
M o r i g u c h i , Y . ,  L e e  K . ,  &  I t a k u r a , S . ( 2 0 0 7 ) .  S o c i a l  

t r a n s m i s s i o n  o f  d i s i n h i b i t i o n  i n  y o u n g  c h i l d r e n .  

D e v e l o p m e n t a l  S c i e n c e ,  1 0 ,  4 8 1 -  4 9 1 .  

本 研 究 で は ， 社 会 的 場 面 に お け る 実 行 機 能 の 発 達 過

程 を 検 討 し た 。 実 験 1 で は ， 3 ， 4 ， 5 歳 児 は ， 他 者 が あ

る ル ー ル （ 例 え ば ， 色 ） で カ ー ド を 分 類 す る 様 子 を 観

察 し た 後 に ， 別 の ル ー ル （ 例 え ば ， 形 ） で カ ー ド を 分

類 す る よ う に 教 示 さ れ た 。そ の 結 果 ， 3 歳 児 は モ デ ル が

使 用 し た ル ー ル を そ の ま ま 使 用 し た が ， 4 ,  5 歳 児 は 教

示 ど お り に 正 し く カ ー ド を 分 類 す る こ と が で き た 。 実

験 2 , 3 , 4 で は ， モ デ ル の 心 的 状 態 に よ っ て ， 幼 児 の 受

け る 影 響 が 異 な る こ と を 示 し た 。 こ れ ら の 結 果 は ， 3

歳 児 が 他 者 の 行 動 を 観 察 す る と そ の 行 動 に 追 従 す る こ

と ，5 歳 頃 ま で に そ の よ う な 行 動 を 制 御 で き る こ と を 示

し て い る 。  

M o r i g u c h i , Y . ,  &  H i r a k i ,  K . ( 2 0 0 9 ) .  N e u r a l  o r i g i n  o f  

c o g n i t i v e  s h i f t i n g  i n  y o u n g  c h i l d r e n .  

P r o c e e d i n g s  o f  t h e  N a t i o n a l  A c a d e m y  o f  S c i e n c e s  

o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a ,  1 0 6 ,  6 0 1 7 - 6 0 2 1 .  

本 研 究 で は ， 3 歳 児 と 5 歳 児 ，成 人 に 認 知 的 切 り 替 え

課 題 を 与 え ， そ の 課 題 中 の 脳 活 動 を N I R S で 計 測 し た 。

そ の 結 果 ， 成 人 と 5 歳 児 は ， 行 動 レ ベ ル に お い て は 認

知 的 切 り 替 え 課 題 を 正 し く 遂 行 し ， 脳 活 動 レ ベ ル に お

い て は ， 認 知 的 切 り 替 え 前 後 に ， 両 側 の 下 前 頭 領 域 を

有 意 に 活 動 さ せ た 。 一 方 ， 3 歳 児 に つ い て は ， 認 知 的 切

り 替 え に 成 功 し た 幼 児 （ 通 過 群 ） と 失 敗 し た 幼 児 （ 失

敗 群 ） を 分 け て 分 析 し た と こ ろ ， 通 過 群 で は 認 知 的 切



り 替 え 前 後 に 右 の 下 前 頭 領 域 に 有 意 な 活 動 が 見 ら れ た

の に 対 し て ， 失 敗 群 で は 有 意 な 活 動 が 見 ら れ な か っ た 。

こ れ ら の 結 果 か ら ， 下 前 頭 領 域 の 活 動 が 切 り 替 え 能 力

の 発 達 と 関 連 し て い る 可 能 性 が 示 さ れ た 。  

 

M o r i g u c h i ,  Y . ,  &  H i r a k i ,  K . ( 2 0 1 1 ) .  L o n g i t u d i n a l  

d e v e l o p m e n t  o f  p r e f r o n t a l  f u n c t i o n  d u r i n g  e a r l y  

c h i l d h o o d .  D e v e l o p m e n t a l  C o g n i t i v e  

N e u r o s c i e n c e ,  1 ,  1 5 3 - 1 6 2 .  

本 研 究 で は ， 認 知 的 切 り 替 え 能 力 の 行 動 レ ベ ル の 変

化 が 脳 内 の 変 化 と 関 連 す る か を 検 討 す る た め ， 同 じ 子

ど も の 年 齢 に 伴 う 変 化 を 追 跡 す る 縦 断 的 研 究 を 実 施 し

た 。 幼 児 は ， 3 歳 時 点 と 4 歳 時 点 で 研 究 に 参 加 し ， 両 時

点 に お い て 認 知 的 切 り 替 え 課 題 を 与 え ら れ ， 課 題 中 の

脳 活 動 が N I R S を 用 い て 調 べ ら れ た 。 そ の 結 果 ， 3 歳 時

点 で 課 題 に 通 過 し た 幼 児 は 右 の 下 前 頭 領 域 を 活 動 さ せ ，

4 歳 時 点 で は 両 側 の 下 前 頭 領 域 を 活 動 さ せ た 。 一 方 ， 3

歳 時 点 で 課 題 に 通 過 し な か っ た 幼 児 は 下 前 頭 領 域 を 活

動 さ せ な か っ た が ， 4 歳 時 点 で は 課 題 に 通 過 し ，左 の 下

前 頭 領 域 を 活 動 さ せ た 。 こ の 結 果 は ， 認 知 的 切 り 替 え

能 力 の 行 動 レ ベ ル の 変 化 と 前 頭 葉 の 活 動 に 関 連 が あ る

こ と を 示 唆 し て い る 。  

M o r i g u c h i ,  Y . ,  E v a n s ,  A . D . ,  H i r a k i .  K . ,  I t a k u r a ,  S ,  

&  L e e ,  K .  ( 2 0 1 2 ) .  C u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  

d e v e l o p m e n t  o f  c o g n i t i v e  s h i f t i n g :  E a s t - W e s t  

c o m p a r i s o n .  J o u r n a l  o f  E x p e r i m e n t a l  C h i l d  

P s y c h o l o g y ,  1 1 1 ,  1 5 6 - 1 6 3 .  



著 者 ら は ， 先 行 研 究 （  M o r i g u c h i  &  I t a k u r a ,  2 0 0 7  ）

に お い て ，3 歳 児 は 他 者 が あ る ル ー ル で カ ー ド を 分 類 す

る 様 子 を 観 察 す る と ， 別 の ル ー ル で 分 類 す る よ う に 教

示 さ れ て も ， 観 察 し た ル ー ル を 用 い て カ ー ド を 分 類 す

る こ と を 示 し た 。 本 研 究 は ， こ の 傾 向 が 日 本 人 幼 児 に

特 有 で あ る か を 検 討 し た 。 日 本 人 幼 児 と カ ナ ダ 人 幼 児

に こ の 課 題 を 与 え 成 績 を 比 較 し た と こ ろ ， 日 本 人 幼 児

は ， カ ナ ダ 人 幼 児 に 比 べ て ， 他 者 の 行 動 に 追 従 し や す

い こ と が 示 さ れ た 。 一 方 ， 他 者 を 含 ま な い 問 題 解 決 型

の 課 題 を 与 え た 場 合 に は ， 両 者 に 差 は 認 め ら れ な か っ

た 。 こ れ ら の 結 果 は ， 両 文 化 に お い て 問 題 解 決 型 課 題

で は 発 達 過 程 が 類 似 し て い る が ， 他 者 を 含 む 課 題 で は

発 達 経 路 が 異 な る こ と を 示 し て い る 。  

M o r i g u c h i ,  Y .  &  S h i o n o h a r a ,  I .  ( 2 0 1 2 ) .  M y  n e i g h b o r :  

C h i l d r e n ' s  p e r c e p t i o n  o f  a g e n c y  i n  i n t e r a c t i o n  

w i t h  a n  i m a g i n a r y  a g e n t .  P L o S  O N E   7 ( 9 ) :  e 4 4 4 6 3 .  

d o i : 1 0 . 1 3 7 1 / j o u r n a l . p o n e . 0 0 4 4 4 6 3  

幼 児 は 目 に 見 え な い 友 達 と 遊 ぶ 。 こ の よ う な 存 在 は

空 想 の 友 達 ( I m a g i n a r y  C o m p a n i o n ,  I C ) と 呼 ば れ ， 4 割

程 度 の 子 ど も が I C と の や り 取 り を 楽 し む と 報 告 さ れ て

い る 。 本 研 究 で は ， 幼 児 が I C の よ う な 目 に 見 え な い 他

者 を ど の よ う に 認 識 し て い る か を 検 討 し た 。 具 体 的 に

は ， 幼 児 は ， 目 に 見 え な い 他 者 が ， 心 理 学 的 特 性 （ た

と え ば ，怒 っ た り す る か ）や 生 物 学 的 特 性（ た と え ば ，

ご 飯 を 食 べ た り す る か ）を 持 つ か に つ い て 質 問 さ れ た 。

そ の 結 果 ， 日 常 的 に I C と 遊 ぶ 子 ど も の 群 は 目 に 見 え な

い 他 者 が 心 理 学 的 ・ 生 物 学 的 特 性 を 持 つ と 回 答 す る の



に 対 し て ， I C を 持 た な い 子 ど も の 群 は そ れ ら の 特 性 を

持 た な い と 回 答 し た 。 こ れ ら の 結 果 は ， I C を 持 つ 幼 児

と 持 た な い 幼 児 は ， 目 に 見 え な い 他 者 に つ い て 異 な っ

た 認 識 を 持 つ こ と を 示 唆 し て い る 。  

 


