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資 　料

幼児 に お け る両手に よ る線描画課 題で の 逆操作 の 発 達

松　 村 　 暢　 隆
＊

問 題

　 手 の 運 動的操作 の 発達 に 関 し て ，幼児期 で は ， 図形 の

描画や ， 両手 の 運動 の 協応に，明確な年齢的変化がみ ら

れ る。

　描画の 発達 に つ い て は ， タ テ線や ヨ コ 線 の 摸倣は 2 歳

ご ろ 可能 に な り，3 歳 か ら 4 歳に か け て 円や 正 方形，三

角形な ど の 模写 が で き る ように な っ て い く。しか し， ヒ

シ 形 の 模写は 6歳 に な らな い と正 確に で きな い 。 こ れ は ，

図形 の 描 写 に は ，手 の 運 動技能 の 発達 と と もに ， 図形 を

「意味化」 し て 認知す る概念 の 発達が必要 に な る た め と

考え られ る （園 原，1979，ユ980）。

　 ま た．両手別 々 の 動作 を協応 させ る の は 4 歳ご ろ 可能

に な る 。 「ゴ ム バ ル ブ に ぎ 1」の 実験 （匳 原 ・黒 ：tL，1966；
田 中 ・

田 中， 198e） に よ る と，バ ル ブ を両手 に 1 つ ずっ

もち，片方の 手 で に ぎ っ た まま ， もう一方 の 手 で 開閉す

る 課題 に お い て ， 2 歳児 は 両手 同時に 開閉す る 。3 纛児

は 別 々 の 動作に 注意を向け る が 反応が もつ れ る 。そ して

4 歳ごろ か ら こ の 両手 の 協応 が 可能に な る 。両手 の 交互

開 閉 課題 で も， 4 歳 ご ろ か らもつ れ がな くな り， で き る

よ うに な る e

　 とこ ろ で ， 2 歳ご ろ は，くつ 下 をは きか けて い る とき

に 脱 げ と言 わ れ る と か え っ て は い て し ま うよ うに ， や り

か け た動作 を止 め た り逆に す る 動作的脱中心 化 が 困 難で

あ る 。こ の 脱 中心 化 は，言語 の 自己 制御作用 の 発達 と と

もに 進歩 して い く （坂 野 ， エ980）。

　さて，本稿の 実験 で は ，幼児 を対象 に ，両 手 で 同 時に

2 本 の 線 を描き，途 中 で 1本 だ け逆方向 に進ん だ り （1

本 逆）， 2 本と も逆方向に進 む （2本逆）課題 を行 う。

　まず，本稿の 課題 で は ，両手 の 協応 と動作的脱中心化

が 同時 に 必要 と な る が，そ れ が 何歳 ご ろ 可能 に な る か を

調 べ る 。 上述 の よ うに，両者は単独 に は 4 歳 ご ろ か らで

き る の で，そ の 両者が組み 合 わ され た本稿の 課題 は ，
4

歳よ り年長 の 時期 に 可能 に な る と予 想さ れ る 。

　 ＊ 　 関 西 大 学 文 学 部

　 次 に， 1本逆 と 2 本逆 の 難易を比較す る 。 松村 （／981

a）で は ， 両手同時 の 運 動 に よ り斜 め の 線 を描 く課題を

行 い ，片手 逆 と両手逆 の 逆操作 を比較 した が，逆操作の

困難さ の指標が 不精密で ，両者の 問に 明確な差が な か っ

た 。 本稿 の 課題 に お い て，も し 2 本逆 が 両手未分化な ひ

と ま と ま りの 動作で で きる とす る と ， 2本逆は 1 本逆 よ

り容易に な る で あ ろ う 。 し か し，そ れ に対 し て ，2 本逆

に は 両手 の 分化 し た動作の 組 み 合 わ せ が必 要 で あ る とす

る と ， 2本逆 は 1本逆 よ り困難に な る で あ ろ う。

　 ち な み に，概 念 の 発 達 に お い て は ，類や関係の 否定 の

課題 で， 1 つ の モ ノ か ら 2 つ の モ ノ を同時に 考慮 す る よ

うに な る と い う発達方向が み ら れ た　（松 村 ， 1981b ，

ユ982）。 黝作的逆操作に お い て も， 2 つ の 運動に 同時 に

注意し て理解す る と い う動作的概念化が必 要 で あ ろ う。

類概念 に 関 し て 具体的操作期 の 可逆性 の 形式 と し て，逆

操作 な い し否定操作 （関 係概 念 に 関 し て は 相 補 性 な い し

対 称 性 ） が あ ），そ れ は以 前の 行 動 に起源 が あ る と考え

られ る 〔Piaget ＆ 工nhelder 、 1966）。本稿の 課題 の 動 作

的逆操作 と ， 概 念的否定 との ，発達方向 の 平行性だ け で

は 1 両者の 直接 の 発達的連関は 不明で ある 。 し か L ，まず

本稿で， 1 つ の 逆操作 から 2 っ の 逆操作 を同時 に行え る

と い う発達方向 の 事実が得 られれば ， そ れ は 両者の 発達

的連関を考え て い くひ とつ の 手が か りに な る で あろ う。

実　験　夏

　方　法

1 ．被験者　奈良市内の 私立保育 園児34名 （5 ；11〜6 ；

10，M ・＝　6 ｝4 ）。

2 ．課題 の 条件　F 亅G ．1 の よ う に ， 〔1 タ テ ・2 ヨ コ 〕

〔位置）x 〔A 順向 ・B 逆向〕 （出発方向）x 〔a 直行 ・b1

本逆
・c2 本逆〕（進 め方） の 12課題 で あ る （実 驃 の 描 画

の 折 り返 し 点 は 鋭 角 的 で 折 り返 し線 は 行 き の 線 と接近 し

て い る 。矢 印 は つ け な い ）。 FIG．1 の 横書 き読み の 順序

で 各課題 2 試行実施 す る。

3．手続　集団式で実施す る 。 FiG．1 の 各課題 ごと に，
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実験者が，黒板 と，被験者と 同 じ紙に ， 手本 を描 い て み

せ る 。実験者 が 両手 に チ ョ
ー

ク （ク レ パ ス ） を も ち，各 図

形 を両手 で 同時 に 描 く 。 描 きな が ら，「ア リが 2 匹 い っ

し ょ に歩い て い て ， 2 匹 と もい っ し ょ に ま っ すぐ行 っ た

  」，「1 匹 は その ま ま ま っ す ぐ行 っ て ，も う 1 匹 は途中

で 帰 っ た（b）」，「2 匹 と も途中で 帰 っ た（c ）」 とい うよ うに

動作 に 意味 づ け て 説明す る。

　被験者に 配 られ た 画用紙に は ， 各課題 ご とに （1 枚 に

2 試 行 分），長さ 13cm の ガイ ドラ イ ン が 2本 ， 3．5cm

間隔で描 か れ て い る 。 折 り返す べ き点 に は 短 い 線で印が

つ い て い る 。 被験者 は ， 両手 に ク レ パ ス を も ち，手本に

続 い て 図形 を描 く。両 手 同時 に 動 か し，途切 れな い よ う

に ゆ っ くり描 くよ う教示す る 。 失敗し て も次 の 図形に 移

る 。

　結　 果

　各入 に つ い て ，各課題 で ，
“
折り返 し 点 で 途切れ る

”
，

“

直行線が途切れ る
”
，
“
折 り返 す べ き と こ ろ を直行 す る

”

な ど の 失敗が な く描け た もの を成功 とす る 。 各課題 の 第

1 ， 第 2 試行 の 成功率 の 問に有意差がない の で ， 2試行

をこ み に して ， 各課題 の 成功率 を示す と．FIG ，2 の よ う

に な っ た e

　各 人 に つ い て ，各 課 題 2 試行成功 を 2 点， 1 試行成功

を 1点 と して ， 位置 （1 タ テ ・2 ヨ コ ）x 出発方向 （A 順

向 ・B 逆 向）x 進 め 方 （a 套 行
・b1 本 逆 ・c2 本 逆）の

要因 に つ い て 分散分析する と ， 進 め 方 の 主 効果 に の み 有

意差 （F （2，　405）＝25．85 ，
1 ％水 準）が あ っ た 。 そ こ で 位

置 と 出発方 向 の そ れ ぞ れ の 条件 に お い て 口 進 め 方の 要因

に つ い て分散分析す る と， 次の 課題問 に の み有意差 （い

ユoo

菟
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FIG．2 各課題 の 成功率

｛

ず れ も 1 ％水 準）があ っ た 。

以下 い ずれ も a − b − c 問，a − b 間，　a − c 問 の 順に，

1A ： F （2，　99）＝＝　16．OO，　 F　（1，　66）　＝・　20．48 ，　 F （1，
66）

＝39．601B

； F （2，9≡））＝13．72
，
　 F （1，

66）＝15．21，　 F （1，66）

＝ 30．582A

； F （2，
99）＝＝　13．　58，　 F （1、66）二 14．77，　 F （1，66）

＝27．762B

： F （2，99＞＝IO．27 ，
　 F （1，66）＝ 12．33，　 F （1♪66）

＝19．64

　考　察

　まず，FIG ．2 か らわ か る よ うに ， タテ ，ヨ コ の 順向，

逆向い ずれ も，直行は ほ とん ど成功 して い た 。
6 歳で は

方向 に か か わ りな く両 手 で 2 本 の 直線 を描 くの は 容 易 と

い えよ う。 それ に 対 して ， 1 本逆，2 本逆は ， タ テ ， ヨ

コ の 順 向 ， 逆向 い ずれ も ， 直行よ P 困難で あ っ た 。 それ

で も約半数以上成功 し て い た ．

　っ ぎに ，1 本逆と 2 本逆 を比較す る と， 位置 と 出発方向

を コ ミに す る と， 2 本逆の ほ うが 1本逆 よ り困難 で あ っ

た （F （1，
270＞：＝　6．　30，5 ％水 準 で 有 意差 が あ っ た 〉 が，

個別 の 条件で は有意差が な か っ た 。 しか し ，
2 本 逆は 1

本逆 よ り易し くな く，ま た 2本逆 の 順向 も逆向 もほ ぼ 同

じ困難 さで あ る の で ， 2 本逆は ，両手 の 未分化なひ とま

と ま りの 動作 で は な い で あ ろ う。

　 と こ ろ で ， 実験 1 の 課題は集団式 で 行 ウ た の で ，両手

を同時に動か す よ う教 示 し たが ， 被験者 が 2 本 を継時的

に描い た と して も後 か らチ ェ ッ クで きなか っ た 。 ま た折

り返 し点 で 線が続 い て い て も一度途 切れ て 描 か れ た か も

しれな い 。 こ れ らは 個別式 の 検査 で 調 べ る こ と ボ で きる 。

そ し て ， い ずれ の 課題 も 6 歳 で 約半数以上可能に な る こ

とが わ か っ た が ， よ り年少者 に つ い て の 年齢的 変化 を調

べ る 必要が あ ろ う。

　 そ こ で ，次 に 実験 H と し て ，4 ，5 ，6 歳児 を対象 に，

個別式検査 を行 い ， 正反応や失敗 をよ り精密 に 判定 し，

年齢的変化 を検討 す る 。
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TABLE 　1 各反応 の 判定基準

〈 正答反 応＞

O 中間反 応や 誤 反応 以外

Q 少 し の 線 の ゆ が み は 可

G 折 り返 し練 は 見本 の 逆側 で も可 （D
O 直 行線 が 中央 で

一
瞬止 まって も可

1L）こ，

（
％）

＜中間 反応＞

G 中 央 で折 り返 さず 1／4以 下 ま た は 3，／4以 ヒ進 ん で 折 り返す （D
O 折 り返 し練 が 3ゴ 以 上ず れ る （匪）

○折 り返 し線 や 直行 線 o 中央で
一

度 マ
ー

カ ーを も ちあ げ る

〈 誤 反 応＞

C 継 時的 に描 く（酌
『
）

G 端 ま で進 ん で折 t）返 す （V ）

0 逆 向 の と こ ろ を順 同 する （丶1）
O 折 り返 さず直行す る （、［）

0 片 手 の み で描 く

50

（ロ ー
マ 数字 は FIG ．3 の 図 の 番号 を示 す）
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FiG ，3 各反応 の 例 （TABLE 　1 を参 照 ）

実　験　II

　 方　法

1 ．被験者　吹 田 市内 の 私 立 幼稚園児 60名 。 4 歳群（4 ；

2 〜4 ；4 ， M ＝4 ；3 ），
5歳群 （5 ；1 〜 5 ；3 ，　 M ＝

5 ；2 ），6歳群 （610 ・一　6 ；2，M ＝：：　6 ；1 ）各20名ずつ
。

2 ．課題 の 条件　FIG ．1 の うち，〔1 タ テ の A 順向 ・2 ヨ

コ の B 逆向〕× 〔b1 本逆 ・c2 本逆〕 の 4 課題 で あ る 。

課題数 を減 ら し簡素化 した 。以 下 1Ab ，1AC ，2Bb ，

2Bc をそ れ ぞれ 1b
，
lc

，
2b

，
2c と呼 ぶ 。1，2の

順 で 実施 し，b ，C の 順序 を被験者間 で ラ ン ダ ム に す る。

各課題 2試行 ずつ 行 う。

3 ．手続　偶別式 で行 う。机の 上 に 水平 に ホ ワ イ トボー

ド （カ ＝ ま k は ペ ン ギ ン の 形 で 板 面 は 約 20x20c 血 ）をお

く 。 紙 に 描 い た 各課題 の 見本図形 （直 行 線 の 長 さ10　cm ，

2 本 の 線 の 間 隔 ユ．5c 皿 ， 折 り返 し 線 と 行 き の 線 の 間隔

2，5mn1 ）を用意す る 。 被 験者 と実験者 が 横 に 並 ん で机の

前 に す わ る 。

　各課題 に つ い て，実験者が ホ ワ イ トボ ード ・
マ
ーカー

2 本 を両手 に も っ て ， 実験 1と同様 に 「ア リの 道 」 の 説

］LX ）

ハ
％

50

o4

　　　　 5

　 FIG ．4

4
F
⊃

各課題 で の 各反 応 の 比率

6 （歳  

明を しな が ら， 見本図形 と 同 じ大きさ の 図形 を描 く （実

験 1 の よ う な ガ イ ド ラ イ ン は な い ）。 描 い た 図形 を消 し

た の ちボ
ー

ドの 向 こ う側 に 見本 図形 をおい て ，被験者の

両手 に マ
ー

カ
ーを もた せ ，今 と 同 じ よ うに 描 くよ う教示

す る 。 試行 ご と に記録 して 図形 を消 して か ら，次の 図形

に 移 る 。

　 結　果

　各人 の 各課題 に つ い て，正 反応 ， 中間反応 ，誤反応を，

TABLE 　1の 基 準で 判定す る 。 各反応 の 例 を FIG．3 に 示 す 。

　まず，正 反応数 に つ い て 第 1 ，第 2 試行の 問 に有意差

が な い の で， 2 試行 を こ み に し て ， 各年齢群 の 各課 題 で

の 正 反応 お よ び 中間反 応 の 比率 を FIG．4 に 示 す。各 課 題

の 正 反 応 率 に つ い て ， b − c 問 を比較 す る と，次の 課題

問 に の み有意差 が あ っ た （
＊＊

： 1 ％ 水 準，＊
： 5 ％ 水 準）。

以 下い ずれ も 2b − 2c 間 （df＝ 1）

4 歳 ： X2；4．ll＊，　6 歳 ： X2 ＝ 14、53＊＊
，

全体 ； X2＝・12，34＊＊
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TA 肌 E 　2　 2 試行中正 反応 の 人 数

1試行 以上正 反 応 2 試行正 反応

譱
〜脚 456 4 ・　　 5　　 6

1 ・b 6　 　 12　 　 19 O
’
　 6　　 15

1 ・C 4　　 11　　20 1　　 6　　 14

2 ・b 7　　13　　20 1　 　 8

　 2 ・c 　 　 　 2 　 9 　 14 　 　 　 0 　 6

　 （各年齢群20人中の 人数 を表わす）

　次 に，各課題 で 2 試行中1 試行以上正 反 応 し た人数，

お よび 2 試行 と も正 反応 し た人数を TABLE 　2 に 示 す 。

b − c 問 を比較す る と， 次 の 課題聞 に の み有意差 が あ っ

た （い ず れ もdf・＝1）。

1試行以上正 反応 につ い て 2b − 2c 間

6歳 ： X2・・ 8．24＊＊，全体 ： X2＝ 7．55＊＊

2 試行正反応につ い て 2b − 2c 間

6 歳 ： X2＝8．64＊＊
， 全体 ： X2＝5，40＊

　考　察

　まず，FIG，4 か らわ か る よ うに，い ずれ の 課題も，正

反応が ，
4 歳で は 2割以下，5 歳で は半数以下で ， 6歳

で 約 9割 （2c は 6 割 ） で き る よ うに な っ た 。そ し て ，

両手 で 同時 に線 を描 き逆操作が で きる けれ ど も不完全な

中間反応が，各年齢 で 見られ た 。

　また ，
TABLE 　2 に 示 し た よ うに， 2試行中少 な く と

も 1試行正反応 した人数 は ， ヨ コ 線 2 本逆 を除い て 6歳

で ほ ぼ全員 に達した 。2 試行 と も正 反応 の 人数は ， 4歳

で は ほ とん どな く，ヨ コ 線 2 本逆を除い て 6 歳で ほ ぼ 4

分 の 3 に な っ た 。本稿の 課題は，4 歳で は ほ ぼ不可能で ，

5歳で 可能 に な りは じめ ，6歳 で ほ ぼ可能 に な る とい え

よ う。

　次に， 1本逆 と 2本逆 を比較す る と ， タテ 線順向で は

正 答反応率 に 有意差 が なか っ た が ，
ヨ コ 線逆向で は ，

2

本逆 の ほ うが 1本逆 より困難で あっ た （FIG．4
，
　 TABLE

2 参照）。 2本逆 は分化 した 2 つ の 逆操作の 組み 合 わ せ

で あ る とお もわ れ る 。

　と こ ろ で，誤反応 をみ る と ， い ずれ の 年齢も継時的 に

描 くの が多く，折 り返 さず直行して し まうの が 4 歳で見

られた 。 また ， は じ め か ら両手 で 進めず片手の み で描い

て しま うの が 4歳 で 見 られ た 。 中間反応 に つ い て は，中

央 をか な り過 ぎて か ら折 り返す の が多か っ た が，動作的

脱中心化が 不十分 と い え よ う。 こ れ らの 反応 は，本稿の

課題 で は（1）両手 で 同時 に線を描き，   片方また は両方の

線 を中央で 逆 に 進 め る こ と が困難 で あ る こ と を示 し て い

る 。

　 さて ， 図形 の 模写 に は 図形 の 意味化 が必要 に なる （園

781
・

原 ， 1980）ならば，本稿 の 課題 で の 図形 の 意味化は 6 歳

ごろ 急 に で きる よ うに な る とい え よ う。4歳児で も見本

を何 とか まねようと線 をつ ぎた した りす る 努力が見 られ

た が，正 し く模倣で きな か っ た 。従来の 発達険査の 図形

模写 で は ， 静的なモ デ ル 図形 の 理解が 問題 とな る が ， 本

稿 の 課題 で は，静的な図形 の 概念化 と同時に， 2 つ の 同

時的運動や逆操作とい う動的な モ デル の 理解 ・生産的要

素が含まれ て い る 。 課題 の 実施も簡便で あ り， 発達検査

の 新 た な ひ とつ の 項目と して 利用で き る か もしれ な い 。

要 約

　幼児 を対象に，両手 で 同時 に 2 本の 線 を描き，途中で

1本 また は 2 本 の 線の 方向を逆 に して描 く課題 を行 っ た 。

お もな結果は 以下 の とお りで ある 。

　 1 ．1本逆や 2本逆 の 描画 は ， 4歳 で は 困難 で ， 6 歳

で多 くの 者 が で きる よ うに な っ た 。
．6 歳 ご ろに ， こ の 課

題 の 図形 の 静的および 動的な意味化 が 急 に進むと思われ

た 。

　 2 ・ 1本逆と 2 本逆を比較す る と，タテ線で は有意差

がなか っ た ぶ ， ヨ コ 線で は 2 本逆の ほ うが 1本逆よ り困

難で あ っ た 。2本逆は 両手 の 分化 した 動作 の 組 み 合わ せ

で あ る と推定され た 。
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