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はじめ に

　『教育心理学年報』が発刊 さ れ た ユ986年当初 は ， わ が

国の 発達研究は Piagetの 流れ を強 く受 け，幼児 を対 象

と し ， 臨床実験法を 用 い た知的発達研究が盛ん に 行われ

て い た。それ か ら二 十余 年， 脳科学の発展に伴 い
， 脳内

を簡単 に 非侵襲 で 測定 で き る 近赤外分光法 に よ る脳計測

装置な どが開発され ， 幼 い 赤ち ゃ ん で も詳細なデータ が

得 ら れ る よ う に な っ て き た。方法論 をみ て も，
2004年 に

は質的心理学会が設立 さ れ ， 行動観察や会話分析に重点

をお く研究が 増えた。その
一

方 で，パ ソ コ ン の 精度 も上

が り， ま た 分析 ソ フ トも よ り身近に ， そ して 使 い やす く

な っ た た め に ，共分散構造分析 な ど の 複雑 な計算式 を 用

い て モ デル を検証す る よ うな研究 も増 えて い る。こ の よ

うな中で ， 皆が同 じテ ーマ に 興味 をもち ， 多数 の研究者

で 1 つ の テ
ー

マ に 取 り組 む と い うよ りは ，
い ろ い ろな

テーマ を い ろ い ろ な手法で検討し て い る，とい う感が あ

る。久保 （2DO5） も， 乳 幼児 を対象 と した研究方法 の 多

様化 ・多重化を指摘 して い る 。

　 こ の よ うな流れを受 けて 本稿で は
， わが 国の 最近 1 年

間に お け る乳幼児研究に つ い て ， 方法論に注目し な が ら

その 動 向と展望を考察す る。具体的 に は，各論文 に 主 と

し て 用い られ て い る研究方法が ， 観察 ・調査法 で あ る か

実験 法 で あ る か に よっ て分類を行っ た 上 で ， さ らに便宜

上，社会性の 発達研究 と知的発達研究 を細分 して，研究

の動向を探る 。 な お ， 観察 ・調査法 と実験法に 分類さ れ

えな い 研究や t 両方 の 方法 を含む研究 に つ い て は ， 主眼

の お か れ て い る方の 研 究法 や ，条件 の 統制 の 厳密 さ に

よ っ て 観察 ・調査法か 実験法に分類 し た 。 ま た ， 面接法

に つ い て は，非構造化面接，半構造化面接，構造化面接

の使用状況 と ， 研究内の条件統制 の仕方を も と に ， 観

察 ・調査法 もし くは実験法 の どち らに 分類す るか を判断

した 。
こ の よ う に筆者の視点か ら分類 を し た た め，著者

の 視点 と異 なる位置づ け に な っ た場 合はお 許 しい ただき

た い 。レ ビ ュ
ー

の 範囲 と して は ，
2006年 7月 か ら2007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』な ど に掲載さ れ た研究論文 を取 り

上 げる。また，日本教育心理学会第 49回総会 の 学会発表

論文 も対象 とす る。なお 紙面 の 都合上，第 49回総会 の 発

表に関して は本文中に発表番号 の み を記載 し，引用文献

に は 記載 し ない こ と とす る。

　 1 ．観察 ・調査法を用い た乳幼児の発達研究

　観察法や 調査法 を用 い る利点は ， 自然な子 ど もの姿を

捉 え る こ とが で き る こ とで あ る。そ の た め 日常場面 の観

察や，子 どもや養育者 ， 保育者へ の 直接的 ， 間接的イ ン

タ ビ ュ
ー

法 （質問紙法 ）が 多 くみ られ る。

1．社会性の発達

　（1） 親子関係

　矢藤 （2007）は ， 注意 の 共有 供 同注意 ：j・int　 attentiQn ）

に つ い て，た だ単 に 他者の 視線 の 方向を探知し そ れ に 合

わ せ る と い う こ とば か りで な く， 他者が対象物に抱 い て

い る 興味や関心，意図や 感情 を も共有す る機能をも っ て

い る と い う立場 を と る 。 そ の 上 で
， 従来の実験的に統制

され た課題の達成月齢だ けを追 う研究ス タイル に対 し ，

家庭 とい う日常的な生活場面 で の 愛着関係 を基盤 とす る

養育者と子 ど も との 関わ りを分析す る こ と の 重要性 を主

張 して い る 。 そ し て母子 23組 に対 して ， 月齢 7 ヵ月と 12

カ月 の 2回 に わた り家庭訪問を行 っ て ， 母子 の 注意共有

場面を自然観察し，母親の 発話分析 に よ り，注意共有パ

ターン や子 どもの 月齢に よる違 い を検討 して い る 。 その

結果，母子間 の 注意共有時間 が 最 も長 か っ た の は， 7 ，

12カ月齢 と も ， 子 ど もが 主導的に行動す る場合で あ っ た 。

こ れ は母親が 子 ど もの 視線方向を察知 し，自分 もそれ に

注意の焦点を合わ せ る こ と に よ っ て成立 す る た め ， 子 ど

も自身 が 注意 の 方向を変 える必要が ない ため で ある と考

察さ れ て い る。ま た 発話 量 に 関し て は，子 ど もが 7 カ 月

齢で は子 どもの 主導型 で の母親の発話生起数が最 も多 く，

12カ 月齢で は母親主導型 で の発話生起数が多くみ られた 。
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こ の よ う な子 ど も の 月齢 に よ る 母親の働き か け 方 の 違 い

は ， 子 どもの 注意 の定位や移行 ， あ る い は他者の視線 方

向を確認す る能力 の 違い を母親が考慮 した 結果 で あ る こ

と が 示唆さ れ た 。 総じ て母親は発達に応 じた援助的な働

き か け をす る こ と で， 2項 関係 か ら 3項関係 へ と い う子

どもの 発達経路の 「足場作 り」 を行 っ て い る と の考察が

なされた 。

　加 藤 ・近藤 （2007）は ， 最近 の 親子 関係 に つ い て の 研

究で は，子 ど も と の関係 に お い て母親だ け で な く父親 も

考慮す る よ うに な っ た が
， 母親 と父親の質的な相違 に ま

で はあ まり及ん で い ない こ と を指摘 し た。そ し て， 3 歳

児教室 に 通 っ て い る72組 の 親子 を対象 に ， 父子 ， 母子 の

遊び場面の 自然観察 と， 父 ・母に対 して養育態度の 質問

紙調査 を実施 し
， 父母 の 比較や遊 び の 型 と養育態度 の 関

運性に つ い て検討 して い る 。 親子遊 び に お け る観察指標

に は ，   子 ど もの 自発性 の 尊重 ，   親 の 適切な構造化 と

限界設定 ，   敏感性 （sensitivity ）が用 い ら れ ， 父母 は そ

れ ぞ れ 行 動指 標 値 の 高低 に よ り，H −H −H ，　 L −L−L，

Limit　High （観察指標の うち   が高群 で ， 残 りの 2指標 は低群 〉，

Limit 　Low （観察 指標 の う ち  が 低 群 で，残 りの 2指 標 の 両方 と

も／もし くは
一方が 高群） の 4 タイプ に 分類 さ れ た 。 そ して ，

子 どもの 感情の統制に お い て ， 両親が H −H −H タイ プ

の場合 は ，
L −L −L タイ プ の 父親 と Limit　High タイ プ の

母親をもつ 場合よ り ， トラ ブ ル 時 の 感情 の 統制が相対的

に 高い こ とが 示 さ れた 。こ の こ とか ら，親子遊 び 時 の 行

動観察評定をア セ ス メ ン ト と して用い る こ と に よっ て，

父母の養育態度の あ り方や 3歳児の感情の統制の程度 に

つ い て ， 何 らか の 支援 に つ な が っ て い く可能性を述 べ て

い る。

　篠原 （2006）は，子 ど も の 心 の 理論獲得に 及 ぼ す養育

者の個人 差に注 目 し て い る 。 そ し て Meins （1997 ）の 提

唱 す る mind ・mindedness 似 下 MM と す る ）とい う説 明

概念 に 対 し て ，MM の 測定方法 の 案出 と そ の 妥当性 の

検討を行 っ て い る 。 MM と は ， 養育者が幼 い 子 ど もに

対 して す で に 心 をもっ た存 在 と み なし，心 に 焦点化 して

関わ ろ う と す る傾向で あ り，
こ の MM に は個人差が存

在す る とい われ る。篠原 は， 6カ 月 の 乳児 とそ の 母親 38

組 の 家庭 を訪問 し ， 見知 らぬ 母子 もし くは 乳児 1人 の 自

由遊び場面 や母子 の 食事場 面 の ビ デオ を調査対象者 の 母

親 に 見せ ，ビデ オ に 出 て く る子 ど もの 気持ち な ど を 自由

に回答させ た 。 加え て調査対象者の母子 の 自由遊 び場面

に つ い て 自然観察を行 っ た 。 そ の結果 ， 1 つ の 乳児刺激

当た り 2 か ら20の 回答数 の レ ン ジ が 得ら れ，そ の 内容に

も母親問 で ば ら つ きが み られ た 。 また ， 乳児刺激 に対 し

て 心的帰属 をよ り頻繁に行 っ た母親 は，実際 に 自分 の 子

ど もの 心 的世界へ の言及が 多い こ とや ， 子 ど もの 注意 を

尊重 し て 追従す る 関 わ り との 関連 も確認 された。こ れ ら

の 結果 か ら， 同研究 の 方法 に よっ て 母親 の 個人特性 と し

て の MM を，量 と質 との 両面か ら捉え られ る可能性 を

示唆し て い る 。

　山川 伽 06） に よる と，幼児・児童期の 子 ど もを対象 と

す る愛着の測定法は 3種類に大別さ れ る とい う 。 それ ら

は ， 第 1 は ， 子 ど もに 愛着に 関する場面 を描 い た絵画 を

見 せ ， そ こ に描か れ て い る子 ど もの気持ち を答え さ せ る

とい う方法で あ る 。 第 2 は ， 子 どもに家族 な どの 絵 を実

際 に 描 か せ る 方法 で あ る。第 3 は
， 子 ど も に 愛着 に 関 す

る テ
ーマ で人形を使 っ て お話 をつ くらせ る と い う ， ア メ

リカ人の George ＆ Solomon （1990／1996／2000） に よっ て

提案 された AttachInent　Doll　Play と呼ばれる方法 で あ

る 。 山川 は 第 3 の Attachment　Doll　Play が ， 日本の 子

どもに も実施可能 で あるか ， また妥当 で あ るかを日本 の

幼稚園年長児 を対 象に 検討 し て い る 。 そ こ で は ， 対象児

が人形 と ドール ハ ウ ス を用い た 3 つ の場面の話の 導入部

分 の み を実施者か ら聞き，そ の 後 の 話を 自由に 完成させ

る と い う ， 半構造化場面が設定さ れ た 。 幼児の発話は す

べ て 記録 さ れ，Doll　Play の 分類 の 手引き に 従 い コ ー

テ ィ ン グが な さ れ た 。 加え て ， 母親 と幼児の再会場面の

自然観察がなされた。その 結果，日本の 子 ど もに も実施

可能で あ り，妥当性も確認 さ れ た 。 こ れ に よ り， 乳児期

と青年期 の 間 の 幼児期 の 愛着 を測定 し うるため，以前 よ

りも短 い ス パ ン で 愛着 の 連続性 に つ い て検討可能で あ る

こ とや ， こ れ まで 乳児期に お い て検討がな され て きた安

定 した 愛着 の 規定因 に つ い て も幼児期 に お け る 検討 が 可

能に な る こ と ， ま た 臨床の分野 へ の 応用 など， 当該測定

法 の 使 用 の 将来展望 を述べ て い る。

　小松 （2006） は ， 幼児期の 子 どもが もつ 自己 の 構成 と

そ の 発達的変化 に つ い て ， 特に対象児 が 自己 と周囲 に い

る友人 とを関連づ ける表現様式 の 変化 に 注目 し て検討し

て い る 。 対象は 1組の母子で あり， 子 どもが保育園か ら

帰宅す る途 中 の ， 母親 が運転す る車 の 中 で の 自由な日常

の 会話が 縦断的 に 記録 さ れ た （子 ど もの 年 齢 が 4 歳 4 カ 月

〜5 歳 8 カ月 ）。 そ の う ち の 50事例 に つ い て 分析 して い る 。

その 結果，対象児 が友人 と自己 と を対比す る よ うな表現

を 用 い る こ とが し ば し ば み られ る こ と が わ か っ た
。

さ ら

に こ の 対比表現 は，記録開始時期 は 対象児 自身と友人 を

単純に挙げ るだ け の 表現で あ っ た が ， 加齢 と と もに対比

に 加 えて 挙 げ られた友人 の特徴 を描 くさまざまな説明や

物語が加 えられ た複雑 な表現 へ と発達的 に 変化す る こ と

が わ か っ た 。 ま た母親 も， 子 どもの表現の直接修正 をす

る支援的 な役割 か ら ， 共 同で 話 題を展開す る 話相手 と し

て の 役割へ と変化し た 。 以上 に よ り小松は ， 他者 との対

比 ・比較が先行 した後 ， 表現 の レ パ ー
トリ

ーが増加 し，

一 52一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

母子 が そ れ ら を柔軟 に 複合 さ せ て 用 い る よ うに な る 過程

を観察で き た ， と述 べ て い る 。

　親子 関係 の研 究 や 養育者 の子 どもに対 す る認識や愛着

の 測定法 の 開発 お よび妥 当性 の 検証 は，最近よ くい われ

る育児支援 や 育児 ス トレ ス 緩和 に 直結す る研究で あ り ，

今後の成果が期待さ れ る。

　（2） 情　動

　金丸 ・無藤 （2006＞ は ， 情動調節プ ロ セ ス を ， あ る情

動 が一
定時間内で 他の 情動 に 変化す る，あ る い は変化し

ない 状態 ， と定義づ け ， 2歳か ら 3歳に か けて の快 ・不

快情動変化の プ ロ セ ス か ら把握 した情動調整 プ ロ セ ス タ

イプ の個人差の 変化 に つ い て ， 詳細 な資料を提示 して い

る。そ こ で は，子 ど も の 年齢が 3歳で ある母子32組 の 各

対象宅に て ， 自由遊びを中断さ せ る とい う半構造化場面

で の 子 どもの 情動調整 が 観 察された （実 験 的観 察法）。同

一
の 参加者 の 1 年前 （2 歳 時） を対象と し た 自ら の先行研

究 （金丸 ・無藤，2004）との 比較 か ら， 2歳時 に 不快情動を

表出 し た 子 ど もの 多 くが， 3歳時 に は表出し な く な る こ

と ， また 2歳時に快情動を表出しなか っ た子 どもの 多 く

が ， 3歳時 に は快情動 を表出す る こ とが わ か っ た 。 さ ら

に ， 2歳時よ りも 3歳時で は ， 不快情動の あ と に快情動

へ の 切替 え が容易 に で き る ように な っ て い た。 こ れ らの

結果か ら， 3歳児 は 2歳児 と比較 して ， よ り適応的で 自

立 的 な情 動 調 整 が 可 能 で あ る と述 べ て い る。

　 2歳 か ら 3歳 に か けて は人 が 激的に 発達的変化を遂げ

る
一

時期で あり， 金丸 の ような縦断的研究 は重 要な資料

で あ る。

　大内 ・桜井 （PCO14 ） は ， 自己制御 と 自己主張の側面 に

加えて
， 注意 の 機能 の 側面 を組 み 込 ん だ 新 た な 幼児 の 自

己制御能力尺度の作成を試み て い る 。 対象者は 幼児 の 保

育者お よ び保護者 で あ っ た 。そ し て
，

こ の 尺度 の 信頼性

と妥当性が ある程度確認さ れ た 。

　（3） 向社会的行動 ， 対人葛藤場面 の 解決 ， 援助認識

　 伊藤 （2006）は，幼児 期 の 向社会的行動 を明 らか に す

る た め に は，幼児 自身の 向社会性 の 自己評価 と ， 幼児が

実際に 日常場面 で 行 っ て い る向社会的行動 との 関連をみ

る必要 が あ る と主張 し て い る 。 そ し て，実験法 と観察法

を組み 合わ せ て ， 次の ような研究を行 っ て い る。幼稚園

5歳児 ク ラ ス 児 を対象 に，実験的手法 を 用 い て ， 対象児

自身の 出演が設定さ れ た紙芝居を幼児 に 提示 し
， 対象児

自身 の 向社会性 に つ い て の 認知を評定さ せ た 。加え て ，

遊び とい う日常場面 の 自然観察を実施 した 。 そ の結果 ，

向社会的行動の 自己評価の 低 い 子 どもは ， 遊 び場面 で は

傍観的行動や何 もして い な い こ とが 多 か っ た が ，向社会

的行動の 自己評価の高 い 子 どもで は ， 友人 と遊 ぶ 連合遊

びが多 くみ られた。また
， 仲間 との 相互作用，向社会的

行動 ， 向社会性に つ い て の 認知 の 3 つ の 関連性を検討 し

た結果 ， 向社会 的行動 の 自己評価が 高い ほ ど，仲間と の

集団遊び の 中で 困窮場面 に 遭遇 しそれを改善す る 回数 が

多い こ とが わ か っ た 。
こ れ らの結果 か ら， 幼児 の 向社会

性 に つ い て の 認知 の個人差を，その 行動が 求め ら れ る文

脈 との 関連か ら検討す る こ と の重要性が考察さ れ た 。

　さ ら に伊藤 （PGoe2 ）は ， 幼 児 の 援助 ，被 援助 の 認 識

と向社会性 の 発達の関連に つ い て ， 3 年間に わた る縦断

観察を行 っ て検討 して い る 。 そ の 結果 ，
4 歳 が 向社会性

の発達の転換期で あ る こ と
， 向社会性 の 発達 に は ， 3 ・

4歳 の 価値観や効力感が， 5 歳の 困窮場面で の行動 に具

現化さ れ る と い う過程 と ，
4 歳で 仲間か ら援助 を受 け る

こ とに よ っ て ， 5 歳 で 価値観や効力感が 高ま る過程 とい

う，
2 つ の 過程 が あ る と述べ て い る 。

　堂野
・光本 ・堂野 （PGOO1 ＞ は ， 調査法 と介入実験法 を

組み合わ せ て
， 向社会性 の 発達 に お け る向社会的刺激体

験 （本 テ レ ビ，劇 な どの 観 賞）の効果性を検討して い る 。

こ こ で は ， 向社会的刺激体験 と し て ，向社会性を テ ー
マ

とす る絵本の読み聞か せ が 1週間行わ れ た 。 そ し て ， 保

育園 の年長児 の 向社会性の 発達 を測定 す る た め に ，構造

化個別面接法 に よ る各幼児 自身 の 向社会的行動に関す る

回答と保育士 に よる質問紙評定が ， 絵本の読み 聞か せ前

後で収集さ れ た 。 そ の結果 ， た とえ短期 間で あ っ て も向

社会性 を テ
ー

マ と す る絵本 の 読み聞か せ は ， 向社会性 の

発達 を促進 さ せ る効果 を もつ こ と を報告 し，保育現場 へ

の 導入 を推奨 して い る。

　 若林 （PEOO9） は ，
4 歳児を対象 に

， 折 り紙 が 折 れ な

い 子 どもの 存在 を想定 し た 場面に対 して ど の よ うに対応

す る か 半構造化面接法 を行 っ て 調査 し て い る。そ し て ，

4 歳時点 で の 向社会的行動 を表出せ ず状況を観察す る こ

と は ， 5歳時点 で の 効果 的 な 向社会的行動 の 表 出 に 関連

して い る こ とが示唆 された。

　 杉山 （PGOO3） は， 5歳児 の 話合 い 場面を自然観察 し ，

合意を形成す る過程を検討 して い る。そ して，幼児期 に

お い て も合意 に 向けた 行 動調整が行わ れ る こ と を 明 らか

に して い る 。

　 山田 ・渡辺 （PAO11 ）は ， 幼児 が 対人場面 で 上 手 に 関わ

れな い こ と に対 す る ス トレ ス を う ま く乗 り越え る 回復力

や柔軟性 と して の 「レ ジ リエ ン ス 」 に 注 目 した 。 そ し て

レ ジ リ エ ン ス と対 人 葛藤対処 方 略 との 関係 ， また 子 ど も

が認知す る母親の声が け行動 との 関係 に つ い て 検 討 し て

い る 。 そ こ で は ， 幼児 の 担任 の 保育者 に 各幼児 の レ ジ リ

エ ン ス に つ い て 質問紙調査 に よ り評定さ せ る と と もに ，

幼児に は個別面接を実施 し， 対人葛藤対処方略 が 調査さ

れた。そ の 結果，レ ジ リエ ン ス 得点の高低に か か わ らず ，

対人葛藤対処方略 と して社会的解決方略 と不快感情の 表
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現 を用 い る幼児 が多 く ， ま た ， 幼児 は母親 の 介入行動 を

モ デ リン グして い る可能性 が示唆 さ れた 。 さ らに ， ス ト

レ ス に関わ る場面で は母親 と の 暖か で 援助的な関係が 築

か れ て い るか 否 か が幼児 の レ ジ リエ ン ス に影響 し て い る

こ とが明 らか と な っ た。

　泉井 （PGOO4） は ， 幼児が援助 を受 け て い る と き の 捉

え方や気持 ちに つ い て半構造化面接法 を用 い て検討 し，

お お むね肯定的に捉えて い る と報告 した 。

　（4） 遊び ， 日常の 活動

　藤野 （PAO13 ） は ， 幼児に民話 を聞か せ た後 の探索遊

び を数週間 に わた っ て観察 した。そ して ，継続す る に つ

れ て遊び の編成が 静か ら動へ 変化 し ， 子 ど も同士 の 情動

的経験の 共有が探索遊びを支 えるよ うに な る と報告して

い る 。

　和 田 （PDOO8）は ， 幼児 の 水 を か けあ う遊 び の様子 を

観察し， コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン の 様相 を捉 えて い る。

　箕輪 （PEO10） は ， 幼児の 砂遊び の 場面を 自然観察 し

て い る。そ して ， 加齢 とともに ， 山作 り遊 び に お け る役

割分担は よ り明確で暗黙的 に行 われ るように なる として

い る 。

　長橋 ・保坂 ・佐藤 （PGOO5 ） は ， 幼児 の ご っ こ 遊 び に み

られ る行為 と空間 の もつ 意味 との関わ りを ， 幼児の 遊 び

場面 の 観察を通 して 検討 して い る。そ して ， 意味空間同

士 の 境 目 （た とえ ば，家の 内外 を分 け る境 目 な どを指 す ）の 仕

切 り は ， 具体的 な モ ノ だ け で な く動作 に よ っ て も区切 ら

れ ， 意味付 けられ て い る とした 。 ま た ，
モ ノ，行為，意

味空 間 は
一

体 と な っ て い た と報告して い る 。

　横 山 （PCOO2） は ， 幼稚 園 3 歳児 の ， 新入 園時か ら 1

学期 間 に 自発的 に 絵本 を読 む 場面 を自然観察 し て い る 。

そ し て ， 幼児が 自発的に読む 本 の うち 7割は保育者 が 読

ん だ本 で あ り， 読 み 方 に は性差 が み られ た と報告 して い

る 。

　外山 （PDOO4） は ， 幼児が作物を栽培する こ とが 「食」

に関す る理解 に どの ように 影響 す るか を半構造型面接 に

よ る イ ン タ ビ ュ
ーを通 して検討し て い る 。 そ の 結果，日

常的 に 作物 の 栽培活動 に 従事 し て い る幼児は ， 作物が 生

命を もつ こ とを生命学的観点か ら理解 して い る傾向が高

い こ と を報告 して い る 。

　鈴木 ・安藤 ・佐藤 （PAO10 ）は， 18カ 月 の 双生児ペ ア 31

組を対 象 に ， 乳児に 目の 前の お も ち ゃ を取 らせ る とい う

手続 きに より， 利 き手 の 遺伝 的影響 を検討 し て い る 。 そ

の 結果 ， 性差 が み ら れ，男児 よ D も女児 の 方が 右手を使

用す る傾 向が強か っ た 。

2．知的発達

　（1） 魔術的思考

　Piaget （1929） は ， 幼 児 は 「魔術的思 考1 を も っ て い

る，す な わ ち
，

た と えば 「願 う」と い う心的努力 に よ っ

て外界の物理的現象を変化させ る こ とが で き る と信じ て

い る，と し た。一方，心 の 理論研究で は ，幼児 で も空想

と現実を区別で き る とす る報告が 多 くな さ れ て い る （た

と え ば，Woolley ＆ Phelps （1994））。 こ の よ うな論争 の 中 で ，

塚越 （2007）は，現実に は子 どもたちが願 い ごとをす る

とい う姿は日常よ くみ られ る と述べ
， 願 い ご とが か な う

とい う因果関係の 理解に つ い て の発達過程を検討して い

る。4 ・5・6歳児 が，願 い ご とをすると空 の 箱 に対 象物が

出現す る現象を見 せ られ た後 ， 部屋 に 1人 きりに な っ た

場面 の 行動 の 観察 がな さ れた 伴 構 造化場面 の 実験 的観 察）。

そ の 結果 ， 年齢が 上 が る に つ れ て い ろい ろな方法 をとり

なが ら複数回願 い ご と動作をす る ， か つ ／もしく は ， 箱

の 仕組 み や トリッ ク を調 べ る と い う行動 が 増えて い くこ

と がわ か っ た 。 こ の結果は ， 加齢 と と も に 子 ど も な りの

仮説検証 を行 うように な る とい う こ と で あ り ，
こ の こ と

は そ の後の 科学的思考に結びつ く萌芽で ある ， と考察 し

て い る 。

　永盛 （PBO19）は ， 幼児が魔術的 ， ア ニ ミ ズ ム 的思考

を示 す 前因果性 に つ い て ， 提 示 さ れ る物 理 現 象 の 行為 主

体 （agent ）が 人 間 で あ る か どうか で 子 どもの 因果的説明

に 違 い が み られ る か を ， 非構造化個別面接を 用 い て 検討

して い る 。
こ の 研究か らは ， 人為的で あ る か否か は 子 ど

もの 説明 に 影響を及ぼ さ な い こ と が 示唆さ れ て い る 。

　   　空間認知

　関根 （2006 ） は，幼児の空間参照枠の 発 達過程を検討

す る た め に は ， 実験的操作条件下ば か りで な く， 日常的

な環境条件下 で の 調査 も重要 で ある と述 べ た 。 そ して ，

保育園年長児 ， 年中児 ， 年少児 を対象 に
， 幼児 が 日常生

活 に お い て よ く往来 す る経路 （保育 園か ら 自宅 ま で ） に 関

す る 言語 的説明 の 聞取 り調 査 を 半構造化面接法 に よ り行

い
， 同時 に説明時 の身振 りも自然観察し て い る 。 そ の結

果，ラ ン ドマ
ーク や左右 に 関す る言及数，俯瞰的な視座

か ら経路 を描写す る サ ーベ イ ・マ ッ プ的身振 りの 産出量

は加齢 と と も に 増加 し，そ の 内容 もよ り詳細 に な っ た。

こ の こ と か ら ， 幼児期に は 自己中心的参照枠か ら 固定的

参照枠へ と認知 の 枠組みが変化 して い くこ とが示唆され ，

こ れは ， 従来い われ て い た よりも低 年齢 で も固定的参照

枠の使用が可能で あ る こ と を示 す と し て い る 。 ま た こ の

発達的変化 の 基盤的要因と し て
， 言語的符号化能力 と 通

園経験に よ る学習効果の 可能性が挙 げ られ て い る。

　（3） ロ ボ ッ トの 認識

　木下 （2006） は ， ロ ボ ッ ト研究紹介 の 冒頭部 分 で 「発

達心理学研 究 に お い て ，
こ れ ま で に な い 異分野 と の コ ラ

ボ レ
ー

シ ョ ン が進ん で い る」 と表現 して い た。それか ら

た っ た 2 年で あ る が ，
ロ ボ ッ ト研究 は発達心理 学 に 定着

一 54 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

した よ うに思え る 。

　藤崎 ・倉田 ・麻生 （2007＞ は， 幼児 は ロ ボ ッ トを ， 心を

も っ た 生物 ， も し くは単な る機械 と して の 無生物 ， あ る

い は生物 で も無 生物 で もない まっ た く異 な る 新た な存在

の うち ，ど の よ う に 認識 して い る の か に つ い て 検討 し て

い る 。 そ こ で は ， 幼稚園年長児 （5〜6歳 児） と年中児 （4

〜5歳児 〉が 5分 ずっ ロ ボ ッ ト犬 と遊ん で い る と こ ろ の 行

動が 自然観察された。人間語 を話す ロ ボ ッ ト犬 と，話 は

し な い が電子音 と滑ら か な動き をす る ロ ボ ッ ト犬 の 2 種

類が用意さ れた 。 あわせ て ，
ロ ボ ッ ト犬に対する認識が

変化 した か ど うか を調 べ るた め に ，ロ ボ ッ ト犬 と遊ぶ 前

後で 子 ど も に ， 8 項目の イ ン タ ビ ュ
ーを構造化面接法に

より行 っ て い る。その 結果，子 ど もは ロ ボ ッ ト犬 の 種類

（特性 ） に応じ て コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン の手段を使 い 分け て

い た。また イ ン タ ビ ュ
ー調査 の 結 果 か ら， 「何か 食 べ る

か」 と 「生 きて い るか 」 とい う質問 に 対 して 「はい 」 と

答え た 人数の 割合は，前者が全体 の 約 3割 に 対 し て後者

は 4〜 5 割で あ っ た 。 さ らに ロ ボ ッ ト犬 の 心的状態 に つ

い て ，た と えば，「（V ポッ ト犬 が） また遊びた い と思 っ

て い る」 と 7〜 9割の 子 ど もが 考えて お り，
v ポ ッ トが

心 をもっ 存在で ある と理解 して い た 。
こ れ らの結果 より，

幼児 に と っ て ロ ボ ッ ト犬 は，生 物
一

無 生 物 （生 命一非 生

命）の境界領域 お よび ， ごっ こ 的世界 と現実世界の境界

領域 に 位 置 し て い る の で は な い か ， と考 察 を し て い る。

　幼児が初 めて 見 る ロ ボ ッ トを既存 の 生物 もしくは無生

物カ テ ゴ リー
に 位置づ け る の で は な く，新た な境界的カ

テ ゴ リーとして 位置づ けられ る とい う こ とは ， 人 が新 し

い 環境 に 対 して も柔軟 に 対応 で き る 可能性 を示唆す る の

で は な い だ ろ うか 。

　 秦野 ・平沼 ・岡田 （PE  04），岡田 ・秦野 ・平 沼 （PEOO5），

平沼
・秦野

・
岡田 （PEOO6） は ， 幼児の ペ ッ ト型 ロ ボ ッ ト

に対 する行為 と発話 を半構造化場面 で それぞれ観察 し，

幼児が ペ ッ ト型 ロ ボ ッ トに対し て ど の よ う に 「意図性」

を感 じ取 り，「相互性」 を築 こ う と する の か に つ い て ，

詳細 な 記録 を 報告 し て い る 。

　観察 ・調査法 を用 い た研究を概観す る と ， 矢藤 （2GO7）

は縦断 的 データを基 に，塚越 （2007），関根 （2006）や藤

崎 ・倉田
・麻生 （2007） は横断的デー

タを基に ， 母子関係

の 変化や知 的発達 の 変化 の 全体像や法則 を明 らか に しよ

う と し て い た 。

一
方 で ， 加藤 ・近藤 （2007）， 篠 原 （zoe6），

山川 〔2006 ）や伊藤 （2DO6） は ， 養育者の 個人差を取 り出

し， それ を基 に 親子関係 や知的発達 を予測 しよう と して

い た 。 ま た ， 小松 （20D6 ） は 1 ケ ー
ス の 事例 を詳細に 観

察 した 上 で
， 発達 の

一
般化 を目指 し て い る。こ の よ う に

観察 ・調査法に お い て は，「個か ら全体へ の 一般化」「
一

般か ら個の抽出」 と い う両方向か らの ア プ ロ ーチが可能

で ある こ とが わ か る 。

　 II．実験法を用 い た乳幼児 の 発達研究

　実験法 の利点 は ， 子 ど もの 発達 に 影響 を与 える と思 わ

れ る 少数 の 条件 や 要因 の み を取 り出 し検討 で き る点 で あ

る 。 量的データ に対し て 統計的処理 を施 し ， 人間の発達

の 何 らか の 法則 を捉え よ うと す る研 究が多 い 。

1．社会性の 発達一
日常の文脈 を実験に組み込んで

　実験法 を 用 い て 要因 を統制す る もの の ， 条件に 日常の

文脈 を組み 込ん で ， よ り日常の柔軟な子 どもの 反応 を取

り出そ う とす る動 きが 出て き て い る。特 に 社会性の 発達

研究で 多 くみ ら れ る 。

　（1）　欺 き行為

　瓜生 （2007＞ は ， 幼児が 「心の 理 論」獲得 よ り も早 く

意図的な欺 き行為 が可能に な る か どうか に つ い て ， 先 行

研究 で は
一

致 した結果が出 され て い ない こ と を指摘 した。

そ の 原因の
一

つ に 欺 き行為を誘発す る実験デザイ ン の 有

効性 ・再現可能性の 問題 を挙 げた 。 そ して ， 幼児が 実験

以前か ら慣れ親しんで い る話 とそ こ に 出て くるキ ャ ラ ク

タ
ー

を課題に用 い て （ア ン パ ン マ ン 課題）， 嘘をつ く反応を

測定す る実験 を行 っ て い る。具体 的 に は ， 幼 児が ， ア ン

パ ン マ ン を救 うた め に 対 決場面 で敵 （ば い きん まん ） に 嘘

の在処 （ア ン パ ン マ ン を救 うた め の 大 事 な もの が 入 っ て い な い 空

の 箱） を 教 え ら れ る か ど う か が 検討 さ れ た。対 象児 は ，

幼 稚園 と保育 園 の 年少 児 ， 年 中児 ， 年長 児 の 3学年 で

あっ た 。 そ の 結果，ア ン パ ン マ ン 課題 の 通過時期 は 4 歳

代 ， 誤信念課題 の 通過時期 は 5 歳代で あ る こ とがわ か り，

少 な く と も 1年程度 の ずれ が み られ た。加えて ，年齢 に

か か わ らず， 男児の方が女児よ りもア ン パ ン マ ン 課題の

成 績 が 良 か っ た。性 差 が み られ た こ と か ら，瓜 生 は

「性」 に よ る違 い を直接表す パ ーソ ナ リ テ ィ変数 を組 み

込 ん だ 研究が 求 め られ る と述べ て い る 。

　 さ ら に 瓜生 （PAOO3 ） は ， 課 題正 答 に 影響 す る き ょ う

だ い 要因 （出生順位 ） に っ い て 検討 して い る 。 そして有意

な傾 向を 取 り出 せ な か っ た と報告 し て い る 。

　  　攻撃行動 ， 対人葛藤場面 の 解決 ， 謝罪

　越中 （2007＞ は，幼児 の 攻撃行動 に 関す る多 くの 先行

研究で は ， 単純で プ ロ トタイプ的な違反行為の み を取り

扱 い
， 行為 の 複 雑な現実的文脈 を問題 として こ なか っ た

こ と を指摘 した 。 そ し て ， 保育 園年長児 ， 年中児 を対象

に ， 研究 1で は ， 何 ら直接的な利益 を もた らす こ との な

い 復讐 を目的 と した攻撃行為 を行 う と い う複雑 な場面 を

設定し ， 幼児は報復 的構成問題 に 理解を示す か どうか を

検討 し て い る。対象児 は
，

4 種類 の 攻撃場面 が 描 か れ た

紙芝居を提示 さ れ た後，各場面の 主人公が示 した 攻撃行

動に対して ， 5 段階で善悪判断をす るよう言われ た 。 そ

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 47集

の 結果，被害 の 回避 と い う直接的な利益 をもた らす 攻撃

よ りも，何 らか の直接的 な利益を もた らす こ との ない 復

讐を目的と した攻撃を許容す る こ とが わ か っ た 。そ し て

幼児 で も， 報復的公平 の問題 に理解を示す こ とが示唆さ

れた 。続 けて 研究 2 ・3 で は，幼児が 利他的攻撃 に つ い

て判断を行 う上 で ， 仲間の福祉の問題 を重視す るの か ，

保育者 の 権威 を重視す る の かが検討 された。保育園年長

児 ， 年中児 ， 年少児 を対象に ， 2種 の 攻撃場面 が 描 か れ

た紙芝居が提示 された後 ， 対象児 は研 究 1 と同様の 5段

階 で 善悪判断 を行 い
，

さ ら に 紙芝居 に 登 場 す る 仲 間 お よ

び目撃者 と して設定さ れ た 保育者の 反応予測を，笑顔 ，

中性顔 ， 悲 し み 顔 （怒 り顔 の 図版 か ら 選択 し た 。 そ の

結果 ， 加齢 と と もに 反応は柔軟 に な り，攻撃行動 に よっ

て仲間や 保育者か ら ポジ テ ィ ブ な 反応が得 られ る こ と を

予測 しな い 傾 向 か ら， 予測 して攻撃行動 を許容す る傾向

へ と発達的変化 が み ら れ た 。そ し て 越 中は ， 幼児期 に お

け る攻撃行動 に対す る善悪判断に お い て ， 慣習領域の思

考 と道徳領域 の 思考が 葛藤 し た 場合 に は，前者 の 思考が

判断を 左右す る と も述べ て い る 。

　続 け て 越中ら （PBOID は ， さ ら に 年少の 子 ど も を 対

象に 同様の検討を行い
， 年少群よ り も年中群お よ び年長

群が 攻撃を許容す る こ と を確認し て い る。

　清水 （PAO12 ） は ， 対人葛藤方略 の 使用 に つ い て の 研

究 で は自身が被害 を受 ける場面 の み が設定 され て い る こ

と に対し て 問題提起し た 。 そ し て ， よ り中立的か つ 対 等

に 自己 と他者 の 要求 が ぶ つ か る場面 を設定 し ， 「い か に

自己 と他者 の 要求 を調整す る か 」 と い う観点 か ら， 対 人

葛藤場面 の解決方略の使用 の発達 ， お よ び他者の性格特

性 に 基づ く他者の 葛藤方略 の 予測 を検討 し て い る。そ の

結果 ， 幼児は親しい 相手に の み協調的な解決法を 用 い る

が ，小学 2 年生 に な る と相手 と の 親 しさ の 程度 に か か わ

らず ， 言語的解決方略を多 く用 い て い る こ とが わ か っ た。

また ， 幼児 も小学 2年生 も， 他者の性格特性 に 応 じて 異

なる方略 の 使用 は可能で あ っ たが ， その 傾 向は 2 年生 の

方が大き い こ とが わ か っ た 。

　中川 （PFOO8） は
， 幼児が 謝罪 を行 う際 に

， 加害者側

と被害者側の どち ら の視点に立 つ か に よ っ て，謝罪効果

の 認識 に 違 い が み られ る か を検討し て い る 。 そ し て ， 許

容に関し て は ， 視点 の 違い に よ っ て 謝罪効果 の程度 は異

な り， 5歳で は加害者 で あ る と きの 方 が被害者で あ る と

き よ りも謝罪効果 を高 く認識 するが ， 6歳 に なると 5歳

時と は逆 の 結果 が 示 さ れ る と した 。

2．知的発達 1一異種能力間の 関連

　あ る能力 の 発達 を解明す る た め に ， 当該 の 領域 内だ け

で条件や 要因を操作す る とい うよ りも， 領域外 の能力 と

の 関連 を み た上 で ， 当該 の 能力 の 発達過程や メ カ ニ ズ ム

を探 ろ う とす る動 きが こ の 1年間 で 多 くみ られ る 。 特 に

知 的発達研究で 多くみ られ る 。

　  　心 の 理論 と実行機能 と の 関連

　瀬野
・加藤 （2007） は ， 「見れ ば知 る こ と が で き る 。 見

な か っ た人 は知 らな い 」 とい う因果関係 の 理 解 を測定す

る従来の 「見 る こ と
一

知 る こ と」課題 の 実験 パ ラダイ ム

に つ い て ， 次の ような点を指摘して い る 。 そ れ は，こ の

課題 に 対す る子 どもの 反応 に は ， 発話や指差しの よ うな

行為で 反応 す る場合 と，行為 を伴 わ ず 「知 っ て い る 」

「知 ら な い 」 と い っ た 心的状態 に 言及す る場合の 2 種が

あ っ た もの の ，そ れ らが 区別 さ れ て こ なか っ た と い う点

で あっ た 。 そ こ で瀬野 ら は ， 幼稚園年少児 ， 年中児 ， 年

長児 の 3学年 に 対 して 「見る こ と
一

知 る こ と」課題 を設

定 し，行為を伴 う反応 と伴わ ない 反応 に 分 けて 実験 を行

い
， これ らの達成時期 を測定し た。さ ら に，行為を伴う

反応 を抑制 し， 行為を伴わ な い 心的状態へ の 言及が で き

る よ う に な る こ と と ， 実行を抑制 す るため の 実 行機能

（executive 　function）の 要素 との 関連 も ， 課題 を操作す る

こ とで 検討 して い る。 そ の 結果 ， 年少児 は行為 を伴う反

応 が 多 い が 加齢 と と も に そ れ は減少 し ， 代 わ り に 行 為 を

伴わ な い 反応が 増加する こ とが 明 らか に な っ た 。 また ，

自分 は 「知 っ て い る」， 他者 は 「知 らな い 」 と答え る こ

との 間 に 困難 さ の違 い はみ られなか っ た。一
方 ， 運動 的

行為 の抑制がな さ れ て も，即正答 に は っ な が ら な い とい

う こ と も明 らか に な っ た。さ らに ， 当該課題 の 達成 と誤

信念課題の達成 との 間に発達的関連が認め られ，実行機

能 の 発達 の未熟さ が
， 誤信念課題の 達成 を困難に し て い

る と考察 して い る 。

　今後 は，実行機能 の 要因 を課題 の 中で操作す る だ け で

は な く， 個人 ご と に 実行機能 の 能力 を測定 した上 で の よ

り詳細 な 研究 が 期待さ れ る 。

　郷 式 （PAOI5 ） は，幼 児 を対 象 とし て ， 心 の 理論課題

と実行機能課題施行時 に 聴覚 も し くは視覚的妨害刺激を

提 示 した場合の 課題遂 行を検討 し ， 妨害刺激の 種類 に

よ っ て 課題遂行成績 に ばらつ きがあ っ た こ と を報告 して

い る 。
こ の 結果は ， 成人 を対象 と し た先行研究の結果 と

矛盾 し，特 に 視覚的妨害刺激 に つ い て は再検討の余地が

あ る と報告 し て い る 。

　  　言語発達 働 数 詞） と存在論的知識 との関連

　佐藤 ・
針 生 （2006） は ， 幼児 が 対 象 を数 え る と き に 用

い る 助 数詞 （た と え ば，1匹，2匹，…に お け る 「匹」） の 理

解 に 関す る発達的変化 を， 数えられ る対象が動物か 非動

物か と い う存在論的知識 と の 関連か ら検討 して い る。幼

稚園年少児 ， 年中児 ， 年長児を対象に，パ ペ ッ トが 誤 っ

た助数詞 で 数えるの を見 せ て，そ の 誤 りを対 象児が指摘 ，

修正す る と い うエ ラ ー検出法を 用 い た 。 も し動物／非動

一 56一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

物 の よ うな 存在論的区別 に 関す る知識が幼児の助数詞理

解を助け る の で あれば， 存在論的 カ テ ゴ リーを越え た 助

数 詞 が 誤 っ て 使用 さ れ た （た と え ば，犬 を 「本 」 と数 え る）

場合 は ， 存在論的カ テ ゴ リーを越え な い で助数詞が 誤 っ

て 使用 さ れ た 〔た と え ば，犬 を 「人 」 と数 え る ）場合よ りも，

幼児は誤 りに気づ き や す い だろうと予想 を立 て た 。 その

結 果，年少 児 は パ ペ ッ トの 誤 り を ほ と ん ど 指摘 で き な

か っ たが ，年長児 で は先 の 予想 と
一

致 した結果 と な っ た 。

こ の結果か ら ， 幼児は 5歳頃 か ら対象 の 存在論的区別 を

手 がか りとして 助 数詞を獲得する と述べ て い る 。

　（3） 条件推論 とふ りと の 関連

　中道 （2006） は ， 幼稚園 ， 保育園の年少児 と年 長児 を

対象に ，ふ りが 経験的条件式あ る い は 反経験 的条件式に

基づ く条件推論 （4枚 の カ
ー

ド課題） に 及 ぼす影響 を検討

して い る 。 こ こで 言う
“

ふ り
”

と は お 話の 中で の 空想的

状況 の こ とで あ り （た と え ば，「不 思議 な星 に い る ふ り を し ま

す 」 な ど），ま た経験的 と は 自分 の 経験 に 基 づ く と い う意

味で あ り，

一
方 ， 反経験的 と は自分 の 知 ら な い 事柄 や 自

分の経験に 反す る事柄 に 基 づ く， とい う意味で あ っ た 。

中道は ， そ れ まで幼児が 未達成であ っ た反経験的 三 段論

法課題 の 達成をふ りを設定す る こ とに よ り促進さ せ た と

い う先行研究 の 結 果を も と に
，

ふ りの 設定が経験的バ イ

ア ス の 抑制や 反経験的事柄の 受容 に 影響す るならば，反

経験的条件推論 に お い て も促進効果が み ら れ る と予測 し

た 。 そ して年長児で は 予測 どお りの 結果 が 得 られた が ，

年少児で は ふ りの 効果 は 現 れ ず ， 反 経験 的条件推論能力

の 促進 は み られ な か っ た 。 この 結果 か ら，幼児 はふ りの

中 で 反事実的な思考 をす る能 力を培い
， そ れ が 「心 の 理

論」の た め の基礎 と な っ て い るの か もしれな い と述 べ
，

心 の 理論研究 との 関連 に も言及 し て い る 。

　続け て 中道 （PAO16 ）は， 幼児 の 条件推論 ， 特に 不定

推論 遂行に つ い て ， 研究間で そ の 正答率に大き な差が み

られ る こ と を指摘 し て い る 。 そ して その
一

原因 と し て命

題内容の違 い を挙げ， 3つ の 推論形式条件 を設 けて ，因

果的命題 と カ テ ゴ リ カ ル 命題の両方を幼児 に 提示 し た 。

そ の結果，先行研究で い われ て きた ， カ テ ゴ リカ ル 命題

よ り も因果的命題 で の推論の 方が 困難 で あ る とい う結 果

は，合理的推論 も しくは不 定推論 とい っ た推論 形 式 に

よ っ て変化す る こ とが 示 唆 さ れ た。

　（4） 知的発達 と身振 り （ジェス チ ャ
ー）， 運動 と の関連

　片山 ・ 針生 （2007 ） は，こ れ ま で ，会話の と き に 産 出

され る ジ ェ ス チ ャ
ーの視点は 主観的な も の か ら客観的な

もの へ と発達的 に 移行す る と の 報告 は 多 い が ， そ れ ら に

お い て は聞き手 の 存在を意識する こ との 影響 が 考慮 され

て い な い こ とを指摘 した 。 そして ， 幼稚園年中児 ， 年長

児を対象に ， 認知的役割取得課題 の成績 と， 説明課題施

行時 の ジ ェ ス チ ャ
ーの視点 との 関連 を検討 して い る 。 説

明課題 と は ， 対象児が プ ラ ン コ とす べ り台 を知 らな い と

設定さ れ た 人形に 向か っ て ， そ れ ぞ れ ジ ェ ス チ ャ
ーで 教

える とい うもの で あ っ た。録画 された ジ ェ ス チ ャ
ーは ，

主観的視点 もし くは客観的視点 に 分類 された 。 その結果 ，

ジ ェ ス チ ャ
ー

の 総産出数 に 対す る，主観的視点 と客観的

視点 そ れ ぞ れ の ジ ェ ス チ ャ
ーの割合は同程度で あ り， 年

中児 と年長児を比較 し て も，そ れ ぞ れ の 視 点 に 差 はな

か っ た 。 認知的役割取得能力に つ い て も年中児 と年長児

で有意な差はみ られ なか っ たため ， 2 つ の 年齢群の デー

タ を込 み に し て検討 した と こ ろ ， 認知的役割取 得能力 の

レ ベ ル が高 い 子 どもは ， 低い 子 ども と比較 して，客観的

視点 の ジ ェ ス チ ャ
ーを多 く産 出する こ とが 示唆された 。

　浅川 ・杉村 （PEOO7） は ， 幼児の計算時に お ける指 の 利

用 に関 して ， 指の 巧緻性と計算能力 との関連か ら検討 し

て い る。 そ の結果 ， 指 の 巧緻性 と計算能力の 間に は有意

な相関が み ら れ ， 就学前の 幼児 の 計算能力 に は
， 従来 の

知見 か ら予想 され る 以上 に指の 巧緻性が関係 して い る こ

とが示唆さ れ た 。

　  　そ の他

　山名 （PBOI7） は ， 幼児 を対 象に ， 配 分課題解決能力

と他の 認知能力 （新版 K 式発達 2001 使用） との 関連を検討

して い る。そ して ， 配分課題 成績 と K 式得点 （19 課題 ）

と の相関が み ら れ た の は 年中 ， 年長児 で あ り， 年少児 で

はみ られなか っ た と報告して い る 。

　大橋 （PDOO3 ） は ， 幼 児 の 図形 の 嗜好 順序 を ，
1 対 比

較法 を用 い て検討 して い る 。 そ の結果， 男女 と も に菱形

が
一

番好ま れ，等脚台形 が最 も好 まれなか っ た 。 今後の

課題 として ， 幼児の描画成功率 と図形の嗜好 との 関係に

つ い て 検討す る こ と を挙 げて い る。

　松本 ・伊藤 （PDOO6） は ， 子 ど もの語に対す る親近性 と

音韻意識 との 関連を検 討 した と こ ろ ， 既知語に関して ，

個々 の 子 ど もな りの 分節方法 が 存 在する こ とが 示唆 され

た。

　山形 （PFOO6） は幼児 を対 象 に ， 自身 の 作成 した絵本

を用 い て ， 絵本 の 知識 ・理 解の 増進と表記活動や読書 き

能力 の 発達 と の 関連 に つ い て検討 して い る 。 そ の結果 ，

年少児で は絵本そ の もの の知識 と仮名読字数 が，年長児

で は 文字表記知識 ， 文字読み に関す る手続き的知識 と読

字数お よ び書字数が それぞれ関連 して い る こ とがわか っ

た。

　若 山 （PFOO5） は，幼児 の 見 立 て 描 画時 に お け る保育

者の 発話行為の効果 を検討 して い る 。 そ の 結果 ， 保育者

の発話が き っ か け と な り， 形状類似バ イ ア ス が働 くこ と

で 視覚的イメ ージ を探索し なが ら描画 を行 っ て い る と し

た 。
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　山下 （PGOO6） は， 幼児が 迷路課題 を施行す る際の エ

ラーに注目し ， 注意解放 を司 る右脳頭頂葉 との 関連 を検

討 し た。そ し て
，

4 歳 か ら 6歳 ま で の す べ て の 年齢で ，

突 き当た り位置が右視野 に あ る袋小路 の 方が左視野 の 場

合 よリエ ラ ー数 が多い こ とが わ か っ た。 こ の こ と は，注

意 の 解放シ ス テ ム に関わ る右脳頭頂葉 を中心 と す る ラ テ

ラ リ テ ィ
ーが 5歳 か ら 6歳に か けて 発達的に進行 して い

る こ とを示 して い る と して い る 。

3．知的発達 2一詳細な発達過程 ， 発達メ カニ ズ ム の 解

　明

　 II．の 2 ．で 紹介 した ような異能力問 の 関連を基 に した

研究 と は対照的に ， あ る能力を当該領域内の み で条件や

要因 を統制 して ， 詳細 に検 討 しよ う と す る 研究も散見 さ

れ る 。 そ こ で は， 研究者の 条件や 要因統制 の 厳密さ や 工

夫を垣 間み る こ と がで きる 。

　（1） 長 さ ， 量 ， 数概念

　湯沢 ・湯沢 ・渡部 （2006） は，面積 と長さの 量概念 に注

目し ， 数の使用と重ね合わ せ の使用 お よび内化 が 概念発

達に い か に関わ っ て い るか を検討 して い る。保育園年少

児 ， 年中児 ， 年長児を対象に ， チ ョ コ レ ートや ク ッ キー

に 見立てた長方形 の 色紙 を 2等分 させ た 。 そ の 際 ， 2等

分 し や す い 条件と し に く い 条件が 設 け ら れ た。さ ら に ，

量が 2等分 か どうか の確認 方略 も検討 さ れ た 。 その 結果 ，

年少児群で は他群 と比 較 して ， 3 つ 以 上 に多分割し ， ま

た確認方略 も数 えるな ど，数 に 関す る方略 を使用 し て い

る 子 ど もの 割合が多か っ た 。

一
方 ， 年中児 ， 年長児 は刺

激を 2 等分で き ， さらに 年中か ら年長 に か けて重ね ると

い う方略の 使用 が増加す る こ と が わ か っ た 。ま た ，年長

児 ， 年中児に重ね 合わ せ る とい う方略を訓練 した結果，

訓練効果が み られ，当該方略 の 自発的使用 は そ の 内化と

因果的 に 関連 して い る こ とが 示唆さ れ た 。

　 中垣 （PFOO7） は ， 1対 1対応 の 計 数 の 原理 に つ い て，

生得的原理 で は な く， 幼児期全期間 を 通 じ て獲得さ れ る

漸進的構築の結果で あ る と報告して い る 。

　  　音韻知覚 ・産出能力

　関口 ら （PBOI2）， 李ら （PBe13） は ， ワーキ ン グ メ モ リ

の 音韻 ル ープ の 働 き との 関連か ら，幼児を対象 に 母国語

（日本語もし くは中国語） で ない 言語 （英 語〉 の音韻反復の成

否に母国語の特徴が どの よ うに 関 わ っ て い る か を検討 し

て い る 。 その結果 ， 母 国語 の 音韻 とは異 なる形態 を もっ

た音韻の 反復 に は困難が伴 うこ と， 日本語 と中国語それ

ぞ れ を母国語とす る幼児 は ， 英語の習得に際して ， それ

ぞ れ違 っ た困難 さが あ る こ とが 示唆 さ れた 。

　垣 花 （PFOO4 ＞ は ， 幼児の 拗音表記 の読み の習得に お

け る発達過程を検討 して い る。そ の 結果，拗音表記の読

み は一斉的 に 発達す る の で は な く， ある程度ま で は規則

を利用しなが ら短期に習得さ れ る
一

方 で
， 頻 度や 調音の

難易 に も同時 に 影響を受 け る こ と が 示唆さ れ て い る 。

　（3） 類推能力

　類推 とは， 過去 に 経験 した事柄 を， 現在直面し て い る

事柄 ・問題 に 対応付け ， 推論 ・学習す る こ と で あ る （鈴

木，1996）。 細野 （2006） は ，
こ の 類推 は知識獲得段階 に あ

る幼児 に と っ て，新し い 知識を得る た め の非常に有効な

ツール で あ り， 類推は複数の対象間の何 らか の類似性を

手が か りに す る こ と に よ り行われ る と し た。そ し て，類

似性認識 の 発達 は， 知覚的 な類似性 （第 1 段階 は 全体 類似

性，第 2 段階 は属 性類似性 ）か ら ， 内容の類似性 （第 3段 階 は

関 係類 似 性，第 4段 階 は 構 造類 似性 ）へ と変化 す る こ と に 言

及 し て い る。ま た，第 3段階お よ び第 4段階の 類似性 の

認識可能時期は領域や課題 に よ っ て異な る こ とを述 べ
，

認識可能なため の 領域や ケ ー
ス を検討 し た。そ し て

一
仮

説 と し て ， 「表面的類似性」が 高い 場合は ， 内容の類似

性の 認識が可能 に なるとい う こ とを挙 げた 。 具体的には

表面 的類似性 と し て，対 象間 の 登 場人物，文脈 ， 目標 と

い う 3種類の表面的な特徴の類似性を用 い て ， それ らの

有無 に よ り， 対象間 の 関係類似性 （実験 D ，
お よ び 構 造

類似性 僕 験 2） を手が か り と し た幼児の類推に差が生 じ

る か どうか を検討 した。手続 きは，幼稚園 と保育園 の 4

歳児 ， 5 歳児 （実験 2 で は 6歳 児 を追加〉 を対象に ， 1 セ ッ

トが 標準刺激 1 枚 ・選択肢 2 枚 （標準 カ
ー

ド と関係 が 類 似 し

た 関係類 似 選択肢 と，関係 が 類 似 し て い な い 関係 非類似 選 択肢 ）

か らなる お 話カードが 16セ ッ ト用意 され，対象児は，標

準刺激 とお話が似て い る方の選択肢を選びさらに そ の理

由を答え る よう要求された e

　 そ の 結果 ， 実験 1 で は
，

4歳児 は 表面 的類似性 が あ る

場合の み で類推が可能で あっ た が ， 5歳児は表面的類似

性の 有無 に か か わ らず類推が可能で あ っ た
。 実験 2 で は

，

表面的類似性が ない と 4 ・5歳児 は構造類似性に よ る類

推が 困難で あ っ た が ， 6歳児 は 表面的類似性の 有無に か

か わ らず類推 が 可能 で あ っ た。また理由付 けの 分析か ら，

表面 的類似の あ る場合に お い て な い 場合 よ り も共通ル ー

ル を基 に した理 由付 けが多 くなる こ とが示 された。

　 こ れ らの結果か ら，表面的類似性の役割は類推を行 う

際に刺激問の 共通ル ール の抽出を促進 させ る こ とで ある，

と述 べ て い る。

　（4） 記 憶

　近 藤 ・杉村 （PDoe7） は ， 幼児が外部情報 の ソ
ー

ス モ ニ

タ リン グを判断す る際 に，従来用 い られ て い た ， ソー
ス

が A ， もし くは B ， もし くは両方違 う， とい う回答選択

肢 に ， 両方か ら情報を得た ，
と い う選択肢 を加 えて

， 幼

児の ソース モ ニ タ リ ン グ能力の発達的検討を行 っ た 。 そ

の結果 ， 幼児 は ， 両方 か ら情報 を得た とい う項 目 に お い
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て ， 他の 3 つ よ り も成績が 悪 い こ とが わ か っ た 。

　  　映像理解

　木村 ・加藤 （2006） は，4 ・5 ・6 歳児を そ れ ぞ れ前後半

に分け た 6群を対象に ， テ レ ビ映像を実在視せ ず表象と

して 理解す る ように な る ま で の発達 プ ロ セ ス を検討 した 。

そして 木村 らは， 「紙人形 に 風 を当 て る と倒 れ る」と い

う物理的現象を実験課題 と して取 り上 げ，映像世界 と現

実世界 との 間の イ ン タ ラ ク シ ョ ン の可否を調べ る た め に

2 種の 志向性 （「映 像か ら の 作用 」「映像 へ の作用 」） を設 けた 。

さ ら に ， 風 を送る行為者 （agent ） と し て ， 人 と モ ノ 偏

風機）の 2条件 を設 け ， そ の 差異 を検討 した。そ の 結果 ，

4歳児前半で は課題 に 対 し て す べ て 正 しく答 えられ な い

子 どもが 9割近 くを占め て い たが ， 加齢 と と もに 満点を

と る子 ど もが 増 え た。志向性 お よ び行為者 の 効果 に 関 し

て は， 4 歳児後半で は行為者が人で もモ ノ で も，ま た 6

歳児前半で は映像が人の と き ， 「映像か ら の 作用」の 方

が 「映像 へ の 作 用」 よ りも実在 で あ るか の ように 答 えた

子 ど も が多か っ た 。 こ れ ら の 結果 を基 に，映像理 解 と メ

タ表象的理解 との 関連か ら考察がな され ， 映像の表象性

理解成立 に つ い て は 従来考 え られ て い た 4歳以降 よ りも

さ ら に長 い 発達プ m セ ス がある と結論付 け て い る 。

　2007年11月 に 厚生労働省 が 発表 した 「第 6 回21世紀出

生児縦断調査」　（厚 生労働省 大臣官房統計情報部，2007） で は ，

対象 と な っ た 5 歳 6 カ 月 の 幼児 の 50．6％ ま で もが テ レ ビ

ゲーム や携帯型ゲーム な どの コ ン ピ ュ
ー

タゲーム をす る

とい う シ ョ ッ キ ン グな報告がなされた。こ の こ とは ， 現

在 の 子 どもは幼 い 時期か らバ ー
チ ャ ル 的な映像 の 世界 と

接し て い る と い う こ と を表す 。 こ う し た 時代背景 の 中で ，

ます ます映像世界 と現実世界 と の 関連性 の 研究 が 求 め ら

れ る 。

　実験法を用 い た研究を概観す る と
，

ほ と ん ど が横断的

研究で あ り， 年齢要因を基 に ， 発達過程や発達メ カ ニ ズ

ム の
一

般化 を 目指 し て い る。つ ま り観察 。調査法 で み た

ような，「個か ら全体 へ の
一般化」の ア プ ロ

ー
チ が 大勢

を占め，個人差を検討 し た よ うな 「
一

般か ら の個 の抽

出」 とい うそれ はあ ま りみ られず ， 双 方 向 か らの ア プ

ロ
ー

チが な さ れて い な か っ た。

おわ りに

　以 上 ，
こ の 1年間の乳 ・幼児発達研究を研究の方法論

に注 目して 概観 した。研究 で 用 い られ た方法 が 観察 ・調

査法 で あ る か ， も し く は実験法で あ る か に よ っ て大別し

た が
， 研究数 で は どち らか に 偏 っ て い る とい う こ と はな

く， 両 アプ ロ
ー

チ と もに 多数 の 研究が み られ た 。 しか し

研究分野で み る と，前者で は社会性の発達分野 の ， 後者

で は知的発達分野の研究がそれぞれ多か っ た 。
こ れ は ，

こ の 2分野 そ れ ぞ れ が 明 ら か に した い 点の 性質が 異 な る

こ とを自然 と反映 した こ とに よる傾向 か もしれな い
。

　次 に ，観察 ・調査法を用い た研究の 詳細を み て み る と，

社会性の 発達分野 で は ， 何も条件設定を課さ な い 自然観

察 か ら ， よ り厳 しい 条件設定 をした上 で の 実験 的観察 ま

で さまざ まで あ っ た。また ， 観察法 とイ ン タ ビ ュ
ーや質

問紙法 と の 組合せ や ，観察法 と実験法と の 組合せ な ど，

研究法の多重的使用 が み られ た 。 その 多 くは ， 子どもの

日常的 で 自然な姿を捉え よ う と し て い た。

　
一

方 ， 実験法を用 い た 研究で は ， 対象と な る能力を測

定 す るた め に 実験 法 が 単
一で 使 用 され て い る こ と が 多

か っ た 。 方法論を単一とす る代わ りな の だ ろ うか ， 異領

域 の 能 力と の 関連 をみ た り， よ り日常的 で柔軟な子 ども

の 反応 を捉 えるた め に 日常 の 文脈 を実験 に 組 み 込 ん だ よ

うな研究もみ られ た 。こ の よ うな動き は，観察法で得 ら

れ る データ と同様 に ， 実験法で も日常的で よ り柔軟に反

応 で きる子 どもの 姿 を捉える こ とを直接的，間接的 に 目

指 し て い る こ と を示 し て い る の か も しれ な い
。

　以前は ， 質的データを扱 う観察法 と量的データを扱 う

実験法 は対極 に あ っ た が
， 今 日で は そ れ ら を組み 合わ せ

て ， 対象 と な る発達を 「個か ら全体 へ の
一

般化」「
一

般

か らの 個の 抽出」 とい う双方向で 検討 し，よ り客観的で

詳細 な 発達過程や 発 達メ カ ニ ズ ム の 解明 を 目指す べ き で

あ ろ う。そ の た め に は 各研究者 が，さ ま ざ ま な 方法論 の

長短を理解した 上 で ， 研究分野や領域の 全貌 を見直 して

研究 の 不足部分 に つ い て どの 方法論が適切 な の か を考慮

し，さ ら に は既使用以 外 の 研究法 に も挑戦す る こ と に

よ っ て ， 新た なデータ や詳細なデータ を集め なが ら研究

を進 め る べ き で あ ろ う。

　 さ ま ざ ま な研究を概観 し て気付い た点 と し て ， 対象児

の 年齢 の 記述 の 仕方 に つ い て
， 暦年齢 と幼稚 園や 保育園

の学年で の 記載が あ り， 統
一

さ れ て い なか っ た 。 発達研

究 に お い て 年齢 の 要因 は重要 で あ る の で ，記載 の 仕方 に

は慎重に な るべ き で あろ う。
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