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二
つ
の
発
達
観

今
か
ら
半
世
紀
ほ
ど
前
、
小
児
科
医
の
グ

ゼ
ル
は
乳
幼
児
の
発
達
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
一
一
一
一
口
い
ま
し
た
(
の
虫
色
:
∞
・
〉
・
「
乳
幼
児

の
発
達
と
指
導
」
出
会
)
。

「
子
ど
も
の
人
格
(
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
)

は
ゆ
っ
く
り
と
徐
々
に
、
成
長
し
て
ゆ
く
こ

と
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
て
い
く
も
の
で
あ

る
。
神
経
系
統
は
一
段
一
段
と
自
然
の
顕
序

を
追
っ
て
成
熟
し
て
ゆ
く
。
立
つ
前
に
え
ん

こ
、
話
し
こ
と
ば
の
前
に
は
輔
語
、
本
当
の

一
ゲ
ゼ
ル
と
ワ
ト
ソ
ン

こ
と
を
話
す
前
に
は
つ
く
り
話
を
し
、
四
角

が
描
け
る
よ
う
に
な
る
前
に
円
が
描
け
る
。

他
人
を
思
い
や
る
前
に
は
利
己
的
で
あ
り
、

ま
ず
他
人
に
頼
っ
た
後
、
自
分
に
頼
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
ど
ん
な

能
力
で
も
み
な
、
道
徳
で
さ
え
も
発
達
の
法

則
に
従
っ
て
い
る
」

子
ど
も
の
発
達
が
、
生
得
的
に
決
定
さ
れ

た
青
写
真
に
従
っ
て
徐
々
に
展
開
し
て
ゆ
く

と
い
う
考
え
方
を
成
熟
説
と
言
い
ま
す
。
成

熟
説
に
立
つ
ゲ
ゼ
ル
は
、
「
育
児
と
い
う
仕

事
は
前
々
か
ら
き
め
て
お
い
た
型
に
子
ど
も

を
無
理
に
は
め
こ
む
こ
と
で
は
な
く
て
、
子

ど
も
の
成
長
を
み
ち
び
く
こ
と
で
あ
る
」
と

言
い
ま
し
た
。

一
方
、
人
の
学
習
を
「
刺
激
と
反
応
の
連

合
」
で
説
明
し
よ
う
と
し
た
ワ
ト
ソ
ン
は
次

の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
(
者

E
g
p
]

出
・
「
行
動
主
義
」
出
立
)
。
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「
私
は
、
さ
ら
に
一
歩
を
進
め
て
こ
う
言

い
た
い
。
「
私
に
健
康
で
い
い
身
体
を
し
た

一
ダ

1
ス
の
赤
ん
坊
と
、
彼
ら
を
育
て
る
た

め
の
私
自
身
の
特
別
な
世
界
を
与
え
て
下
さ

い
。
そ
う
す
れ
ば
私
は
、
そ
の
う
ち
の
ど
れ

か
一
人
を
ラ
ン
ダ
ム
に
取
り
上
げ
て
、
そ
の

子
を
訓
練
し
、
私
が
選
ん
だ
あ
る
型
の
専
門

家
に
!
医
者
、
法
律
家
、
芸
術
家
、
大
商

人
、
そ
し
て
乞
食
や
泥
棒
さ
え
も
i
き
っ
と

し
て
み
せ
ま
し
ょ
う
。
彼
の
才
能
、
好
み
、

性
向
、
能
力
、
適
性
や
祖
先
の
人
種
に
は
か

か
わ
り
な
し
に
』
」
。

こ
う
い
)
っ
た
、
環
境
か
ら
の
働
き
か
砂
こ

そ
が
重
要
な
の
だ
と
い
う
考
え
方
を
経
験
主

義
と
言
い
ま
す
。
ワ
ト
ソ
ン
は
、
ど
の
よ
う

な
子
ど
も
で
も
、
適
切
な
環
境
を
与
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
思
う
よ
う
な
職
業
に
つ
か
せ

て
み
せ
る
と
一
一
一
一
日
い
ま
し
た
。

ゲ
ゼ
ル
と
ワ
ト
ソ
ン
の
ど
ち
ら
が
正
し

く
、
ど
ち
ら
が
誤
り
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。
働
き
か
け
に
よ
っ
て
伸
び
る
側
面
も

あ
れ
ば
、
内
的
な
準
備
が
重
要
な
発
達
的
側

面
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
た
だ
言
え
る
の
は
、

ど
の
よ
う
な
発
達
観
を
も
つ
か
に
よ
っ
て
、

現
代
の
発
達
観

= 
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乳
幼
児
に
対
す
る
働
き
か
け
は
大
き
く
異
な

る
、
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

る
一
一
般
的
な
知
能
の
構
造
で
あ
る

ωそ
し
て
そ
の
変
化
は
、
生
物
学
的
な
発

達
に
裏
打
ち
さ
れ
た
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
よ
う
な
見
方
に
よ
れ
ば
、
乳
幼
児
の

発
達
は
普
遍
的
で
、
定
ま
っ
た
も
の
だ
と
い

う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
観
察
さ
れ

る
中
心
的
な
特
徴
は
、
他
の
関
連
す
る
知
的

技
能
の
発
達
に
も
強
く
関
わ
っ
て
く
る
も
の

だ
と
理
解
さ
れ
ま
す
。

た
と
え
ば
一
言
語
の
獲
得
に
関
し
て
は
、
生

後
一
八
ヶ
月
頃
に
な
る
と
複
数
の
感
覚
運
動

的
な
行
動
様
式
(
シ
ェ
マ
)
が
協
調
的
に
用

い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
内
化
し
、

シ
ン
ボ
ル
の
使
用
が
可
能
に
な
る
。
そ
う
な

る
と
遅
延
模
倣
(
観
察
し
た
こ
と
が
ら
を
一

定
の
時
聞
が
た
つ
た
後
、
再
現
で
き
る
)
や

現
代
の
育
児
観
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し

ょ
う
か
。
大
方
の
育
児
童
聞
は
、
成
熟
説
に
も

と
づ
い
て
何
歳
に
な
る
と
何
が
で
き
る
、
と

い
う
よ
う
な
記
述
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
発
達
観
に

は
、
発
達
心
理
学
者
ピ
ア
ジ
ェ
の
影
響
が
強

く
働
い
て
い
る
こ
と
は
否
め
ま
せ
ん
。

ピ
ア
ジ
ェ
は
、
乳
幼
児
の
発
達
を
表
ー
の

よ
う
に
、
四
つ
の
段
階
お
よ
び
六
つ
の
下
位

段
階
で
記
述
し
ま
し
た
。
ピ
ア
ジ
ェ
の
理
論

の
特
徴
は
、

ω乳
幼
児
の
思
考
の
形
態
は
、
知
識
や
語

棄
の
増
加
な
ど
の
量
的
な
変
化
に
と
ど
ま
ら

ず
、
質
的
に
変
化
す
る

ω変
化
す
る
の
は
、
例
え
ば
菱
形
が
醤
凶
り

る
よ
う
に
な
る
と
い
う
よ
う
な
局
所
的
な
行

動
特
徴
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
す
べ
て
に
関
わ



見
立
て
遊
び
ゃ
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
が
可
能
と

な
る
が
、
そ
う
い
う
こ
と
と
共
に
意
味
や
文

ピアジエによる認知発遠の段階 (Crain，1981による)表 i

赤ん坊はこの時期を通じて身l 期:感覚一運動期(誕生~2 歳)

近な環境に関わり、吸う、把

む、叩く等、身体的な活動を

体制化していく。

生得的なシェマの同化と調節第 1 段階 (O~l ヶ月)

法
の
獲
得
も
可
能
に
な
る
ー
ー
そ
の
よ
う
に

ピ
ア
ジ
ェ
は
考
え
て
い
ま
し
た

第 l次循環反応

応協

応

の
反
J

マ

環

エ

循

シ

次

的
2

次

第

2

第 2 段階(l ~4 ヶ月)

第 3段 階 (4~10ヶ月)

第 4 段階 (10~12ヶ月)

第 3次循環反応第 5段階 (12~18ヶ月)

洞察の始まり第 6 設階 (18ヶ月~2 歳)

子どもは考えることーシンボ11 期:前操作期 (2 歳~7 歳)

ルと内的イメージを使うこ

(同
mw
ウ

とーを学ぶ。思考は非組織的

であり、おとなの思考とは異

自
己
O
民
l
印
日
目
け

y
E
S
)
。

なる。

子どもは組織的に考えるよう111期:具体的操作期(7歳~11歳)

になるが、具体的な対象や活

動に照らすことができる場合

に限ってである。

純粋に抽象的で仮言的なことIV期:形式的操作期 (11歳~成人)

でも組織的に考えることがで

きるようになる。
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ピ
ア
ジ

ェ
理
論
へ

ピ
ア
ジ
ェ
の
理
論
は
難
解
だ
と
言
わ
れ
ま

す
が
、
一
方
で
、
発
達
段
階
や
一
般
知
能
と

い
う
考
え
は
シ
ン
プ
ル
で
あ
り
、
分
か
り
ゃ

す
く
も
あ
り
ま
す
。
ピ
ア
ジ
ェ
の
洞
察
力
が

卓
越
し
て
い
た
と
い
う
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
で
す
が
、
そ
う
い
っ
た
シ
ン
プ
ル
さ
も
、

ピ
ア
ジ
ェ
の
理
論
が
世
界
で
広
く
受
け
い
れ

ら
れ
て
き
た
理
由
の
ひ
と
つ
だ
と
考
え
ら
れ

ま
す
(
盟
諸
}
号

wHus-

し
か
し
、
そ
れ
だ
け
影
響
力
を
も
つ
も
の

で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
の
対
象
に

も
な
る
の
で
し
ょ
う
。
こ
こ
一

0
年
間
の
聞

に
、
ピ
ア
ジ
ェ
の
説
に
対
抗
す
る
様
々
な
知

見
が
蓄
積
し
て
き
ま
し
た
。

そ
の
よ
う
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
の
多
く
は
、
乳

幼
児
は
ピ
ア
ジ
ェ
が
考
え
て
い
た
よ
り
も
、

ず
っ
と
以
前
か
ら
様
々
な
能
力
を
発
揮
し
て

い
る
よ
う
だ
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
う
い

っ
た
能
力
は
一
殻
知
能
に
支
え
ら
れ
て
い
る

の
チ
ャ
レ
ン
ジ

と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
言
語
や
空
間
認
識

な
ど
、
限
ら
れ
た
領
域
に
お
け
る
局
所
的
な

知
識
で
あ
る
こ
と
が
多
い
ら
し
い
と
い
う
こ

と
で
す
。

-
た
と
え
ば
ス
ペ
ル
キ
は
、
注
視
法
を
用
い

て
、
生
後
数
カ
月
の
乳
児
で
あ
っ
て
も
事
物

の
因
果
性
に
関
す
る
感
受
性
を
有
し
て
い
る

こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
(
印
七
色
片
0
・
呂
志
)
。

図
l
在
函
の
よ
う
な
装
置
を
赤
ち
ゃ
ん
の

前
に
提
示
し
ま
す
。
こ
の
装
置
で
は
、
ま
、
ず

黒
い
事
物
が
つ
い
た
て
の
中
に
入
っ
て
い

き
、
そ
の
後
白
い
事
物
が
出
て
き
ま
す
。

成
人
の
場
合
、
こ
れ
は
黒
い
事
物
が
つ
い

た
て
の
後
ろ
で
白
い
事
物
を
っ
き
動
か
し
た

の
だ
と
推
論
す
る
で
し
ょ
う
。
乳
児
の
場
合

も
、
同
様
の
推
論
を
し
て
い
る
ら
し
い
と
い

う
こ
と
を
ス
ペ
ル
キ
は
示
し
ま
し
た
。

図
l
左
函
の
事
物
の
動
き
に
馴
化
さ
せ
た

後
(
つ
ま
り
何
度
も
提
示
し
て
馴
れ
さ
せ
た

8 

後
)
、
中
ま
た
は
右
の
テ
ス
ト
図
を
提
示
す

る
と
、
赤
ち
ゃ
ん
は
中
国
よ
り
も
右
図
を
よ

り
長
く
注
視
す
る
の
で
す
。

こ
の
結
果
を
、
乳
児
に
と
っ
て
中
国
は
特

に
新
し
く
興
味
を
そ
そ
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
、
赤
ち
ゃ
ん
は
右
函
の
方
が
「
め
ず
ら
し

い
」
と
感
じ
た
の
で
た
く
さ
ん
見
た
の
だ
と

解
釈
す
る
な
ら
ば
、
赤
ち
ゃ
ん
は
左
図
の
事

物
の
動
き
を
中
図
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
た

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

ピ
ア
ジ
ェ
に
よ
れ
ば
、
事
物
の
永
続
性
の

達
成
は
、
シ
ン
ボ
ル
の
獲
得
に
つ
な
が
る
一

歳
す
ぎ
の
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
ず
か
ら
、
ス

ペ
ル
キ
の
示
し
た
こ
と
が
解
釈
通
り
だ
と
す

れ
ば
、
ピ
ア
ジ
ェ
は
乳
児
の
能
力
を
か
な
り

低
く
見
積
も
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
で
レ
よ

〉フ。の さい
連スれる乳
続ぺ て こ 幼
性ルいと児

キまカまカヨ
孟 は す 、 他
物 問。注に
は 果 視も
連 性 法様
出だに々
ザしけ よな
γ で つ知
にな て 識
軌く 明を
跡、 ら も
を軌 かっ
描 跡 に て
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く
)
や
、
接
触
の
法
則
(
ふ
た
つ
の
事
物
は

接
触
し
た
時
に
だ
け
互
い
に
影
響
を
及
ぽ

す
)
な
ど
へ
の
感
受
性
が
存
在
す
る
こ
と
、

し
か
し
乳
幼
児
は
必
ず
し
も
慣
性
や
重
力
に

関
す
る
感
受
性
は
も
っ
て
い
な
い
こ
と
、
ま

た
、
接
触
の
法
則
を
心
理
的
な
事
柄
(
接
触

が
な
く
て
も
あ
る
個
人
は
別
の
個
人
を
動
か

せ
る
)
に
は
適
用
し
な
い
こ
と
な
ど
を
明
ら

か
に
し
て
い
ま
す
。

ま
た
ケ
ア
リ
は
、
乳
幼
児
が
個
物
に
関
す

る
概
念
(
自
動
車
の
お
も
ち
ゃ
と
そ
れ
に
接

触
し
て
い
る
ア
ヒ
ル
の
人
形
と
を
区
別
す

る
)
や
、
お
は
じ
き
な
ど
数
え
ら
れ
る
事
物

と
流
体
な
ど
数
え
ら
れ
な
い
事
物
と
の
区
別

を
有
し
て
い
る
ら
し
い
こ
と
、
し
か
し
て

二
、
三
と
い
っ
た
数
列
に
対
す
る
感
受
性
は

も
っ
て
い
な
い
ら
し
い
こ
と
な
ど
を
示
し
て

い
ま
す
行
員

a
L
3
3
0

こ
の
よ
う
な
知
見
は
、
乳
児
が
限
ら
れ
た

領
域
に
お
い
て
、
か
な
り
洗
練
さ
れ
た
知
識

を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
知
識
の
存
在
は
、
よ
り
大
き

い
子
ど
も
た
ち
に
も
見
い
だ
さ
れ
て
い
ま

す
。
た
と
え
ば
マ

1
ク
マ
ン
は
、
一
言
語
獲
得

期
に
あ
る
幼
児
が
、
事
物
の
命
名
に
関
し
て

い
く
つ
か
国
有
の
知
識
を
も
っ
て
い
る
と
考

察
し
て
い
ま
す
。

例
え
ば
お
父
さ
ん
と
動
物
園
に
行
っ
た
幼

児
が
、
お
父
さ
ん
か
ら
「
あ
れ
が
ト
ラ
だ

よ
」
と
教
え
ら
れ
た
と
し
ま
す
。
お
父
さ
ん

が
「
あ
れ
」
と
指
し
た
先
に
は
樟
が
あ
っ

て
、
そ
の
際
聞
か
ら
後
ろ
む
き
の
ト
ラ
l
縞

も
ょ
う
の
毛
皮
と
し
っ
ぽ
i
が
見
え
て
、
そ

の
向
こ
う
は
灰
色
の
壁
に
な
っ
て
い
た
と
し

て
も
、
幼
児
は
樟
や
毛
皮
や
縞
模
様
や
し
つ

10 

ぽ
を
「
ト
ラ
」
だ
と
は
解
釈
せ
ず
、
濫
の
中

に
い
る
動
物
全
体
を
「
ト
ラ
」
だ
と
理
解
す

る
、
そ
し
て
お
父
さ
ん
が
指
し
た
特
定
の
虎

だ
け
で
な
く
、
樟
の
中
に
い
る
他
の
虎
も
ま

た
「
ト
ラ
」
だ
と
解
釈
す
る
と
い
う
の
で

す。
あ
い
ま
い
な
指
さ
し
と
命
名
、
だ
け
で
も
、

幼
児
が
指
示
対
象
を
的
確
に
把
握
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
は
、
語
業
獲
得
に
と
っ
て
重
要

な
情
報
だ
け
を
選
ん
で
処
理
す
る
た
め
の
知

識
を
、
幼
児
が
も
っ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
と

マ
ー
ク
マ
ン
は
考
察
し
て
い
ま
す
(
富
山
門
付
'

B
g
w
E
S
)
。

発
達
観
の
変
化
と
含
意

こ
う
い
っ
た
知
見
は
様
々
な
対
象
に
つ
い

て
見
出
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
集
積
か
ら
、
ピ

ア
ジ
ェ
の
理
論
に
代
表
さ
れ
る
一
般
知
能
や

段
階
説
に
も
、
見
直
し
が
求
め
ら
れ
て
い
ま

す。
で
は
、
ピ
ア
ジ
ェ
の
理
論
に
代
わ
る
発
達

観
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。
多

く
の
研
究
者
が
、
一
般
知
能
の
発
達
段
階
は

否
定
し
つ
つ
も
、
や
は
り
「

O
O歳
で
ム
ム

が
可
能
に
な
る
」
と
い
う
よ
う
な
発
達
段
階

説
を
と
っ
て
い
ま
す
。

け
れ
ど
も
ス
ペ
ル
キ
の
よ
う
に
、

事
物
の

℃
士
『
川
U

↑E
b

コ
司
王
、
L

ヒ
C
Y
-
、

ヨぃ
rく

p
同

為

、

》

Y
4
p
h
v匂



永
続
性
や
因
果
性
な
ど
、
中
核
と
な
る
知
識

が
す
で
に
乳
幼
児
期
か
ら
備
わ
っ
て
お
り
、

そ
れ
が
よ
り
豊
か
に
な
る
こ
と
で
発
達
が
進

む

と

い

う

人

も

い

ま

す

し

3
u己
w
p

zs)、
ま
た
シ

1
、
グ
ラ
ー
の
よ
う
に
、
時

発

達

段

階

に
応
じ
て
優
位
な
方
略
が
波
の
よ
う
に
変
化

す
る
と
い
う
見
方
を
す
る
人
も
い
ま
す

(
印
目
指

Z
F
呂
田
)
(
図
2
参
照
)
。

子
ど
も
と
継
時
的
に
関
わ
っ
た
こ
と
の
あ

る
人
な
ら
ば
、
変
化
は
|
速
い
遅
い
は
あ
っ

て
も
|
刻
々
と
進
む
も
の
で
あ
り
、
観
察
や

調
査
は
、
そ
の
流
れ
の
一
瞬
を
ポ
ラ
ロ
イ
ド

で
撮
影
す
る
よ
う
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を

知
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。

特
定
の
行
動
や
課
題
が
で
き
る
か
で
き
な

感党運動期

。制2 12+ 7・12

年齢

方略4

2・7

方

略

の

使

用

%

年齢

ピアジエの発達段階モデル(上)とシーグラーの

波状モデル(下) (Siegler(1995)より)

国 2
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