イリス ク 乳幼 児 が 3 歳児健診時 で ど の よ う

な 発達的帰結 を 示 す の か を縦断的 に 検討す る こ ヒ は ． 学

術的 に も社会的 に もき わ め て 大 き な意義 が あ る 。

2 ．自閉症 の 初期予兆

　 ハ イ リス ク乳幼児 （境 界域 と臨床 域）の その 後 の 発達的帰

結 の 問題 は，共 同注意の 枠組 み か ら乳幼 児健診 に お ける

ス ク リーニ ン グ効率を検討し，発達支援 の 具体的力法を

探 る た め に 非常 に 重要 な 視 点 と な る。

　筆者 ら （klili、2∩t）1、川 周 も こ う した 視点 か ら ， 調 査対象

児 が 3 歳児健診 を迎 え た 時点 で 要 チ ェ ッ ク 児 障 界 域 ｝‘臨

床切 を 中心 に ス ク リーニ ン グ を↑J
’
っ た 結 果，現在 まで に

7 名 の 自閉疣 児 と 1名 の ア ス ペ ル ガ
ー

児を発 見 した。

1，758人 中，広汎性 発達障害が 8 名と い う出現率は世界

の 研究動向か らみ て 妥当な レ ベ ’レ と 号え られ る u 適切な

発達支援体制 が 整 っ た 地 区 へ の 転出事例や，今後，新た

に 発 見さ れ る 口J能性 の あ る事例を含め る と ， そ の 発 見率

は もう 少 し ヒが る と 見込 ま れ る 。縦断的 コ ホ
ー

ト調査 に

は 多 くの 課題が残 され て い る が ， 最大の 関心事 は 3歳頃

に な っ て 自閉症 の 特徴 が 顕在化 し医学的確定診断が なさ

れ た 事例が，共同注意 の 形成期 で あ る 8 〜L8ヵ 月 の 時点

で い か な る 発達的特 徴を持 っ て い た か と い う点 で あ る。

　現在 の と こ ろ，ま だ 事例数 が 少 な い が ， 7 人 の 自閉症

児の 18ヵ 月時点に お け る発達 Eの共通点は FIGURF　 3 に

示 さ れ た よ う に 3 つ の 円 （条   が 重 な っ た領域 に あ る こ

とが わ か っ て い る 。 第 1 の 条件 と は ， 共 同注意得点が マ

イ ナ ス tSD 以
一
ドで あ る こ と，第 2 の 条件 は，共同注意 の

鍵項 目（叙述 の 指 さ し ， 応 答の 指 さ し， 他者の 苦痛 へ の 反 応，な ぐ

さ め 行 軌 の 欠如 ， 第 3 の 条件は ， 運動項 目 ・言語項 目の

出現様相 （伝い 歩 き以 上 の 移動 運 動 が で きる，有意 1衆1語e）欠 如，絵

本 を見 て 呼称が で きな の で あ る。こ れ が現在ま で の 主な知

見で ．自閉疔 の 早期発見 に 重要な示唆 を与 え る もの で あ
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A ： 共同注意得点一1SD 以下

　　 境界
・
臨床領域

　　　　　 B ： 欠如項目

　　　　　　   叙述 の 指さし

初期予・ 灘 騰 実。 反応

　　　　　　   慰め ・いたわ り行動

　　　　　　   絵本の 物 働 物な どの 呼 称

C ： 伝 い 歩 き、もしくは 自 立 歩行

　　が 可能

FIGURE　3　1Sヵ 月 に お け る自閉症の 初期予兆
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FIGvRE　4 コ ミ ュ ニ ケー
シ ョ ン 能力 の 発達軌跡 　定型発達 と発達障害 の 比較

る が ， 最終的 に は 今後 の 追加事例 を含 め て ，こ う した調

査対象児が 就学指導の 時期 を迎 え た時点で 確定診断 と初

期予兆の関係 が 明 らか に な る もの と 期待 され る。

　 こ の コ ホート調 査 の 全対象兜は平成18年度ま で に 5歳

を迎 え る 。
こ の 時期に新た な ス ク リーニ ン グテ ス トが 実

施 さ れ る。つ ま り， こ の 縦断調査で は ， 1歳前後 ， 3歳 ，

5歳の 段階で 3種類 の 発達 テ ス トが実施 さ れ る。そ れ ぞ

れ の テ ス トは標準 化 され，そ の 時期 の 発達 が 評価 さ れ る

が ，
こ れ らの テ ス トは古典的 テ ス ト理 論 に 基 づ い て い る。

個 々 人 が 出生 か ら就学 まで の 長 い 期間 の 発達軌跡 を同
一

評価軸の 中で 検討す る た め に は，新 し い テ ス ト理論 頓 目

反応琿 論） に基 づ く分析が望 まれ る。

　RGURE 　4 は ，こ う した視点か ら，生後 8 ヵ 月か ら 3 歳

ま で の 発達軌跡 の
．一
部 を表現 した もの で あ る 。 白閉症 な

ど の 発達障害児群 は，定型発達群 と比 べ る と，生後 14 ヵ

月頃 か ら次第に コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン の 能力値が停滞 し て

い る こ とが わ か る。 こ の 発達 障害群 が ，今後，障害 ス ペ

ク トル の 違 い や 発 達支援に よ っ て ど の よ う な 発達 的帰結

を示 す の か を解明す る こ と は きわ め て 重大 な研究課題 と

な っ て い る 。

　 VI．おわ りに

　本稿 で 取 り上 げた テ
ー

マ に 関 し て ，発達心理学の 立場

か らみ た今後の 研究課題 は，乳幼児期 に お ける共 同注意

の さ ら な る 発達過程の 解明 で あ る。そ こ に は ， 関連 す る

諸行動 の 発達的起源 や乳幼児 と養育者 と の 相互交渉 の 構

造，ジェ ン ダー
の 形成 と文化的文脈 の 影響，さ ら に は，

愛着形成 と 「心 の 理 論」 の媒介 と して の 機能的役割な ど
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枚挙 に い と まがな い ほ ど 毛要 な研究裸題か残 され て い る 。

　 ま た， こ う し た 掣 口亅注意 の 定型発 1五過稈 の 検 J・1は，乳

幼児期 の 過 切 な 発 達評価と結び つ くこ と に な る n 共同注

意の 発達 に 問題 が あ る 場合，そ の 発達的帰結 と し て の 発

達障害の初期予兆 の 解明 や 発達支援 の あ り方 の 検討 に 必

然的 に 連動 す る、 こ うした学術↑牛と社会性を展望 す る と，

筆者ら の 研究課題 に は ， ス ク リー
ニ ン グ テ ス トか り 抽出

した要チ ェ ッ ク 児 の デ
ー

タ と確定 含断の 糸果か ら そ の 妥

当性 い 度
・特異 度 な ど〕 を 検誠 す る こ と も努 ま れ る。

　最近 の研
．
究 CFilipcl｛，　A　 a 「〔1〔〕、1・1　Hl ．、2｛脚 〕 に 財 ば ，而

機能 自閉症 ，
ア ス ペ ル ガー症秩群 ，

LD は さ ら に 後に ハ ら

な い とわ か ら な い こ と も あ り， 発見 す べ きH．ilVlは ・
律 に

は 決 め ら れ な い よ う に 思 わ れ 7u しか し ， 多 くの 哮例報

告 が 示唆す る よ う に ，早期 つ 断 と 早期介入 は 自Hgltiir児の

社会的発達 を 著 し く促進 させ
， 保 − 菖の ス ト レ ス を 軽 減

す る と と もに ，適切 な教肯 プ ラ ン を春易 に する と い え る、，

　tk同注意 を含む 発達臨床研 究 の 今後の 課遺 と し て は，

乳幼児健診 で は 障害 の 発見 ・診［析 と い う ス ク リ
ー

ニ ン グ

の 側而 を こ と さ ら 強調す る よ り，子育 て に 関わ る t“　i？ な

問題 を初期発達研究の 広 い 視点 か ら捉え直し ， 題切な 発

達支長 に っ な げ る 機 会を 目指 す こ とが あ る と思われ る。

次 匿代育成支援対策推進法， 発達陶害者支援法 ， 特別支

援教
．
育 の あ り方 な ど，わ が 田 の f ど もの 発達 を め ぐる 深

刻 な現 実 を背 景 に した 教育 ・福祉施策に 対 す る 具 体 的 な

対応は 今後 の 課題 と な っ て い る。こ うし广喫緊 の 囲 家的

課題 に 対 し て 心 上甲学 の 果 た す 役割 は き わ め て 大 き い と考

えられ る。筆者 らの 研究プ ロ ジ ェ ク ト も悉皆訓査 を継続

して ，乳幼児期 か ら就学時 まで の 縦断的な発逓過程 の 把

枦 と， 地域 レ ベ ル で の 医療 ・福祉 。教育関係者と連携し

た 発達支援体制 の 構 築 に 貢献 した い と 考 え て い る。
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