
20

定
位
能
力
と
分
化
能
力
を
超
え
る

「
定
位
分
化
能
力
」

　

こ
こ
ま
で
に
、
第
二
の
段
階
で
の
コ

オ
ー
デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
能
力
に
お
け
る
定

位
能
力
と
分
化
能
力
の
こ
と
に
つ
い
て
触

れ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
個
々
に
発
揮

さ
れ
る
コ
オ
ー
デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
能
力
で

す
が
、
同
じ
よ
う
に
第
二
の
段
階
で
は
、

他
に
も
10
～
15
ほ
ど
の
能
力
が
含
ま
れ
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
段
階
に
お
け
る

能
力
は
実
際
の
運
動
場
面
に
お
い
て
、
コ

オ
ー
デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
専
門
家
で
は
な
い

選
手
や
指
導
者
で
も
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
く

な
る
と
い
う
点
で
は
２
な
い
し
４
つ
の
能

力
に
着
目
す
る
こ
と
で
充
分
と
い
え
る
で

し
ょ
う
。

　

そ
の
一
つ
に
「
定
位
分
化
能
力
」
が
あ

げ
ら
れ
ま
す
。
定
位
分
化
能
力
は
、「
定

位
能
力
」
と
「
分
化
能
力
」
を
合
わ
せ
た

能
力
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
２
つ
の
能

力
の
上
位
に
位
置
す
る
別
の
能
力
で
あ
る

と
考
え
て
下
さ
い
。
定
位
能
力
と
分
化
能

力
に
は
そ
れ
ぞ
れ
発
揮
す
る
脳
神
経
系
の

回
路
が
存
在
し
ま
す
が
、
定
位
分
化
能
力

は
、
さ
ら
に
広
範
な
神
経
回
路
が
関
与
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
生
理
学
的
な
詳
細

な
話
し
に
は
触
れ
ま
せ
ん
が
、「
定
位
分

化
能
力
」
と
は
ど
ん
な
能
力
な
の
か
と
い

う
点
に
つ
い
て
少
し
整
理
し
て
み
ま
す
。

　

以
前
に
、
連
載
の
中
で
感
覚
運
動
統
合

の
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
は
定
位
反
射
や
定
位
能
力
と
の

関
係
か
ら
で
し
た
が
、
そ
の
こ
と
を
延
長

し
た
話
し
と
な
り
ま
す
。
何
か
を
情
報
処

理
し
て
把
握
す
る
と
い
っ
た
こ
と
が
定
位

能
力
で
す
が
、
こ
れ
は
２
つ
の
レ
ベ
ル
か

ら
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
一
つ
は
、

ま
さ
に
感
覚
情
報
処
理
の
レ
ベ
ル
で
す
。

ど
う
い
う
形
、
ど
う
い
う
色
、
ど
ん
な
状

況
…
と
い
っ
た
こ
と
で
、
仮
に
、
そ
れ
を

理
解
し
よ
う
と
す
る
対
象
が
、
よ
く
わ
か

ら
な
い
、
ど
ん
な
も
の
か
判
断
で
き
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
理
解
す
る
た
め

に
あ
る
種
の
「
動
き
」
が
生
じ
ま
す
。
し

か
し
、
そ
の
「
動
き
」
は
、
ほ
ん
の
小
さ

な
動
き
で
、
通
常
で
は
見
た
目
で
は
わ
か

ら
ず
、
筋
電
図
な
ど
の
指
標
を
と
れ
ば
何

と
か
見
え
る
程
度
で
す
。

　

も
し
、
こ
の
時
に
「
何
の
た
め
に
」
と

い
う
目
的
、
つ
ま
り
何
を
す
る
た
め
に
そ

の
対
象
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か

が
は
っ
き
り
し
て
い
る
と
、
そ
の
「
動
き
」

が
異
な
っ
て
き
ま
す
。
事
前
の
「
か
す
か

な
動
き
」
が
微
妙
に
違
っ
て
く
る
わ
け
で

す
。
ま
ず
は
、
こ
の
レ
ベ
ル
か
ら
少
し
ず

つ
探
っ
て
い
く
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
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              赤ちゃんがつくる“世界”
　生まれたばかりの赤ちゃんは、言葉を話せませんし活発に動くこともで
きません。しかし、大切なことは、身体への刺激がどうだったかを感じ取
ることです。前号の最後に「近位環境」のことに触れましたが、それは自
分の手足を伸ばして届く範囲までの環境だと理解して下さい。これまで触
れてきた顔、物体 (例えばスプーンのこと…)などの話しは近位環境の範
囲のことが中心でした。手の届く範囲にあるものは、届かない範囲にある
ものとは認知の仕方も異なります。手で触れる物体への理解は、次第に離
れたところの物体への理解につながっていきます。こうして赤ちゃんは、
環境が持つ自分に対しての意味を理解し、楽しいとか危ないとか、いろい
ろな感情と結びつけながら思考の能力を発達させていきます。
　例としてあげてきたように、他人との関係、自分を理解し（自我の形成）、
物と物、人と物との関係を理解することによって、脳の中で「想像」の世
界を作るようになり、同時にこの世界が跳ね返って自分自身へも影響を与
えることになります。想像への拡がりが多いほどアイデアが浮かぶ、選択
肢が浮かぶといったことになるわけです。そして、さらに抽象的なイメー
ジへの道が開かれ、これが将来の思考、思考方法を築く能力に関係してい
きます。２つのコップと、２匹の犬から“２”という観念を理解する、そ

して悪いこと良いことの“軸”を理解する
といったように、抽象的な環境が作られま
す。こうした拡がりを示す近位環境から始
まる様々な「環境」は、決して段階的に発
達するわけではなく、行き来しながら発達していき、その基盤は「近位環
境」にあります。大人になっても、何かを考えて決断しようとするときに、
自分の身体が静かに動くことがわかるでしょう。大人になっても、近位環
境への働きかけは意味を持ちますが、赤ちゃんにとっての重要性は大人の
比ではありません。
　赤ちゃんシリーズは今回で最後となりますが、結論として赤ちゃんの育
ちは、ささやかなことが大切だということになるでしょう。このことを理
解するには、高度な知識ではなく、本来の大人が持つ感性による“子ども
を慈しみ、愛しむ心”を持つことが大切かと思います。これは、本来の人
間の“本能”です。シリーズの中で大人が赤ちゃんに接する時のふるまい
を中心に例としてあげてきましたが、これらのことは指摘するまでもなく、
大人達が誰もが行ってきた、誰もができる行為です。これが、私たち人間
の本来の姿だということをまとめにして稿を終えたいと思います。


