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ノレ ー トマ ッ プ型 か らサ ー ヴ ェ イ マ
ッ プ型 へ の

イ メ ー ジマ ッ プ の 変容に つ い て

谷 匠 1．．！＊

問 題

　口的地 へ の 移動中に，人 醐は 自己 の 位置と移動の 方向

を知 る た め ヒ ， al／ttの 1者事物の 二間醐係 に関 して既 に1、J：

っ て い る 表象を《 照す る 。 移動中に 表象 され る旅 覓 の ．

尚広象は 環尻の 諸 でメ
ージ を要素とし ， それ ら諸要《間

の
尸」
：間閲係 ”．．つ い て それ ぞ れ の 発産段階に 応 じ

『’
十XL／化

され て い る と煮 え られ る 。こ の よ うな   境の 諸 イ メ
ージ

を搭成隻素とす る 柄造は，そ の 機能 が い わ ば魂 の 中の 地

図 （マ ッ ソ 1 に＄「i当する の で ，そ れ に 囚ん で 本研究 で は

．イ メージマ ッ プ と呼ぶ 。

　 ま た イ メ
ージ マ ッ プ と知賞 され〜環尻 と を照合 し て 方

向 や位置に つ い て知る ’心的作用 は，地誌的オ リエ ン テ…

シ ョ ン （tol］〔〕graphical 　 orientation ）と呼ばれ るが （Grif−

fin　l　973），『的地 に 到遥 で きる カ E
’
か は こ の 地託的オ リ

エ ン テ
ー

シ ョ ン に左右 される 。 そ の Jlエナ u オ リ エ ン テ・一

シ ョ ン の 正 ボ さ を六 右す る の が，イ メージ マ ッ プ の 〕「甑

さで あ る 。そ こ で A 班北 で は イ メージ マ ヅ プ の 1 げ さ と

い う観点か 弘 イ メ
ージ マ ッ プの 発辷の 1衷相 な らび に 発

這
1
の 1幾制 に つ い て 叡 只

・｝をカi．iえ る P

　 外 塊認知 に 関す る 矧 プLの 数ば 多い が，イ メーシ 7 ッ プ

の 個，1発生的発Ltt　lti二つ い て の 丸
一
止吻班

L
まほ とん ど な い

．
（Lynch　 1960，　 Hart ＆ Moore 　 1973，　 Siegel ＆ White

l975 ，　 M （x ）re 　 1976 め review ）。そ の 1
”
91LIは，従木 の i嚢

境1忍矢丁の
1
名樹 究に は ，　1．「蚓題包4」夂の 限定ヤ ，　2．［覧見の ユ1三

確さに つ い て の 分UT一が な され て な く，よ ，し， 3．イ1［体発生

的仮議 が不 伽で あ る な ど の 目 ，己点が あ っ た か らで あ ．〕 。

こ れ ら の 点
’

つ い て 以下 IE
’

愈寸し て ゆ く。

L 　「  題領域 　イ メ
・一ジ マ ッ プ と して 信倩化 され る物岬

的空間 は，大 規杁 な空閊1：ijtaJ　 U．arttge−scale 　 spatial 　en
−

vironment ） と叮 ばれ るが，そ れ は
一

時 1こ は あ る い は
一

地点か らだ け で は扎張 で きない 程大き く恢猛 ま　
』
問山手

態 をf乙、味一
す
一
ξ5 （工〉［ocre 　1976　；〆寸

一
文 r 【1 て 」司

t
，　二 し・フ　rrJ　　弋

こ の 　 昧 し 川 い る）。三一仄 ラし 課 眉 で あ 7 こ う し
1
環 院 は J

紙 ヒに図示
一”C　；nた二 次元 の 迷路 な ど U もは る．lliに1メ 誰

　＊ 　大 阪 大 学　（現 所   　 II中千 i噎∫』．ユ 期 大 s ）

で ．耳が 田雌 力L 課庭 で あ る 。迷路 は 伽瞰 す る観点 か らだ

け で 些 因で き る ゲ
・
方嶄 ？O 方 は，高所の 一・

息 か ら鳥II敢
す る経験 だ けで は イ メ

ージ マ
ッ プ を瓶得す る に は 不十分

で あ 1 。．イ メ
ージ マ ツ プ を 階成す る t＿は，地 ヒの 視点 か

P の 風
1

辱の イ メ
ージ と 烏陬経】鋏 に よっ て 得られ た イ メ

ー

ジ とが 衣象悟造 の 次元で 統合され る必 要があ る。そ の う

え大規捷な 　聞で 己 ，い ろ い ろ な方 向 か らの 移豌に よ ・
二・

て 得 られ た 様々 な 晦度か らの 原1景 の イ メ
ージ を1．己憶 し 溝

造化す る に lf ， 大 1｛二嵩…固がか か る。環境は ： の よ うに 峯

闘 の 大 き さ と核維さと い う点 で，杢 問 衣象能力 を測 定す

る い か な る ρ 皇を も凌 ぐ。

　 こ の こ と｝，1｛art と Mo   re ら（1973）の い う堤境認知
の 発達 とゲ

：閏表象能力 の 発毒と を，慨 ；念と し て 区別 し た

方 が 良 い とい うむ見 を刻 、1す る 理山の ひ と つ で あ る 。両

机念を区別 〔 に 方が 良い もうひ とつ の ユ1岫 は，原 塊曲 知

が個 々 人 1二特有な物埋 的
・
　 冂的環屍、二 おけ る 個 々 の 経

験 に よ り強 く依存する の に 対 し て，グ 目張 象 舮力 は そ う

し f 垠批誌知 の 基碇とな る認会1「能力で ある と fノ ん られ る

）L らて り る 。 こ れ らの 理 由カコ 　環1兄 蒔知 と．；馴 1衣鼠 宀1邑力

とけ 関辻 ば あ るが別個の 領えで あ る と考 え られ る 。イ メ

ージ マ ッ プ とい フ 概条は そ うし ／こ罪1 召知の
’
f⊥喊 、こ含 虫

れ る ltu念で あ り，／
±’

らにそ れ は地誌灼 オ リエ ン
．
テ
ー

シ ョ

ン とい う特定の 行動に 田 し て 獄成 され 7 厩念で あ る。

　久．二珮．夬の 物ユ甲的空固 の 1包四 こ い う点 か ら問題 を限定

する 。 先ヱが イ メ
ー一ジ マ

ッ プ を俳制化で き る 戸境 の IL　li

は 彼の 口常の 行動囚 の 内側 で あ り，行動』の 外側の 面 所

に つ い て は ほ と ん ど ⊥1阿鈎」泣「エが把握 さオb て い ない と誘

え らオしる　（Lee　1973）。　一そ才しとい う¢ ）もiK
−
⊃
LT　l が直｛蜜経

胎に よ っ て ノrFる こ と が で きる ゲ
：陶は ，ほ とん ど 行動1判の

内側 に 服 られ る か らで あ る 。 ま た 各3卩 1：の 行功囿の π囲

は め い め い の 豕 を中心 とす る 力　 個 々 人 に よ っ て 蒸 な る

と同Psvt，加齢と と もに拡大す る か ら．i1
’
V．Iliご と に 異な る

て あ ろ う。こ れ らの 点 を1鷲 、、yて ，木研究 で は倹 r・∫の 対

象　tt／rf！［J
−「
墜 の 彳1劫囚の イ メージ マ

ッ プ とす る。

　最佐に 木研究て 」次の 2 つ の 丁胆山 に よ っ て ， 小学校低

・
中学年の 児童 の イ メ

ーシ 1rt プ を検討の 対象 とす る 。

一 ユ9 一
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193 とズ 育 心 ．：旦 学 1正 弟2S．．　 bJ　3 ；J一

第 1 の
」
1！由は，屮童の

“六
…問表象倉 力 が 匚周弊 され た （co

−

ordinated 、』（Piaget，　 Inhelder ＆ Szemi エ〕．ska 　］960〕↓く

階IL　Lv行す る時測 を含 ん で い るか らで あ り，　 A ；2 の 里由

、よ，イ メ
ージ マ

ツ プの ノ L 遣を仇進iす る主 要 真要 凶 で あ ろ

と考 え られ る 地 図 に閉す る 嘗
’．
ワが，小 ￥叡 3 乍の で｛会科

に お い て 行わ れ たか らで あ る。

2． 肩覗囹 容 の ］1：確 さ　従末 の ∂「ノ己で は，伯
πrr的一池 図

rrJとい う次元 に っ い て の 訂定や，再 現内容を IEI 化 し各

鏡 1．1．毎 の ・｛ ヲ 鎗 を記 述す る ・d い ゲ ニ方 1」、，こ ∴ っ て，石 現

され ノ イ メージマ
ッ プ を分：1；して きた 。 し か し佃 々 の 1与

堀内容が 実 淑 こ振 坑 の 「［iの 対応す る tt
’
置 に 存在 ナ

馳
る い

と V ／
丿 ．，1．1齢さ i’っ い て は ｝ノ、討 壱 れ な か った： 〔Gdledge

1976）。この よ うに物丁
「

陶空問 との 対 応面 小 と い う埴況

的堀 彰を欠い た こ とが，従ノξの 研究に お い て イ メ
・．一ジマ

ッ プ の 殆 と を解 明 で き な か った 主 頁 な原 因 て d．｝ る と 考 乙

られ る 。そ こ で 本研）
’t
で は，イ メ

ージマ ゴプ の 個 々 の 再

現内容 に つ い て 正確 さ を「吟沫す る こ と｝．よ り， イ メージ

マ ッ プ の f『騰 発 ノ1的発達 隊1弋 に っ い て 絵討 を加 え る 。

3． 発辻図式　イ メ
ージ マ ツ プ の 個体発生

「
1溌 辻図弍 に

っ い て ぱ，Shemyakin〔1962）の 『ル
ー

トマ ッ プ （route
’

map 汀 か ら 了サーヴ ェ イ
ー

ソ プ （survey −n／al））！ へとい

う1璽i式 と，Moorc （Hart 邑 Moore 　1973，　 h（ool
’
e　1976）

の 図弋 か 知 られ て い る くHart ＆ ］X，loore　l973，　 Siegel＆

White 　工975，　Moore　l9
円
6　Stca　1976）。　Moore の L乙式

は 元 々 Piaget ら（196e）の 宝［、［IJ象の 孔 達段「iゴ仮 届 を摂

り入2t：
・
二 もの で，環 ド ス知牢末の 発 冠 図式 とは言 え な い 。

一
方 Shemyakin の 図式 は，子 ど もの 移勁行計 二國す る

押菰や 気 験小 ら導 る れ た 図式 で ある か ら，イ［咐 発生 的発

1圭’図式 と し て 適 」で ある と 考えられ る 。

　Shemyakin に よれ は，ル
ートマ ッ プ （1

’．I　 I▽ ル
ー：・−t・ヅ

フ 型
・
「 ’一

ジ　 ソ ブ と い
／t
急 ／I　 RM と1

．ti．v−）は道 を iこ

ど る 移工」行動 に “，Lつ の 　導戎され る 表ぶ で あ り， テ
ー

ヴ

こ イ マ ッ プ 〔同 抓，−SM 、：［ll
’

吟 ｝一一亅凶 》〔tl）  万楠 万二の 住

置関係 に 門す る
一・

般的な 図式的デ 篆で あ る と 言 う （She−

myakin 　l962 ）。

　 RM ：ま切め は近坊 （actions ） と ラ ン ドマ
ー．．一ク との ，

に は ラ ン
．
ドマ

ー
ク と重勿 面 的方匡11認知 との Ii吉合 を単仕二と し、

た 組起的訳憩系列カ リ 成
一
：。こ の よ うに ラ ン ドマ

・・一ク を

要素 と し た RM の 柄造は，技剃 各 ル
ートの 才 傷 系列が 並

存 す る 未分化 7c状砦 か ら，分［
11

ル ートが 「生 や ル ートの

交錯の 士W2 に よ 好
＼
化 し た 、菖造、こな る と考 え られ る。

　 他方 SM は，イ メージ マ
ッ プ」 i

』
との 闘係を

一
［’i’に 参

照で きる 準拠枠 （franne　ef 　 refcrence ）
tl’

を＿
個以一「il、⊥っ

と い う費 味 で，全 f9’的 ・同蒔的
畠
曙 象で ある とt える 。

　 ＊ 　以 下 町士匙！1 と い う丿il　r、．、、，　こ ゆ 　味 ・こ川 い
1

準処：卆と，」1る地理 的要 素 は，基不 万 位 ， 申 離 ， 支配的fL

勢，辿 4刷や 鉄追 肖なとカ ち る が，都市域 の 尸豊 の 易合

に は，まず J彑上旨惘 が 考 え られ る 。

　RM か ら SM へ の 変容 に つ い て Shemyak 三n 〔1962｝ぱ ，
．

RM の
一

疋 ．．．の 鼎 貝 と室関衷集能力 の 発1圭をS岱1成立の

た め の 必 要 条 件 ．し た 。し か し こ れ らe 条件を十今 に 摘

たす 成人 の ．イ メージマ
ッ プ が必ず し もSM で ない こ と は ，

成人 を被験者 と した諾研究 に 暗 予 さ れ て い る （Lynch

1960，App ／ley
・
ird 　 l970 、　 l　 r・1973 ）。Stea （1976）　1よ，

礼 推なμ∫昌 ，冂を もつ 都布 の f民 の イ メ
ージマ

ッ プは，成

人 に お い て もRM で ある と推測 し て ，
　 SM 成立 の k め に

は 加 鹿 の 条件 も無視 で きな い こ と を小 駿し て い る 。お そ

らく臥 抗が ， 全 14の パ タ
ーン を汨茱 し 易い t／x 合や，ナt一

ヴ ェ イ し 『い 条件 を俯 κ て い る 易合を除｝ナば，S埴 成立

の に ゐ に iゴ F拠枠 の 挙 L掬ミ必 要で あるだ ろ う。

　以．ヒの 検討 か ら， イ メ
ージ マ ッ プの 界 達、こ は，（D衣分

化 な RM 一
今化 し た RM

， （2）RM →SM の 二 通 リカ あ る

こ と が わ か っ た 。本研究の 目的は，都市域 1＿住む 小学校

低 ・中学年 の 児童 の イ メージ マ ッ プが，⊥ 記 の い ずれ の

発達図式 を示 す ，J 郵四 1し ， あ わー て そ の 図式内の 移行
．

に 1刈与す る医 因 を考篆す る こ とで ある 。

方 法

　再 現 方 法 　 イ メ
ージマ

ッ プ の IL
’
　r．方法に は ，地図，圧

盡写真，尿脱棒 9t（1”i！L
・
ど）や風景写真 を用 い た 再 記

法 と，地図を描 く方 1去〔
・　t
，
t フ Xtケ ッ チ 法），こ とばで 道

筋 を揺ニ
ゴ ナ る 方 賦 （ゴ 　　写 決）や 環航模型 に よ る 再双

す な ど の 再 生法 とカ D る 。喜 認 法は 準拠枠 に つ い て の 1肖

∵艮ご 与 え る II錆下Lが ある の で ，」：tr；1：の 方が 適切 で あ る。

ま，一町 樽型 や瓜 丿．（写 真を使El‘i
一
る 方法 に は，物 戈す る

翡 所 や 了 物が 実験「ζに よ っ て 予め 決 め られ て しま い ，自．

出な牝 生 を妨げる とい う欠点が あ る 。張 っ た マ ッ プ ス ケ

ッ チ 1去と言
二
1抽与 法 の 組合せ は，般験 首の 尹境 に つ い て

の イ メ
ージ を．蕊 自由な形で 與“哩なく描き出せ る 方 J｛で

あ る と 考 え られ，る （Lynch 工960，跏 趣 1967）。

　 マ ソ プス ケ ッ ゲ法 の 保用に 当っ て は，イ メージ マ ッ プ
’

は 必 ず し も．
「
［コ図的体制 をとる とは 限らない （Hart＆ Mo −

ore 　1973）とい う点か 尸賑亘と な る 。SM は よ い と し て も，

RM は い わ ば…次元 白挿∫造 で あ る の で ， 地図的形式の 111

現 に は 逼 ヒな い カ もし れ ts　L・丶、しか し RM の 荻 象系列の

中に は，ラ ン ドマ
ー

ク と結 び つ い た方向転挨の 表象 も含
．

まれ る か ら，曲 i）’角 を含む 移訪 の 軌跡 を平面 図に 再 現 S

る こ と も可能で ある と考 えられる 。
つ ま り現実の 環境内

の 移動 の 臨に イ メ
ージ マ ッ プ を照合す る の と同 じ継起的

順 序 で 逐
一
万生する 方法 を採 れ ば，SM ばか りで は な く

一 20 一
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一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　of 　Eduoatlonal 　Psyohology

谷 ： ．・V ・一　 ］・マ ・ プ 型 う・ら・．・・一
ブ ェ イ マ ッ プ型 へ の で メ

ー
シ
冫

マ ・・ プ の 変 容 r つ い て 194

RM の 再現 ｛）で きる 。

　 な お マ ッ プ ス ケ ッ チ法で は，一一
枚 の 紙 山 に イメ

ージマ

ッ ゾ全休 を kとめて 再況す るこ とが，百現 を歪．め た り 妨げ

る 原因 とな る と考 え られ る。そ こ で 紙の 使用枚数 をli二il限

せ ず，紙面 を継 ぎ足 して 広い 瓢面 を作る 方法を士震渇す る 。

　Ll／少 児；ごこ 也図 に 関す る ラ忌口識 が な く，ま 1こ図 を描 く能 力

や言語表魂能力 が 低い 。だ か らた と え彼 らが ある イ メ
ー

ジ をス ケ ッ テ で IIF現で きて も，1劃査者がそ れ が 何か を後

に理解で きない 恐れが あ る ．
こ うし た 問題 の 廨決法 と し

て，次 の よ うな面俵調査 方法 が・汚え t
’
，れ た tt

　画俵 1澗査 に お い て 面 抜諸 は ，子 ど もに 二齢 ζ1の 構き方 を

教示 ・指導 ナる 。子 ど もが イメ・一ジ の 再現 に 成功 し に ら，

そ の 都度言 吾的撮酬 を
」
錬 一，で き る だ U 多くの 再生 を亅1：i

き出す よ ）に努力す る 。 再生内容 の 説明に つ い て は ∫η埆≒‘

で きる よで 質問 して，了 解 し た説明 は 孑 ど もに 替 っ て 面

接省が 記入ナる 。そ し て 子 ど もの 再生 が 」L…一ト；
・）u らそ れ

な い よ うに 、か つ 道路細 を組織1
’
1｛jに 再生 で きる よ うに ，

醗 籟 は課
「

勘 レートを1［心 に 調査 を進 め る。IT蔽 の 鞠
「
1：

は後述の
二
戸丿［育に 従 っ て 行 う。

　手続　規，教師，チ ど もらか ら研 ll報 ｝こ丿．レ ・い 気 次

の 8 ル
ー

トが「果題 ル ・一トと し て 選ばれ た 。（〈s　LiL「
道ゾ）家 を

起点 と し て ，終点が そ れ ぞ れ   S ノト学泣，（2）S 幼稚風

・
［：S）N 公 同，〔t）SW ，（5）公、没ri∫揚，  ，（7！2 っ の ス

ー
ハ
ー

マ
ーケ ッ 1・の 計 7 ル ー ト と，学校 を起点 と し で βIS 冲柱

を終、・t
’1とす る 1ル ー トび）合 亅ll’8 ル

ー
トで あ一万 こ （FIG ほ

各 終 点 、叭地 1
’
c：II
．
lo ノこ数 字 て たり す ）e

　手 引 ヨ
1｝：の 要約 に よ つ て ， 実 施手続 を述 べ る っ而1姦 至土

紋両査者と i几 をは さ ん
‘
ぐ坐 り，　私 は あ な ，こ免）彑シL で い

る 田」に つ い て 知 i〕た い ん だ け ど，教え ＼ ち ょ うだ い れ 凵
1

と 言 う。IEij’glの 掘き方 を知 っ て い る か を働：認 し，知 らな

い 場合は 予 め 用意 し たコ
ρど もの ス ケ ッ チ 見イ∫ を見せ て か

ら
一
こ ん な 1虱に描 くん だ け ど，私 と

一
緒 に K

“’
　P ま し ょ

う，一と 百一て 始め る。まづ子 ど もの 家に っ い て ，紙甑の

ど こ で もよ い と教示 して，揚所 の 輪祁の み 乞 記入 さす。
｛

子 ど もが 縞 1竺1的描 写 を女1腎め よ う と し た ら iiil止 し，紬
［
r［1の

描写 は必 要 の な い こ と を強 調 す る 。以
一
ドあ ら ゆ る ラ ン ド

マ
ークに つ い て こ の 原則が適川 され る 。 家 に は番 1ナ  を

記 入 し，ル ートの 1・丁生 に移 る 。7お う らか ら 判 交ま
ヒ
e の 道

をか い て ち ょ うだ い 。」 と 註 ．・ て，学佼 ま で 行 く道 で ，

見 る もの ，聞 こ える 蒜 匂 い など思 い 出 し たもの を何 で

も報告 し記 入 す る A、うに 教示 す る 。被調査者 が 習尻 し よ

うと して い る もの が 何 か を畳問 と確 il忍に よ っ て 理 解 し た

ら，そ の 説明噺 斫接 者が 記入す る。「司時 に需・蕉方 II
「
11 を示

す矢印 と 1．Fl二生順を示す番 凄を も付記す る。子 ど もの 再 現

の 成功 に 対 して は，そ の κ陂 誉 め る 。
ル ー トの 1叱ヒに 当

Tr

瓦男3LE　l　　S’abjects 　d三stribvtion

GradeMa

三cFemaleMeat

　n 　Age

1

ρ
06

277 OJ83
迂

月
じ

一
⊃

6 ：1．1　 8 ：01 　 9 ：02 　 　1002

っ て は ， 道 1蒋を二 本 釉とで 表りi［す る よ うに 教示t る D ま た

絶えず分1皮路や交∬：路 の イ亅魚を賀卜llし，も し あ れ ば s 分

岐 ル t−一トの 彳f先；こ つ い て質問づる 。た だ し分岐ル
ート企

生の 訂生 は．丶  該誹1！尾  レー トの 再 生 が 終
一
了 し て ，い ら 行う。

よ た Te了現 ル ートの 先∫惴が紙縁 に ｝こ窶しそ う な ；111・は，亭前 に

紙 を継 ぎ昆 i
’
。 学校まで の 課題 ル

ー ト再コ三後 ，
「他 に 家

か ら学校 脚 で遠回 llの 道 で もい い か ら．と 　　tっ て ， まL［1
−
il

ル t−一トの 7f生 を求 め る 、，次 に 後ILLIし に し   分岐ル ー トの

再⊥ を きせ る が ， 分岐 ル
ー

トや “：回 ル
ー

トの 再生 に よ・
⊃

ー
て 後続 の 課 題 ル

ー 1・の
・・

祁な い し 全 郎が再 生 さ］，tて も手醇

わ な い 。重要な の は s 道1咯網の 表象に
V

）い て で き る だ ：う

多 くII樹
−
「乏を拍き出づ

’
こ とて あ る。以下 の 課題 ル

ートに つ

い て も「1爿張の 手んトを と る 。最後 に ，私欽 の 線蕗 と 圏道の

頁覗 を求 め る 。

　調 査地域 　人阪痢豊
Llii

［iS 小学校校「ス：。1芭略紹の 整備

が 遅れ，家屋が 密発 した i｝
」
「j住 1二昆合地域 。

FIG ．　i ｝よ被調

査者の 丿Illf ヒレ＜珂〜（斜紋
∴

  分）と， 彼 ら の 行動1四の 範躙 G，

ほ 校 メ 域 ） を示 す。

　被調 3蓋…者　　　ヒτ［己丿「｝f）：1＞〈二」：戈ゾ性a）3 ／1丶t’i≧’1’交，　丕，　2ア　3，4t．｝L

丿冫女 ］
」
！
L［A8fYr 。 入学時 に キ少邑焦所 に 3 年以上Jl’U，］．して い た 貯

の Lいか ら 蘇1乍為k二選 ば れ たロT 叛BLE ！に 学午 ヒ男女 の

内分け，わ ヒび 各学年の 潛均 年 il｝｝を掲 げ る c

　 癖接 　1［1蕁ムは S 小学：校 の 教室 で 訓練 され iこ面1ム者 （教

1ゴ学 ，心 F［「∵：，tL会’
抽 ．攻 ・・．〉学 ドll汝 γソ k〉が 子：

』
い ，そ の 内容

は
一
〕
’
べ
．
ぐも1畠・さ1し；

”
z （］975

’
5  ユ1．1］ ； 3 で

「
一改！．1ユレぐ を 1↓4．t／T・1））D

　指 標 fヒ　J，iL ［三に よ・1 てE∴Ti／，、れ た ス ケ ッ チ マ ッ 7 は，内

容 の τi瀦
’・Σの 吟味と数迂「二でヒを ！柏勺と し て 指1票イ：：され 1こ 。

コニ確さは，再現 され た 仙 々 の 内容 に つ い て 灰実の 地理的

空間 の
・1亅に 濁応す る

マtl：匠吻が あ る か ， もし あれば正 し い 位

置 に 可現 さ れ て い る か の 二 点 か ら倹討 され た 。具体的に

は 1ヤ）
FII

査J［」域 を熟彡Illし た 訓l！悉 貯が ， ス ケ ッ チ マ ッ プ ζ 面扱

の 録
．
｝チ記録

1
二 い う．二手1ξ≧の 再現の 内容 を，ノJ・縮尺 の 市街地

図 （驚 G ，↑，約 2，500分 oF 、図 ll の 小 番   押 自：さ
・
じ
己
二

1： i
ギな 交 ノr： 転 を ／い ラ

ー
） と叮生順 に 照合 し た fi 屋 号まで 言己

1威され プこ ∴ の 」也図 に よ っ て も判男i亅イく能な1ノヨ容 に っ い て は ，

調査者
」
が 実JJ［i厂に 踏・査iし た 。また イ メージ マ ソ フ は ，」、t本

的 に移動路 に関す る表象 と移動の 際 の EF卩・ラ ン ドマ
ー

ク の 表象 とい う二 種の 1薪成要 薬か ら成 る と考 え られ るの

で，以下 の よ うに 指標化 され た ，，（1〕交 差点 ス コ ア 　（Cro一
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Residential 　 dist

1 ，8500

FI（；．旦　A 　 rnap 　 of　Shonai　presen 廴ing　t1le　rcsidential 　d三strict 　of　subjects 　 and 　8　pointts　 which

　　　 were 　g 。 a！s　 Qf　 r 。 utes 　 asked 　 t。　 represent

　 　 　 　 　 8points ； （工）　 Schonl　　 （2）　 Kbldergar†ell 　　　〔R）　 Park　　　　　　　〔4）　 StatiGn

　　　　　　　　　　 〔5）　Marke し　　（6＞　Supcrmarlcc ’t　　　（7）　Supermarket 　〔呂）　Shriiie

ssing 　sc ・ re 　；以 F・CR 辷宿 ⇒
一
），（P．）交差点 エ ラー（Cr・ ss−

ing　 error ；以 ドCRE と 」
「
Kす ），　 ll，）綱 日欺 （Number 。f

meshes ； 以 下 M と 略 す），〔1）ラ ン ドマ ークス コ ァ （Land −

mark 　 scorc ；以
一
ドLM と Ilr傷

一
）。

　（1｝CR と〔2）CRE 　I・t交左点表象の 分節化の ｝旨標 で あ り，

と もに交差点毎 の 評定点 の 合 トII点 を交茅点＃丿
：生数 で ：，C．．

た商 ：再 生 され た
一

交差点当 ）の 平均評定点 をス コ ア と

し 7．z 。
FIG ，2 は CR を算出す る た め の 1，¶F定点 と 形態 ［ヒの

水準 を対応 させ て 示 して い る 。評定点 は
一
卜宇路 とY 宇路

を ど ち らも 5 点満点 と し て ，T 字路 に っ い て は十 字路 の

三 分岐以 ドの 再覗水準 に 準 じ たの で 3点；両点 と した 。1叉1

の 1彳了日 と 2 行 羸は 十才路 の 再pa水準 を示 すが，3 点以

下 の 各水準 で は T 孛路の そ れ も併せ て 示 す。図中の 各分

岐 を構成す る線分 に は 長短 二 種 類 が あ b，分 岐路の 存在

を示すだ けの 短分岐 に は 1点，次の 交差点 まで の ラ ン ド

マ
ークが 再生 され た長分 岐 に は 2 点の 配 点を原則とした 。

た だ し 交差点 を単な る 曲り角と し て で は な く道路 の 分岐

・交 差 す る地 点 とし て 再 現 す る 最低 の 水準は ，図 の 1点

に ある形態なの で ， こ れを最低点 と した 。十字烙お よ び

丁 孛路 の 各水準 の 評定点は こ の 最低点 に長姫 分岐各 々 に

　 ＊ 　FIG ．1は ，縮 小 写 真 な の
『
：約 8，500 分 の 1

「，

＋

⊥

一一一
く

2

斗

一
1
一

＿」一　 　＿−L

T

　町 G ．2Crossing 　score 　t  r　cach 　typa　of 　crossing

つ い て の 原則的配点 を加算し決定 され た 。した が っ て 長

短分岐 の 合肖の 長 さが 同 じ再現は 形態が 異 な っ て も同
一

点 と な る 。 ま た Y 字路 の 最低点 を3 点 と し た の は ， 直殘

以外 の 角度の 交差再現に は 困難が伴なう 個 ll・1も 1973）と

予 想 され た た め で あ る 。Y 宇路 に つ い て は こ の 最低点 に

、ヒ記 の 原貝rl酌配点 を加算 し て各水準の 評定点 を決 め た 。

な お単 な る曲 り角 と して の 百現は分岐 の 長さか ら は 1点

が原 則 だ が，本 来 は 分 化 し た交 差点 の 分 岐 再 現 の 不 完 全

形 で ある の か あ るい は 分岐の な い RM が曲 っ た だ け で分

岐や交差 の 表象が 元 々 欠けて い た の か
’
醗析で きな い 。 そ

こ で ど ら らの 揚合が正 しい 准率 も50 ％ と考え こ の 再 現 の

評定点 を0．5点 と した 。

　  CRE は交差点 の 晋現 に つ い て の （a ）角度 の 誤 り と

（b）そ の 他の 誤 P とか ら成る 指標で あ り，各交差点毎の
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谷 ： ル
・一

トv ・ プ 型 か ら
一
ナ ・．ヴ ・・イ マ ツ プ 型 へ の ・r メ

ーづ マ ・ プ の 変 容 に つ い
F
て 196

TABLE 　2　 Median 　 and 　Range 　of　each 　score

G ・・d・ 　 　 1 …2 　 314

　　　　M ，di。 ni1 ．匸7512．097…2、　3681　2．569
Crossing　scclre

．

・ ・ … ！・・3251・… 721・・… 1・・…

　　　　　　　　M 。d｛。。 10．6590 ．4y．toi　e。3720 ．333
C・ ・ ssi ・ 9… r ・r 　 　 旨　 　 l
　　　　　　　　

R ・ nge
　

LOO  
．
°・732iO ・946

…
0・423

　 　 　 　 　 　 　 　 ）．（edian ．　　　0　　　　2　；　　5　　　　8
Number 　of 　 meshes

　　　　　　　　R ・ng ・ 　 2 　 ユ2　 i　 24 　 13

　 　 　 　 　 　 　 　 Median 　　l1．0　　23．5　　19 ，0　　32．　O
Landmark 　score 　　　　　　　　　　 ．　　　　　　　 …　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　
Range

　　
37・0

　
71・Oi36 ・0 …60・0

誤 りの 数を合計しそ れ を交差点再頻 数で 割 っ た商の イ直を

ス ロ ア と した 。（a ）角度の 誤 りに は  鋭角 ， 直角 （誤 差

範囲 ；土 1  つ，鈍角 σ）区別 に 関す る
．
誤 りと，そ し て あ る

い は   再現す る 象限 の 誤 りの 二 種 が ある 。 （b）そ の 他 の

誤 りに は   実際 に は存在し ない 分岐路 の 再生，  全体の

布置か ら見た 位置 の 誤 り，  二 重再現 の 二 種が あ る。

　  M は 這路網 の 表象 の ．ネッ トワ
ー

ク 化 の 程度 を示 す指

標 で あ る 。 道路網 は 道路 が 閉曲線を成す部分づ
’
な わ ち文

字通 り網 目の 集含 に よ っ て 構成され て い るか ら， ネ ッ ト

ワ
ー

ク化 の 程度 は 網 目の 数 に よ っ て 知 る こ とが で き る 。

市街地 で は 通常 ひ と つ の 街路区画 の 外周 を と り巻 く道路

がひ とつ の 網 日を形づ くる が，こ うした網 日の うちで 正

し い 再現の 数 をM の ス コ ア とす る 。

　 ωLM は 正
．
しい 位置 に 再現 され た 道路以外 の 事物 ； ラ

ン ドマ
ーク の 含計数 をス コ ア とづ

．’
る 。ラ ン ドマ

ー
ク は，

建物や施設 をは じ め 特定の 揚所 を指示 す る あ ら ゆ る事物

　（横 断 歩 道，ポ ス ト等．） を含む 。 た だ し課題 ル ートの t1

的地 で あ る 8 つ の ラ ン ドマ
ーク （FIG ．ユ．）に つ い て は，位

置 も再 生 ル ートも正 し い もの を 1点 ， 位置 は 正 し い が ル

ー トが再4rされ て い ない ｛易合 を 0点 ， 位：置もル
・…

トも言呉

っ た り再生 され な か ・t）た場合を 一1 点 に換算 し て ，上 記

の 得点 と合計 した 。
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　 each 　grade 　above 　and
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FI｛｝．6　Median　and 　range

　 of 　：Landlnark 　score 　f〔⊃r

　 each 　grade 　above 　a 且 d

　 s．1evel　 of ひ test　 below

　傾向検定　4 指標 と学年進行 と の 関係を調 べ る た め に ，

傾向検定を行 っ た 。 ス ピア マ ン の 順位相関係数 ；多
’
∫

’

を用

い た検定結果 は ，い ず れ の 指標も 1 ％水準で 有意 で あ っ

た （CR ；i
・
s

’＝＝．526 ＊＊
，
　 CRE ； rss ・＝一．426＊ ＊ ，　 M ； 1

’
ss＝

．692＊＊
，
LM ； xS

”＝：”．506＊＊，＊ ；P 〈．05 ，
＊＊ ；P〈．　OI，以

下 蹟i様 ） の で ，学
・
年進行 に 伴 な っ た 単調贈減傾向が 認 め

られた こ とに な る。

　学年差　TABLE 　2 は ，
4 指標の 中央値 （Median ）と 範

’TABLE 　3　 Spearman’s　 rank 　order 　coefficients 　of

　　　　 c：c》rrelation 　between　crossing 　 score 　 and

　 　 　 　 other 　SC ⊂）res

　 　 　 　 　 　 　 　 Grade／ Grade　2　 Grade　3　 Grade　4
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　 　

La 。 dm 。，k 面，∴
．．．
∫94宮

．
L619・ 1．009 】＿．078

．

一一．．一一一一．一一一．．．．．．．．．一．．一一一．一．．j．『、一．．＿t．一．一．＿．．．一一一一L．一．．．一一一．一．」．
・ … e ・ ・・・ ・・… 1 − ・355 ・69・・

レ7・8・

囲 （Range ；散 布 度 ， 破 線 で 表 示） を学年別 に掲 ｝デて い

る 。FIG．3〜FIG．6 は，　 こ れ らの 1直を グラ フ 表示 し た も

の だが，同時に学年閲 の U 検定 （両 側） の 結果 も示 し て

い る 。学年 を追・二・て見 て ゆ く と， 1 年 と 2 年 の 間 で は

CR ，　 M ，　 1，M に有意差が 見 られ た が， 2年 と 3年 の 問 で

は M の み ， そ し て 3 年と 4 年の 問 で は LM だ け に 有意差

があ っ た 。

　指樔問の 相関　．ス ピア マ ン の 順位相関係数マ トリ ッ ク

ス を学年毎 に 算出 した 。そ の 結果を CR を 中心 に ま とめ た

の が TABLE 　3 で あ り，
　 CRE を巾心 に整理 した の が TA −

Bl，E　4 で あ る 。無相関検定 の 結果，　TABLE 　3 で は 2 年で

CR と LM の 問 に，ま た 3 年 と 4 年 で CR と M の 問に有

意相関が 見 られ た 。つ ま り CR と の 相関 に 関 し て ，　 2 年

か ら 3 年，4 年 に か け て LM か らM へ と有意相関を示 す
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TABLE 虚　　Spearman
’
s　rank 　order 　coeffic 正en 亡s　Qf

　 　 　 　 correlation 　 between 　 crossing 　 error 　 and

　 　 　 　 other 　scores

　　　　　　　　IG・ ad ・ ・
iG

・ad ，・ 2G ・ad ・ 3iG ・・d・4

Landm ・・k − ・ 1 ・・35　 L ・232 ．一・627 
一237

・庶 ・ Q ・・ ・・… i7 −
一・・3・ ．一

覆 巨三2曼一．
T △亙3LE 　5　 Spearn ／an

’
s　rank 　order α ｝cff 量cients 　of

　 　 　 　 corrdation 　be“ veen 　scorers
’

sc 〔｝ro 　and

　 　 　 　 other 　score ＄

Crossing　 ICrossing 　 旨NU 正11ber 　 of

　 score 　 I　 　 crror−．．．．．　　 　　．．．一．一．．1− ．．・．　．　 ．　　 　 ．．．　 ．
．539＊＊　　　1　　　．552＊＊

　　　　i駈一an ⊂tエinarlc

rnesnes 　　　　　　score

．739＊ ＊

　　　 ．453 ＊ ＊

指標が 交替 し た と
’
言え る 。

TABLE 　4 で 有意杣関 を 示 し

たの は ， 3年 の CRE と ／．’鍛 の 鬨だ け だ っ に 。な お LM

と M の 問 に は ど の 学年で も有意 な相関は 見 1．1．1され な か っ

た 。

　 性差　学年毎 に IJ．赦走 を実施 した 請果，劣女問 に有意

差の あ っ た の は ，
1 年 の M の み で 匠 女子 の 方 が 男子 、辷 P

帰
）有意 に大 きか っ た 。

　 妥 当 性　SM は RM ，k　P地図的なイ（9制で ある と言 える 。

．
木研究で は 再現内容 を要 索 に 分 け て 分析 し た の で ，各要

素 を総合 した 体制が 地 凶的か どうか とい う妥当性の 倹討

が必 要 で あ る と考え られ に 。そ こ で 兜堂の ス ケ ッ チ マ ッ

プ 、こ対す る 評定者 に よ る 「地 図、
「
1：丿」 か ど う か の

，  走点

（Scorers
’

sc 。re ： 以
．
ドSC と 1…iiiヒq．） ヒ，外部丿Ll室に よ る

妥当 性 を抜討す る た め の 指 ：派 と し て 誠疋 し 漏 評定者 は

大学教宮（仕 築学 ）1名，学生 （教 育 心 ，上！
．
￥：）3JX の ll　l　4 名 。

．
評定は 最 も地図 Fr勺な 揚合 を 5 点，全然地 図的で な い 易合

を ／点 とす る 5 段階評定 に よ っ た 、，手続は ，小縮尺 の 地

図 を用 い て 地域の 概略 を説ゆ弓後，5 枚 の 兄本 で 練習評定

をノiい ， 本評定 に移 コ た 。本藷亢 に お け る児童 の ス ケ ッ

チ マ ッ プ48枚 の 提示順は ，ラ ン ダム で あ っ た 。

　 4 入 の 評定結果 の
一

致皮 を，ス ピ ア マ ン
．
の
一一

致係数 1

．
臥 に．よ っ て 求 め 广 。 そ の 結果 隣 ＝．753で，工％ 水準 の

有意相関 を示 し た （両 側 ； Z2　＝・　141．　930，　 df＝47）。
4 人

．の 評疋 の ・致 度 は 高 か っ た の で ，4 入 の 含計点 を SC の

ス ：エ ア と し た 。 SC と CR，　 CRE ，　 M ，　 LM と い う 4 分析

指標 との 州 関 を， ス
．
ピア マ ン の 順位杜1［lll係数 に よ っ て 求

め た 。 そ の 結果 は TABL
’
E 　5 に あ る 通 り， ど の 指標 と も

有意相関を示 し た 。従 っ て 4 分析指標 は ， い ずれ も地 凶
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 、
酌 な体制化の 測度と して 妥当性 が あ る と言 える。

考 察

イ メ
ージ マ ッ プ の 発 達図式 は ， Shemyakln （1962）に

よ る RM ．一・SM とい う図式 の 他 に ， 未分化な RM → 分化

し た RM とい う図 式がある と考えられた 。 分化 し た RM

も，SM も，再 現形 に お い て 1ま道烙緞がネ ッ ト｝J　一ク化

し て お り，区別がで きな い 。本研究で ，ま，SM の 準処枠

を道路蒲 で あ る と子 測 して ， RM と SM の 走異 は ， 交差i

点 の 表 鳧．の ．
仕方 に観 れ る と考 え る 。つ ま りRM で は夊

．
差

点 もラン ドマ
ーク系列 の ・．．．．・

部 で あ 窮　ラ ン
．
ドマ

ーク の 数

；LM に 依存 し た 形 で 表象が 分化す る 。 他方 SM で は ，

交劣1≒，・志ま道路綱 を構成す る 要素 と し て 把握 され，道路洞

の 網 R の コ
ー

ナ
ー

で あ る か ら，旧目の 数 ；M に 関遮す る

と考え らオ
．
しる ロ

　 実1振 TAI3LE 　3 を見 る と， 2 年で は LM と CR の 閊に

有意打［関 が見 られ， 3午と 4 ？一で ぽ LM と GR の 相関は

有意 で な くな っ た 替 1）に，M と CR の 問 に有意相 関が あ

っ た 。こ の 結果は， 2
宀
rモで は交差点 の 表象 の 分急1化炭が，

ラ ン
．
ドマ

ークの 数 ｝．、関連して お り， 3年と 4 年で は そ れ

が道 踏 細 の 綱 凵の 数と関連カミあ る こ と を 示 す 。従 っ て

RM ・SM の 発達図式 が 明 らか に な った と考え られ る
、

　 ．K た TABLE4 を見 る と，3 年だ け に L 黙 とCRE との

マ イ ナ ス の 右恵相関 が あ っ た ．：こ れ は， 3 年で は ラ ン ド

マ
ー

クの 数 の 多い ：陛，交差点 の 再現 に誤 りが 少 な い こ と

を示 し て い る 。　こ れ を TABL 鱈
．
3 の 結果 と重ね 合 わせ る

と，3 年で は 交差点 は 道格網 に 関連づ け られ て 表象 され

る と図時に，ラ ン
．
ドマ

ーク系列との 闘三」」づ け に よ り表象

の 誤 りを少 な く して い る と考 え られ る 。お そ ら く 3 年は

SM が 申心 に な っ て は い る が ，
　 R 腰 の 表象形式 も併存す

る 1彡行湖 で あ る こ と （大 ：百 1977）を こ の 結果 は指示 し て

い る と考え られ る 、，ま〜こ FIG ．6 に お い
『
C ，　 LM が 2 年 か

ら 3年 の 間 だ け有意 な 増加 を見せ な か 一） ∫こ とい う靜早も，

移行期 の 現象 の 1．つ で あ ろ う。っ ま P それ は 3 年 で は道

路細 と い う準拠粋 の 茎淳入 に は成功した もの の ，そ の 枠組

に 従 っ て RM を構戊 し て い た ラ ン ドマ ーク を再体制化す

る こ とに，必 ず しも成功 して い ない 結果 で ある と言え よ

う。そ し て 3 年か ら 4 年 へ LM は再 び有意 な増加 を示 し

た の で （FIC ．6），　 SM の 枠組に 拠 ・⊃ 九 札 、1
’
1囹化 力 進 ん だ

と考 え られ る。

　本研究の 結果 は，以上 の よ うに 2年まで は RM ，3 年

で 道扇網を準．拠枠 と し f
．
．SM へ移行 し，4 年 で は SM へ

の
．
［
1∫体制化 が進 む とい うよ うに 解釈 で きる 。

　R ］ISIM の 図式 に よ る 説明が 結果に 適合 し た が，こ

れ と 未分化 な RM 一
分化 した RM の 図 式 とは 対 立 す る も

の で は な い 。 従 っ て 後者の 図式 も
．
険骨 して み る必．輿が あ

る。RM が 分化す る とい う図式 に つ い て は，（1）ラ ン ドマ

ークの 蛍 的増加 に よ る 凶弍 ， （2）RM の 行成要素 が 麦 化 す

る図式，の 二 図式 が考 えられ る の で ， 以下 こ れ らを検討
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谷 ： ル ー1・マ 。 プ 型 か 樋
一．．一

ヴ ＝イ マ ・ プ型 へ の
．
で メ

ー
tt・
’
・　・・，プ の 麦姫 こ つ い て 198

す る 。

　〔1）フ ン ドマ
ー

クの 〕 こ的増加に よる 図式　RM は ラ ン
．
ド

マ ークの 表．象系列 で あ る と規定した。RM の ネッ トワ
ー

ク化 が単 に 経験量 の 増力11
’
：伴な うラ ン ドマ

ー
ク 表象の 増

加 の 結果て あ る とす れ ば，CR や M は LM の 項加 に 依存

す る はず で ある 。 し か し なが らLM と CR の 相関 は 2 年

て ば 有忍 だ っ た が，3 年と 4 年 で は有意 で なか っ た （TA −

BLE 　3 ）v
　J≡．た 2年 と 3年 の 問で LM は 有泣

…
が 無か ．t）　i：二

に もか か わ らず，M に は 有意羌があ っ た （FIG ・5，　FICr・6）n

こ れ らの 詰．果か ら， ラ ン ドマ
・一

クの 表象 の 単純 な増加に

よ っ て，イ メ
…

ジ マ ッ プの ネ ッ トワ
ー

ク化 が起 こ っ た の

で は な い と 言 え る c

　〔2）RM の 溝成要素が 変化する 図式　2 年で ｝、ム LM とC鶏

に，そ して 3年 と 4 年で は M と CR に 有意相関があ．丿 た

とい う結男ご よ （TABLE 　3 ），　 RM の 主要 な構威要素が ラ

ン ドマ
ーク の 去象 か ら一ki ・、点の 表泉 へ ， 2亭 か ら 3 佑 こ

か けて 良 f匕した た め と も考え られ る 。 オ リエ ン テ
ー

シ 竇

ン に 歳小 限必 要 な表 象 は，分岐路 の 選択が 必 夏な交
．
1三点

で ある か ら、
．
交差点の 表象系列を主作 と し た ／〜M 秘 考え

られ るわ けで ある 。そ して こ の 図式 に よ る ご ，2 午か ら

3 年の 1，1　：t：．LM が工缶
1加 し なか っ た の は （FIG．6＞，オ リエ

ン テ
ー

シ ョ ンに 必要で な い ラ ン
．1ごマ

ー
ク の 表：象が節約 さ

れた た め とξ兇明 され る。しか し こ の 説呶 ま次の よ うな難

点があ る び）で，受け容れ られ な．い 。2年か ら 3 駕 まで の

1年 卩「1：こ子 どもの 行勳「矧 は 拡大 し，そ れ に 伴な っ て ラ ン

ドマ
ー

クの 記憶痕跡の 数 は 増加す るはず で あ る 。そ し て ．

移動中に そ れ らラ ン ドマ
ー一・ク を、f蒋忍しな くな るは ずほ な

く，秒 動 経 験 i一即 し た本勧
：
究の 1耳現法 ｝．よ ’

二♪て
．
も，扞生

で き な か っ た とは 考え に くい ，以上 の よ うに，〔：1），〔2）の

どち らに よ っ て も未分化な 盈ふ圧→ 分化 した RM の 図：’℃1）

結果 に適含しな い 。

　そ れ で は 本研究に お い て なぜ RM ・・分 化 L ， ．R ⊥vT の 図

式 で は な くて RM ．一・SM の 図式 が成立 し た の か，そ の り

明を SM への 変容の 時期と本1凋査地i或の 環境の 核雑摂三σ）

二 点 を足 が か りに試 み る 。

　ShLorrlya］・｛in（1962）は RM の
一．．・
建三：i上σ）累 雁ll力竃S　−X｛“丶の

変容に は不可 欠の 条件で 凌・る とし た が，そ れ は緲 険に墓

つ く RM の 累積が ル
ー

トの 分岐や．∠差 を生 じさ也 SM

の ネ ッ トワーク化 の 準備状態 を形成 す る た めで あ る 。し

たが っ て ・イ メ
ージマ ッ プ の ：II亅：現の 特徴と し て は 『分

．
皮路

〔offsheot ／s）』の 表現 が RM か ら SM へ 変容す る 移行期

の 特徴で あ る （Shemyakin 　 1962，大 石 1977 ＞o オ
胸
研究

の 結果 を見 る と， CR は 1年 と 2 年の 闇に賓 意差が 見 ら

れ RM の 分 岐再
．
現 の 増 加 を示 し て い る。ま た 1 年で 中央

．値がぜ ロ で あ っ たM は ］．
，

2 年同で 有意な端加 を示 して

お り，2岳旨欠に は既 に R），II　［「．，1−−1：の：｛
；
「L厂F稽 含に よる冷分的

な ネ ッ トワ・・−tク化 が生 じ て い た こ とが わ か る tt した が っ

て RM の 粟陵 とい う点か ら見れ は
．
2 午は SM へ の 変容の

前
．
洗兼件 を浦足 させ

』
て い

『
二こ とに な る 。

　 また 2ヰ 児 の ス ケ ッ チ マ ッ プ の 上 で RM の ネ ッ トワ
ー

ク化の 程L〈．をr見 る と，梼道イ匕さオしオゴ
．
F粒：領域が 並有：する

がそれ 1．）の 歪休的藻奄合 には．長，ご成功 して い な い 状態 で あ

る こ とがわ か る 。こ れ は Piagetら （ユ960）1齶 也
．
誌的衣象

につ い
．
（

’
［
rl
・

［吩 的illi魘 〔partial … r・linati・ n ）．．1の 段階

と叮 1；　Stage　 il［　A の ．
ト
iゴ現将徴 と して 挙げた もの で あ る。

こ うし た Pia薯巳tらの 『凋｝1聳』 の 殺 階の 再 呪の
．
；1諏 ＿茎間

表 象能力の 発達 の 拓標 と巧毎え るな ら，2 翆の 被験児 らは

既に盛問表象 の 匠 ］．1毒 1ガ 吋能 な段附に 入 っ て い る こ と

に な る 。い ずれ 、一せ よ Pittget　u の ：研究 に ．．blしぼ，囁 に

は 児坐は 司 乏 され た ン ス テ ム と して の ユ
ーク リッ ド的平

面 〔憲 1．
1

の を 9 象で きる炉殳跨の 初期に達 して い る （Piaget

＆ lnhelded956 ，　 P正aget 　 et　 al．196D ）。

　以 上述 べ に よ うに 本研究の 被訊 髪巳に つ い て は 2年 まで

に，鰹験 に ル つ くFM の 累秕 と室Il：∫丶象鮨力の 準達 と い

う必 要条件 ｝i、整 え られ て い た と考 え られ る。こ の 時点で

SM への
．匿11体制化が生

．
じ薹 か あ る い は RM の ま ま分化が

進 行す る か を決定 す る 要 1、1辷 して は，ill！｝，環境の 譲雑さ ，

（？）壕境の ツ
．・．ttヴ ェ イ 経1験，偽：1環 魂の 代理 物 に よ る 経験 が

挙 げられ 乱 本剥で ：地域の よ うに不況貝IJで複雑な道・．各網

を もつ 地域 で ば，上 1記必 妄条件を｝二li是 す ろ は ず の 成人の

住民で も SM で ビまな くR 臟 し ン）衣象 しな い 7［∫能i．「iが あ る

〔Stea　l．976）〇　二罫丿≦本；T）」
：詈究σ）

．
予fli｛i画』1査 1こ：冫5し．・−C ，　幼不筐i箕【

児の 母 對llに 十分分イ匕して い ない RM の再 現 が乖
．
【ノ藝された。

こ う しん堤 麗の ポ杜 さに もか かわ g ず SM へ の 変容が結

果 に覗 わ れ た の は，
．tt「
境の 中で 道 L韵月を

ヤ
ナーヴ ・ ．イ す る

機
．
会や 痂所が あ っ た 〜lzめ で は ない 。そ うし tt ．機会が 地 図

とい う城皆 の 代 馴
・1ワを扱 う径験 に お い て 与 え っ れ 〔Stea

＆ Blaut　197
’
3　ab ），こ れ が SM への 変容 を尾進

．
ナ る 要 因

とな っ た と考 え らオしる，，

　 3 ／1
』
次 の社会科 に お け る絵J也図．澤 りな どの 作ス ゼ 通 じ

て 3 ，4 年 兇 は校 区域 の 地 匱［に っ い て
』
密習 し た 。こ の 濃

鑓の 代理物 に よ 騨 ，習 馳 じて 児重は ル ー一｝・の 集・合で あ

る道踏 副 力 ：囚酊を構成1／て い る賑子 を知 凱 　道路網 を

SM 全俸の 準拠忰とし て ：衣象す る こ と こ 学ぶ と考 え ｝れ

る p 迫 路 網：全体 を．授象で き る よ うに た っ たの は，畑 1樽凱」．二

で ル
ー

ト荊i互 の 結合関係 を扣擁 し て ゆ く うち に 晃積 ざれ

た RM が 再†溝戊さ；1更，て こ れ を 劉司臼・臼杓に 彦1
『一ヴェ イ （si

−

rnultaneo ，asly 　survey ）』 で きる よ うに な っ た た め （She−

myakin 　1962）　と才ひえ
1
  オしる 。
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要 約

　 本研究の 昌的 は ， 都市域 の 子 ど もが各 々 の 行動鬮 に つ

い て 衣象す る イ メ
ージ マ ッ プ が，ル

ー
トマ ッ プ型 （RM ）

か らサ
．一ヴ ェ イ マ ッ プ 型 （SM ）へ 発達的 に 移行す る こ と

を明 らか に し ， さらに その 移行 に 関与す る 要因を考察す

る こ と で あ る 。RM か SM か の 判別 は，交ブ匿点表象 の 分

節化が ラ ン ドマ
ー

ク の 表象系列 に 関連す る の か （RM ），

道路 111とい う準拠枠 に 関連す る の か （SM ）に 依 っ て 決定

し た 。

　 詞査地域 は ，大阪府鷺：中市 S 小 学校校区で あ っ た 。被

調査者は，向小 学校児帝 の 中で 同一地区 に居住す る 1年

か ら 4 年 ま で の 男女計 48名（奇 学 ii弓 12，14，11，　 ll 名）。

　イ メージ マ ッ プ の 耳叮現方法 は，マ ッ プ ス ケ ッ チ 法 と 言

語描 写 法 を併用 し
1
二。調 査 は，面 援者が地 図の 描き方 を

教示 す る と 同時 二，再現反応 を促進 す る よ うに工 夫 され

た 而接法 を採 鉱 蛾 音記録され た 。ラ｝机方法は，再現内

容 を要素 に分 け，個 々 の 再現内容 が 実際 に屎境 と正 し く

対応 し て い るか に っ い て 検討する 方法 を採 っ た 。指標 は ，

交差点表象の 分節化 の 指標で ある 交差点ス コ ァ （CR ）と交

差点エ ラ
ー（CRE ），道路網の ネ ッ 1・ワーク化 の 指 1票で ある

網 日数（M ），そ れ に ラ ン ドマ ークス コ ァ （L ］vl）で あ っ た。

　結果 は以 ドの 遍 りで あっ た ，，

1．　 1 年次 の M の 中央値 は ゼ ロ で あ i，），M ，　CR ，　LM の

　　 い ずれ も 2 年 よ り有意 に 低か っ た 。

2．　 2 年 で は CR と LM の 間に 有意相関が あ ），3 ．午 と

　　 4 年 で は こ れ と交替す る よ うに CR とM の 閙 に有意

　　．†目関が見 らSnた 。

3．　 2年 と 3 年 の 問 の び 検定 の 結果，M に は 有意差が あ

　　 っ たが ，
LM に は な か 一v た 。

4．　 3年 と 4 年の 閼の び検定の 結果，LM に は有意差が

　　 あ っ た が ， M に は な か っ た。

　 以 上 の 結果 か ら，
2 年次まで は RM で ，

2 年 か ら RM

の ネ ッ トワ
ー

ク 化 が始ま り，3 年次 に な る と道路網 を準

拠枠と して SM へ変容す る が ラン ドマ
ー

クの 再俸制化 に

成功 し て お らず ，
4 年次 に SM への 再体制化 が進 む と考

え られ た cSM
へ の 変容 に 関与 し た 要因は ， （／）RM の 累

積に よ る RM の 誰分的ネ ッ トワ
ー

ク化 ，   杢間表象能力

の 発達 ， な どの 基礎的
．
要因に 加 えて 変容促進 の 契．機 と し

て （3）3 年 の 社会科 に お け る 校 区 の 地 図 を用 い た 学習が あ

る と考え られ た 。

付記　本論文 は 昭和5／年度大阪大学大学院文学研究科教

育心 理 学専政 に 提 出 し た修 士 論文の データ を再分析 して

ま とめ た も の で あ る 。 本研究 を御指導 くだ さ っ た大阪大

学 田 「卜正吾教援と同中西信男助教授 に 謝意 を表 し ます 。

ま た，論文作成 こあ た り
．
輿重 な御教示 を頂い た 同工 学部

建築学 科 紙野桂 人 助教授 に 感謝 い た し ま す。
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            A  TRANSFORMATION  0F  EMAGE  MAI)  FROM  ReUTE-MAP

                              TYPE  Tg  SURVEY-･MA])  

'rYPE

                                           Naolci Tani'

  The  representation  of  spatial  dispesition of  objects

in large scale  environment  is c:ulled  image  map.

Children's image  maps  wore  made  on  the  basis of

experiences  of  lvcomotion. Shemyakin(1962) sugges-

ted  that  they were  initially sequentiRl  representations

associated  with  traeing  routes  that  was  calLed  voute

-map
 typ:) (RM  type).  And  as  a  child  grew,  the

image map  was  transformed  from  route-tnap  type

to survey-niup  type  (SM type), and  was  broader  so

the  child  could  simultaneousTy  represent  the  whole

environment.

  The  ai[ns  of this study  were  (1) to prove the  hy-

pothesis that the image  maps  o'f children  in the city

were  transforrned  irom  RM  type to SM  type, accord-

ing to the  indexes in quantity, and  (2) to presume
reasons  for this transformation.

  This  research  tQek  place at  the  S. Elementary

School  U'n,it in Toyonal<a  city,  Osalca prefecture,

where  streets  run  disorderly. Subjects were  48  boys

and  girls ranging  irom  }st to 4th grade, drawn  from

those who  had  lived in the  district for more  than

three years before schooling  (FIG, 1, TABLE  1).

  Procedures  used  were  (1) map  sketch  method  and

 (2) verbal  description rnethod.  Trained  interviewers

taught  children  hew  te draw  sketches  and  encoura-

ged their  reproduction.

  The  contents  of  s'ketchcs  were  rneasured  by the

exactness  of  represented  informations. The  indexes

were  (]) Crossing seore  (CR), (2) Crossing. error

(CRE), (3) Number  of  meshes  (M), and  (4) Land-

mark  scere  (LM)/ ((l), (2) ; the  criterion  of  di.fferen-

tiation,  (3) ; the criteyion  of  structuralization  of  road-

network).

  Main results  were  ;

  (l) The  median  of  M  of  !st grade was  zero  ; M,

CR,  LM  of  lst grade  were  signiiicantly  smaller  than

those  of  2nd  grade  (FIG.3, 5, 6).

  (2) The  coefficients  of  correlation  were  signifi-

cantly  found  bet/ween CR  and  LM  in 2nd  grade,  and

between CR  and  M  in 5rd and  4thgrade(TABI.E  3).

  (3) The  difference between  2nd  and  3rd grade  was

found  on  M  significantly,  und  not  on  LM  

'by
 U-test

(FIG,5, 6).

  (4) The  signii'icant  di-fference between  3rd and  4th

grade  was  found  on  L"(, und  not  on  M  by  ULtest

 <FIG･5, 6)e

  From  tbe results,  it ceuld  be presuinedi that  lst

grade  children  had  not  yet  represented  routes  as  a

network  u.nd  they  had  RM  type image  map  (see
Result (1)). And  from  Result (2), it could  be said
that  2nd  graae  childr'en  differentiated crossing  repre-

sentatiens  by means  of  landmarks,  on  the  other
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hand  3rd and  4th grade  children  diifeiJentiated them

by the road-networlc.  Consequently  it cculd  be said

'that
 2nd grade  children  had  Rrv[ type  and  3rd  a"d

4th .v. rade.  chilclren  had  S"v{ type  image  map.  rt would

req"i,re  further explanati/eD  at  the point  tha"L' ].ILC

dicl no'L' increase parallelly "iith  Ivi (Results (?,), (4)).
Thc  iormation of  SM  type  for 3rd gr･ ade  seems'd  to

faiJ the  correct  dispositien of  Ian,drnaitks on  construc-

'tion
 in spite  of  succcssl  ul  introduction cE  tht rGucl-

network.  The  integra±ion of lai'id.marks and  roa(1-

networlc  rnight  occur  at  the  4th gratte }evel,

  Reusons  of  L'he transformatrien  frorn RM  type  to

SM  type anr,ong  clnildren's  image  maps  could  bc

{･'ljl,t,Sii 
'k'12S;11s.

 /.,'., 3 Lg-

presumed  as  follows :

   (1) The  accumulation  of  
'image

 niaps  oiC RpaI type

had  caused  pttrtial netwu'rl{s  of  Rr/}{ type by the 2nd

grade  (Rcsult 1).

   (2) 3rd g, rnde  children  had reached  the  stage  of

"coordinatEd''
 spatial  represent'p.t{on,  In spite  of  these

conditions  comp]ex  nettworl{s  o/E reads  in this distrir..'t

would  prevent the  t.ransformatiori,

   (3) However  the  learning of  maps  in the  class-

room  mxking  it possible for chi].drL'n  te survey  sivnul-

taneously the surrogate,stimulated  them  to reconst-

ruct  image  m,aps  ef  RM  typp. into  SM･ type.
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