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問 題

　Bender−Gestalt　Test （以下 BGT と略記） は ，1923

年 Wertheimer
，
　M ・が知覚実験に使用 して 発表 し た 9

個の 図形 を用 い て ， 1938年 に Bender
，
　 L．が臨床 面 に応

用 し て 作成 し た 入 格検査法 の ひ と っ で あ る 。 BGT は ，

図形 を再生す る し か た に は 正 常範囲 が あ り， その 正 常範

囲か らの 逸脱 は ， 知的能力 お よ び知的機能，情 緒 安 定

性，知覚の 適切 さな ど に お け る 平均人 か らの 逸脱 お よ び

器質的疾患 を反映す る とい う仮定の も と に 用 い られ て い

る。ま た BGT は ，視覚 と運 動 の 協応 を発達的 に と ら え

る の に も有効 で あ る とされ て い る。

　BGT に つ い て は 多くの 研究者が い ろ い ろ の 角度 か ら

検討 を 重 ね て きて お り， そ の 採点 の し か た に つ い て も種

々 の 方法が発表 され て い る。そ の な か で， Pascal，　 G ．

R ，と Suttel，　B ．　T ．（1951）が 標準化 し た 採点法 が ，

比較的客観性 が あ る とい う理 由 で 最も多 く使 わ れ る傾向

に あ る 。

　ま た，KopPitz ，　 E ．　M ．（1960） は ，
　 Pascal と Suttel

の 採点法 （以 下 P ＆ S 法 と略記） を修正 し ，児童向き

の 採点基準 を発 表 し た。P ＆ S 法で は ，函 A を除 い て 図

1 か ら図 8 まで の 図形 に つ い て採点を行な い ， 各図形 ご

とに 1 〜13 の 採点項 目，計 105 の 項 目が あ り，そ れ ぞ れ

採点 に 重み づ けが し て あ る。他方，Koppitz 　taは，図 A

か ら図 8 ま で の 図形 に つ い て 計30の 採点項 目を設けて お

り，各項 日 に つ い て そ の 誤 りが 出現 し て い れ ば 1 点 と採

点 し て い く方法 で あ る 。
P ＆ S 法 で は 図 A をテ ス トへの

導入 と し て 用 い ， 「図 A の 位置 」 の 採点項 目以 外 に は 図

A の 描写図形そ の もの に つ い て は 採点 し な い の に対 し ，

Koppitz 法 で は 図 A も採点 の 対象 とし て い る。　 Koppitz

法 で 用 い られ る 採点項 目の う ち，P ＆ S 法 に な い 独 自の

もの は 図 A に つ い て の み で あ り，他は なん ら か の 形 で

P ＆ S 法 の 採点項 目と重複 し て い る。

　最近 わ が 国 で も，児童用 と して の Koppitz 法 が 注 目

され て い る が ， 発達 とい う観 点か らの P ＆ S 法 との 比

較検討 は行 なわれ て い な い 。 こ こ で は ，
P ＆ S 法 お よ び

Koppitz 法 が，　 BGT の 発達的な変化を どの よ うに と ら

え うる か ， さらに どちらが発達的な 変化 を と ら え る の に

有効 で あ る か とい うこ と に っ い て ，同
一資料 に あ て は め

て 比較検討を行な う。

方法と手続き

　 1） 被験者

　対 象 は，仙台市内の 幼稚園児か ら高校生 ま で （5 才か

ら14才 まで ， お よ び17才） の 男子 266名，女子 211 名，

計 477 名 で あ る 。被験者 の 構成は Table 　1 に 示 す。な

お，被験者 は す べ て ， そ の 担任 の 教師 に よ っ て，著しい

知的欠陥 が な い と認 め られ た 者 で あ る。

　 2） 検査方法

　検査 は，BGT 図版を 9 枚重 ね て リ ン グで 閉 じて 各人

に 主組ずつ 配布 し ， 集団 で 行 な っ た。集団式で は な お ，

ス ラ イ ドや集 団 タキ ス トス コ ープに よ る 方法もあ る が，

こ こ で は 個 人 検査 に 準ず る も の とす る た め に こ の よ うな

方法 を と り，検査者の 他に 2 〜 3 人 の 補助員をお い て ，

検査の 目的 が 十 分達せ ら れ る よ う に 配慮 し た。

　描 写用紙は 21x29cm の 白洋紙 で あ り，各 人 に鉛筆と

消 ゴ ム を与え，定規や コ ン パ ス は い っ さ い 使用 させ ない

こ と と し，描 写 の 時間は 制限 し な か っ た
。 教示 は 次 の よ

うな もの で あ る 。

　　 「あな た の 前に は， 1枚 の 大 きな白い 紙 と，リ ン グ

　で 閉 じた 9枚 の カ
ードが 置 い て あ りま す 。 こ の カ ー

ド

　に は 9 つ の それぞれ異 な っ た 図が描 い て あ ります。そ

　れ を上 の カ ードか ら順 に，そ の とお りに 描 き写 し て く

　だ さい
。

1 っ 描き終っ た ら 1 枚ず つ カ ードを め くっ

　て，順に 最後 ま で 描 い て い っ て ください 。 1 つ 描 き終

　 っ たら 1 枚ず つ カードを め くっ て ， 順 に 最後 ま で 描 い

　て い
っ て ください

。」
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賢eble 　 1 被験者の 構成

’
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　な お，検査 に先 だ ち，こ の よ うな倆入式 に 準ず る集団

施 行法が 個 人 検 査 の 結果 と差 が あ る か ど うか を確か め る

た め に ， 集 団式 と個人式 の 検査結果が異 な る とすれば ，

幼い 子 ど も ほ ど そ の 差 が 生 じ や す い の で は ない か とい う

考え の も と に ，5 才児 に つ い て 比 較 を 行 な っ た．個 人 式

で 28名，集団式で 16名に BGT を施行 し ，　 Table 　2に 示

　　 Tab］e　2　集団検査 と個人 検査 の 比較

　　　　　　　（5 才 児 ，集団 二 n ＝16 ， 個人 ： n ＝28）

　 Koppitz法

集 団 1個 人

得 点

140130120110loe9

 

　 　 P ＆ S　法

…一
集　 団　 個　 人

平 均 得 点
i…131．　38136 ．32 6．列 　 7．・61

標 準 偏 差 39．90 　 42、65　 12 ．　S9　14 、02・

　　　　　　 ＊ P ＜．05 （F ・test）

す よ うな結果 を得た．Koppitz 法 に よ る 集団式 と個入式

得点 の 分散問 に 5 ％水準で 有意差があ っ た が ，
P ＆ S 法

で は 平均値 お よ び 分散 の い ずれ に も有意差 は なか っ た。

ま た採点項目内容に つ い て も顕著な差 は み ら れ な か っ

た 。 こ の こ と か ら，こ の よ うな集団式 は ，個人検査 に よ

る もの と大差 の ない 結果 を得 る もの と想 定され る Lt

s 

7050

結

1． 年令による変化

果

まず，性差 を考慮せ ず に年令 に 伴な う変化 を み て い

　　　P ＆ S 法に よ る得点の 変化 　 Fig 、1 は ，年 令

別得 点 の 平均殖と標準偏差 お よ び そ の 有意差検定 の 結果

を示 す。検定 は まず分散に つ い て 年令群別 に F 検定 を行

な い ，有意差が な か っ た 群間 の 平均値に っ い て も検定を

行 な っ た。平均値 は ， 5 才群 と 6 才群 の 間 に 急激 な 滅少

が見られ，ま た そ の 2群の 得点の 分散 に も ／％水準 で 有

意差 が 認 め られ た s6 才 か ら13才 ま で は 年令 の 増加 に伴

な う得点 の ほ ば単調 な 減少があ り，17才 で もま だ 得点の
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Fig ，1P ＆ S 法 に ょ る 平均 値 と標準偏差 お よ び そ

　　　の 有意差検定

減少 が み られ る 。 標準偏差も，年令の 増加 に伴な っ て 小

さくな っ て い る 。

　2） Koppitz 決 に よ る 得 点 の 変 化 　 Fig．2 は．

Koppitz 法 に よ る 年令別 得点 の 平均値と標準偏差 お よ び

そ の 有意差検定 の 結果 を 示す。平均値 に は ，P ＆ S 法 の

場合と同様 に ， 5 才 か ら 6 才 に か け て 急激な減少 がみ ら

れ る。 6 才 か ら 9 才 ま で は ほ ぼ一
定 の 単調 な減少傾向が

あ t） ， それ以降 の 年令群間 に は 顕著 な 差は み られ ない 。

標準偏差 は
一

般 に か な P大 きく，分散 の 検定で は Fig．2

に 示す よ うな結果が得られ た が ，分散 に 有意差 の な い 群

間の 平均値 の 問 に は ，い ずれ も有意差 がな か っ た。

　3）　 5 才時得点 を基準 と し た場合の 両得点の 変化
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Fig・2　Koppi 乳z 法 に よ る 平均値 と標 準 偏 差 お よ び

　　　そ の 有意差検定
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Fig ．3　5才時得点 を基準 （100）とす る 各年令群得

　　 点 の 変化 （P ＆ S 法 と Koppitz 法 の 比 較）
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Fig ．4　図形別得点の 平均値と その 標準偏差

Fig，3 は ， 5才時得点を基準 （100） とし た場合 の ，　 P　　変化 を示 す。　P ＆ S 法 で は ， 10才ま で 得点 は 急激 に減少
＆ S 法および Koppitz 法の 両得点平均値 の 年令に よ る　　する が ， それ以降の 年令で の減少は 単調 で あ る。他方 ，
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Koppitz 法 で は ， 9才 ま で の 得点 の 減少 は P ＆ S 法 よ

りもさらは 急激で ある が，そ れ以降の 年令で は ほ と ん ど

変 化 し て い な い
。 こ こ で ，

P ＆ S 法 で は IO 才 ま で ，

Koppitz 法 で は 9才 まで 得点 の 急減 とい う差が み られ

る。

　4） 図形別得点 とそ の 標準偏差 の 変化　　Fig．4 は ，

P ＆ S 法お よ び Koppitz 法 に よ る 図形別 得点 とそ の 標

準偏差の ， 年令 に よ る 変化 を示 す。一般 に P ＆ S 法 で

は． 5才群 と 6才群 の 問 の 比較的急激な変化 の 他は ， 年

令 の 増加に従 っ て 得点 の 漸減傾向が み ら れ る 。他 方，

Koppitz 法 で は ，一
般に 5 才 か ら 9 才 ま で 得点 の 急激 な

減 少が み られ る が ，9 才以降は得点は 0 に近 く，ほ とん

ど変化 し な い 。P ＆ S 法 と Koppitz 法 の 両採点法 に よ

る 得点 に 共通 し て い え る こ とは ，5 才児の 得点が図 7 に

お い て特 に 高 い こ とで あ D，つ い で 図 3 が高い とい うこ

とで あ る 。 図 3 お よ び図 7 は ， 年令 の 低 い 群 に は 再生が

比 較的因難 で あ る こ とが うか が え る。

　5） P ＆ s 法 お よ び Koppitz 法 の 得点問の 年令群内

相関　　Table 　3 は ， 各年令群別 に ，
　 P ＆ S 法 お よ び

Koppitz 法 の 得点間 に 求 め た ピ ア ソ ン の 相関係数お よ び

そ の 年令群間の 有意差検定の 結果を示す。 5才か ら 8 才

ま で は，P ＆ S 法 お よ び Koppitz 法 の 得 点問 の 相関 は

か な り高い が， 9 才以降の 群で は 12才群 を除けば相関 は

低 い 。 検定の 結果 か らも
一

般 に ， 8 才以下 の 群 と 9 才以

上 の 群 との 間 に は 有意差が多く見 ら れ る。

　6） P ＆ S 法の 項 目別誤謬 出現 率　 　9才 お よ び 10才

時で の 相関が非常に低 くな っ て い る原因を吟味する た め

に ， 採点項 日の 多 い P ＆ S 法 の 項 目別 に，採点 の 対象

とな っ た誤謬 の 出現率 をみ た 。 ほ と ん どす べ て こ の 項目

に お い て ，誤謬 の 出現率 は 年令の増 加 に 伴な っ て減少す

る が ， なか で も減少 が 顕著な項 目は ，
Fig．5−1 に 示 す

よ うに，「歪 み 」「非対象 」 な どで あ る。また 「回転」も

　 ％

　 Ioo
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Table　3　 P ＆ S 法 お よ び Kappitz 法 の 得点間 の 年令別相関 とその

　　　 有意 差 検定

　　　　　　 　　　　　　　 く 相関係数 の 有意差検定 〉
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年令 の 小 さ い 群に の み み ら れ る。

　 し か し ま た Fig．5−2 に 示すよ うに．

「くり返 し 」 の 項 目で は，い ずれ の 図形

にお い て も 9 才お よ び 10才 で 誤謬 の出現

率 が 最 も 高 く な っ て い る 。こ の 「くり返

し 」 の 項 目で 採点 され る割合い が 9 才お

よ び 10才 で は か な り大き く，し たが っ て

こ の 項 目を設け て い な い Koppitz 法 と

の 差が こ こ で顕著に現われ た も の と 思 わ

れ る 。 ま た 「全 体 の 圧 縮」 の 誤謬 出現率

も，7 才 お よ び 8才 を頂点 とす る逆U 字

曲線を描く。

　Koppitz 法で は， 「ゆがみ 」 「回転」

「統合」　「保続 」 の 4 項 目群 が 用 い られ

て い る が ， こ れ らは P ＆ S 法の 項 目 に

対応 させ れば比較的 比重 が大き く採点 さ

れ て い る も の で あ り， し か もそ の 誤 りは

い ずれ も低年令群に の み 顕著に現われ て

い る Q
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Fig ，5−2　P ＆ s 法 の 項目別誤謬出現率

　2． 性別お よび 年令別得点 の 変化

　1） P ＆ S 法 に よ る 性別得点の 変化　　Fig．1 に 示

し た よ うに ， 年令別得点 の 平均値 は 年令 の 増加 に 伴な っ

て単調減少 を示 し て い る が ， さらに そ こ で性差を吟味す

る と ，
Fig．6 の よ うに な る、全般的に い え る こ と は．

統計的有意差がない に しても，男子群の 方 が や や 高度得

点を示 す こ とで あ り，こ の 現象は ， 10才 と13才 で わずか

に逆転し て い る に す ぎない 。特 に 12才群で は男女の 差が

著 し い
。 分散 は 8 才 ・10才 ・12才 ・14才群で男・子の 方 が

有意に 大 きい 。 グラ フ の 曲線 か らは ， 女子 は 12才で，男

子 は 13才 で ， す で に 17才 の 水準 に 近 づ くこ とが うか が え

る。

　2） Koppitz 法 に よ る 性別得点 の 変化 　　 Fig，7 は

1（oppitz 法 に よ る 性別 得点 の 変化 を 示す 。 分 散は P ＆ S

法 に よ る 揚合 と 同 じ く，各年令群内で男女間に有意差の

あ る も の が 多い
。 平均値 は

一
般 に 男子の 方 が い くぶ ん高

い が ， し か し 6 才 ・7 才 ・9才群で は女子 の 方が高くな

っ て お り，特 に 9 才群 で は 1 ％水準で 有意差が 認 め られ

た。

　3） P ＆ S 法お よ び Koppitz 法 の 得点間 の 性別年令

群内相関　　Table 　4 は ，性 別 年令別 に，　 P ＆ S 法 お よ

び Koppitz 法 の 得 点間 に 得 られ た ピ ァ ソ ン の 相関係数

お よ び そ の 有意差検定の 結果 を 示 す。一
般 に 男 子 は 女子

よ りも相関 が高く，男子群 の 中で も 5 才
・7 才

・8 才
・

12才 ・13才群で相関が高い 。 そ れ に 対 し て 女子 で は 5 才
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Fig．6P ＆ S 法 に よ る性別平均馗 と標準偏差 お よ

　　　び そ の 有意差検定

か ら 8 才まで の 各群で相関が 高く，9才以降 で ばほ とん

ど相関 が ない 。そ れ らQ検定 の 結 果 か ら も，男 子 で は 年

令 に 伴な う差が顕著で は な い が ，女 子 で は 8 才以前 の 年

令群と 9才以降 の 年令群間 に顕著 な差が 見 られ る こ とが

示唆 され る。さ き の Table 　 3 で 示され た 12才群で の 相

関 の 高さは ，Table 　4 に 示 さ れ る よ うに ，12才 の 男子 で

の 相関がか な り高 い こ とに よ る もの とみ られ る 。

3， P ＆ s 法お よび Koppitz 法 の 得点 の 全体的比較

1） 被験者全員 に っ い て の P ＆ S 法お よ び Koppitz．
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般 に高 い に も か か わ らず ， 男子 全員 に っ い て の 相関は，

女子 全員 に つ い て の 相関 よ P．有 意差 は な い が い くぶ ん

低 い 。 し か し男女 と も，発達的 に 全体を含め た 相関係数

は ，各年令群内で の 相関係数 の い ずれ よ りも大 きい 。

Table　5　 P ＆ S 法得点 と Koppitz 法得点 の 相関

　　 　 （5 才〜17才）

人

惨 子 1女 子 吟 員

数 1
L−test

266　1 … 1 477

得 点

　 8

冖
’

6

一
〇

五．

3

2

1

o

・：女　 子冫

〕 　6　7　8　9　101112 】314 ・　　 17　 年令

Fig ．7　Kopplt 」 法に よ る 性別 平均値 と標準偏差 お

　　　よ び そ の 有意差検定

法得点間 の 相関　　全被験 者477　Z に つ い て の P ＆ S 法

お よ び Koppitz 法 の 得点問 の 相関係数は 0、866で あ る。

こ の 数値は ど の 年令群内 の 相関係数 よ P も高い 。各年令

群 内で の 相関 は一
般 に高年令群で は 低 い が ， 発達的 に全

体を含めれ ば相関 は か な り高くな っ て い る 。

　2） P ＆ S 法 お よび Koppitz 法 の 得点間 の 性別相関

5 才 か ら 17 才まで の 男子 266名 と女子 211名に つ い て

の ，P ＆ S 法 お よ び Koppitz 法 の 得点問の 性別相関係

数 は Table 　5 に 示 す と お りで あ り． い ず れ も か な り相

関が高 い 。男子群 で は ，年令群内相関が女子 に 比 べ て
一

驫
ソ

認 1 … 21 … 882 ｝ 燭

　4． 採点例

　次 に ，
P ＆ S 法 と Koppitz 法 の 両得点 が と も に 高

く，両採点法で の 評価が 比 較 的合致 し て い る 例 と ，
P ＆

S 法で は 比較的高得点で も，Koppitz 法 で は ま っ た く得

点 の 対象 とは な ら な い 例 を あげ る。

　例 1 （Fig．8）は 前者の 事例 で あ り，
P ＆ S 法 に よ る

得点 が 138，Keppitz 法 に よ る 得点が 9 で あ る 。こ れは

5才 の 女子 の もの で あ る が ，

一般に低年令群で は こ の よ

うに，「ゆ が み 」 「回 転 」 な ど の 誤 りが 多くみ られ る 。

　例 2 （Fig．9） は後者に属す る事例 で あ り，P ＆ S 法

に よ る 得点が48，Koppltz 法 に よ る得点が 0 とい う9 才

女子 の も の で あ る ．
P ＆ S 法で は 「くり返 し 」 や 「ふ る

え」 な どが 採点 され て い る が，Koppitz法で は い ずれ も

採点 の 対 象 と な らず ，こ こ に 両採点法 の 評価 の 差が現わ

れ て い る 。

◎

Go
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湖
ノ

● ●■

θ

53

の

詑
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・
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袖

Fig，8 例 1 （5 才女子 ： P ＆ S 法 ＝138，　 Keppitz

　　　法
＝9 ）

考 察

　今回 の Kopp 三tz 法 に よ る 結 果 は ，　 Koppitz （1960）

自身が 発表 し た 平均値に 比 べ る と，発達的 に 1 才ず っ 進

ん で い る。これ は 採点上 の 問題 に 帰さ れ る の か ，あ る い
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Teble　4　 P ＆ S 法 お よ び Koppitz 法 の 得点 の 性別年令相関とそ の 有意差検定
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Fig ・9　例 2 （9 才，女 子 ： P ＆ S 法 ＝48 ，
　 Koppitz

　　　法 ＝0）

は 被験者 の 発達的な差な の か を検討す る 必 要 が あ ろ う。

しか し Koppitz の 採点規準は 比較的明瞭 で ， 誤謬 の 著

し い もの の み をと りあげ て お り， 採点 誤 差 の 入 る 余地 は

少 ない よ うに 思 わ れ る 。 こ の こ と か ら，採点上 の 違 い と

い うよ Pは む し ろ ， 母集団の 発達的差異 と考え た 方 が適

当 と思 わ れ る 。また，被験者 の テ ス ト状況 へ の 順応性 と

か教示 の 統制 に よ る 効果が 多少異 な っ て お ）， そ れ が反

映 され て い る とも考え られ る 。 あ る い は また，検査 の 手

続き上 の 違 い （Koppitz の 場合は ま っ た くの 個人検査 で

あ り，著者の 揚合 は 個人検査 に 準ずる集団検査 で あ る。

し か し集団式 の 場合は ， どちらか とい え ば ， 得 点 が 高
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Tab】e　6　例 1 の 採点
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〒・…
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図 2
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9．補助線｛2｝……7……・・

10曹書 きす ぎ12i・…・一 …

U ．くり返 し （3 以上）
一．

12．　回　　車云（8）・・・・…　P幽F…　鹽’
　8

13．一
部欠如〔8 ；

・一・………

　　 小 　計　 　 　　 　 13

図 7
ユ，各辺 の 端〔8）……“…’

2、余分 な 角度圖 ・・……・3

3．角度欠如｛3｝………噛・・3

4，余分な点 ，

　　　　 ダ ッ シ ュ ｛3｝…

5，二 重線（1 以上）
……

6『ふ る え（4｝…・……・…・

7．歪 み （8以 上 〉……・16

＆ 補助線（2）・・………：…

9．くり返 し（3 以上）…

ll：靆 ｝：：：：：：：：：：1：sl
図 8L

各 辺 の 媚 8｝…………

2．余分の 角〔3）・・…・……

3．角度欠如｛3｝・…・・…… 3i

4．余分な点，

　　　　 ダ ッ シ ュ｛3｝…

5．二 重線（／以上）……

6．ふ る え｛4］……………
　　　　　　　　　　　 ；
7．歪 み（8 以上〉…・…・8i

瞞 助ma｛・］一…・…・…… i
9．書きす ぎ｛2）…

・…… ’
　 ｝

10．く り返 し（3 以上〉
・・　 l

l、，回 軾 8｝＿ ．…、．… i
12．　

一
部欠女口｛8）・一・一

　　小　計　　　　　 11 ．

全体 の 構成

1，図 A の 位置｛2）・一…… 2

2，図形 の 重 な り

　　　　　 （2 以上〉・

3、圧 縮 3［・…………・

4．　境界線〔81・・・・・・・・・・・…

5・順 序 12｝・・……・・… 21

6．順序な し （8｝…・・……．

7・比較的な 大 き さ（8｝・・81

　　 小 　計　　 　　　 12

合　計　 　 138

〈 KOppitz法 〉

図 A ．ゆがみ a …… 1
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乞図

図 3 ．ゆがみ a

　　　回　転 a

　　 統 　合 a ・
　 1

　 　 　 　 　 b

1

　　　　　　　　　 F
図 4 ．回 転 a ．・P　員

　　 統 　合 a

図 5．ゆ がみ a

　　 　回 　tZ　a

　　 統 　合 a

　 　 　 　 　 b

図 6 ．ゆ が み a …… 1
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　　 　 保 　続 a
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Table　7 例 2 の 採点

　　　　 〈 P ＆ S 法 〉

図 11

・波状 の 線｛2｝・・………・…・t・・

2、点 ， ダ ッ シ ュ ，円｛3）…

3・ダ ッ シ ュ｛2）……………

4 　円18｝・・・・・・・・・…　一・・・・・・・・…

5・点 の 数（2 以土）
…・・…・

6、2　 行〔8｝・…・……・… 一…

7．書 きす ぎ（2｝・・一 ・一 ・… ・

8．く り返 し （3 以 上 〉……

9．　伺　　転｛8｝・・・・・・・・・…　國・・『・FF

10 ，欠 如 侶｝・…・…・・…・……・…

　　小　計　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　0

　 図 2

　　ユ．波状 の 線｛2｝・齟……・…・　　 2

i　　2．ダ ッ シ ュ，点（3）

　　3．ふ る え （円 形 ） 【3〕

1　 4．列 の 数   ……』…・・…

1．iil欝 ：1二1：−

1　 8．2 線上 図 型 8）・……・…

　 9．補助線〔2】…・…・・………

　 10，書きす ぎ〔2）・・…・……・…
7

、
IL 　く り返 し（3 以 上）…・…

1・2 回 i」・1・）一 …・・．・・…

ll3・一部 欠 如 8〕．・…………

　　　 小　計　　 　　　　　　　 2

i図 3i

　 1・非対象 3）…・…………・　 ・

．　2．点，ダ ッ シ ュ ，円（3）・・

　 3．ダ ッ シ ュ 〔2｝・・…………

：　4，円〔8｝・…・・…・・…．・・…＿．

1　 5・点 の 数〔2）…・…．・…・…・

1　 6・
．余分 の 嬲

…一・・…・…・

1　 7・鈍角化｛8｝・・……一 ・−

18，歪 み18｝・…・…一 ・−

1　　9．　補量丿」線〔2｝…　一・・・・・・・・・…
FlIO

・書き す ぎ｛2卜…・・…・…・

　 11，く り返 し （3 以上）
・… ・…　 6

　 12 ．回　転i8）…・・………・・

　 13．一
部欠如 18」……・・……

　　　 小 　計　　　 　　　　　　 6

図 41

．曲線非対象 3｝・……

2．切れ 目傾
…・………　…・…

3・曲線 中央〔1｝…………　 ▼・・

4 先端 まき こ み｛4｝……　 …・

5．曲線 と
「
4 角【8〕…・…

6・曲線 の 回転｛3〕……・……・・

7・つ け 加 え（8｝…・……・噛・

＆ ふ る え〔4）・…・………

9・歪 　み｛8）………・……

10．補助線｛2｝…………・・

iL 　くり返 し（3 以上 ）・・

12・　1亘！　車云｛8）・・rr・・・・…　P−・・・・…

13 ・一
部欠如 ｛8）・・…・……・

　　小 　計　　　　　　　　　0

図 5

ユ・曲線非対象13）………・・　 …

2・点．ダ ッ シ ュ，円 3｝・一 …・

3．ダ ッ シ ュ〔2）…・…………　 t・t

q．円｛8｝……F・……・……・・

5，点 の 延長｛2｝・・．・…・……・…… 2

6．点線 の 回転 3｝…………・・…・

7．点 の 数【2〕t　・t　・・一・−t………・

8．歪 み （8）…・…・・…・・… ・・…

9・補助繍 2）………・・……

10・書きす ぎ｛2｝・……・・…

1／． くり返 し（3 以上）
・・…　 … 9

12・　［周　　車云〔呂｝…　．・PP・一・rP・…

13．一
部欠如18）・……・…… ・・…

　　小　計　　　　　　　　 11

図 61

・　非 支寸象13｝・・・・・…　tt・・・　　・…

2．曲線角度づ け｛2｝…・・…・

3．交 叉 点（2 以上）
…・

4 　余計な曲線 8）……・　 …・

5．二 重線（1 以上）・・．　 …・

6・　つ け力ilえ 〔8）・・・・・・・・…　…・

7．ふ る え｛4卜・…・・……　　　　 4

8．歪 み ｛8）・……・…… tt・t

9．補助線〔2｝・……・・7・…

10．書き すぎ〔2｝………・・

11．く FJ返 し（3以上 ）……・

12・回 　転〔9）・…・．・……・・・…

ユ3．一部欠如 8｝・・…・・…・

　　小 　計　　　　　　　　　4

・ ・　　　　 ｝
L 各辺 の 端 8．・・……・…・…tt…　　 i
2，余分な 角躑 31＿＿．＿ ＿、．．．　 i
3・角度欠“ui3」・…『・・…．・…・・…

　　i
4．余分 な点，ダ ヴシ 判 31……　　 ！

5．二 重線（1 以上 ）
・』………t−−t　 1

6・ふ る え（4｝・・…・…・…………一・4
z 歪 み（8 以上 〉

．．、．．＿ tt．．．．． 旨

＆ 黝 欄 ＿ ．、＿ 、＿ ∴，．． …

9．〈 リ返 し （3 以 上 〉
・・……… 3　

1

　　　　　　　　　　　　　　　 ：10．回　転〔8：1−…・・…．…・・………
　　　　　　　　　　　　　　　 ｛IL　

一・．一
部欠 如｛81i・…一・．・・……・・・…

　　小 計　　　　 ， 1
図 8　　　　　　　 1
1．各 辺 の 端i8ト…・…F’…’’’”…

2．余分の 角｛3）・・．……・・…・・齟…・　 ：

3、角度欠如13）．．．．．．．．．．　　　　 i

4 余分 な 点 ， ヅ ッ シ ュ 〔3）…・

5．二 重線（i以 上 ）…………・’・

6．ふ る え 〔4｝…・…・…・・…・・…… 4
7．歪 み （8 以上 ）・・……・……

8・　補助線｛2〕・・』』』一・・・・…　一・・・…　tt・

9．書きす ぎ研 一 ’……’』”囓’

10．くり返 し （3 以上）・・…・・…　 6
1L 　回　転｛81−…』…『・・．…・・・……

12．一
部欠 knl

’
S）………・’’’’’”…’

　　小 　計　　　　　　　　 10

全体 の 構成

L 図 A の 位置 2｝…”t’』’『……’

2．図形 の 重 な P（2 以上〉
…・・

3．圧 縮〔3｝・… ……・・………．

4．境界線（8）・…　・・……・…・…

5・順　序（2）……・……・………

6．順序 な し181…・……・……・…

7．比較的 な大き さ｛8J・・………・8

　　小 　計　　　
’
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い ， す な わ ち成績 が悪い こ とが 一般 的で あ ろ う）に よ る

の か も し れない 。

　他方 ，
P ＆ S 法に よ る結果 に つ い て は，　 Pascal と

Suttel（1951） が 発達 的 に検討 し た 資料 で は 年令 の 範 囲

が 小 さい た め，著者の 資料 と明確 に 比較す る こ とは で き

ない が ， 6 才 で は 得点 は ほ ぼ同 じで あ り，7 才 お よ び 8

才 で は著者 の 資料の 方がい くぶ ん得 点 が 高 い 。
　Pascalと

Suttelの い う 「青年」 の 群で は ほ ぼ同じ とみ なされ る。

全 体的 に は，著者の 資料で の 得点 は ，
Paseal と Suttel

の 資料と同 じ傾 向 に あ る と考え られ る。

　P ＆ S 法で の 「く り返 し 」 の 誤 りが 9才 お よび io才 で

多 くみ られ た が，こ の 「く り返 し 」 に つ い て は ，
HaTri−

man ，M ，と Harriman ，　P ．　L ．（1950） は，「こ の 種 の 作

業に 対す る 自己 批判 的態度 （self −crltical 　 attltude ）の 現

わ れ た 証拠で あ る 」 と説 明し て い る。つ ま り，視覚的機

能で は 自分 の 描 い た もの が 不十分で ある こ とが 意識 さ れ

なが ら， 運動 的機能 の 統制 が 不十分 で あ る た め，　 「くり

返 し 」す な わ ち 「消 し て 描 き直す 」 こ とに な っ た もの と

思われ る 。 そ れ以降 の 年令で は ，祝覚 と運動 の 協応 が う

ま く行 な わ れ る た め ，　「消 し て 描き直す」 と い う作業 を

行 な わ な くて も，一
度 で 「自己批判 的 態度」 に 耐 え うる

も の を描
．
け る よ うに な る もの と解釈 され る 。 し た が っ て ，

こ の 項目 を 設 けて い な い Koppitz 法 に は 溌 達 の 途 中 で

み られ る，こ の よ うな現象的 に は 同 じ で あ っ て も質的 に

異な る変化 を とらえ る こ とが 難 しい と い う欠点が あ る 。

　 P ＆ S 法 お よ び Koppitz 法 の 得点 に 共 通 し て い え る

こ と は， 5 才 と 6才 との 間で 得点 の 変化 が 非常に 大 きい

と い う こ とで あ り，こ の こ と か ら， こ の 年令問 に BGT

に 反映 され る視覚お よ び運動機能 の 著し い 発達 が み られ

る もの と判断 され る。ま た ， 13才が 成人 の 検査結果 に 近

づ くひ と つ の 境界 と考 え られ る 。
Koppitz法 では 9才 で

す で に 得点 の 下 限域が現わ れ る が ．
P ＆ S 法 で は 少 な く

と も17才 ま で 変化 が続 く。

　 性差 に っ い て は ，
P ＆ S 法 で は 男子 に 比較 し て の 女子

の 高得点がユ0才 お よ び 13才 で 示 され て い る が ，Keppitz

法 で は 6 才
・7 才

・9才 で 女子 の 方が高 く．両採点法問

に は
一

致が み られ ない 。一 般的 に男子 の 方が 女 子 よ り得

点が高い 。

　 Table　4 よ り性別 の 発達的な相 関を み る と， 女 子 で は

8 才 ま で か な り高 い
一連の 相関 を示 し， 9才 か らそ れ が

急 に 低下す る の に 対 し て ，男 子 で は 年 令 に よ っ て 相関 の

高低 がまちまちで あ る 。 すな わ ち，女子 で は年令 に よ っ

て 出現す る 誤謬 の 傾向が比較的明瞭 で あ る の に 対 し て ，

男子 に は そ の よ うな傾 向が 明確 に は み られ な い 。こ の よ

うな差 が 生 じた こ と に つ い て は ， テ ス ト条件が女子 と同

一
で あ っ た こ と か ら，次 の よ うな こ とが 考 え られ る 。 第

1に は，男子 は か な り揚面的 に検査に反応 し た の で は な

い か とい うこ と，第 2 に は ， 男子 は BGT に 関 し て は妥

当性 が 相対的 に 低 い と い うこ と で あ る。しか し こ の 点を

的確 に と ら え る に は 資料が 十分 で な い 。

結 論

　P ＆ S 法 お よ び Koppitz 法 に共通 し て い え る こ と

は， 5 才 か ら 6 才 へ の 得点 の 変化 が非常 に 大 きい とい う

こ と で あ り， こ の 年令の 間 に，BGT に 反映 され る 視覚

お よ び 運動機能の 著し い 発達 が あ る もの と判断さ れ る。

また ，P ＆ S 法 の 得点 は 17才 ま で 変化す る の に対 し て ，

K 。 ppitz 法 で は 9 才で ほ ぼ高原状態 に 達す る。　 Koppitz

法は 5 才 か ら 9才 ま で の 得点 の 変化 の 概略を把握する に

は 有効 で あ る が，BGT に 反映 され る発達上 の 質的 な 変

化 をとらえ る に は 不十分 で あ る。採点項 目が多 くて 多少

煩雑 で あ っ た と し て も ，
P ＆ S 法は Koppitz 法よ りも

そ の 発達上 の 質的 な変化を
一

層綿密 に とら えうる と い う

す ぐれ た 特徴 を持 っ て い る と考えられ る 。
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                               ABSTRACT

A  DEVELOPMENTAL  STUDY  OF  THE  BENDER-GESTALT  TEST

   A  Compaiison Pascal and  Suttel Scoring  System  "'ith  Koppitz  Scoring System

                                    by

                            Misako  Kawaguchi

                        A4lyagi IVbjnen's Collage

  Various  scoring  systems  on  Bender-Gestalt  test

(BGT) have  been devised. It seems  that Pascal and

Suttet (P&S) scoring  system  in them  has been

Hppiied  many  tlmes  because  it i$ rather  obiective.

But  it is saidi  that  it has too  many  factors to  score

easily.  Koppitz  published  her seorEng  system  which

modified  tbe  P&S  system  {Dr younger  children.

These scoring  systems  may  respectively  have some

problems,from  the  view  pvint of  development, The

purpese  of  this  study  is to compare  the  P&S  $cor-

ing system  with  the  koppitz system  applied  te  the

same  data, and  to dis6uss how  they  acquire  the  de-

velepmental  process  of  BGT  and  which  is mere

suitable  to  catch  it.

  Subjects are  consisted  of 266 boys and  211 girts

aged  5 to 17.

  The  fotlowing  are  the results  of testing. First,

the sceres  of  both P&S's  and  Koppitz's  decrease

rernarkably  between 5 ancl  6 years, Therefere, it
seems  that the  visual-motor  function makes  rapid

development in these  years. Next,  the  score  of

Koppitz's  reaches  a  plateau  at  the age  D{  9, while

that  of  P&S:s  decreases gradually  even  te 17 years.
Koppitz's  scering  system  is found  available  to  catch

revghl>r  the developmental change  of  BGT  in the

agerange  of  5-･9 years, but insufficient to ctitch  a

quaiitative change  ef  develepment reflected  on  BG
T. P&S's  scoring  system  is more  efficient  than

Koppitz's  system,  because the  forrner can  catch  the

qualitative change  of  development more  in detail,

even  thotigh  it has too  many  factors to score  easily.
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