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「
分
化
の
分
化
能
力
」

　
前
回
、
ス
ポ
ー
ツ
の
習
熟
に
伴
っ
て
一
定
の

能
力
を
獲
得
す
る
と
、
ク
ロ
ー
ズ
ド
ス
キ
ル
と

オ
ー
プ
ン
ス
キ
ル
は
双
方
の
間
で
揺
ら
ぐ
⋮
、

こ
の
こ
と
を
含
め
て
「＂
型
＂
を
揺
ら
す
」
重

要
性
に
触
れ
ま
し
た
。
端
的
に
言
え
ば
コ
オ
ー

デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
能
力
に
お
け
る
「
分
化
の
分

化
能
力
」
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

　

復
習
に
な
り
ま
す
が
、「
分
化
」
そ
の
も
の

の
意
味
は
、
正
確
に
反
応
す
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
し
か
し
、
正
確
に
反
応
す
る
と
い
う
、
ま

さ
に
「
正
確
」
そ
の
も
の
が
一
つ
で
は
な
く
、

い
く
つ
に
も
分
か
れ
ま
す
。
た
だ
、
そ
の
場
で

適
切
に
正
確
な
反
応
を
選
ぶ
と
い
う
意
味
だ
け

で
は
な
く
、
精
度
を
落
と
す
こ
と
も
含
ま
れ
ま

す
。
こ
れ
ら
の
こ
と
が
、＂
揺
ら
ぐ
＂
と
い
う

意
味
に
含
ま
れ
ま
す
が
、
プ
ロ
野
球
の
投
手
が

相
手
側
の
ス
ク
イ
ズ
の
寸
前
に
ボ
ー
ル
の
コ
ー

ス
を
外
す
と
い
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。

野
球
フ
ァ
ン
で
あ
れ
ば
多
く
の
人
が
知
っ
て
い

る
江
夏
投
手
の
逸
話
で
す
。
ま
さ
に
ボ
ー
ル
の

リ
リ
ー
ス
直
前
で
し
た
。
こ
れ
が
「
分
化
の
分

化
能
力
」
と
い
え
ま
す
。

　
私
の
研
究
室
で
、
当
時
学
生
の
学
生
が
卒
業

研
究
で
こ
ん
な
実
験
を
し
ま
し
た
。
ハ
ン
ド

ボ
ー
ル
で
ラ
テ
ラ
ル
パ
ス
と
い
う
動
作
を
解
析

し
た
の
で
す
が
、
ハ
ン
ド
ボ
ー
ル
選
手
と
未
経

験
者
の
2
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
、
筋
の
使
い
方

と
動
作
の
動
き
を
調
べ
た
わ
け
で
す
。結
果
は
、

片
方
の
グ
ル
ー
プ
が
無
駄
な
筋
を
使
う
こ
と
な

く
重
心
も
パ
ス
方
向
へ
移
動
す
る
と
い
う
効
率

の
良
い
動
作
で
し
た
が
、
も
う
片
方
は
無
駄
な

筋
を
使
い
、
し
か
も
重
心
は
パ
ス
と
は
反
対
方

向
に
移
動
す
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。
み
な
さ

ん
は
ど
ち
ら
が
ハ
ン
ド
ボ
ー
ル
の
選
手
だ
と
思

い
ま
す
か
。
実
は
、
無
駄
な
動
き
を
し
て
い
た

グ
ル
ー
ブ
が
ハ
ン
ド
ボ
ー
ル
の
選
手
達
だ
っ
た

の
で
す
。

　
理
想
的
な
効
率
の
良
い
投
げ
方
は
途
中
で
変

更
し
に
く
い
の
に
対
し
て
、
一
見
未
熟
な
投
げ

方
は
突
然
変
更
で
き
ま
す
。
シ
ュ
ー
ト
す
る
選

手
へ
ラ
ス
ト
パ
ス
と
し
て
ラ
テ
ラ
ル
パ
ス
を
し

よ
う
と
し
た
⋮
、
す
る
と
相
手
選
手
が
立
ち
は

だ
か
り
イ
ン
タ
ー
セ
プ
ト
さ
れ
そ
う
だ
⋮
、
そ

の
分
、前
が
空
い
た
⋮
、な
ら
ば
自
分
が
シ
ュ
ー

ト
を
し
よ
う
⋮
と
い
う
の
が
「
動
作
の
変
更
」

で
す
。

　
実
際
に
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
で
も
、
さ
ら

に
複
雑
な
段
階
が
あ
る
の
で
す
が
、
い
ず
れ
に

し
て
も
「
分
化
の
分
化
能
力
」
は
目
立
た
な
い

能
力
で
す
。
お
そ
ら
く
こ
れ
を
見
極
め
る
指
導

者
、選
手
は
少
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、

こ
の
デ
リ
ケ
ー
ト
な
能
力
は
ど
の
よ
う
に
し
て

達
成
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
土
台
と
な
る
の

が
感
覚
能
力
と
の
関
係
で
す
。
次
回
、
も
う
一

度
、感
覚
と
の
関
係
か
ら
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
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                赤ちゃんの“環境”
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                赤ちゃんの“環境”
　人間はさまざまな生活環境に適応しながら生活していま
すが、新しい家、新しい土地に住めば戸惑うことがあって
も次第に慣れていきます。赤ちゃんにとってはどうでしょ
うか。赤ちゃんが少しずつ意識を持ち、自我に芽生えて環
境を理解することになれば、環境適応の始めの一歩となる
わけです。引っ越しなどで突然違った生活環境へ移ったら
どうか…。それが、意外と大人ほど戸惑うことなくすぐに
慣れるという気がしませんか。このことは多くの人が感じ
ていることでしょう。むしろ高齢者の方が戸惑うし、なか
なか住み慣れた土地から離れることには抵抗感を示します。
　そこで、赤ちゃんにとって生活環境への慣れということ
を少し考えて見ましょう。前号でのハイハイの時の“目標”
の話しを思い出してください。そして赤ちゃんの空間奥行
き感は広くないということも…。つまり、赤ちゃんにとっ
ての生活環境は狭く、どちらかという近いところにある「も
の」や「こと」が強い環境の要素として横たわっています。
目の前にある皿、目の前でゆらゆらと揺らされる「ガラガラ」

に関心を持ちますし、何らかの反
応を示します。大人、特に高齢者が住み慣れた土地から離
れたくないという思いとは違って、赤ちゃんにとっては見
慣れた…、もっと正確に言えば「触り慣れた」ものごとか
ら離れたくないという環境の要素となります。
　家族で出かける時、いつものクマのぬいぐるみを持ち歩
くとか、いつもの枕でないと寝ない、いつものタオルでな
いと拭いて欲しくない…といったことをよく見受けますよ
ね。赤ちゃん（いや、もう幼児ともいえますが）にとって、
この「身近な環境」が生活環境であって、このことは重要
な意味を持っています。「目標」がハイハイを促すように、
その身近にある「ものごと」が、触る、動かす、いじるといっ
た能動的な行動を引き起こすことなります。能動的な行動
が脳の発達を促すのであって、ハイハイからヨチヨチ歩き
へと変化する中での目標に向かって移動しようとする重要
なモチベーションとなるわけです。それは、脳と心の発達
を促す、まさに哺乳動物が持つ本能ともいえるものです。
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