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は じめ に

　本稿 で は ， 乳幼児期 を対象 と し て 行 わ れ た最近 1年間

の 研 究を概観 し，展望す る。概観す る領域 に 関 して は，

主 に 乳幼児 の社会情動的発達 を中心 に 捉 えて い くこ と に

す る。そ の．Eで，特 に保 育 ・幼児教育 との 関わ りを念頭

に置き論を進 め て い き た い
。

　簡単 に そ の 理 由 を 述 べ る と，筆 者 は現在保育者養成校

の 教 員で あ り， 将来保育士 や幼稚園教諭 をEi指す学生 に

対 し て 「教育 心 理 学」 や 「乳幼児 心 理 学」 な ど を教 え て

い る。保育者養成校で の 授業を担当す る 甲 で ， 心 理 を主

専攻 とす る学生 で は な く，また学校教育で は な く保育 ・

幼児教育 を専攻 とす る学生 に 「教育心理学」を教 え る 難

し さ を痛感し て い る。そ し て 将来現場 に 出る こ と を見据

えて
， 現場 に つ なが る知識 と な る よ うに

， 乳幼児を対象

と し た 心理学 の 最新の 知見 を，学生た ち に い か に し て伝

え て い け ば よ い の か
， 日 々 考え続け て い る 。 そ こ で 今回

乳幼児期の 発達研究の 概観 と展望を行 う機会を持 つ に あ

た り，保育 ・幼児教育現場 と の つ なが り を意識 し て ま と

め て い き た い 。 現場 との っ な が りを 重視す る と い う こ と

は ， 決 して 目新 し い 視 点 で は な い が ， 近年 の 乳幼児研究

を概観す る際に 不可欠な視点で あ る と思われ る 。
こ こ 数

年 の 「教育心理学年報』 に お い て も， 松永 （200d｝ は 「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 」 と述 べ て い る。また久保 （LO〔｝5）が 指摘 して い る よ

うに ，乳幼児 を 対象 と し た 研究方法 は多様化
・多重 化が

進 み，理解 の 発達 を ， 生活 の 中 で の 意味 とともに 捉 え る

こ と，そ れ を支え る実践 と と も に 捉え る こ とが 目指さ れ

て きて い る 。

　そ こ で本稿で は，保育 ・幼児教育 と の 関わ りか ら，（1｝

情動 ，   自己 ， 〔3）仲間関係 ， （4）遊 び
， （5）知 的発達 と い っ

た観点か ら研究を整理 し て い く。 お わ りに，「自我が芽生

え，他者 の 存在 を意識 し，自己を抑制 しよう とす る気持

ち が 生 ま れ る 幼児期 の 発 達 の特性」 （幼稚 園教 育要領 ；文 部

省，1999） と関連 づ けなが ら こ れ まで の 知見 をまとめ ， 考

察 ・展望 した い 。 レ ビ ュ
ー

の 範囲 と し て は，2005年 7 月

か ら2005年 6 月 まで に 刊行 さ れた 1教育心理学研究』『発

達心理学研究」『心理 学研究』『乳幼児教育学研究』『保育

学研 究」 を 取 り上 げ る 。また 日本心 理 学会第 69回大会，

日本発達心理学会第17M 大会 ， 日本教育心 理 学会第48圓

総会 の 学会発表論文 も対象 と す る 。こ の よ うな 観点 か ら

レ ビ ュ
ーを行うた め ， 乳幼児を対象と した研究の 全範囲

を扱 う こ とが で き な い こ と を お 許し い た だ き た い 。ま た

過去 10年間の保育系学会誌 を対象 と した保育 ・幼児教育

に お け る研究の 動向と実践 の 課題 は，無藤 ・塚崎 伽 05）

お よ び塚崎・無藤 （2005） に詳細 に ま と め られ て い る の で

参照 し て い た だ き た い 。

　 1．　，隋動王里解

1．自己情動 と他者情動 の 理解

　菊池（2006a）は ， 3 〜 5歳児 の 状況的手 が か りか らの 情

動推 測能力 の 発達過程 に つ い て ， 自己 と他者 と い う 2 者

間の違 い に 焦点 を当て て検討 して い る。 課題 は ， 「喜び」

「悲 しみ 」「怒 り」 の 3 情動 が 発動 され る 状況文 に つ い て

適切 な情動 を 答 え る とい う も の で あ り， 主人公 が被験児

自身 の 自己情動条件 と，架空 の 人物 の 他者情動条件 が 設

定 さ れ た 。 そ の 結果 ， 3歳児 の み で ， 他者情 動条件 よ り

も自己情動条件 の パ フ ォ
ー

マ ン ス が 有意 に低 く，反応内

容を 吟味し た結果，自分 自身 の 情動 を 推測 す る場合，自

らの 特定 の経験 に 基 づ い た回答が多 く見 られ，それ に よ

り自己情動条件の パ フ ォ
ーマ ン ス が引き下げられ て い る

こ とが示唆 された。こ れ らの結果は， 3歳時 点 で は自分

自身 の 特定の 経験 に 対す る記憶 の 表象操作が巧み で は な

く，
4 歳頃 に 「時間的拡張 自己」（Ncisser，1995） が 獲得 さ

れ る と い う 自己 理 解の 発達 と の関連が指摘さ れ て い る 。
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　 ま た 表情表出に つ い て の 理解 も， 自己表情の 理 解は他

者表情 の 理解 よりも正答率が低 く， 3歳 か ら 6歳に か け

て 徐々 に 獲得 さ れ て い く こ と が 示 さ れ て い る 掬 池，

2004）。 自己表情の 理解が 低 い 理由 として ， 自分の 写真を

見 た と き に 自己意識的情動 （照れ な ど）が 存在す る た め に ，

正答率を 下 げて しまっ た可能性が考え られ る 。 そ こ で菊

池 （2006b）は， 自己表情認知課題 の 正 答数 と 課題実施 時 の

自己意識的情動 の 表出との関連を検討 した と こ ろ，有意

な相関 は 見 られ な か っ た が ，自己表情 の 認知課題 の 正 答

数 が 最 も 高 い 群 で
， 自己意識的情動を多 く表出 して い る

こ とが明 らか に な っ た。した が っ て ，自己意識的情動 の

生 起 に よ っ て パ フ ォ
ーマ ン ス が 低下す るわけで はな く，

む しろ 自己表情 の 認知が 可能 に な る と ， 自己 に 対す る イ

メ
ージ が 明確に な り， そ れ に 伴 い 自己 意識的情動 が よ り

多く表出さ れ る よ うに な っ た と考察 して い る、

　以上 の 研究 は ， 状況文か ら の 情動推測 ， 表情理解な ど

研 究方法 は 異 なるが ，
い ずれ も情動理解に お ける自己 と

他者 の 差異 を扱 っ た もの で あ る。こ れ らの 課題 は 自己 に

つ い て 再帰的 に考 え さ せ る もの で は あ る もの の ， 3歳 頃

で は， 自己 は他者よ りもパ フ ォ
．一

マ ン ス が 低 く ， 自己 の

情動 の 認知 に は ， 単な る情動の 理解だ けで はな く， 時間

的拡張自己 の 理 解な ど の 自己理解 の発達が密接 に 関わ っ

て い る とい え る だ ろ う。

2 ．怒 りと悲 しみ の 区別

　前述 の 菊池 脚 D6a）で は ， どの 年齢群で も 「悲 しみ 」と

「怒 り」を混 同す る こ と が 多 い と い う結 果 も明 らか に

な っ て い る。そ もそ も怒 り と悲 しみ は 密接 な 関連 が あ り

〔エzard ，　ICj91）， 明確 に 異 な る情動 と は 言 い 難 い
。 菊池 〔2〔｝〔｝6a〕

は，日本の 子 ど もは怒 りを表 出す る こ とが 少な く，情動

を惹起す る社会的な表出規則 に つ い て の 理解が未獲得で

ある た め， 5 歳児 で あ っ て も 2 っ の 情動を混同 し て し

ま っ た と い う可能性を指摘し て い る。また課題文の状況

で は ， 怒 り と悲 しみ の 2 つ の情動が 入 り混 じっ た よ うな

情動 を経験 し て い る た め に，怒 りと悲 しみ の 両方の 回答

が 見 ら れた とい う可能性 も考察し て い る 。

　久保 〔2006 ）は ， 5 ， 6歳児を対 象に ，自己 お よ び他者

に つ い て ，情動生起 俵 出）経験や情動表出 に 対 す る 反応

に 関す る イ ン タ ビ ュ
ーを実施し た と こ ろ ，喜 び に比 べ て ，

自分 の悲し み や 怒 りの 経験 に っ い て は 6歳時点で あ っ て

も必 ず しも容易 に ア ク セ ス し対 象化す る と は限 らな い こ

と を示 唆 し て い る。

　さ らに 森野 （2006）は ， 年長児と年中児を対象 に どうい

う と き に 悲 し い ／怒 っ て い る顔 に な る か に つ い て イ ン タ

ビ ュ
ー

を行 っ た と こ ろ ， 悲し み は 10カ テ ゴ リー
， 怒 りは

6 カ テ ゴ リー
に 分類 さ れ ，意地 悪 と攻 撃が 共通 し て い た

。

ま た 意地悪 で は年長児は悲し み を，年中児は怒 りを感 じ

た経験 として挙げ ， 攻撃で は年中児が悲 しみ を，年長児

が怒 りを感じ た 経験 と して 挙 げ る こ とが 多い と い う年齢

差 が 見 られ た 。

　菊池 （2006a） の 課題文 と エ ラー反応 を改め て 見 て み る

と， 「遊ん で い た お もち ゃ を友だ ち に無理 や り と ら れ る」

とい う怒 りの 生起 を仮定 した状況 で ，悲し み と反応す る

エ ラ ーが 多 く見 られ て い る 。
こ の課題文の状況は ， 森野

（2006）の 分類 で は ， 意地悪や攻撃に 該 当す る と思われ ， そ

の た め に 悲 しみ と怒 りの 混同が見 られ た と解釈す る こ と

もで き る だ ろ う。

　 また こ の よ うな状況 に お い て ， 保育者な ど子 ど も の ま

わ りに い る大人 も， 加害者 に対 して 「そ うい う こ と した

ら，もうお 友 だ ち に遊 ん で も ら え な い よ」 と被害者 の 怒

り を説明す る場合 も，「そ うい う こ とした ら ， お友だ ち は

泣 い ち ゃ うよ」と被害者 に 悲 し み を帰属 させ る こ と もあ

る だ ろ う。こ の ような保育者 の言葉か け が 普段 ど の 程度

行わ れ て い る の か と い う点も，怒 りと 悲 しみ の 区別 に 影

響 して い る の で は な い だ ろ うか 。

3，自己評価的情動の発達

　 自己 の 評価的意識の発達 と と もに生起す る情動 として ，

恥 と罪悪感が あ る が ， こ れ らは生起 す る状況 の 間 に 質的

な差異 が な く， 同
一
状況 で あ っ て も そ の 状況 に 対す る評

価に よ っ て ，恥 が 生 じる場合 も罪悪感が生 じ る場合もあ

る とい う。すなわ ち 自己 の 安定的側面 を ネ ガ テ ィ ブ に 評

価 し， 自己 を ネ ガ テ ィ ブ に 評価 して い る 者 として の 他者

に関心 が 向 く場合 に は恥が ， 自己 の
一．
過 的な行為を ネ ガ

テ ィ ブ に評価し ， そ の 行為 が 他者 に どの ような影響を及

ぼ した か に 関心が向 く場合に は罪悪感が 生起す る と考 え

られ て い る （Tangney ，1995）。 また 表出 ・行動 と し て は ，

恥の 場合 は，他者 の 視線 を避 け た りす る他者回避行動 が ，

罪悪感 の 場合 は ， 行為 や 影響 を 改 め る こ と で 他者 と の関

係回復 を維持 しようとす る修正修復行動や 謝罪行動 が 現

れ る。

　久崎 （2005）は， 恥や罪悪感の 違 い に つ い て ， 保育園児

（平均 31．6 か 月）を対象 に 実験場面 で の 行動 に 及 ぼ す 発達的

要 因 （社会 化要 因 や 気 質 要 因） の 影響を検討 して い る 。
マ イ

ル ドな ス トレ ス を 生 じ さ せ る よ うな実験状況 （子 ど もが 遊

ん で い た 人 形 の足 が は ず れ る） に 対す る子 ど も の 行動 を観察

し， 謝罪特性 （実験者 に 視線 を 合わ せ な が ら ， 人 形が 壊 れ た こ と

を提 示 す る傾 向），修復 特性 （壊 れ た人形 を修復 す る傾 向），お よ

び回避行動 （視線 をそ らした り，後ず さ りす る）の 関連 を見 た

と こ ろ，回避行動 を示 さ な か っ た 子 ど もは，修復特性 が

有意 に 高い こ とが 明 らか に な っ た。また子 どもの 逸脱に

対し て 恥 を感 じやす い 養育者の 子 ど も は，修復行動 が 遅

い と い う結果 が 見 られ ， さらに 快情動 を出しやす く， 対

象へ の 固執性 の 強 い 男児 は ， 謝罪特性が高 い と い う関連
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が あ り ，
こ れ らの 要因が 子 ど もの 罪悪感 に 促進的影響 を

及 ぼ し て い る可能性が 示 唆さ れ て い る 。

　中川 ・山崎 〔2。D5） は ， 違反 に 対す る 責任 の 受容と被害

者 に 対す る罪悪感 の 認識 が 必要 と さ れ る ， 誠実な謝罪に

つ い て研 究 を行 っ て い る。謝罪 す る際 に，責任 を受 容し

（白分 の せ い だ と思 っ て ），罪 悪感 を認識す る か （悪 い こ と し

ち ゃ っ た な と 思 うか 〉を確認 す る こ と に よ っ て ， 誠実な謝罪

の 出現時期 を検討 した と こ ろ ， 6歳児 で は 9割強 の 者 が

責任 を受容 し罪悪感 を認識す る と 回答 した の に対 し ， 5

歳児で は責任は受容す る と 回答 した 者 は 9 割強 い た も の

の ，罪悪感 を認識す る と 回答し た 者は 5割に と ど ま っ た 。

さ ら に 被害者の 感情を推測さ せ る こ と が
， 加害 者に お け

る被害者 に 対す る 罪悪感 を高 め る か を検討 した と こ ろ ，

5 歳 児で あ っ て も，被害者 の 抱 く ネ ガ テ ィ ブ な 感情 を推

測す る こ と に よっ て ， 違反 に 対す る責任 を受容す るだ け

で な く， 被害者 に 対 して 罪悪感 を認識 す る と 回答 し た者

が 多 くな っ た 。
つ ま り被害者の感情を推測す る こ とが

，

誠実な謝罪 を促 す要因 で あ る こ と を示唆 して い る 。 さ ら

に中川 ・山崎 （2006） は ， 6歳児に お い て ， 親密性の 低 い

相手 へ の 謝罪 に は，罪悪感が含ま れ ず， 補償行動 も伴わ

な い こ と が あ り， 親密性 に応 じて 謝罪の使い 分 けが 見 ら

れ る こ と を明 ら か に して い る。

　恥 お よ び罪悪感な ど の 自己評価的情動は ， 2 ， 3歳ご

ろ に 出現 し，久崎 （2005）の 対象児 に もそ の情動が 生起し

て い る と考え ら れ る 。

一方 ， 違反 を犯 した と い う仮想場

面 に お ける罪悪感 の 認識 は 6歳 で あ り， 情動 が 生起す る

こ と と， 行動 の 背景 に あ る情動 を 認識 す る こ と に は か な

りの 差 が 見 られ て い る。また 5歳以前で は ， 謝罪行動 の

背景 に，必 ずし も罪悪感があ るわ けで は な く， 他者感情

の推測が罪悪感 を促す要因 で あ る こ とが 示 さ れ て い る 。

こ れ ら の 知見 は，保育者 の い ざ こ ざへ の 介入 の 仕方 と
一

致す る も の と考え られ る。加害者 に た だ 謝罪 さ せ る こ と

で い ざ こ ざを解決 させ よ う と す る こ と は，罪悪感の認識

に つ な が らず， 自分の行為が 他者 に どの よ うな 影響 を 及

ぼ した か に 関心 を向け させ ， 被害者 の 気持ち を推測す る

こ とが ， 罪 悪 感 の 認識 を高 め る よ り良 い 介入 の 仕方と考

えられ る。また 特 に 親 密性 が 低 い 相手の場合に は ， 謝罪

を し て も罪 悪 感 が 認 識 さ れ に くい の で ，介入 の 際 に は注

意 が必要 となる だ ろ う。

　 II．自己

1．自己認識 ・他者認識

　今井 ・陳 （2006） で は ， 実験者 が 被験者 と同 じ お もち ゃ

を持 ち，被験者側で 自然発生的に 生起 した 遊 び行動 を実

験者が模倣す る と い う実験 を行 い
， 模倣 さ れ る こ と に 対

す る子 ど もの 様子 を観察し て い る 。 模倣 され る こ と に対

す る 知 覚は 1歳後半 か ら 2歳 前半 に か け て 生 じ ， 1 歳後

半 で は 「自分 の 玩具 の 様子 と実験者の 玩具 の 様子 を 見比

べ る」 こ と や 「実験者 の 玩具 を見続 けなが ら自分 の 玩具

を勤 か す」と い う行動が見 られ， 2 歳後半 か ら は 「実験

者の 玩具 を見な が ら 自分の 玩具を動か し，突然奇異な行

動を す る」 こ と が 出現 し，
3 歳 に な る と 「お ん な じ ご っ

こ」 な ど と表現 し，模倣 され る こ と を遊び の
一
種 と し て

喜ぶ 姿や ， 「ま ね し な い で よ」な ど の や や拒否 的 な 態度

も見受 けられた。

　中島 （2〔〕05） は ， 子 ど も の 「提 示 的呼び か け （見 て て 月

に着 目し ， 保育園 の 1 歳児 ク ラ ス か ら 2歳 児 ク ラ ス に か

けて 縦断的 に 観察 を行 っ て い る。そ の 結果，お 気 に 入 り

の物を身に っ け ， 大事に 持 っ て い る 自分 ， 様 々 なもの を

作 り上 げた 自分，お も し ろ い こ と を見つ け，考え た 自分，

な りた い 自分に な り き っ て い る 自分 ． 友だ ち と楽し く関

わ っ て い る 白分 な ど様 々 な自分 を感 じ，他者に も見 て も

らい た い とい う思 い を持 っ て い る姿が見 られ ， ま た見せ

た い 自分に よ っ て 呼 びか け る相 手 を選 んで い る様子 もう

か が えた。

　 まねされ る 自分や 見 ら れ る 自分 に つ い て の 認識 が 1歳

後半 か ら 2歳 に か け て 見 られ る とい う結果は ， 凵紅課題

に よ っ て 測 られた鏡映 自己 の 認識 （Lewis ＆ Brooks−C｝unn ，

1979）と ほ ぼ 同時期 で あ り，こ れ らの 研究は ， 客体的 自己

認識が こ の時期 に獲得さ れ る こ とを示 しただ けで な く，

そ の 発達過程を詳細 に 捉え て い る とい う点で 非常に 興味

深 い
。

　 ま た 西川 （2006a ，2006b ｝は，自称 に つ い て の ア ン ケー ト

調査 （西川 ，
2〔103）に 基 づ き ， 自称詞 の獲得初期 で あ る 2歳

児ク ラ ス か ら縦断的 に 観察を行 っ た と こ ろ， 2歳児 ク ラ

ス 3月で
一

人称が使わ れ 始 め るが
， 頻度 は非常 に 低 く，

3歳児 クラス 3月 に なる と， 男児で 「オ レ 」が特に ごっ

こ 遊 び の 中で使用 され る こ と ， 女児 も 3歳 児 ク ラ ス で

「わたし」の便用が増加 する こ と を明 らか に して い る 。 自

称 の 認識 も客体 的 自己 認 識 の
一

側 面 で あ る が ，一
人称 を

含 め た 自称 詞 の 使 い 分 け の 発達過程 を検討す る こ と に

よ っ て ， 子 ど もの 仲間意識や 自分 の 位置 づ けを捉え る こ

とが可能 とな る。

　橋本 ・松永 （2006） は ， 年少児 か ら小学校 2年生 を対 象

に 自己認識 お よ び 他者認識 （仲の 良 い 友 だ ち）に 関 して イ ン

タ ビ ュ
ーを行 い ，子 ど もの描出を分類 した と こ ろ ， 自己

で は年長児か ら傾性 （性 格特性 や好 み ）に 関す る言及 が 多 く

な る が ， 他者 に 関して は ， 年中児で あ っ て も傾性に 言及

す る こ とが 明 ら か に な っ て い る。また 野 田 （2006 ＞は，よ

く遊 ぶ 友 だ ち の 特性評価 に つ い て ， 年中時と年長時 に縦

断的 に イ ン タ ビ ュ
ー

を した と こ ろ，年中か ら年長 に か け

て ，ポ ジ テ ィ ブな 側面 か ら徐々 に ネ ガ テ ィ ブな側面 に も
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目が 向 け られ る よ う に な る こ と を 示 し て い る 。 自［」認 識

の 発達を検討 した 佐久間 ・遠藤 ・無藤 （2000〕 で は，幼児

の 自己認識 は肯定的側面 に偏 っ て い る こ とが 示 さ れ て い

る．自己認識 と他者認識 を比較 す る と ， 情動 の 認識と同

様 に ， 特性や評価的側面 の 認識 に お い て も，自己 よ りも

他者 の 方 が 早い と い う発達の ズ レ が 生 じ て い る 。 橋本 ・

松永 〔2006 ）が 指摘す る よ うに ，自己 を対 象化 して 捉 え，

そ の 内而や 肯定 ・
否定の 両側面 に 目を 向け る こ と は ， す

で に 対象化 され て い る他者よ りも難 しく， 他者認識を通

し て 形 成 され る 可能性 が あ る の か も しれ な い 。

　林 ・湯沢 ｛20  6） は ， 仲間に関す る幼児の性格特性概念

に つ い て ，特 に ビ ッ グ ・フ ァ イ ブ の 次元 が相互 に 分化 し

て い る か どうか を検討し ， 外向性の み 明確に 区別さ れ て

い る こ と を示 して い る。そ の 理 由 と し て ， 外向性は ， 行

動の 内容で は な く， 活動性や 積極性 な ど行動 の 量 を手 が

か りに 判断す る こ と が で き る た め ， 他 の性格特性よ り も

獲得が容易で あ っ た と考察 して い る。 た だ し佐久間 ・遠

藤 ・無藤 （200ω に よれ ば ， 外向性 に 関す る特性語の 使用

は他の特性語よ りも比 較的遅 く， 小学校 以降 で 「明 る

い 」 が 使用 され る こ と を示 して い る。外向性 と い う次元

の み が 先 に 獲得 さ れ る の か に つ い て は，今後 も検討 を進

めて い く必要があ る だ ろ う。

2．自己調整

　幼児期 に 大 き く発達す る能力の
一

つ と し て ， 自己調整

能力が挙げ ら れ る。鈴木 （2005）は，柏木 （1988）の 理論的

枠組 み に 基 づ き ， 幼児の 自己調整 機能の 自己抑制的側面

と自己主張的側面 に 注 目 し，実験 課題 と 仮想課題 の 2 つ

を用 い て
， 両課題 に お け る反応 の関連 と そ の発達的変化

を検討 し て い る。4〜 6 歳児 を対象 に，魅力的な お もち ゃ

に 対 す る 誘惑抵抗状況 を自己抑制状況 ， 「後で こ の お も

ち ゃ で遊ぽ うね 」と い う約束を忘れ去られ て しまう状況

を自己主張状況 と設定 し ， そ れ らの状況 で の被験児の 行

動を観察し た 、 ま た 仮想的な対人葛藤状況 に お ける反応

を同時 に 測定 した。そ の 結果 ， 仮想課 題 で は年齢 と と も

に 状況 に
一

致 した 反応 を 選択す る 子 ど もが 増加 する の に

対 し，実験課題 で 状況 に
一

致 した行動を とる 被験児 の 数

に は年齢差が 見 ら れ な い こ と，仮 想課題 と実験課題 で
一

貫 して 状況 に
一

致 した反応 を示す子 どもは， 自己抑制状

況 で は年齢 と と も に 増加す る傾 向が 見 られ た もの の ，自

己主張状況 で は年齢差 が 見 られ な い こ とが わ か っ た 。 仮

想 場 面 に 比 べ て，実験 の 自己 主張状況 で は
， 実際 に 自己

主張す る こ とが難 しい と い う可能性が 示 唆 され た 。

　 さ ら に 鈴木亜由美 〔2006 ）は縦割 り保育が 行われ て い る

幼稚園 で 2年間 の観察 を行い
， 自己調整 を す べ き状況 に

関す る エ ピ ソード を抽出し，そ の 内容 を分析 し，以下 の

よ うな 発達的特徴 をま と め て い る 。 年少児は 「欲求の衝

動的表出」 の 時期 で あ り，抑制 す べ き状況 で 失敗 しや す

く， 単純な自己主張が多 い 。年中児 は 「欲求 と規範 の葛

藤」 の 時期で あり，規範 を意識す る あま り過剰 に 自己抑

制的に な り， 結果的に 自己主張に失敗す る こ とが あ る 。

年長児 は 「欲求 と 規範 の 融合」 の 時期 で あ り，仲間関係

の維持な ど長期的な 展望 に立 っ た 自己 抑制が 可能に な り，

またあえて 自己主張 を控 える こ ともある と述 べ て い る。

　自己主張 の 個人差 に 関 し て は ， 藤 田文 （ZOO6 ）が 自由遊

び場面で の働 き か け や応答 との 関連を検討し て い る 。 そ

の 結果 ， 自己 主張性高群 よ り も中群 の 方 が 集 団 を 考慮 し

た働 きか け 〔他児 へ の 情 報提供）が 多 く．仲間か ら の応答も

多 い こ と が 明ら か に な り， 自己主張性が高けれ ぼ コ ミ ュ

ニ ケ ー
シ ョ ン 能力が 高い わ けで は な く， 周囲 を考慮し た

適度な 主張を す る こ とが 重要 で あ る と ま とめ て い る 。

　さらに 森野 ・早瀬 （2005） は，心 の 理論，感情理解，社

会的 ス キ ル との 関連 を検討 し ， 年長児で は ， 心 の 理 論 と

主張 ス キル ・協調 ス キル に 関連 が 見 られ ， 統制 ス キル 伯

己 抑制 とほ ぼ 同意）とは関連が見られ な い こ と ，

一
方 ， 年少

児 で は心 の 理論 は統制 ス キ ル の み と関連 が 見 られ ， 感情

理解は す べ て の ス キ ル と関連が 見 ら れ る こ と を 明 ら か に

して い る。 こ の 結果 は
， 心 の 理論 と感情理解 の 発達 と 自

己調整能力の発達に は関連が あ る もの の，年齢に よ っ て

関連が異な る こ と を示唆して い る 。 年少児の段階で は 自

己抑制能力の個人差が 大き く， 自己抑制が で き る こ とが

重視 さ れ て い る た め に ，統制 ス キ ル と心 の 理論 の 関連 が

見 ら れ た が ， 鈴木 （2005｝が 示 して い る よ うに 自己抑制よ

り も適切 な自己主張能力 を獲得す る こ と が 難 し い た め ，

年長児の段階で は ， 心 の 理論 と自己主張能力 との 関運が

見 られ た と考 えられる。また 心 の 理解 に お い て は，感情

理 解が先に 発達 し ， そ の後心 の 理論が 発達 し始め る可能

性が 指摘 されて い る こ と （1〕unn ，　BrQwn ，　Slomkowski ，　Tesla、

＆ Yvungbladc，199D か ら ， 年少児の段階で は ， 感情理 解

が 発達 して い る者ほ ど， 社会的 ス キル が高か っ た と考 え

られ る 。 以 上 の 結果 か ら ， 子 ど もの 心 の 理 解の 状 態 に あ

わ せ た援助 〔例え ば ， 葛藤場 面 で 他者の 信念 に焦 点を 当 て た言葉

か け 1
一
も うお も ら や を い ら な い か な っ て 思 っ た か ら使 っ て た ん だ っ

て」 をす るか ， 感情に 焦 点 を当 て た 言葉 か け 「遊 ぶ お も ち ゃ が な く

な っ て 悲 しい ん だ っ て 」をす るか ）が ， 他者理解能力や 自己調

整能力 を促進 さ せ る 可能性 が あ る こ と
， また主張 ス キ ル

や 協調 ス キ ル の 訓練を す る こ とが ，心 の 理 論の 発達 へ の

糸 凵 に な る可能性を考察 して い る 、

　以 上 の 研究は ， 自己 調整能力 の 中で も ， 自己主張能力

の 発達や個人差 を扱 っ て い る。幼児期 の 後半 に お い て は ，

単 な る 自己 抑制 や 自己 主張 で は な く，周囲 との 関係 を考

慮 し，適切 な自己主張 をす る こ とが重要 で あ る こ と が 指

摘さ れ て い る 。 自己抑制 と自己 主張 を組み合わ せ た よ り
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高度 な社会的 ス キル として の 自己調整能 力を促進 させ る

こ とが 必 要 と な る だ ろ う．

　 III．仲間関係

1．環境

　廣瀬 ・志澤 ・日野林 ・南 （2006） は ，屋外遊 び と 屋 内遊

び場面に お け る幼児の仲間関係に つ い て検討 し ， 3， 4

歳児 で は 屋内場面 よ り も屋外場面 に お い て 様 々 な相手 と

の 関わ りが 牛 じ て い た が ， 5 歳児 で はそ の 差 は見 られ な

か っ た。屋外場面 で は ， 物や 場の 影響 を受け，物や場 に

興味 を持 っ た他 児が そばに い る こ とで 遊 びが生起す る と

考えられ る 。 3 ， 4 歳児の 遊び相手は，環境か ら の 影響

を直接受 けや す く，

一
方 5 歳児の 遊 び相手は遊 び場面 に

応 じ て能動的に 選択 さ れ る こ と が 示 唆 さ れ た。ま た廣

瀬 ・日野林 ・南 （2006） は
， 自由遊 び場面 で の幼児の遊 び

行動 を観察し ， 屋 内遊び と屋外遊び 行動 は ， 物理的環境

特性だ けで は な く，幼児 の 1 日 の 活動 サ イ ク ル の 中 で 関

連を持 っ て 生起す る と い っ た 他 の 要囚 の 影響 も仮定 して

い る。

2．い ざこざ

　鈴木敦子 （2006）の 保育 園 2 ， 3歳児 ク ラ ス の観察 に よ

る と ， あ ら そ い が 生 じ ， 相手 か ら攻撃 を受 けた際， 2歳

児 ク ラ ス で は 明確 な抗議 は 4割に 満 た ず ， 無抵抗な 態度

を 見 せ る子 ど も も 2割程度 い た が， 3 歳児 ク ラ ス に な る

と急激 な変化 が 見 られ ， 無抵抗 の ケ
ー

ス は皆無 で ， 保育

者の仲介 や 子 ど も が 保育者 に 訴 え る ケー
ス が 増加 し，さ

らに 新 た に 当事者以外 の 子 どもの 仲介 （介入）行動が見 ら

れ た 。

　矢田 （2eo6＞は ， 幼稚園新入園児の観察か ら，
い ざ こ ざ

に 介入 す る子 ど も （介入 者） と観 て い る 子 ど も （ギ ャ ラ リ
ー

）

を 定義 し
，

い ざ こ ざ当事者 と の 相互作用 の あ り方 と そ の

発達的変化を検討 し て い る。そ の 結果，入 園当初の 4月

は い ざ こ ざを終結 させ よ う とす る仲裁目的の介入 （け ん か

はしない の ）が 多か っ た が ， 6月以降は ， 当事者の 心情を

問 うな ど，当事者 と の相互 交渉 を し 始 め る参加 E 的 の 介

入 が増え た 。 ま た保育者が い ざ こ ざ に 介入 す る と，保育

者 が 参加 しない 場合 よ り も ギ ャ ラ リーが増え る こ と も示

さ れ た 。 以上 よ り子 ど もは，仲裁 に 入 っ た保育者 と当事

者 との相互交渉 の観察や 自身の い ざ こ ざ経験 ， 介入者 と

し て の 当事者 との 相互交渉を経験 す る こ とで ．い ざ こ ざ

の 仲裁 方法 を学 び ， それ を実践す る ように な る こ とが わ

か っ た 。

　以上 の 研究 より， 3 歳以降 に仲 間 と の い ざ こ ざ の 対応

に お い て 大 き な変化 が あ り，い ざ こ ざ を 通 し て ，対人葛

藤場面 の 対応を学んで い く こ とが わ か る 。 そ の 際に は ，

保育者の対応 （f4　a ）が大 き な役割 を果 た して い る とい え

る。

3 ．攻撃行動

　攻撃行動に関 し て は，攻撃行動の意図 を ど の よ うに 読

み 取 る の か に 焦点 を当 て た研究が い くつ か行わ れ て い る 、

越中 （2（｝05）は，仮想場面 に お け る挑発的攻撃 ， 報復 的攻

撃，制裁 と して の 攻 撃 の 各 タ イ プ の 攻 撃行動 に 関 す る 幼

児 の 認知 を比較検討 して い る。結果 と して ，   幼児 は 挑

発的攻撃 は 明 ら か に 悪 い こ と で あ る と判断す る も の の
，

報復的攻撃 ・制裁 と して の攻撃は善悪判断が 分か れ る こ

と，  幼児 は 挑発的攻撃を示 す主人公 を明 らか に 拒否 し

て い た が ， 報復的攻撃お よ び制裁 と し て の 攻撃 を示 した

主人公 と は
一

緒 に 遊ん で もよい と判 断 す る こ と，  挑発

的攻撃お よ び報復的攻撃に つ い て は ， ほ とん どの 幼児 は

日常示 す こ と は な い と回答 した もの の ， 制裁 として の 攻

撃は示 す と 回答 し た者 も少 な か らず い る こ とが 示 さ れた 。

以 ヒよ り報復的公正 に 関す る 理解 は 4
， 5歳児 に も認 め

ら れ ， 幼 児 が報復 や 制裁 の た め の 攻 撃 を 正 当化 す る 可能

性 が 示唆 さ れ た。

　 さ ら に 報復的公 正 に 関 し て は
， 目久田・越 中・小 津 （2006）

も 3〜 5歳児を対象 に検討を行 っ て い る 。 被害者が加害

者か ら損害を受 け た 場 面 を第三 者が 目撃 した と い う仮想

場 面を提示 し， 第三 者の 行為 〔制裁 ・傍観 ） を提示 した 上

で ， 第三 者の 行為 に 対す る被害者 の 感情予測 と，第 三 者

の 行為 に 対す る 善悪判断を求 め た 。 そ の 結果 ， 発達 に 伴

い
， 傍観は許容さ れ な くな り，制裁 が 許容 され る こ と，

ま た 制裁 に よ っ て 被 害者 が うれ し くな る と予想 し て い た 。

そ こで 越中 ・小津 ・
目久 田 （2006） は，第三者 の 行為を受

けて ，被害者 は 悲 しい 気持 ち の ま ま で あ っ た こ と を教示

し た が ， 5歳児は感情提示 の 有無 に か か わ らず，制裁 を

許容 して お り， 5歳児 は 制裁 が 公 平 な 状態 を もた らす 機

能を 果 た し て い る と考え て い る こ とが 示 さ れ た 。 以 h よ

り幼児 は攻撃行動 を単 に 悪い こ と と考 えて い る の で は な

く， 報復的攻撃や制裁 は許容 され て お り， 特 に 第 三 者 に

よ る 制裁 が ，正当化 さ れ て い る こ とが わ か る。実際 の 保

育場 面 に お い て，制裁 が どの 程度行 わ れ ，実際 に 許容 さ

れ て い るの か など，今後 は現実場面 で の 観察 を重ね て い

く必 要 が あ るだ ろ う．

　磯部   06，は ， 関係性攻撃 （仲間関係 を操 作す る こ とに よ っ

て 相 手を傷つ け る攻 撃） と親 の 養育 ス キ ル と の 関連 を検討

し，関係性攻撃 と， 母親 の 心理 的 コ ン トロ ール の 高さ ，

保育者か ら見た親 の 子 ど もへ の 応答的態度 の 低さ や 園 と

の コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン の 低 さ と の関連 が 明 らか に な っ た 。

さ らに磯部 ・江村 ・越中 （2DO6〕 は関係性攻撃を 示 す女児

を 対象 に 関係性攻撃 の 低減 を目指 した指導 プ ロ グ ラ ム の

開発と評価を行 っ て い る 。 自己 コ ン トロ
ー

ル と友情形成

ス キ ル （特 に仲間 入 リス キノレ） を標的 と して 訓練 を行 っ た と
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こ ろ ， 訓練後に保育者評定に よ る社会的ス キ ル 得点が ヒ

昇 し，協 同遊 びの 出現率 も増加 して い た。さら に 関係性

攻撃 も低 減し ， プ ロ グ ラ ム の 有効性 が確認 さ れ た 。

　攻撃行 動を示す子 どもに つ い て ， そ の 行動 の 原 因や発

達的影響 因 を 探 る こ と は
， 予防策 の 確立 の た め に も，も

ち ろ ん 重要 で あ る 。 加え て ， 子 ど もに対 し て具体的に ス

キル を教授す る こ とで ，望ましい ス キ ル に 気づ か せ，関

係的攻撃 を減 らす とい う個別対処的な プ ロ グ ラ ム の 開発

が，今後 さ らに 重要 に な っ て い くだ ろ う。

　IV．遊 び

　以下 で は具体的 な遊 びを実験 や観察 で 詳細 に検 討 した

2 つ の 研究 を取 り上 げた い
。

こ れ ら の 研究 で は ， 遊 びを

子 ど もの 生活 の 中で 詳細 に 検討す る こ と で
， 発達 に 伴 う

遊び 自体の 意味の変化や，子 ど も と保育者の関係性の 発

達 ，
さ らに は遊 びの 中で の役割の 認識や他者の 意図 の読

取 りな ど ， 実に様々 な発達過程が 明 らか に な っ て い る。

　武智 ・根 ヶ 山 （2UO6） は ， 0〜 2 歳児 の 子 ど も の 積 み 木

崩 し行動 に 注 目 し ， に）す で に 積 ん で あるもの を壊す ，  

自 ら積 み．ヒげそ れ を崩す ， （3）作品 と し て つ く り保持 す る

とい う発達過程を示 して い る。（2）に お い て 積 み 木崩 しは，

「秩 序あ る形が
一一

瞬で 無秩序 に な る」 と い う劇的な変化

を自らの 手 に よっ て簡 単 に起 こ す こ とが で き る と い う魅

力的 な遊 び に な っ て お り， 遊 び相 手 との 共有感 も楽 しさ

を 倍加 させ て い る。ま た 保育 士 の 関 わ りは，［  崩す こ と

しか で きな い 子 ども〉   積む こ とが で きて積む こ とが好

き な 子 ど も 〉   積 む こ とが で き る が 崩す こ とが 好 き な 子

ど も］の 順 に味方 に な っ て い た 。 例え ば ，   の 子 ど もが

積ん だ積 み 木を  の 子 ど も が崩す と，保育士 は   の 子 ど

もの 積み木崩 し をほ め ，   の 子 ど も に対 し て再度 の構築

を促 して い た。ま た   の こ ど も の 積み 木崩 し に 対 し て は

否定的 な反応 をし， 積む こ と を期待し て い た 。 月齢の 方

向性は  →   →   で あ る が ，そ の 順 に 見方を す る わ けで

は な く， 積み木を取 り巻 く子 ども （同士 ）と の 適切な関係

性 を見出し て ， 調整 を行 っ て い る こ とが 示唆 さ れ て い る 。

　田 中 （2005）は幼児期 の 子 ど も た ち が
， 鬼 ご っ こ 遊 びで

オ ニ 役割 ・コ 役割 そ れ ぞ れ の 役割を意識 し て 遊ぶ よ うに

な る過程 に つ い て ，発達的 に検討 して い る。実験 は， 4

〜 6歳児を対象 と し ， 仲 の 良 い 同年齢児 3名 に ， 実験者

1 名 を加 えた 4名で鬼 ごっ こ遊 びが行わ れ た。その 結果 ，

4歳児で は オ ニ 役割か らコ 役割，お よび コ 役割か らオニ

役割 へ の 役割交代 が困難で あ る場合が多 く， 5 ・6歳児

で は こ れ ら の 役割 交 代 が 可能 で あ る 場合 が 多 い こ と が わ

か っ た。また子 どもた ち は 年齢 が．Eが る に つ れ て ， オ ニ

役割 に お い て ，特定 の 個 人 で は な く集団全 体 を コ と し て

意識 するように な り， 複数 の コ 役割を追 い か け る よう に

な る こ と ， また コ 役割に お い て は ， オ ニ と コ と の 関係 を

意識 しな が ら， 他 の 仲間 と距離 を と っ て逃げる よ うに な

る こ とが 示 唆 さ れ た 。 実際 の 遊 びの 中で は ， 別 の コ を 狙

うブ リをして 近 くの コ を捕 まえる とい っ た，相手 の 裏 を

か く よ う な 工 夫 が 行 わ れ て お り，こ れ ら に は他者 の 意 図

を読む力， すなわ ち 心 の 理論 とい っ た社会的認知能力 が

関与し て い る可能性が 考察さ れ て い る。

　 V ．知的発達

　子 ど もの 生活 の 中 で の 学 び に着目 して い る研究 と し て
，

イ ン フ ォ
ーマ ル 算数 に 関す る研究 が 挙 げられる。こ の 分

野 に お い て は，山名 （2005、2C）06） と榊原 （2006a ，20e6b ） に

よ る研究成果が蓄積さ れ て い る。山名 （LOO5，2eo6 ）は，わ

り算 の 基礎 とい え る 配分行動 に 関 し て ，皿 と 中が 見 え な

い 箱に対す る幼児の配分方略 を詳細に検討 して い る。発

達差 に 関し て は ， チ ッ プ を皿 に 分 け る とい う研 究 仙 名，

2005） と ， 箱 に 分け る研究 （山名，　2eo6） と も に ， 配分元の

チ ッ プ の 数 が 少な い 課題 で は ， 3 歳 ・4 歳 で も 8 割 が 正

し く配分 が で き る が ， 配分 す る チ ッ プ の個数が多 く な る

ほ ど正 答者数 が 減少 す る こ と ，

一
方 6歳 で は減少 は見 ら

れな い こ とが 示 さ れた 。 選択 さ れ た方略 の 分析 に よ る と ，

皿 と箱で は 選択方略 に 違 い が見 られた。皿 の 場合 は 5 ，

6 歳 で 高度 なユ ニ ッ ト方略 （配分す る 前 に，皿 1枚 当た りの 数

を何ら か の レ ベ ル で 把握 し ，

一
巡 で チ ッ プ を配分す る⊥IILに 分けて い

く方 略）が 選択さ れ て お り，皿 1枚当た りの 数 を検討 づ

け ， 見積 もりをた て る とい う， わ り算に つ なが る ような

イ ン フ ォ
ー

マ ル 算数 の 知識 が 獲得 さ れ て い る こ とが 示 唆

さ れ て い る。一
方 ， 配分結 果が見 えな い 箱 の 場合 は 4 ，

6 歳で も数巡方略を多 く選 択し て お り ， 配分す る前 の 見

積 もりの 立 て に くさか らユ ニ ッ ト方略が選択 され に くい

と考え ら れ る。

　榊原 （2006a）は ， 幼稚園教 師 の 数的支援 の 実態 と そ の 役

割に つ い て検討し て い る。研究 1で は， 1年間の保育活

動 の 自然観察調査 を行 い
， 口本 の 幼稚園に お け る教 師 の

数的支援 は ， 歌 ， 製作 ， 出欠の確i認な ど の数的学習 を目

的 と し な い 教師主導 の 保育活動 に 埋 め 込 ま れ る形 で ，特

に 数領域 に 関係 した もの が 頻繁に 行わ れ て い る こ とが 示

さ れ て い る。さ らに 研究 2 で は，教師 の 数的支援 の 推定

量 に 基 づ き対 象ク ラ ス を 3群 に 分 け， 幼児の数的能力を

比較した とこ ろ ， 幼稚 園で多 くの 数的支援 を与 えられ て

い る幼児は ， 数領域の 能力が優れ て い る傾向が 示 さ れ た 。

こ れ よ り日本の 幼稚園教 師は ， 体系 だ っ た指導 に頼 らず

に ，幼 児 の 数能力 を効果 的 に 促進 し て い る と考察 し て い

る。また榊 原 （2006b）で は ， 幼稚 園 の 自由遊 び場面 の 観察

か ら，日本 の 幼稚園教師 は 幼児 の 自発的 な 興味 を尊重 す

る形 で 幼児 の 数的活動 を支援 し ， また幼児 に数的要素 へ
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の 関与 を 促 し て い る こ とが 示 さ れ て い る。

　 そ の 他，知的 な発達 を促 す取組み と し て ， 相談 や 学び

の プ ロ セ ス に 着目し た研究 も あ る。齋藤 （2006）は ，幼稚

園 で の 相談場面 の 観察 か ら ， 年長 に な る に従 っ て ， 幼稚

園生活で の 重要な出来事 に 関し て 相談 の 機会が 持た れ，

子 ど もた ち 自身が 決定 に 参加で き る よ うに な っ て い くこ

と，先生 は選択肢 や 決 め 方 の 提示 ， 話合 い の 調整 ， 結果

の確認な ど の役割 を と りなが ら， 子 ど もたち自身 が 相談

し決 め て い く過程 を援助 して い る こ と を示 し て い る 。

　藤 田 豊 伽 06）は ， 子 ど も同 士 が 教 え合 い ，学 び 合 う プ

ロ セ ス に お い て 足場作 り は ど の よ う な役割を 果 た す の か

に つ い て ，折 り紙課題 を 用 い て 検討 し て い る
。 大人 が 教

えて 年長 児が学ぶ と い う準備セ ッ シ ョ ン と ， 年長児 が 年

少児 に 教え る とい うセ ッ シ ョ ン を行 い ，大人 か ら の 足場

作 りの有無に よ っ て ， 年長児の教え方を比較 し た と こ ろ，

足場作 りなし群 の 年長児 は ， 相手 が わ か ら な い と き ， 相

手の 折 り紙を奪 い 取 っ て 自分 で 折 っ て しまう と い う行動

が 多 く見 られ，教 え合 い 学び合 う関係 が 成立 し に くい こ

とが 示 唆 さ れ た 。

　 さ ら に は，子 ど もの 「ほ め られ る こ と」 の 認識 に着目

した 研究 もあ る 情 木，2005）。 就学前児 は，お 手伝 い 場面

で ほ め られた と思 うエ ピ ソ
ー

ドとして
“
す ごい ・上手

”

とい っ た 賞賛の 「ほ め 」 を，1年 生 は
“
あ りが と う

”
とい

う愛情 ・感情 の 「ほ め」 を多 く報告 して い た。また就学

前児 は ， 実験場面 で お手伝い の 後 に 実験者か ら
“

上 手
”

と ほ め られた場合 に ， 自由時間で の 作業量 が 多い こ とが

示 され た 。

　小学校 で の 学 び へ の 接続 とい う点 か ら も ， 特に年長児

で は，相談 や 話合 い が 重視さ れ るべ き こ と で あ ろ う。ま

た 学 び 合 い を よ り効果的 に 進 め るた め に は ， まず は保育

者が足場作 り を行 う必要性が あ る 。 さ ら に 子 ど もの が ん

ば り を ど うほ め る の か に 関 して も， 保育者が そ の ほ め 方

を意識す る こ と で ， よ り効果が 期待 で きるだ ろ う。

お わ りに

　乳幼 児を対象 と した こ の 1 年 の 研究成果 か ら ， 乳幼児

期の 発達 の 特性を 再考 し て み る と，自己調整や情動理解

が 発達 の 中核 とな っ て い る こ とが わ か る。特 に 自己調整

の う ち ， 自己 主 張性 を 扱 っ た 研究 が 多 く見 られ ，単 な る

抑制 で は な く， また 単 な る主張で は な く， 周囲の状況 を

考慮 し た 上 で，主 張す べ き と き は 主張 す る こ との 難 し さ

とそ の 重要性が指摘さ れ て い る 。 幼稚園教育要領解説（文

部 省，199Y）で 「自己 発揮」と い う 言葉 で 表現 さ れ て い る も

の が，自己調整 に 関す る研究 で 重視 さ れ て い る適切 な 自

己主張 を意味す る もの と考え られ る。幼児期後期 に お い

て は， こ の よ うな自己調整能力をい か に伸ば す か が 大 き

な 課題 で あ り， 今後 も そ の 発達 の実態や個人差 に 関連す

る要因 を 明 ら か に す る 研究が 求 め ら れる 。

　 ま た 乳幼児期 の 特性 と し て ， 道徳性 の 芽生 え と い う 点

も 重要 で あ ろ う。罪悪感 の 生起 は 2 歳代 か ら見 られ る が ，

他者 の 行動 の 背景 に 罪 悪 感 が 生 じ て い る と理 解 で き る の

は，独力 で は 6歳 で あ る。しか し幼児 に お い て 報復 と し

て攻撃を許容す る傾向 に ある こ と は，攻撃の 動機や 理由

を考慮す る こ とが可能 に な っ て い る と い うこ と を意味し ，

実際 に 相手に 応じ て 使 い 分 け を し て い る こ と も報告 さ れ

て い る 。
さ ら に

，
三 者関係 に お け る第三 者の行動 を考 え

させ る 課題 や い ざ こ ざの ギ ャ ラ リ
ー

に 関す る 観察結果 か

ら ，
二 者関係を超え た複雑な 人間関係の 中で ， 実際 に 他

者 と関わ り，また他者 の 様子を見 る こ と で ， 自分 の 役割

や葛藤 の 調整 を 学 ん で い く こ とが 示 さ れ て い る。そ の 際

に 重要な の は，子 どもの モ デ ル と な り， 援助者 とな る保

育者の 行動 や 言葉 か け で あ ろ う。子 ど もの 道徳性 の 発達

に お け る保育者の 役割に関して ， 今後は よ り実践的な課

題 を も っ て 研究を進め て い く必要 が あ る だ ろ う。

　 さ らに小学校以降の 生活や学習 の 基盤 と し て の 幼児期

と い う捉 え 方 も必要で あ ろ う 。 保育園 や幼稚園 の 生活 の

中 で 育 ま れ る イ ン フ ォ
ーマ ル 算数 の 知識や ， 保育場面 に

お け る相談や 学び合 い に 注日 す る こ とで，幼児期 に お け

る 学習 の 芽生 え や 基盤 の 実態 を 捉 え る こ とが で き るだ ろ

う v 小学校教育 と幼児教育の違い と連続性を認識 した 上

で ，小学校 へ の 接続期 と して の幼 児期後期 の 教育 が ど う

あ るべ きか ， 教育心理学 ・発達心理学的視点 か ら行われ

た 研究成果 が 実践 に 生 か され る こ と を期待し た い
。

　 ま た紙而 の 都含で ， 乳幼 児を持 っ 親 を対象 と した研究

に 触 れ られ な か っ た が，江上 （2005 ） の 「母性愛」信奉 に

関す る研究や ， 塩崎・無藤 （2006 ）の 母親の 幼児 に 対 す る

分離意識 に 関する研 究 で は，母親 の 意識 の 否定的 ， 肯定

的両側面 が 明 ら か に な っ て お り，非常に 興味深 い 。保育 ・

幼児教育 を志す者 に とっ て も， 保護者の 育児観を理 解す

る こ と は非常に 重 要 で あ る の で， こ れ らの 研究知見 を伝

えて い く必要が あ る だ ろ う。

　最後 に 本稿で は，保育 ・幼児教育 との 関 わ り を重 視 し

たた め ， 木下 ｛2006）が指摘した 発達研 究で取 り組む べ き

課題 の うち，特 に 「発達 の メ カ ニ ズ ム を解明す る 」 と い

う問 い の 答 えを導 き出す もの と は な っ て い な い 。た だ し

本稿の 中で繰 り返 し指摘さ れ て い る 点 と し て，「自己 理

解 と他者理解 の ズ レ 」に 触れ て お き た い
。 遠藤 （1997）

は ， 自他理 解の デ カ ラージ ュ を実証的 に 検討 し た Pipp，

Easterbrooks，　and 　Brown （1993）や 無藤 ・遠藤 ・常田 （1995〕

な どの 研究か ら， 2歳前 の 比較的早期 に お い て は，客体

的特徴 の 理 解 に 関 し て は ， 他者 の 方 が 自己 よ り も早 く獲

得さ れ る こ と を 示 し て い る。本稿 で 取 り Flげた 研究 で は，
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情 動理 解 ， 表情理解 ， 特性理解 の い ずれ に お い て も， 自

己 よ り他者の 方が よ り正 確か つ 高度な レ ベ ル に あ っ た 。

た だ し自己 理解 で 使用 さ れ た 課題 が，そ もそ も自己 の 再

帰的な 理 解を問う もの に な っ て い る と い う点な ど ， 考慮

す べ き 点が多 々 あ り，本稿 で ま とめ た 結果 は 限定的 な も

の に すぎな い か もしれな い 。単純 に 自己理解 よ りも他 者

理解が先 に 進 む と結論づ け る の は早急で あ る が，自己意

識 の 生起 ， 自己 の再帰的理解， 他者理解の それぞれが ど

の よ うに 進む の か に つ い て は，情動 や 自己 だ け で は な い

発達 の 諸側面に わ た っ て 幅広く検討す べ き課題 で あ D ，

今後，こ の メ カ ニ ズ ム の 解明が 進む こ と を期待 した い 。
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