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幼 児 期 に お け る ル ー テ ィ ン の 獲 得 と 実 ⾏ 機 能 の 相 補 的 関 係 の 検 討  

 柳 岡 開 地  

 

本 論 ⽂ は ,  シ ミ レ ー シ ョ ン 研 究 や 成 ⼈ 研 究 か ら 得 ら れ た 知 ⾒ を も と に ,  幼 児

期 に お け る ル ー テ ィ ン の 獲 得 と 実 ⾏ 機 能 と の 関 係 に つ い て 検 討 し た も の で あ

る 。 具 体 的 に ,  幼 児 を 対 象 に 独 ⾃ の 課 題 を 作 成 す る こ と で ,  ル ー テ ィ ン の 獲 得

と そ の 遂 ⾏ の 発 達 過 程 を 探 る と と も に ,  実 ⾏ 機 能 と の 関 連 を 明 ら か に す る こ と

を ⽬ 的 と し て ,  6 つ の 研 究 を 実 施 し た 。  

朝 の ⽀ 度 を す る ,  電 ⾞ に 乗 る な ど ⽇ 常 的 に 繰 り 返 し ⾏ わ れ る ⽬ 標 志 向 的 な ⾏

為 系 列 の こ と を ル ー テ ィ ン と 呼 び ,  ⼼ 理 学 で は 古 く か ら 研 究 対 象 と さ れ て き た  

(James, 1890; Norman, 1981)。 ル ー テ ィ ン の 獲 得 に よ り ,  後 に 起 こ る こ と の 予 測

が し や す く な る ほ か ,  次 の ⾏ 動 を 選 択 す る プ ロ セ ス が ⾃ 動 的 に な る こ と が 知 ら

れ て い る  (James, 1890; Norman & Shallice, 1986)。そ の た め ,  未 知 の 場 ⾯ に 遭 遇

し や す く ,  ⾏ 動 の 型 が 限 ら れ て い る ⼦ ど も に と っ て ,  ル ー テ ィ ン を 獲 得 す る こ

と は ⽇ 常 の 基 礎 を 固 め る う え で ⾮ 常 に 重 要 で あ る 。  

⼀ ⽅ ,  ル ー テ ィ ン か ら 逸 脱 し た 場 ⾯ や 新 奇 な 場 ⾯ で は ,  ⾃ ら の ⾏ 動 を 意 識 的

に 制 御 す る 必 要 が あ る 。こ の よ う に ⽬ 標 に 向 か っ て ⾃ ら の 思 考 や ⾏ 動 を 制 御 す

る 認 知 機 能 の こ と を 実 ⾏ 機 能 と 呼 ぶ  (Miyake et al. 2000)。 特 に ,  実 ⾏ 機 能 は 幼

児 期 に 急 激 に 発 達 す る こ と が 知 ら れ て お り ,  現 在 で も 精 ⼒ 的 に 発 達 的 検 討 が ⾏

わ れ て い る  (e.g., Garon, Bryson, & Smith, 2008; Munakata, Snyder, & Chatham, 

2012)。  

こ う し た ⾃ 動 的 な 処 理 シ ス テ ム で あ る ル ー テ ィ ン と 意 識 的 な 処 理 シ ス テ ム

で あ る 実 ⾏ 機 能 は 互 い に ど の よ う に 関 連 し あ う の だ ろ う か 。両 者 の 関 連 に つ い

て 最 初 に ⾔ 及 し た の が ,  「 デ ュ ア ル シ ス テ ム 理 論 」(Norman & Shallice, 1986) で

あ り ,  現 在 は Cooper, Ruh, & Mareschal (2014) が 計 算 機 モ デ ル を ⽤ い て こ の 理

論 を 発 展 さ せ て い る 。 Cooper et al. (2014) の ⽬ 標 循 環 モ デ ル で は ,  ル ー テ ィ ン

の 獲 得 と 実 ⾏ 機 能 が 相 補 的 関 係 に あ る こ と が ⽰ 唆 さ れ て い る 。 本 論 ⽂ で は ,  こ

の 両 者 の 相 補 的 関 係 に 着 ⽬ し ,  ル ー テ ィ ン の 発 達 研 究 ,  実 ⾏ 機 能 の 発 達 研 究 で

⾒ 落 と さ れ て き た 点 を 明 ら か に し て ゆ く 。  
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ま ず ,  ル ー テ ィ ン の 発 達 研 究 で は ,  3 歳 頃 に は ,  ⼿ 本 な し で も よ く 経 験 し た ⾏

為 系 列 を 間 違 わ ず に 遂 ⾏ で き る こ と が 明 ら か に さ れ て き た  (e.g., Hudson & 

Fivush, 1991)。し か し ,  ル ー テ ィ ン が 獲 得 さ れ る 要 因 に は ,  ⾏ 為 系 列 を 遂 ⾏ す る

頻 度 や ⽉ 齢 な ど が あ げ ら れ ,  そ の 背 後 に あ る 認 知 メ カ ニ ズ ム に つ い て は 明 ら か

で は な か っ た 。⼀ ⽅ ,  Cooper et al. (2014) は ,  実 ⾏ 機 能 が ル ー テ ィ ン の 獲 得 を 促

進 す る こ と を シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 研 究 に よ り ⽰ し て い る 。具 体 的 な メ カ ニ ズ ム と

し て ,  ⾏ 為 系 列 の 学 習 初 期 段 階 に お い て ,  実 ⾏ 機 能 は ⽬ 標 を 保 持 し な が ら ,  ト

ッ プ ダ ウ ン 的 に ⽬ 標 と 関 連 す る ⾏ 動 の み 処 理 す る 働 き を ⾏ う 。 そ し て ,  ⽬ 標 を

保 持 し な が ら 繰 り 返 し ⾏ 為 系 列 を 遂 ⾏ す る う ち に ,  ⽬ 標 を 達 成 す る た め に 必 須

の ⾏ 為 や 順 序 な ど が 学 習 さ れ て ゆ く 。 こ う し た 学 習 に 応 じ て ,  モ デ ル 内 で 「 今

ま で に ど の よ う な ⽬ 標 が 達 成 さ れ た か 」ま た は「 ど の よ う な ⽬ 標 を 達 成 し て い

な い か 」 な ど ⽬ 標 に 関 す る 情 報 が 蓄 積 さ れ る よ う に な る 。 本 論 ⽂ で は ,  こ う し

た 情 報 を 「 ⽬ 標 ⽂ 脈 情 報 」 と 呼 ぶ 。 こ の ⽬ 標 ⽂ 脈 情 報 は ,  ⽬ 標 と 関 連 し な い ⾏

動 の 最 中 に は 曖 昧 に 表 象 さ れ ,  ⽬ 標 に 関 連 す る ⾏ 動 の 直 前 に の み 明 瞭 に 表 象 さ

れ る と い う 動 的 な 表 象 過 程 を た ど る よ う 学 習 さ れ る 。 そ の 結 果 ,  ⽬ 標 に 関 連 す

る ⾏ 為 の み を ⾃ 動 的 に 選 択 ・ 予 測 で き る よ う に な り ,  ル ー テ ィ ン が 獲 得 さ れ る

と 考 え ら れ て い る 。 本 論 ⽂ で は ,  Cooper et al. (2014) が ⽰ 唆 す る ⽬ 標 ⽂ 脈 情 報

と い う 観 点 か ら ,  幼 児 の ル ー テ ィ ン 獲 得 メ カ ニ ズ ム を 探 る と と も に ,  実 ⾏ 機 能

が 果 た す 役 割 を 明 ら か に す る こ と を ⽬ 的 と し た 。 そ こ で ,  幼 児 が 新 た な ル ー テ

ィ ン を 獲 得 で き る 課 題 を 開 発 し ,  ル ー テ ィ ン の 獲 得 の 発 達 的 変 化 と 実 ⾏ 機 能 と

の 関 連 を 実 験 的 に 検 討 し た 。  

次 に ,  実 ⾏ 機 能 研 究 で は ,  新 奇 な ル ー ル を ⽤ い た 「 常 に 」 「 ⼀ 定 の ⽅ 略 の 」

⾏ 動 制 御 が 必 要 と な る 課 題 を 通 し て ,  ⼦ ど も の 振 る 舞 い を 観 測 し て き た 。 し か

し ,  ⽇ 常 ⽣ 活 に お い て 常 に 新 奇 な ル ー ル を 保 持 し つ つ ,  ⼀ 定 の ⽅ 略 で ⾏ 動 制 御

を し 続 け る こ と は 考 え 難 い 。 な ぜ な ら ,  ⽇ 常 ⽣ 活 は 普 段 か ら 蓄 積 さ れ て い る 習

慣 ま た は ル ー テ ィ ン が 有 効 な 場 ⾯ と ,  そ れ ら か ら 逸 脱 す る 新 奇 な 場 ⾯ か ら 構 成

さ れ て い る か ら で あ る  (e.g., Wood & Neal, 2007)。Cooper et al. (2014) の モ デ ル

に 従 う と ,  ル ー テ ィ ン を 遂 ⾏ し て い る 間 は ,  ⽬ 標 ⽂ 脈 情 報 が 動 的 に 表 象 さ れ る

た め ,  常 に 実 ⾏ 機 能 が 駆 動 さ れ る 必 要 は な い 。 む し ろ ,  ⽬ 標 ⽂ 脈 情 報 に よ る ⾏

為 の 選 択 ・ 予 測 か ら 逸 脱 し た 場 合 に の み ,  ⾏ 動 制 御 が 必 要 と な り 実 ⾏ 機 能 が 駆
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動 さ れ る 可 能 性 が ⾼ い 。 よ っ て ,  ル ー テ ィ ン の 獲 得 が 実 ⾏ 機 能 の 駆 動 を 最 ⼩ 限

に 留 め て い る と 予 想 さ れ る 。 し か し ,  発 達 研 究 で は ,  ル ー テ ィ ン の 獲 得 と 実 ⾏

機 能 は 別 々 に 研 究 が 進 め ら れ て き て お り ,  幼 児 が ル ー テ ィ ン 遂 ⾏ 中 に ⾏ 動 制 御

で き る か と い う 点 は ⾒ 過 ご さ れ て き た 。 そ こ で ,  本 論 ⽂ で は 幼 児 が ル ー テ ィ ン

を 遂 ⾏ で き る 課 題 を 開 発 し ,  ル ー テ ィ ン か ら 逸 脱 し た 場 ⾯ の 検 出 と そ の 解 決 に

関 す る 発 達 的 変 化 と 実 ⾏ 機 能 と の 関 連 を 検 討 す る こ と を ⽬ 的 と し た 。  

以 上 よ り ,  Cooper et al. (2014) で は ,  実 ⾏ 機 能 が ル ー テ ィ ン の 獲 得 を 促 進 す

る と と も に ,  ル ー テ ィ ン の 獲 得 は 実 ⾏ 機 能 の 駆 動 を 最 ⼩ 限 に 留 め る こ と か ら ,  

両 者 に 相 補 的 関 係 が あ る こ と が 想 定 さ れ て い る 。本 論 ⽂ で は 既 存 の ル ー テ ィ ン

お よ び 実 ⾏ 機 能 の 発 達 研 究 に 対 し て ,  こ う し た ル ー テ ィ ン の 獲 得 と 実 ⾏ 機 能 の

相 補 的 関 係 を 組 み 込 む こ と で ,  2 つ の 研 究 領 域 を 繋 げ ,  ⾏ 為 系 列 獲 得・遂 ⾏ の 発

達 モ デ ル の 構 築 す る こ と を 試 み た 。 具 体 的 に は ,  ル ー テ ィ ン の 獲 得 過 程 を 観 察

法 で 検 討 し た 研 究 1, ル ー テ ィ ン 遂 ⾏ 中 の ⾏ 動 制 御 を 実 験 法 で 検 討 し た 研 究

2・ 3・ 4, ル ー テ ィ ン の 獲 得 と 実 ⾏ 機 能 の 関 連 を 実 験 法 で 検 討 し た 研 究 5・ 6 の

計 6 つ の 研 究 を 実 施 し た 。  

研 究 1A, 1Bで は 「 朝 の ⽤ 意 」 場 ⾯ の 観 察 を 通 し て ,  3歳 児 が ル ー テ ィ ン を 獲 得

す る こ と が 可 能 か ど う か ,  も し 可 能 な ら ば ル ー テ ィ ン の 特 徴 で あ る 「 ⾏ 為 系 列

の 階 層 性  (e.g., Zacks & Tversky, 2001)」 ,  「 ⼊ れ 替 わ ら な い 不 変 順 序 と ⼊ れ 替

わ り 可 能 な 可 変 順 序 の 区 別  (e.g., Botvinick & Plaut, 2004)」が 獲 得 さ れ る 過 程 を

検 討 す る こ と を ⽬ 的 と し た 。 研 究 1Aで は ,  新 ⼊ 園 児 が 朝 の ⽤ 意 に 取 り 組 む 様 ⼦

を 2ヶ ⽉ 間 観 察 し た 。結 果 ,  1ヶ ⽉ 半 で ほ と ん ど の ⼦ ど も が 不 変 順 序 ,  可 変 順 序 と

も に 園 で 教 わ っ た ⼀ 定 の 順 序 で ⾏ 為 系 列 を 実 施 し て い た が ,  2ヶ ⽉ の 時 点 で は

⾏ 為 間 の 順 序 が 可 変 的 な 場 合 ,  園 で 教 わ っ た の と は 異 な る 順 序 で ⾏ 為 を 実 施 す

る ⼦ ど も が 複 数 み ら れ た 。 研 究 1Bで は ,  新 ⼊ 園 児 と 学 齢 は 同 じ も の の 前 年 度 か

ら 通 園 し て い る 既 ⼊ 園 児 を 対 象 に 観 察 し た と こ ろ ,  研 究 1と 同 様 に 可 変 順 序 の

⾏ 為 間 の み 園 で 教 わ っ た 順 序 で ⾏ 為 を 実 施 し な い ⼦ ど も を 複 数 確 認 す る こ と が

で き た 。 ま た ,  予 め 園 の 先 ⽣ に よ り 朝 の ⽤ 意 系 列 を い く つ か の ⾏ 為 の ま と ま り

に 分 け て も ら っ た と こ ろ ,  研 究 1A・1Bと も に ⾏ 為 グ ル ー プ 間 の 順 序 は 園 で 教 わ

っ た 通 り 実 施 す る の に 対 し ,  グ ル ー プ 内 の ⾏ 為 間 で は 可 変 順 序 の 学 習 が 進 む と

い う 階 層 構 造 が あ る こ と が ⽰ 唆 さ れ た 。 つ ま り ,  園 で 教 え ら れ た 順 序 通 り ⾏ 為
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系 列 を 実 施 す る よ う に な っ た 後 ,  形 成 さ れ た ⾏ 為 グ ル ー プ に 基 づ い て ⾏ 為 間 の

順 序 が 不 変 か 可 変 か を 学 習 す る と い う ル ー テ ィ ン の 獲 得 過 程 が ⽰ 唆 さ れ た 。  

研 究 2 で は ,  幼 児 が 実 験 室 で ル ー テ ィ ン を 遂 ⾏ で き る ⼈ 形 課 題 を 開 発 す る と

と も に ,  ル ー テ ィ ン 遂 ⾏ 中 の ⾏ 動 制 御 の 発 達 的 変 化 お よ び 実 ⾏ 機 能 と の 関 連 を

検 討 す る こ と を ⽬ 的 と し た 。 3~5 歳 児 を 対 象 に ,  ル ー テ ィ ン を 測 定 す る ⼈ 形 課

題 と 2 つ の 実 ⾏ 機 能 課 題 を 実 施 し た 。 ⼈ 形 課 題 で は ,  ま ず パ ン ツ や シ ャ ツ な ど

7 つ の ア イ テ ム を ⽤ い て「 着 替 え ル ー テ ィ ン 」を ⼈ 形 に 対 し て ⾏ っ て も ら っ た 。

そ の 後 ,  順 序 が 間 違 っ て い る ア イ テ ム を 脱 が す と い う ,  後 戻 り が 必 要 な 逸 脱 状

況 を 設 定 し た 。 ま た ,  ⼈ 形 課 題 と 異 な り ,  ⽬ 標 に ⾄ る ま で ⼿ 順 を 7 つ 要 す る も

の の ⼦ ど も に と っ て は 新 奇 な 状 況 と し て ,  プ ラ ン ニ ン グ 課 題 も 実 施 し た 。結 果 ,  

3 歳 児 か ら ほ ぼ 全 員 が 順 序 を 間 違 わ ず に 着 替 え ル ー テ ィ ン を 遂 ⾏ で き て い た の

に 対 し ,  プ ラ ン ニ ン グ 課 題 の 成 績 で は 年 齢 差 が ⾒ ら れ た 。 ま た ,  ル ー テ ィ ン か

ら 逸 脱 し た 状 況 の ⼈ 形 課 題 の 成 績 を ,  最 短 で 後 戻 り を 実 施 し た 最 短 群 ,  後 戻 り

を 試 ⾏ 錯 誤 的 に 実 施 し た ⾮ 最 短 群 ,  後 戻 り が で き な か っ た 群 を 誤 答 群 と 分 類 し

た と こ ろ ,  3 歳 児 は 誤 答 群 に 分 類 さ れ る ⼦ ど も が 多 く ,  5 歳 児 で は 最 短 群 に 分 類

さ れ る ⼦ ど も が 多 か っ た 。 さ ら に ,  実 ⾏ 機 能 課 題 の 成 績 が ,  後 戻 り を 実 施 す る

か ,  し な い か と 関 連 す る こ と が ⽰ さ れ た 。 つ ま り ,  ル ー テ ィ ン 遂 ⾏ 中 に ⾏ 為 間

の 順 序 に 逸 脱 が あ る 状 況 を 検 出 し 解 決 す る こ と に は 発 達 的 な 変 化 が ⾒ ら れ ,  実

⾏ 機 能 が 関 連 す る こ と が ⽰ 唆 さ れ た 。  

研 究 3 で は ,  ル ー テ ィ ン か ら 「 い つ 」 逸 脱 し た と 判 断 さ れ ⾏ 動 制 御 が な さ れ

る の か に 関 し て ,  発 達 的 変 化 お よ び 実 ⾏ 機 能 と の 関 連 を 検 討 す る こ と を ⽬ 的 と

し た 。 そ の 際 に ,  ル ー テ ィ ン を ⽀ え る ⽬ 標 ⽂ 脈 情 報 の 階 層 性 に 着 ⽬ し ,  ⾏ 為 間

の 不 変 順 序 か ら 逸 脱 す る 状 況 へ の 対 処 と 可 変 順 序 の ⼊ れ 替 え を 許 容 す る か ど

う か を 階 層 性 の 指 標 と し た 。そ の 結 果 ,  5 歳 児 で は 上 位 ⽬ 標 ⽂ 脈 優 位 の ル ー テ ィ

ン の 遂 ⾏ を し て お り ,  上 位 ⽬ 標 か ら 逸 脱 す る 状 況 で の み ⾏ 動 制 御 を ⾏ っ て い る

こ と が 初 め て ⽰ さ れ た 。 ま た ,  ⼀ ⽅ ,  上 位 ⽬ 標 ⽂ 脈 優 位 の ル ー テ ィ ン 遂 ⾏ に ⾄

る 前 段 階 と し て ,  下 位 ⽬ 標 ⽂ 脈 優 位 の ル ー テ ィ ン 遂 ⾏ を し て い る ⼦ ど も が い る

こ と も 確 認 さ れ た 。 さ ら に ,  保 持 さ れ て い る ⽬ 標 の 階 層 性 に 関 わ ら ず ,  ル ー テ

ィ ン か ら 逸 脱 す る 場 ⾯ で ⾏ 動 制 御 を ⾏ う こ と に は 実 ⾏ 機 能 が 関 連 し ,  ル ー テ ィ

ン を ⽀ え る ⽬ 標 ⽂ 脈 情 報 の 階 層 性 と 実 ⾏ 機 能 の 関 連 は ⼀ 貫 し た 結 果 が 得 ら れ
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な か っ た 。  

研 究 4A, 4B で は ,  ル ー テ ィ ン の 階 層 構 造 に 着 ⽬ し ,  ル ー テ ィ ン 遂 ⾏ 中 の ⾏ 動

制 御 の 発 達 的 変 化 お よ び 実 ⾏ 機 能 と の 関 連 を 検 討 す る こ と を ⽬ 的 と し た 。こ こ

で い う ル ー テ ィ ン の 階 層 構 造 と は ,  複 数 の 場 ⾯ に 共 通 す る 要 素 と あ る 場 ⾯ に 特

異 的 な 要 素 か ら 構 成 さ れ る と い う 構 造 を 指 す 。 た と え ば ,  「 紅 茶 を 作 る 」 た め

に 必 要 な ⾏ 為 の う ち ,  「 お 湯 を 注 ぐ 」 な ど は 「 コ ー ヒ ー を 作 る 」 際 に も 必 要 な

共 通 ⾏ 為 と な る 。 ⼀ ⽅ ,  「 テ ィ ー バ ッ グ を コ ッ プ に ⼊ れ る 」 な ど は 「 紅 茶 を 作

る 」 こ と に 特 異 的 な 要 素 に あ た る 。 研 究 4A, 4B で は ,  研 究 2, 3A, 3B と 異 な り ,  

ル ー テ ィ ン 遂 ⾏ 中 に 場 ⾯ が 変 更 さ れ る 状 況 で ,  ど の よ う に ⾏ 動 を 修 正 す る の か

を ⼈ 形 課 題 を ⽤ い て 検 討 し た 。そ の 結 果 ,  4~5 歳 に か け て ,  ル ー テ ィ ン の 遂 ⾏ 時

に 場 ⾯ 変 更 が 起 こ っ た 場 合 ,  場 ⾯ 間 に 共 通 す る 要 素 か ど う か を 区 別 す る こ と で ,  

⾏ 動 の 修 正 を 最 ⼩ 限 に 抑 え る よ う に な る こ と が ⽰ さ れ た 。こ う し た 発 達 的 変 化

の 背 後 に は ,  ⾏ 動 制 御 の 際 に 複 数 の 場 ⾯ を 統 合 す る 階 層 的 な ⽬ 標 を 保 持 で き る

か が 関 連 す る と 考 え ら れ ,  そ の 証 左 と し て 実 ⾏ 機 能 と の 関 連 も ⾒ ら れ た 。  

研 究 5A, 5B で は ,  幼 児 期 の ル ー テ ィ ン を ⽀ え る ⾏ 為 系 列 表 象 の 発 達 的 変 化

を ,  ⽬ 標 ⽂ 脈 情 報 と い う 新 た な 観 点 か ら 検 討 す る こ と を ⽬ 的 と し た 。そ の た め ,  

幼 児 の ル ー テ ィ ン 獲 得 過 程 を 実 験 的 に 検 討 で き る ト ー ス ト 課 題 を 開 発 し ,  ル ー

テ ィ ン の 獲 得 と 実 ⾏ 機 能 と の 関 連 も 検 討 し た 。そ の 結 果 ,  4 歳 児 と 5 歳 児 で は ⾏

為 系 列 遂 ⾏ 中 の ⽬ 標 ⽂ 脈 情 報 の 表 象 の 仕 ⽅ が 異 な っ て お り ,  5 歳 児 で は ⽬ 標 ⽂

脈 情 報 が 分 岐 点 の 直 前 で 他 の 部 分 に ⽐ べ て 鮮 明 に 表 象 さ れ る と い う 動 的 な 保

持 過 程 を た ど る こ と が ⽰ さ れ た 。 さ ら に ,  発 展 版 DCCS 課 題 に よ っ て 測 定 さ れ

る 実 ⾏ 機 能 が ト ー ス ト 課 題 中 の 妨 害 へ の 対 処 に 加 え ,  先 の ⽬ 標 ⽂ 脈 情 報 が 動 的

に 保 持 さ れ る こ と と も 関 連 す る こ と が ⽰ さ れ た 。  

研 究 5A, 5B で は ル ー テ ィ ン の 獲 得 と 実 ⾏ 機 能 が 関 連 す る こ と の 詳 細 な メ カ

ニ ズ ム に は 踏 み 込 め て い な か っ た 。 そ こ で ,  研 究 6 で は ,  実 ⾏ 機 能 は ⾏ 為 系 列

遂 ⾏ 中 に 分 岐 点 で ⽬ 標 に ア ク セ ス す る こ と を 可 能 に す る 役 割 を 持 つ と 予 想 し ,  

分 岐 点 の 直 前 の ⾏ 為 を ⾏ う 前 後 に ⽬ 標 を 想 起 さ せ る リ マ イ ン ダ ー を 挿 ⼊ し ,  そ

の 効 果 を 検 証 し た 。 そ の 結 果 ,  リ マ イ ン ダ ー の 挿 ⼊ が ル ー テ ィ ン の 獲 得 を 促 進

す る こ と が ⽰ さ れ た 。 具 体 的 に ,  リ マ イ ン ダ ー あ り 群 で は ⽬ 標 ⽂ 脈 情 報 が 動 的

に 表 象 さ れ る パ タ ー ン が ⾒ ら れ た の に 対 し ,  リ マ イ ン ダ ー な し 群 で は そ う い っ
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た パ タ ー ン は ⾒ ら れ な か っ た 。 し か し ,  こ う し た リ マ イ ン ダ ー の 効 果 が 実 ⾏ 機

能 の 発 達 に よ っ て 調 整 さ れ る と い う 仮 説 は ⽀ 持 さ れ な か っ た 。  

以 上 よ り ,  本 論 ⽂ は ,  幼 児 期 に お い て ル ー テ ィ ン の 獲 得 と 実 ⾏ 機 能 が 相 補 的

関 係 に あ る こ と を は じ め て 実 証 的 に 明 ら か に し た 。 具 体 的 に ,  以 下 の よ う な プ

ロ セ ス を 辿 る と 考 え た 。 (1) ま ず ,  実 ⾏ 機 能 の 中 核 を 担 う ⽬ 標 の 保 持 お よ び 活

性 に よ り ,  ル ー テ ィ ン 獲 得 の 効 率 性 が 促 進 さ れ る 。 特 に ,  ⽬ 標 と 関 連 す る ⾏ 為

を 選 択 す る 直 前 に ⽬ 標 を 思 い 出 し て ,  適 切 な ⾏ 為 選 択 を 繰 り 返 す こ と が 重 要 と

な る 。(2) 次 に ,  ル ー テ ィ ン が 獲 得 さ れ る と ,  ⽬ 標 と 直 接 関 連 し な い ⾏ 為 の 最 中

で は ⽬ 標 ⽂ 脈 情 報 が 曖 昧 に 表 象 さ れ ,  そ し て ⽬ 標 と 関 連 す る ⾏ 為 の 直 前 に は ⽬

標 ⽂ 脈 情 報 が 明 瞭 に 表 象 さ れ ,  ⽬ 標 と 関 連 す る ⾏ 為 の 選 択 が ⽐ 較 的 ⾃ 動 的 に な

る 。 そ の た め ,  ⾏ 為 系 列 を 遂 ⾏ す る 際 に 実 ⾏ 機 能 に か か る 負 荷 は 必 然 的 に 減 少

す る と 同 時 に ,  ル ー テ ィ ン か ら 逸 脱 す る 場 ⾯ を 検 出 す る こ と も 容 易 と な る 。(3) 

最 後 に ,  ル ー テ ィ ン か ら の 逸 脱 を 検 出 し た 場 合 は ,  実 ⾏ 機 能 が ⽬ 標 表 象 保 持 と

活 性 を 担 う こ と で ,  ⾏ 動 制 御 が 可 能 と な る 。 さ ら に ,  こ う し た 実 ⾏ 機 能 と ル ー

テ ィ ン の 獲 得 の 相 補 的 な 関 係 は ,  ⽬ 標 表 象 の 階 層 を あ げ な が ら 循 環 的 に 続 い て

い く と 想 定 し て い る 。 本 論 ⽂ で も 確 認 で き た よ う に ,  特 に 実 ⾏ 機 能 が 発 達 し 始

め る 3 歳 以 降 で は ,  (1) か ら  (3) の プ ロ セ ス を 繰 り 返 し た ど る こ と で ,  様 々 な

⾏ 為 系 列 を 効 率 的 に ル ー テ ィ ン 化 し ,  実 ⾏ 機 能 の 駆 動 を 最 ⼩ 限 に 抑 え る よ う に

な る と 考 え ら れ る 。さ ら に ,  Cooper et al. (2014) が 想 定 す る よ う な ,  ⽬ 標 ベ ー ス

の 学 習 に 移 ⾏ す る に は 実 ⾏ 機 能 に 加 え ⾔ 語 の 発 達 が 重 要 な 役 割 を 果 た す 可 能

性 に つ い て も 指 摘 し た 。ま だ ⾏ 為 系 列 の ⽬ 標 を ⾔ 語 と 結 び つ け ら れ て い な い 段

階 で は ,  ⽬ 標 ベ ー ス に ⾏ 為 系 列 を 学 習 し て い る の で は な く ,  時 系 列 的 な ⽂ 脈 情

報 に 基 づ い て ボ ト ム ア ッ プ 的 に ル ー テ ィ ン を 獲 得 し て い る 可 能 性 が ⾼ い 。  

こ の よ う に 本 論 ⽂ で は , 実 ⾏ 機 能 と ル ー テ ィ ン 獲 得 の 相 補 的 な 関 係 の も と , 

ル ー テ ィ ン を ⽀ え る ⽬ 標 ⽂ 脈 情 報 の 階 層 を あ げ て ゆ く ⾏ 為 系 列 獲 得・遂 ⾏ の 発

達 モ デ ル を 提 案 し た 点 に ⼤ き な 意 義 が あ る 。 し か し ,  本 研 究 に も 限 界 点 が い く

つ か あ る 。 た と え ば ,  ル ー テ ィ ン を 獲 得 す る こ と に よ り ,  ⽬ 標 と 関 連 す る ⾏ 為

の 選 択 が ⾃ 動 的 に な る と い う 前 提 が 直 接 検 討 で き て い な い こ と , 実 ⾏ 機 能 を 単

⼀ の 機 能 と し て 扱 い , 実 ⾏ 機 能 の 下 位 機 能 に つ い て は 解 釈 を ⾏ っ て い な い こ と
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な ど で あ る 。 今 後 は こ れ ら の 限 界 を 補 う よ う な ア プ ロ ー チ を 取 り つ つ , 本 論 ⽂

で 提 案 し た ⾏ 為 系 列 獲 得 ・ 遂 ⾏ の 発 達 モ デ ル を 洗 練 さ せ て ゆ く 必 要 が あ る 。  

最 後 に ,  総 合 考 察 で は ,  本 論 ⽂ が 持 つ 保 育 ・ 教 育 分 野 に 資 す る 実 践 的 意 義 ,  デ

ザ イ ン 学 分 野 に 貢 献 す る 点 ,  他 の 研 究 領 域  (goal neglect, 展 望 記 憶 ,  過 剰 模 倣 )

と の 関 連 ,  今 後 の 展 望 に つ い て 論 じ た 。  

 


