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デ
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ン
能
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と

し
て
の
＂
分
化
能
力
＂

　

こ
れ
ま
で
に
定
位
能
力
に
つ
い
て
話
を

進
め
て
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
と
深
く
関
係

す
る
＂
分
化
能
力
＂
に
つ
い
て
、
い
く
つ

か
の
こ
と
に
触
れ
て
い
く
こ
と
に
し
ま

す
。

　
＂
分
化
＂
と
い
う
言
葉
は
、
そ
も
そ
も

医
学
や
生
物
学
で
は
、
細
胞
が
分
裂
し
て

い
ろ
い
ろ
な
細
胞
、
組
織
へ
と
分
か
れ
て

い
く
こ
と
を
意
味
し
ま
す
が
、
同
時
に
何

か
に
対
し
て
細
か
く
反
応
す
る
と
い
っ
た

ニ
ュ
ア
ン
ス
で
も
使
わ
れ
ま
す
。
要
す
る

に
区
分
け
す
る
と
い
っ
た
感
じ
に
な
り
ま

す
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
条
件
反

射
に
お
け
る
分
化
で
す
。
最
初
に
あ
る
刺

激
に
対
し
て
学
習
す
る
と
、
似
た
よ
う
な

刺
激
に
対
し
て
も
少
し
は
間
違
っ
て
反
応

し
て
し
ま
う
の
で
す
が
、
何
度
も
繰
り
返

し
て
い
く
と
次
第
に
正
確
に
反
応
す
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
過
程
を
分
化
と
呼

ん
で
い
ま
す
。
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
反
応
と

で
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

こ
れ
に
は
、
大
変
広
い
意
味
も
狭
い
意

味
も
含
ま
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、
正
確

に
ボ
ー
ル
を
的
に
当
て
る
と
い
う
場
合
、

き
っ
ち
り
と
判
断
し
て
投
げ
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
で
も
、
体
の
部
分
を
上
手
に
使

い
分
け
る
と
い
っ
た
意
味
で
も
使
わ
れ
ま

す
。
小
さ
な
子
ど
も
は
箸
を
手
で
ギ
ュ
ッ

と
握
り
し
め
ま
す
が
、
こ
れ
は
指
一
本
一

本
を
別
々
に
使
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い

う
こ
と
で
は
「
分
化
し
て
い
な
い
」
と
い

う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
体

の
部
分
な
ど
を
必
要
に
応
じ
て
使
い
分
け

る
能
力
が
分
化
能
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
分
化
能
力
は
い
っ
た

い
ど
う
や
っ
て
獲
得
し
て
い
く
の
で
し
ょ

う
か
。
も
ち
ろ
ん
学
習
に
よ
っ
て
で
は
あ

り
ま
す
が
、
大
切
な
こ
と
は
学
習
す
る
前

の
段
階
、
つ
ま
り
分
化
し
て
い
な
い
状
態

が
大
変
重
要
な
意
味
が
あ
る
と
い
う
こ
と

で
す
。

　

こ
れ
が
コ
オ
ー
デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
能
力

と
し
て
の
＂
分
化
能
力
＂
の
最
大
の
特
徴

と
も
い
え
ま
す
。
簡
単
に
い
え
ば
、
完
全

に
分
化
で
き
た
と
し
て
も
、
実
は
、
分
化

さ
れ
る
前
の
状
態
は
、
脳
と
体
の
中
に
残

さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
は
分
化
さ
れ
た
運
動

を
よ
り
発
展
的
に
応
用
で
き
る
と
い
う
こ

と
を
助
け
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。
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                “意図”の理解から言葉の理解へ
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                “意図”の理解から言葉の理解へ
　赤ちゃんのコミュニケーションの始まり…これが前回
のテーマでした。お気づきの方もおられたかと思います
が、「言語・言葉」の話には触れていませんでした。そ
れなのに、なぜ「コミュニケーションの始まり」なのか。
　実は、赤ちゃんのコミュニケーション能力は、決して
言葉そのものから始まるのではなく、「もの」の認知か
ら始まります。スプーンを持っている人の顔を見て、そ
の性質、特徴を理解する、しかもその人の顔を見比べて、
「意図」を読み取るというのが前回の話題でした。意図
を読み取るというのはスプーンを持っている人が何をし
ようとしているのか、自分にとってどんな意味があるの
かを「言葉なき言葉」で理解しようとすることです。
　ある一定の時期になるまでは、テーブルの上において
あるスプーンには反応しません。誰かがそれを持って目
の前で見せることによって、意図を探り、「言葉」につ
ながるイメージがつくられます。単語は、「もの（スプー
ンという物体）」と「言葉（スプーンという言葉）」が単

純につながるものではあり
ません。意味づけ、意図が間
に入って、強く深く単語を理
解することになります。赤ちゃんは、一つ一つの単語か
ら覚えていくといわれていますが、単語の羅列ではない
意味ある文としての文脈的なセンスも学んでいくことに
なります。それがオウムと人間との違いです。
　赤ちゃんに二つのスプーンを見せると、比較ができま
す。違っているけど何かが共通している…といった漠然
としたことを理解しようとし、片方を渡されれば、より
二つの「違い」を意識するでしょう。平等に存在してい
た二つのスプーンが、自分に関わるのと関わらないス
プーンに分かれ、「もの」の理解に時間の流れが加わる
ようになるわけです。この時間の流れは、「何が、どうなっ
ていく」といった文脈の原型となります。
　これが“コミュニケ―ティブ・コオーディネーション”
の始まりとなります。

解することになります。赤ちゃんは、一つ一つの単語か


