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13ヵ 月の 遊び ・言語 に 及 ぼす 5カ 月の 母 親の 反応の 影響
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遊び 及 び 言語 に 及 ぼす 母 親 の 反 応行 動 の 影響 を 研究す るた め に，乳児が 生後 5 ヵ 月 と13 ヵ月 に 達 した時，

母 子 24組 を家庭 訪 問 し て 観察 し た u5 ヵ 月 で は 目常 生 活 場 面 を観 察 し，13ヵ 月 で は 母 子 の 遊 び 場面 を 観察

し た。13ヵ 月 で は 又 ，母 親 との 面 接 に よ っ て 乳 児の 言 語理 解及び 発 語 の 資料 を 得 た e5 ヵ 月 で は ，乳 児 の

注 視 と発 声 及び 乳児の 行動 に 対す る 母 親 の 反 応を分析 し， 13ヵ 月時 で は，乳 児の 遊 び と 言語理解及び発語

を 分析 した。結果 は，5 ヵ 月 時に お け る乳 児 が お もち ゃ を見 た 時 の お もちゃ に つ い て の 反 応や養育的反 応

と，13 ヵ 月 の 象徴 的 な 遊 び と の 間に 有意な相関 が 認められ た，又，模倣 反 応 と言 語 理解 との 間に 有意 な 相

関が 認 め られ ，ネ ガ テ ィ ブ な声 に対 す る母 親 の 養 育 的 反 応 と，発 話 との 間 に も肩意な 関 係が 認 め られ た ．

さ らに，遊 び と発 語 と の 間 に も有 意な 関係 が 認 め られ た。重 回 帰分 析 を 行 っ た 結果，母親 の 模倣や養育的

反応 が，乳児の 遊び及 び言語理 解 ・発 語 の 発 達 に お け る 重 要 な 要素 で あ る こ とを示唆 した。

【キ
ー ・ワード】乳児 行動 ， 遊び ， 言語発達，母親 の 反 応

問 題

　 前 言 語 期 の 母 r．イ ン ター
ラ ク シ ョ ン に お け る 母 親行 動

と後の 乳児の 発達に 関する多くの研 究 がな され て きた （Clarke−

Stewart，1973 ； （ン〕ates ，＆ Lewis，19841Bell ，＆ Ains −

worth ，1972）．しか し，前言 語 期 にお け る 母親行動 と，乳

児の 遊 び や 言 語 発 達 に 関 す る組織 だ っ た 研 究 は ，日 本 で

は ほ とん ど なされ て い な い 。そ こ で，我 々 は，特 に 母親

の 乳児に 対す る 様 々 な反 応 に 着 目 し，乳児 の 遊びや 言 語

発 達，あ る い は 発 語 の あ り方 と母 親行 動 の 間 の 関係 を 分

析 す る 一

　 母 親 の 反 応 に 関 して Snow （1977） は ，前言 語 期 にお け

る 母子 の コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン を観察 した とこ ろ，母 親 は

乳児の あらゆ る 彳
．
1
．
動 や ，状態 に 反応 す る 傾向 が あ る と述

べ て い る。 しか し．一
般 に 母 親 は 乳 児 の 注 視や 発 声，あ

る い は 顔 の 表情な どを意味 の あ る行動と して 解釈 し，反

応 す る こ とが 多 い （Blount，1972 ； Snow，　 Blauw，＆

Roosmalen ，19．　79）。　 Bell，＆ Ainsworth （1972） は ，乳 児

の 泣 きに 対 す る 母 親の 反 応 を，縦 断 的 に
．
年 間 観 察 し分

析 し た と こ ろ ，乳 児 は 母 親 の 反 応 に影響 さ れ て 泣 きが 変

化 す る が ，母親 の 反応 は あ ま り乳児か ら影 響 を 受 け ず，
比 較的

一
貰 し て い る こ とを 報 告 して い る。ま た，母 親 の

反 応 行 動 を 乳 児 の 認 知 発 達 と関 係 づ け た 最 近 の 研 究 で ，

Bornstein，＆ Tamis −LeMonda （19．　89） は，5 ヵ 月児の

ネガ テ ィ ブ で な い 声 に 対す る 母 親の 反 応 は ，13ヵ 月 児 の

遊 び や 言語 理 解の 発 達 と有 意 な IE の 相 関 が あ る こ と を報

告 し て い る。即 ち， 5 ヵ 月時 で 乳児 の ネガテ ィ ブ で な い

声 に よ く反 応 す る 母親 の 乳 児 は，13 ヵ 月 時 で 象徴的遊 び

が 多 く，言 語理 解 に す ぐれ て い た と報 告 して い る。

　さ らに．母親の 反応に 関する 日米の 比較研究で，Borristein
Toda ，　 Azuma ，　 Tamis −LeMonda ，＆ Ogino （1990）は，

生 後 5 ヵ 刀 児 へ の 母 親 の 反 応を観察 し，口米 両 国 の 問 に

差が あ る こ と を報告 し て い る．t 彼 等 は 母 子 行動 を 連続的

時 系 列 Ctime　sequencies ）に よっ て行動パ タ
ー

ン を見 た

とこ ろ，日本 の 母 親 は，ア メ リカ の 母親 に 比 べ て 社会的

な反 応 が 多 く，乳 児 が 母親 を 見 て い る 時だ けで な く，お

もちゃ を 見て い る時 で さえ，母 親の 方 に 注 視 させ る 反 応

を して い る とい う結 果 を 報告 し て い る 、さらに，も う
一一一

つ の 研究 で は ，日本 の 母 親 は ア メ リカ の 母 親 と比 べ て ，

乳 児の 声を 模倣 す る傾向 が 見 られ る こ とを報告 して い る

（Bomstein，　 Tamis −LeMonda ，　 Ludemann ．　Rahn ，　 Tal，
T 【）da，　Pecheux ，　Azurna，＆ Vardi

， 〔1990）。

　以 Eの 研 究 結果 か ら，5 ヵ 月 児 へ の N本 の 母親 の 反応

の 特徴 と して，社会的反 応 や ，乳児の 声 の 模倣 が 挙げら

れ る。で は，こ れ ら の 社会的反応や模倣 は．ア メ リカ の

母 f’間で 見 られた よ うに，乳 児 の 言語や 遊 び と何 らか の

関 係 が あ る の で あ ろ うか、、日本で は ，前 言語 期 に お け る

母 子遊 び に 関 す る研 究 は あ る が，上 記に 述 ぺ た ような母

親 の 反 応 行動 と遊び や こ とば の 発達 と関係 づ け て 分 析 し

て い る研究 は ない 。

　乳 児 の 遊び に お け る母 親行動 の 影響 に 関 す る 研 究 の ・

つ は ，母 チ遊びと
一

人 遊び の 比 較で あ る。従来 の 研究は，

母 子 遊 び 場面 の 方が ，乳児の 遊びを促進す る こ と を報 告

して お り （Dunn ，＆ 　Wooding ，1977 ； O ’
〔めnneH ＆

BretheTton，1984；Russell，1984），母 親行 動 が 乳 児 の 遊 び

に 何 らか の 影 響 を 与 え て い る こ とは 明 らか で あ る。こ の

こ とに 関 して Slade （1987）は，母 親 の 行 動 を遊 び に参加

し ない ，こ とば だ け の 消 極的な参加 ，身体及 び こ とば を
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使 っ た積極的 な 参加 ，の こつ の カ テ ゴ リーに 分 け，こ れ

らの 行 動 と乳 児の 象徴的遊びを観察 した とこ ろ，母親 の

積極的 な 参加 は，子 ど もの 遊び を 促 進す る こ とを報告 し

て い る。また，Belsky，　Goode，＆ Most ｛1980｝は，母 子

の 遊び場 面 を観察 し，母親行動 を 身 体 的 関 わ り と こ とば

の 関 わ り と に 分 け ， そ れ らの 変数 と乳児 の 遊び の 発 達 レ

ベ ル との 関係を見た と こ ろ，身体的関わ りは ， 乳 児 の 探

索行 動 を 促 進 す る こ と，さら に 言 語 的関 わ りは ，乳児 の

言 語発達 に 伴 っ て 増加 す る こ とを報 告 して い る。しか し．

彼 らの 研 究 は
，

一
語 発 語 時期か ら二 語 発語 時期 （9 ヵ 月一

18ヵ 月）の 乳児 の 遊 び に お け る 母親行 動 の 影 響 を研 究 し

た も の で．そ れ 以 前 の 母 親 の 身体的関わ りや こ とば か け

が，乳児 の 遊び の 発達 を 促進 して い る か 否 か に つ い て は

明 らか に され て い な い 。又，Tamis−LeMonda ，　Bornstein，

Cyphers ，　Toda ，
＆ Ogino 〔1992）は ，13ヵ 月 児 と母 親 との

遊び を 観察 し ， 母親の 遊び と ， 乳 児の 遊びや言語 との 関

係 に つ い て 口米比 較 を行 っ た。そ の 結果，日米 と も，母

親 の 身 体 的 関 わ りや こ とば か け は，乳 児 の 遊びや言語発

達 に 関 与 し て い る こ とを 報告 し て い る。しか し，こ の 研

究 は 13ヵ 月 児の 母 子 遊び に 焦点があて られ て お り，前 言

語期 に お け る 母親行動 が，13ヵ 月 時 の 乳 児 の 遊びや言語

発 達 と関係 が あるの か 明らか で ない 、

　生 後13 ヵ 月 頃 は，乳 児 が こ と ば を 話 し始 め る 時期 で あ

り，そ れ と同 時 に 象徴的な遊びも発達 し，そ の 内 容 は 自

己 か ら他者へと広 が る時期 で もあ る。い くつ か の 研 究 は，

13 ヵ 月 児の 言語 と遊びに は，何 らか の 関係 が あ る こ と を

述べ て い る （Bretherton，＆ Bates，1984 ；Tamis−Lemonda

et　aL ，　1992 ； Ungerer ，＆ 　Sigman ，　1984 ； Vibbert，＆

Bomstein ，1989），　 Bretherton，＆ Bates　（19．　84）は ，生後

10ヵ 月 か ら28 ヵ 月 まで の 言語 と遊 び に つ い て ， 母 親 へ の

面 接 と，観 察 お よび テ ス トを行 い ，そ の 関係 を分析 し た

とこ ろ，13 ヵ 月児 の 言語理 解 は，象徴的遊び と関 係が あ

る と報告 して い る。さ らに，Ogura （1991 ＞は ，象徴 的遊

びの 自分に 向けられ た ふ り遊び と一
語 発 語 の 増 加 とが 大

休 同 じ時 期 に 生 じて い る こ と を報告 して い る．」

　 こ の よ うに ，母 親行動 と乳児の 遊び や 言 語 に 関 す る研

究 は 多 くな され て い る が ，前言 語 期 の 母 親 の 反 応 と，言

語発語時期 の 乳児の 言語や遊び の 発達との 関 係 に お け る

組織だ っ た研究 （Bornsteln， ＆ Tamis −LeMonda ，1989 ；

Clarke−Stewart，1973；Coates，＆ Lewis ； 1984） は数 少

ない 。乳児の 言語や 遊び に 影響 す る 母 親行動 に は， f’ど

も の 行 動 に 対 す る 応 答 的 な反 応 と，母 親側 か ら働 き か け

て い く積極的な行動 の 両側面 が あ り，前者 に 関す る視点

は 従 来 あ ま り問 題 に され て こ なか っ た n そ こ で ，本研究

で は，ア メ リカ に お け る研 究 が 「前言 語 期 に お け る母 親

反 応 は，　 ．
語 発 語 期 に お け る 乳 児 の 遊びや，言 語 発達 と

関係 が あ る 」 と報告 して い る こ と，さ ら に，「乳 児 の 言語

理解と象徴的遊び と関 係がある 」 と報告 して い る こ とか

ら，こ れ らの 点 に 関 し て ．日 本 で も 同 じ こ とが 言えるか

ど うか 検 討 す る こ とを 目的 とす る 。こ の 研 究 に お け る母

親の 反応 とは ，乳児 の 行動 に 対 して 応答す る 身体 的，及

び 言 語 行動と定義す る。従来 の 研究結果 に基 づ い て ，次

の 事柄 を 予測 し た．

1 ） 母 親 の 反 応 と，乳 児 の 遊び 及 び言 語 との 間 に 何 らか

の 関係 が 見 られ るだ ろう、即 ち，前言 語 期 の 乳児に 対 し

て よ く反 応 す る 母親 の 乳 児 は，遊び の レベ ル は 高 く 像

徴的遊び ），言語理 解に す ぐれ て い る だ ろ う、予 測され る

反 応 と して は ，日米 比 較研 究 か ら 考え て ，社 会 的 反 応 や

ネ ガ テ ィ ブ で な い 声 に 対 す る 模 倣 反 応 が 挙 げ られ よ う、

2 ） 乳 児の 遊び と言 語 の 発 達 に 関 し て も，両 者 の 間 に 関

係 が 見られ る だ ろ うc 即 ち，高い レ ベ ル の 遊びをす る 乳

児 は，言語 理 解がす ぐれ て い る こ とが 期待 され よ う。

方 法

被験者 ；東京在住 の 第
一
子と その 母親 で 24組 （男 ／2名，

女12名） が集 め られ た。被験者 は 出産時 に お い て ，母子

とも何 ら 問題 は な か っ た。乳 児 の
」F均 年齢 は 牛後 5 ヵ 月

の 観察 時 点 で 163 ．2目 （SD 　9．2），生 後13ヵ 月 の 観 察 時 点

で 409．2　B （SD 　9 ．0） で あ っ た。出 生 時 に お け る 体 車は 平

均3．lkg 〔SD　O．4），身長49．1cm （SD　1．7） で あっ た．又，

乳 児 が 生後 5 ヵ 月 の 時の 両 親の 平 均年齢 は 母親が 29．2才

（SD 　3．1），父 親 が32．3才 （SD 　4 ．5），教育平 均年齢は 母

親 が 14．8年 （SD　1．9），父 親 が 15．0年 （SD 　2．2）で あ っ

た。

　なお，こ れ は縦断研 究 の 一部 で ，観 察 は生 後 2 ヵ 月 時

か ら家庭 訪問 を行 っ て い る ．5 ヵ 月 時 と13 ヵ 月 時 に 焦点

を あ て た理 由 は，ア メ リカ の 研 究 結果 で 明 らか に な っ た

母 了
．
関 係 が，口本 の 母 子 関係 に もそ れ が 言え る か ど うか

を 検 討 す る こ とに あ る、従 っ て 被験者 は 同 じ年齢 に した。

手続き ：乳児 が 5 ヵ 月 に達し た 時，十 分 に訓練され た 観

察 者
一

人 が 家庭 訪 問 を し． 1 時 間 に わ た る 母 子 の 日 常 生

活を観察 し た。観察者は，母 親 に平 常 と変わ らない よ う，

又 観察者が い な い と 思 っ て 行動す る ように 指示を した。

乳児が 13ヵ 月 に 達 した 時，再び 同 じ観察者が家庭訪問 を

し，15分間の 母子 遊び場 面 を観察 した。観察場面は す べ

て ビ デ オ に 撮 り，コ
ーデ ィ ン グ は，後 で ビ デオ か ら行 っ

た。13 ヵ 月 時 で の 遊 び 場 面 で は，所 定 の お も ち ゃ を 持 ち

込み，そ れ ら を使 っ て 遊ぶ こ とを 母親 に 指示 し た。お も

ちゃ は，こ の 年齢に適切 と思われ るお もちゃ で あっ た （ボ
ー

ル ，汽車，電話，人 形，重ねタル ，ポ ッ トを各
一
個ずつ ．

ス プー
ン，カ ッ プ，受 け皿 を各二 個ず つ ，絵 本 二 IH｝）．さ

らに 13ヵ 月 時 に お い て ，母 チ遊 び を觀察 し た 後，Batesの

言語理解及び発語 に 関す る 資料 を 母親 と の イ ン タ ビ ュ
ー

に よ っ て 得 た 。

観察内容 ； 1）乳児 の 行動 と母親 の 反 応 一生 後 5 ヵ 月 時 で

の 乳児 の 視線行動 （母 を 見 る ， お も ちゃ を見 る） と発声
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Table　l　 母 親 の 反 応 の カ テ ゴ
’
グー

行 動 （ネ ガ テ ィ ブ で な い 声，ネガ テ ィ ブ な声）を ビ デ オ

を通 して 観察 し，冖的 の 行動 が 発生 し た 時カ ウ ン ト し頻

度数を算出 し た c 母 親 の 行 動 と して は，乳 児 の 視線 （母

を 見 る，お も ち ゃ を 見 る とい う
一’．つ の 行動）や 発 声 （ネ

ガ テ ィ ブ で ない 声，ネ ガ テ ィ ブ な 声 ， 但 し，しゃ っ く り

や ゲ ッ プ の よ うな 音は 除 く） に 対す る反 応を観察 し 頻度

数を算出 し た。母 親 の 反 応 は，乳 児 の 行 動 か ら 5秒 以 内

で 応 答 した 時 に カ ウン トし た。 5 秒 と決 め た 理 由は，事

前観 察 の 結 果，母親 の 総 反 応 数 の 95％以 上 が，5秒以内 に

カ ウ ン トされ る こ とが わ か っ た か らで あ る。ま た母 親 の

遅 れ た 反 応 は，果 た して そ れ が 乳 児 の 行 動 に 対 す る反 応

なの か ，働 き か け な の か 判 定 が あ い ま い に な る r，∫能性 が

あ る。母 親の 反 応 カ テ ゴ リ
ー

は 社会的反 応，お も ち ゃ に

関す る 反 応，模倣 反 応，養 育的 反 応 の 4 つ で あ る （Table
1）。母 親 は 必 ず し も乳児の 行動 と同 じ行動 で 反 応す る と

は 限 らな い の で （例 え ば，乳児が発声 した時，母親 は お

もちゃ を 与 え る），反 応 を 三 群 に 分 け て 反応の 構造を見 る

こ とに し た （Table　lA ，　 IB ，1C ）。　 Tab ］e　lA は，乳 児 の

各行 動 に 対 す る母 親 の 諸 反 応 で ，こ れ は，乳 児 が 母 を 見

た 時，乳児を見て 微笑 ん だ り （社会的反 応），お も ち ゃ を

与えた り （おもちゃ へ の 反 応） とい っ た い ろ い ろ な 反応

を含 む．Table工B は，乳 児 の 諸行動 に 対す る 母 親の 反 応

を 4 っ の カ テ ゴ リ
ー

に 分類 し た 場 合 で あ る。例 え ば，模

倣 反 応 に つ い て 言 え ば，乳 児 が ネ ガ テ ィ ブ で な い 声や ，

ネ ガ テ ィ ブ な 声 を出 した 時の 声 の 模倣 で あ る。Table　IC
で は ，乳児 の 母 を 見 る 行 動 に 対 して は，同 じ様式 の 反応

を （例 え ば，乳児が 母 を 見た 時 に は．乳 児を見 て 微笑み

か け，お も ちゃ を 見た 時 に は お 星） ち ゃ を 与 え る な ど），乳

児 の ネ ガテ ィ ブ で な い 声 に 対 し て は 模倣反 応を，ネ ガ テ ィ

ブ な声 に 対 して は 養育的反 応 を観察 して い る、こ の よう

に 3 つ の 側 面 か ら見 る こ とに よっ て，乳児の 遊びや 言語

発達 との 関係 が よ り深 く理 解 され る と考 え た か らで あ る 。

信頼性 の チ ェ ッ ク は被験者 6人 を 対 象 と し十 分 に 訓 練 さ

れ た 2 人 の 記録 者 が別 々 に 記録 し，その 一
致度を算出 し

た．乳児の 行動 の 信頼度係 数 は Kappa 　
l
で ，見 る こ と に

対 して ，63 で あ り，発 声 は ．72で あ っ た．母 親反 応 の 信

頼度係数 は Kappa で ，59で あ っ た （Hollenbeck，1978）、
2 ）乳 児の 遊 び一Belsky，＆ Most （1981） の カ テ ゴ リ

ー

を 基に して ，遊びを 8 段階 に 分 け た。遊 び は レ ベ ル の 低

い 単 純 な機 能 的 遊び か ら レ ベ ル の 高 い 見立 て 遊びまで の

8 段 階で ある （Table　 2）、観 察 方 法 も Belsky，＆ Most

（1981） を 参 考 に して ， 15秒間隔で 観察 し，各行動 は 1，

0で カ ウ ン トして 総頻度数を算出 した。信頼性 の チ ェ ッ ク

は 被験者 5 人 を対 象 と し，十 分 に 訓 練 され た 2 人 が 別 々

に カ ウ ン トし，両 者の
一
致度 を算出 し た．Kappa で ．76で

あ っ た。

3 ） 乳 児 の 言 語理 解及び 発語 に 関 して は ，Batesの 質 問 形

式を用い た。こ れ は，研究者 が 乳 児 の 言 語 理 解や 発 語 に

つ い て ，母親 と約
．
時 間の 面接 をす る こ とに よ っ て 資 料

を 得 た。質問紙 は Bate，　Bretherton，＆ Snyder（19．　88＞に

よ っ て 開 発 され た もの で ，カ テ ゴ リ
ー

は 言 語 理 解 と発 語

と大きく「 っ に 分か れ，さらに，サ ブカ テ ゴ リーと して ，

文脈依存 と文脈 自由に 分 け て 記入 す る よ うに なっ て い る。

文 脈 依 存 とは
“
場面 状況 が 限 定され た 理 解 ま た は 発 語 で ，

例 えば．玄 関 に 父 が 立 っ て バ イ バ イ と言 っ た時 の み バ イ

バ イ を理 解して 手 を振 る。ま た は バ イバ イ と言 うが，他

の 人 が バ イ バ イ と 言っ た時 に は理 解 で き な い で 手 を 振 ら

ない 。又 は，バ イ バ イ と言 わ な い
”

場 合 の 乳 児 の 理 解 及

び 発 語で あ り，文脈 自由とは，
“
場面 状況 を 限定 しな い で

誰 が バ イ バ イ と 言 っ て もそ れ を理 解 して 手 を振 っ た りバ

脚 注 1　Kappa は，偶然 に よ る一致 度が取 り除か れ ．最 少評価

を とるの で，一
般 に行 われ て い る

一
致，不

一
致に よる信 頼性係

数 よ り厳密 な算 出方式 で あ り，観察 に お ける 信頼 度係数 の 算 出

で は 広 く行 わ れ て い る ，
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Table　2　 乳 児 の 遊 び の 8 の レ ベ ル

イ バ イ と 言う
”

場合で あ る。本研 究 で は．言 語 理 解及 び

発 語 とも，文脈依存，文脈 自由，及びそ の 合計，そ して

普通名 詞 の 頻度数を算 出 した、各カ テ ゴ リ
ー

に 分類 され

た デ
ー

タ は
， さらに も う 1 人 の 研 究 者が カ テ ゴ リーの 分

類 に 間違い が な い か チ ェ ッ ク し，不 明 な場合に は 話 し合 っ

て 解決 した。

結 果

1 ）乳児 の 行動 と母 親 の 反 応 に つ い て

　乳児の 行動 及 び母親 の 反応 に お け る 各 カ テ ゴ リーの 平

均 頻 度数 は，Table　 3A，3B ，3C に 示 し て あ るt．　 Tuble

3A は，乳児の 4行動 （母を 見る，お もち ゃ を 見 る，ネ ガ

テ ィ ブ で な い 声，ネ ガ テ ィ ブ な 声 ｝ と こ れ らの 行動 に 対

す る 母親 の 反 応で あ る n 乳 児 の 行 動 を 見 る と ，
4 つ の 行

動 の 中 で は，ネガテ ィ ブ で ない 声の 生起頻度 が ．
番高 く，

っ い で お もち ゃ を 見 る 行動 の 順 とな っ て い る。

　 母 親 の 反 応 に 関 し て ，乳 児が 母親 を見 た 時 の 母 親の 反

応 は 10．2で ，Table　3B の 社 会 的反 応 や ，　 Table　 3C の 母

を 見 た時 の 仕会的反応 の 数値 と比べ て 多 い ．こ れ は 乳 児

が 母 親 を 見 た 時，母親がい ろ い ろ な反 応 （例えば，微笑

み か え した り，お もち ゃ を与 え る な ど） を して い る こ と

を 示 して い る．母 親 は ，乳 児 の ネ ガ テ ィ ブ で な い 声 に 対

し て 反応 す る こ と が 多 く，38．7平 均 頻 度 数 で あ り，次 に

多い の は母 を見 る に対す る反 応 で ある （10．2）、しか し，

乳児の 行動 に 対す る反 応 の 割合 を 見 る と，母 親は ，乳児

が 自分 の 方 に 向い て い る 時 に は よ く反応 す るが （45．9％），

お も ち ゃ な ど を 見 て い る 時 に は あ ま り反 応 し て い ない

（6．7％）。又，母 f．と も生起頻度 が 高か っ た ネ ガ テ ィ ブ で

な い 声 に 対す る 反 応 の 割合 は ， 約 37％ で あ る cTable 　3B

は，乳児の 諸行動 に 対 して ，母親が，そ れ ぞ れ の カ テ ゴ

リ
ー

で 反 応 し た 平均頻度数で あ り，Table　3C は，乳児の

見 る と い う行 動 に 対 し て は ，同 じ 様式の 反 応 （例 え ば，

乳児が お も ちゃ を 見る と，そ の お も ち ゃ に つ い て の 反 応

をす る ） を した 場合 で あ り，乳 児の ネ ガ テ ィ ブ で な い 声

に 対 して は 模倣 反 応，ネ ガ テ ィ ブ な 声 に 対 して は 養 育反

応に つ い て の 平均 頻 度数 で ある tt 母 親は 反応す る 時，他

の 反 応 と比 較 し て 乳 児 の 声 を模倣す る事 が 多い （ユ5．8L

又 ，Table　3B の 母親 の 養 育 的反 応 は ，　 Table　3C の ネ ガ

テ ィ ブな声へ の 模倣 反 応 と同 じ頻度数 で あ る （1．8）．こ

れ は ，養育的反 応 が ネ ガ テ ィ ブ な声を発 し た 時に 限 られ，

乳 児 が 母 を見た り，ネガ テ ィ ブ で な い 声 を 出 した 時 には ，

N親は養育的 行動 を起 こ さない こ とを示 して い る。又 Table

3C を 見 る と，母親の 模倣反 応 の ほ とん ど は，　 Tabl ∈ 3B と

比 較 して ネ ガ テ ィブ で ない 声への 模倣 で あ る こ と が わ か

る （15．3）．

Table 　3A 　 ttLJfffrjlifと そ の 行鋤 へ の μ嘉！の だ ゼ「4 丿黝 鍛
’
設

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 〔準 24）

a ．乳児 行動 （SD） b，母 親の 反応 （SD） 割合（b〆a 〕

1 母 を 見 る　　　　　　　 22．2（12．5）　10．2 （6 、6）　 45．996

2 お もち ゃ を 見 る 　　　　64．3（27．9）　 43 （5．／）　 6．7％
3 ネガ テ ィ ブ で ない 声 　 105．0（47，5）　3S．7（40．5）　 36．9％

4 ネ ガ テ ノ ブ な声　 　 　 　16 ．9（17．7）　 5．3（61〕）　 31 ．4％

Table　3B　浮 冫ク テ ゴ
’
グ ー

ノ二方 〃 5 母 親 の k
．
だrの 殉 卿 望「数

カ テ ゴ リ
ー

反 応 の 頻 度数 （SD ）

5 黍十会 自勺反 応

6 お もち ゃ へ の 反 応

7 模倣 反応

8 養 育 的 反 応

3．2（　3．3）
5．1（4 ．8）
15．8（25．5）
1．8（　3．2）

Table 　3C　 ttlJ“の fア動 仁 ＃ナ る 珱 競 の 淀冰 の 孕
．
均 齪

』
数

カ テ ゴ リ
ー 反応 の 頻 度数 （SD）

9 母 を 見 た 時 の 社 会 的 反 応

／O お もち ゃ を 見た 時の お もちやへの 反応

11 ネガ テ ィブ で な い 声 への 模 倣 反 応

ユ2 ネ ガ テ ィ ブ な 声への 養育 的反 応

2．0 （2 ．O ）

3．8 （4 ．5）
15．3（25．【〕）
1．8（　3．2）
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Table　4　 母 親の 反 応 にお け る 各 カ テ ゴ グ
ー

間 の 摺 関

（N ≡24，両 側検 定 〉

＊

pく ．05　
＊ ＊

p〈 ．01　
＊ ＊ ＊

pく ．001

　 こ れ らの 各 カ テ ゴ リ
ー

間 の 相 関 を 求め た とこ ろ （Table

4＞，乳児 が母 を見 た 時の 母親 の 反応 （カ テ ゴ リ
ー

の 番 号

1） と社会的反 応 （5）及 び 乳 児が 母 を 見 た時 の 社会的 反

応 （9 ） との 問 に 有 意な 相関 が認 め られ た，乳児の お も

ち ゃ を 見 た 時の 母 親 の 反 応 （2 ） と，お も ち ゃ へ の 反 応

（6） 及 び お も ち ゃ を 見 た 時 の お もち ゃ へ の 反応 （10） と

有意な 相関 が認 め られ た。母 親が 示 し た こ れ らの 行動は ，

乳 児が母 親 を 見 た 時 に は社会的 反 応 を，お もち ゃ を 見 た

時に は ，お も ち ゃ へ の 反 応をす る とい う乳 児 の 行 動 に 合

わ せ た 反 応 を して い る こ とを 示 して い る。乳 児 の 発 声 に

関 して は，ネ ガ テ ィ ブ で ない 声 に対す る反 応 （3）と，ネ

ガテ ィ ブな声に 対 す る 反 応 （4），模倣反応 （7） 及 び ネ

ガ テ ィ ブ で な い 声 へ の 模倣反応 （11） と有意な相関が 認

め られ た ．又，ネ ガ テ ィ ブ な 声 に 対 す る 反 応 （ 4 ） と，

社 会 的 反 応 （5 ），お も ち ゃ
へ の 反 応 （6 ），養育的 反 応

（8＞及 びネ ガ テ ィ ブ な声 へ の 養育的反 応 （12） と有意 な

相関が 認 め られた。即 ち，母 親 は ， ネ ガ テ ィ ブ で な い 声

に 対 して は，乳児 の 声を 模倣 し，ネ ガ テ ィ ブ な声 に 対 し

て は ，抱 き上 げ る とい っ た養 育 的 行 動 だ け で な く，他 の

行 動 （社 会 的 反 応 や お も ち ゃ
への 反 応 ） に よ っ て も乳児

をなだ め て い る こ とが分 か る。

2） 乳 児 の 遊 び に つ い て

　Table　5 は 乳児の 各遊び に お け る 平均 頻 度数 で あ る．遊

び は，単 遊 び か ら 見 立 て 遊 び に か けて 頻度数 が 少 な く

な っ て い る 。こ の 表 か ら，13 ヵ 刀 児 の 遊 び の 特徴 は，単
・
の 機能 的 遊び で あ る こ と が わ か る （13．2）。乂，自己 へ

の ふ り遊び もか な り見 られ る （5．6）。機能的 な遊び （単
一

遊び〜不 明 確 な ふ り遊び 〉 は ，象徴的遊び （自己 へ の

ふ り遊び〜見立 て 遊び）の 2倍以 Lの 平均 頻度数 を 示 し，

象徴的な遊び に お い て は 自己 か ら他者へと範囲 が 拡大 し

て きて い る こ とを示 して い る。又 こ の 年齢で 物 の 見立 て

に よ る遊び の 出現 も見 られ る 〔0．7）。

　各 カ テ ゴ リ
ー

問 の 相関を求 め たと こ ろ，不 適切 な遊び

と連続 的 ふ り遊 び との 間 に有意 な相関が認 め られ （r＝．57，

p＝．Ol），又 ，連続的ふ り遊び と見 立 て 遊び との 間 に も有

意 な 相 関 が認 め られ た （r ＝ ．47，p＝ ，05），しか し，他 の 変

数 に つ い て は 有意な相関 は 認 め られ ず，こ こ に 扱 っ た 遊

び の カ テ ゴ リ
ー

は，互 い に あ ま り関 連 を 持 た な い こ とが

明 らか とな っ た、

Table　5　 13 ヵ 月 蒔 の 乳 児 の 遊 び の 平均 頻 度 数

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （N ＝24）

カ テ ゴ リ
ー

平 　均 （SD ＞

単
一

遊 び 13．2 （7．5）
不 適切 な結 合遊 び 5．4 （3，5）
適切 な結合遊び 4．3 （6，8）
不 明確 なふ り遊 び 3、9 （3 ．3＞
自 己 へ の ふ り遊 び 5、6 （47 ＞

他 者 へ の ふ り遊 び 3．0 （3．4）
連 続的 ふ り遊び 2，6 （3 ．9）
見立 て 遊び D，7 （1．4）

3 ）乳児 の 言語理解 と 発語

　Table　6 は言 語理 解 と発 語 の 平 均 頻 度 数 で あ る、表か ら

も明 らか な よ うに ，発 語数 は 少 な い が 言語 理 解 の 数 は 多

く，発語 の 約 3倍 で あ り （37、5），こ の 年齢 で 既 に 多 くの

こ とば を理 解 し て い る こ とが わか る。こ れ らの 言 語 調 査

は 母 親 へ の 質問 に よ っ て 得た データ で あ る。遊び場面 に

お ける 乳児の 発語 を調べ た と こ ろ，平 均 で2．6語 で あ っ た．

こ れ は ユ5分 間 の 実 際 の 遊 び 揚 面 で あ る か ら，Table　7よ り

もず っ と少ない の は 当然 で あ る c 各 カ テ ゴ リ
ー

問 の 相 関

を求めたとこ ろ，遊 び と違っ て ，逆 に ほ とん ど の 変数問

に 有意な相関が 認 められ た 〔Table　7＞。しか し，言語 理
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Table　6　乳帽の 言藩理解 と 発語

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （N ＝24）

カ テ ゴ リー ・F均 頻 度数SD ）

言語理 解

文 脈 依 存 17．9（6．9）
文 脈 自由 19．6（13．1）

合　　計 37．5（17．6）
普 通 名 詞 10．8（9、3）

発 語

文 脈 依 存 7．1（4．5）
文 脈 自 由 4．5（5．6）
合　　計 ll．7（9．5）
普通名詞 5．0（4．8＞

解 に お け る 文 脈 依 存 と発 語 の 各変数 との 間 に は 有 意 な 相

関は 認 め られ なか っ た、

4 ） 5 ヵ 月 時 に おけ る母 親 の 反 応 と13 ヵ 月時 に お け る乳

児 の 遊 び との 関係

　母親 の 反 応 と乳 児 の 遊び との 相 関 を 求 め た と こ ろ，い

くっ か の 項 冖に 有意な相関が 認 め られ た （Table　8）。乳

児 が 母親 を 見 た 時 の 母親 の 反 応 と，不 適切な結合遊び 及

び 連続的ふ り遊び との 間 に 有意な相関 が 認 め られ た。ま

た，母 親 の 養 育 的 反 応 と，連 続 的 ふ り遊び及 び 見 立 て 遊

び との 間に も有意 な 相関 が 認 め られ た。さ らに，乳 児 が

お もち ゃ を 見 た 時 の お も ちゃ へ の 反 応 と他者 へ の ふ り遊

Table　 7 言語 理解 ・発語 に お け る カ テ ゴ グー
聞 の 相関

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （N ＝24，両側 検 定）

123 　 　 q567 　 　 8

言語理 解

／．文脈依存
一 ．51＊ 、77＊＊＊ ．59＊＊

2．文脈 自由
一 、94＊＊＊ ．95＊＊＊ 、44＊ ．67＊＊＊ 、60＊ ＊ ．62＊ ＊

3．合 　 　 計
一　 ．93＊宰宰 ．49＊ ，43＊

　 ．50＊

4．普 通 名 詞
一．42＊ ．62林 ．56＊ ＊ ．65＊＊＊

発 語

5．文 脈 依存
　 ，80＊＊＊ ，94＊＊＊ ．78＊＊＊

6．文脈 自由
一 ，95＊＊＊ ．93＊＊＊

7．合　　計
一　 、91＊ ＊ ＊

8，普通名 詞
一

＊

p〈 ．05　
＊＊

p〈 ．01　
＊＊ ＊

pく ．〔〕〔，1

Table　8　 母 親 の ix
−
JILTと遊 び と の “9fig

（N ≡24，　両イ則検 定）

カ テ ゴ リ
ー 不 適 切 な

結 合遊 び

他 者への

ふ り遊 び

連 続 的 ふ

り遊び
見 立 遊び

1．母 を見 る

8．養 育的反 応

10．お もちゃ を見た 時の お もち ゃ へ の 反 応

12．ネガテ ィ ブ な声への 養育 的 反応

．弓5＊

．43＊

．45＊

．56＊ ＊

．56＊ ＊

．52 ＊

．52 ＊

＊

p ＜ ．05　
＊＊

pく 、01

び との 問 に 有 意な 相 関 が 認 め られ た。乳 児の ネガ テ ィ ブ

な 声 へ の 養 育的 反 応 と，遊び の 連続的ふ り遊び及 び見立

て 遊 び との 間 に も同 様 に ，有意 な相関が 認 め られ た。し

か し，象 徴 的 遊 び を合計 し た 場 合 （自己 へ の ふ り遊 び〜

見 立て 遊び） に は 有意な相関は 認 め られ な か っ た．

　 こ れ らの 有意な 相 関 を示 した母 親の 反 応 が，どの 程度

13 ヵ 月時 の 遊び の 発 達 を説明す る こ とが で きる の か ，重

回 帰 分 析 を行 っ た （Table 　9）．母 親 の 反 応 グ ル
ープ （A ，

B，C ） の そ れ ぞ れ 4 つ の 反 応 を 説明 変数 と し，有 意 な 相

関 が 認 め られ た遊 び の カ テ ゴ リ
ー

を基準変数 とし て ，ス

テ ッ プ ワ イズ に よっ て 7回 （即 ち．有意 な 相 関 が 認 め ら

れ た の は 7つ ） 重 回 帰 分 析 を 行 っ た。説 明 変 数 と して 各

反応 グル
ープ の 4変数 を 投 入 した が，Table　9に 示 し て あ

る よ うに，各基準変数 に 対 して 1 つ の 説 明 変数 が 採択さ

れ た （例 え ば ，不 適切 な結合遊び と 母 を 見 る とσ）問に 有

意な相関が 認 め られ た の で ，説 明 変 数 は，A グル
ー

プ の 母

を 見る，お もち ゃ を 見 る，ネガテ ィ ブ で な い 声，ネ ガテ ィ

ブ な声の 4反 応 で あ り，基準変数 は 不適 切 な結 合 遊 び と

な る．そ の 結 果 ，母 を見 る の 変数 だ けが 採択 され た とい

うこ とで ある 〉。母 親を 見た 時 の 反 応 は 連続的ふ り遊びを

獺 叮す る こ と が 分 か っ た 。し か し，こ の 母 親の 反 応 は，

不 適切 な結合遊び とも関連 して い た。また ， 母 親 の 養 育
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一Eleotronio 　Library 　



Japan Society of Developmental Psychology (JSDP)

NII-Electronic Library Service

Japan 　Sooiety 　of 　Developmental 　Psyohology 　（JSDP ｝

132 発 達 心 理 学 研 究 第 4 巻 第 2 号

Tab 且e　9　 重 回 帰 分 折 に よ る 母 親 の 反 応 と遊び との 闖孫

説 明変数
R ド

Adjusted
　 Fdf

基準 変数

エ，母を 見 る ．45 ．175 ．181 ，20 ＝ ．034 不 適 切 な結 合遊 び

L 母 を見 る 45 ．165 ，041 ，20 ニ．036 連的 ふ り遊び

8．養 育的 反応 ．56 ．289 ．281 ，20 ≡、DO6 連 続 的ふ り遊 び

8 ．養 育的 反 応 ，52 ．237 ．401 ，2D ＝．013 見立 て 遊び

10．お もち ゃ を見 た時 の お もちゃ

　 へ の 反応
．43 ．144 ．441 ，20 ＝，04δ 他 者への ふ り遊 び

／2．ネ ガ テ ィ ブ な声への 養育的 反

　 応
．56 ．289 ．281 ，20 ＝．α07 連 続 的ふ り遊び

12．ネ ガ テ ィ ブ な 声 へ の 養 育的 反
　 応

．52 ．237 ．40 ／，20 ＝．013 見立 て 遊び

NOTE ： ス テ ッ プ ワ イ ズ に よ り有
’
意 で あ っ た 変数 の み 示 して い る、，

的反応は，連続的 ふ り遊び及 び見 立 て 遊び を予 測 す る結

果 を小 し た。又 ，乳 児が お もち ゃ を 見 た 時 の お も ち ゃ へ

の 反応に 対 し て も ， 他者へ の ふ り遊び を 予測 す る こ と が

分 か っ た b こ れ ら の 遊び は 不 適切な結合遊びを除 い て す

べ て 象徴的な遊び の レベ ル で ある。

5 ） 5 ヵ 月 時 に お け る 母親 の 応 答 と13 ヵ 月時 に お け る 言

語 理 解 及 び発 語 と の 関係

　母 親の 反 応 と吾 語理解及び 発 語 との 相関を求め た （Table

10）．こ の Table か ら母 親 の 模倣反 応 は，言 語 理 解 とイ】
．
意

な 相関 が 認 め られ，養育的反 応 は ，発 語 （普通 名 詞） と

有 意 な 相 関 が 認 め られ た、

　 で は ，母親 の 反 応 が どの 程度13 ヵ 月 児の 言語 理 解や 発

語 を 説 明す る こ とが で き る の で あ ろ うか。母親 の 反応 と

遊 び と の 間で 電回帰分析 を行 っ た よ うに ，母 親 の 反 応 グ

ル
ープ （A ，B ，　 C） の そ れ ぞ れ 4 つ の 反 応 を 説 明 変数 と

し，有 意 な 相 関 が認 め られ た 諱語理 解 ・発 語 の カ テ ゴ リ
ー

を基準変数 として，ス テ ッ プ ワ イ ズ に よ っ て 8回 （即 ち，

有意な 相関が 認 め られ た の は 8 つ ）重回 帰分析を行 っ た

Table　 10　 母 親の 反 応 と 葺 6吾との 羯 尽与

｛N ＝24，両側 検 定）

反 応 の カ テ ゴ リー 言語 理 解 一
ほ口

文 脈 依 存 合計 普 通 名 詞 普 通 名 詞

7．模倣反 応 ．52＊ ．51＊ ．52＊

8，養育的 反 応 ．49＊

11．ネガテ ィ ブ で ない 声への 模倣反応 ．50＊ ．49＊ ．50木

12．ネガ テ ィ ブな声 へ の 養 育 的反 応 ．49＊

  〈 ，05

Table　ll　重 但1帰 分 折 ’こよ る母 親 の 友
．
応 と言 廓｝と の 闘 係

説明変数
R ぜ

Adjusted
　 Fdf

基 準 変 数

7，模 倣 反 応 ，52 ．237 ．40120 ＝，013 理解
一

脈依 存

7．模 倣反 応 ．51 ．226 ．911 ，202 ．0ユ6 理解一合計

乳 模倣反 応 ．52 ．237 ，421 ．20 ニ．013 理 解
一

普通 名詞

8．養育 的反 応 ，49 ．2D6 ．171 ，2D 三〇22 発語一普通 名詞

11．ネ ガ テ ィ ブ で ない 声へ文 脈 依

　 存の 模倣 反応
．50 ．216 ，631 ，2U ＝ ．〔118 理 解　文 脈依 存

11．ネガ テ ィ ブ で ない 声への 模倣

　 反 応
．4呂 2Q6 ，201 ，20 ＝ ．021 理 解

一
合計

11 ネ ガ テ ィ ブ で ない 声への 模倣
　 反 応

5［1 、216 ，701 ，20 ＝ ．01ア 理 解　普通名 詞

12．ネ ガ テ ィ ブ な 声 へ の 養 育 的反

　 応
．49206 ．17120 ， ＝ 、022 発語 　普 通 名詞

NOTE ： ス テ ッ プ ワ イ ズ に よ り有意で あ・〕た 変数 の み 示 して い る、．
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（例えば，模倣反応 と言語理 解 の 文脈依存 との 問に 有意 な

相関 が認 め られたの で ，説明変数 は，B グル ープ の 社会的

反応，お もち ゃ
へ の 反 応 ，模 倣 反 応，養育的反 応 の 4 反

応 で あ り，基準変数は ，文脈依存 とな る。そ の 結 果，模

倣反応 の 変数 だ けが採 択 され た とい うこ と で あ る 。Table

ll＞。言 語 理 解 に 関 して は ，母 親の 模倣反応や ，ネ ガテ ィ

ブ で な い 声 へ の 模 倣 反 応 は，13ヵ 月 児の 言語 理 解 に お け

る文脈依存，合計，及び普通名 詞 （物の 名前） に 影響し

て い る とい う結 果 を示 して い る。一
方，乳 児 の 発 語 に 関

して は，母 親 の 養育的反 応及 びネ ガ テ ィ ブ な 声 へ の 養 育

的反応 が，発語 （普通名詞） を説 明 し うる 変数 の よ うで

あ る z 社会的反 応は ，乳児が 母 を見 る こ とに 対 す る反 応

率 が 高 い に も拘 らず （Table　3A 参照 ），乳児 の 言6吾理解

や 発 語 の 発 達 を 予 測す る こ とは 出来な い よ うで あ る。

6）乳児の 遊び と 言語理 解及 び 発 語 と の 関 係

　遊び と言語 との 関係 に つ い て は，自己への ふ り遊び と

発 語 の 文脈 依 存 との 閊 に 有意 な相 関 が認 め られ た だ けで

（r＝．45，p
＝．05），他の カ テ ゴ リ

ー
問に は 有意な相 関 は 認 め

られ なか っ た。

考 察

1 ）母 親の 反 応 と遊び及 び 言 語 との 関係

　我 々 は，
“
前言 語 期 の 乳 児 に対 して 社会的反 応や模倣反

応 で もっ て よ く応答する母親 の 乳児 は，レ ベ ル の 高い 遊

び を し，言語 理 解 に す ぐれ て い る だ ろ う
”

と予 測 し た．

結果 は ，予 測 に 反 し て ，社会的反応 と，遊 び 及 び 言 語 発

達 との 間 に 有意 な 関係 は認 め られ な か っ た。し か し，模

倣反 応 に つ い て は，予測通 りの 結果 を 示 した。こ れ は 又，

ア メ リカ の 研 究 で 見 られ た
「
乳 児 の ネ ガ テ ィ ブ で ない 声

へ の 反 応 は，遊びや言語理解 の 発達 と関係 が あ る 」 とい

う結果 と　致 して い る。

　予 測 し て い な か っ た養育反 応 が，乳 児 の 連 続 的 ふ り遊

び や，見立 て 遊 び とい っ た レ ベ ル の 高い 遊 び と関 連 し，

ネガ テ ィ ブ な声 に 対す る養育的反応 は 発 語 （普通 名詞 ）

と関 連 して い た。養育的反 応 は，Cuudill，＆ Weintstein

（1969）が，H 米 比 較研 究 に よ り，日 本 の 母 親 の 行動特性

と し て 報告 し て い る 行動 で あ る u 乳 児が 泣 い た り ぐず っ

た りして い る時，母親 か ら抱き上 げられ た り，慰 め られ

る こ とに よ り不 快さを軽減 し，情緒的安定 を得 る こ と に

よ っ て，遊び や こ とば を ト分 に促進 させ る こ とが で きる

の で は ない か と思わ れ る ，本研究 で は，母親 の 養 育的 反

応が 乳児の 象徴的遊 びや 発 語 の 発 達 に 影響を及 ぼ し て い

る こ とが明 らか に なっ た．し か し，そ の 因果関係 の 構造

は，本研 究 か ら説 明す る こ と は 出 来 な い 。

　 又，乳 児 が お も ち ゃ に 注視 し た 時，そ の お も ち ゃ へ の

反 応 は ，他者への ふ り遊 び と 関連 が あ っ た 。母 親 の お も

ち ゃ へ の 反 応 は，お もちゃ に つ い て の フ ィ
ー ドバ ッ ク を

乳児 に 与えて い る と も考 え られ る。さ ら に，母 親 の 反応

と乳 児 の 言 語 の 関 係 に つ い て も，乳 児 の ネ ガ テ ィ ブ で な

い 声 に 対す る模倣 反 応 は，言 語 理 解 の 発 達 と関 連 し て い

た。乳 児 の 声 の 模倣 は 又，乳児 へ 声 の フ ィ
ー ドバ ッ ク を

与え て い る と考え られ る。

　 母 親 の 模倣 反 応 に つ い て の 重回帰分析の 結 果 は，乳 児

の 声 へ の フ ィ
ードバ ッ ク （模 倣 ） は 乳 児の 言 語 理 解 を促

進 し ， 乳 児 が お も ちゃ に 注視 し た 時 の お も ち ゃ につ い て

の フ ィ
ー

ドバ ッ ク （おもち ゃ へ の 反 応 ） は，象徴的遊び

を促 進 する こ とを示 したLBell，＆ Ainsworth （1972）が言 v

て い る よ うに ，母 親の 行動 が
・
貫 した も の で あれば，前

言語期 に お い て ，乳 児 に し ば し ば フ ィ
ードバ ッ ク を 与 え

る 母 親は ，乳 児が こ と ば を 覚 え 始 め る 頃 に お い て も，し

ば しば フ ィ
ードバ ッ ク を与え，そ の こ とが 乳児 の 言語理

解及 び発 語 を 促進 し，さ ら に 遊 び を発 達 させ る こ とが で

き るの で は な い か 。フ ィ
ー

ドバ ッ ク に 関 して ，東 ・柏木 ・

Hess （1981） は，コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン ・ス タ イ ル に お い

て は，日米 共 ，
フ ィ

ー
ドバ ッ ク と知的発達 と の 間に 正 の

相関が認 め られ る こ と，さら に．母親がどの ようなフ 1 一

ドバ ッ ク を 与 え る か は ，状 況 や f ど も の 年齢 に よ っ て 異

なる こ とを 報告 して い る。これ らの こ とか ら，母 親 が 乳

幼児に ， そ の 状況 や年齢 に 適 し た フ ィ
ー

ドバ ッ ク を与 え

る こ とは ，乳幼児の 認 知 発 達 を促 進 す る と 考え て よ い の

で は な い か。フ ィ
ー

ドバ ッ クの メ カ ニ ズ ム を 明 らか に し

て い く こ とは ，今後 の 研究 課題 で あ ろ う．

　予測 に 反 し て 社会的反 応 で は ，遊び や 言 語発 達 と有 意

な関 係 は 認 め られ な か っ た。社 会 的 反 応 は ，遊びや 言語

と い っ た 認知 発 達 と 直接関係する の で は な く，別の 面 ，

例 えば 情緒発達や，母 ∫
 

関係 とい っ た社会的発達 と関係

が あ る の で は な い か と考 え る こ と もで き る．又 ，乳 児 が

母親を見た 時 の 母親 の 反応 は ， 高い レ ベ ル の 遊び （連続

的 ふ り遊 び ） と低 い レ ベ ル の 遊び （不適切 な 結合遊び ）

の 両方 に 関連 し て お り，こ れを解釈す るの は 困難 で あ る．

し か しな が ら，現 在 の 分析結果 は ，母 親 が どれだ け反 応

し た か とい うこ と よ りも ， 乳 児 の 特 定 の 行動 に 対 し て ，

ど の よ うな反 応を し た か と い うこ とが 乳 児 の 遊び や 言語

発達 に 重要 で あ る こ とを示 唆 して い る。

2 ）遊 び と 言語 と の 関係

　 遊 び と言 語 と の 関 係 に つ い て は，自己 へ の ふ り遊 び と

発 語 の ．文脈依存 と有意 な相 関が 認 め られ た だ けで ，他 の

カ テ ゴ リ
ー

で は 有意な相関 が 認 め られ なか っ た。自己へ

の ふ り遊び は象徴的遊 びの 一
）であ る．Bretherton，＆ Bates

（1984） や Tamis −LeMonda 　et 　al．〔1992｝は，遊 び と言 語

理 解 との 間 に 有意 な 相 関 が 認 め られ た と述 べ て い る が，

我 々 の 研究 で は，象徴的遊 び と，言 語 理 解 で は な く，発

語 との 間 に
・
つ だ け 〔文 脈 依 存 ） 有 意 な相 関 が 認 め られ

た。Ogura （1991）は ケ
ー

ス 研究 で，自己に 向けられ た 遊

び と，単語 の 増加 とが大 体 同 じ時 期 に生 じて い る こ と を

報告 し て お り， 我 々 の 研 究 は そ れ と大体
一

致 し て い る よ
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うで あ る。自 己 へ の ふ り遊 び は ， 象徴 的 遊 び の 始 ま りで

あ り，自己 への ふ り遊び が で きる ように な る頃 は，同 時

に，乳児が ，状 況 な ど の 手 が か りを得 な が ら，シ ン ボ ル
．

と して の こ とば を し ゃ べ り始め る時期 （ある い は そ の 逆 ）

で ある か も しれ な い 、我 々 の 言 語 に 関す る 資料 は，実際

の 観察 か ら で は な く，母 親 か らの 面 接 に よ っ て 得 られた

もの で ある 、従 っ て ，母 親が f’ど も の こ とば に 無頓着 で

あ れ ば，乳 児 が 何か 言 っ て も気 づ い て い な い とい う こ と

もあ り，そ れ が テ
ー

タ に影響 して い る とい うこ と もあり

うる。しか し，ケ
ー

ス 研究で は ある が観察 に基 づ く Ogura

（1991 ＞の 研 究 と大体
一

致 して い る とい うこ とは ，母 親 の

面 接 に よ っ て 得 られ た デー
タ も信頼 し て よ い の で は な い

か と思 われ る。ア メ リカ の 研究結果 と の 違い や，遊び と

言 語 との 関係 の 解明は，サ ン プ ル 数を多 くす る などして，

さらに 検証 して い く こ とが 望 まれ る、
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To  investigate the effects  of materna]  responsiveness  on  infant play and  language development, 24 mother
-infant dyads were  observed  at  home when  infants were  5 and  13 months  of  age.  At 5 menths,  maternal

responsiveness  to infant behaviors, such  as  looking and  vocalizing,  was  observed.  At  13 months,  infant

playwas  observed,  and  data concerning  infant language comprehension  and  production were  also  obtained

during interviews with  mothers.  The  relations  between maternal  responsiveness  and  infant play and

language were  analyzed.  The  results  showed  that  nurturant  maternal  responsiveness  to infant distress,
and  imitative responsiveness  to infant non-distress  vocalizations  at  5 months,  related  to infant play and

language comprehension  and  productionat 13 months.  These  findings suggest  that  nurturant  responsive-

ness  to infant distress and  imi'tation of  infant non-distress  vocalizations  facilitate the development of

infants' play and  language skills.
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