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資　 料

自閉症児 の 特異な描画技法 の 発 達過 程

浜 　谷 　直　人
＊

木 原 久 美 子
＊＊

ON 　THE 　EXTRAORDINARY 　DEVELePMENT 　OF 　TWO 　AUTISTIC

　 　 　 　 　 　 　 　 CHILDREN ’S　 DRAWING 　 DEVICES

Naoto　HAMATANI 　 AND 　Kum 虫o 　KIHARA

　　Autistic　 chi 【dren　sQmetimes 　exhibit 　 extraordinary 　（1rawing　ability 　in　their 　early

childhood ，　 They 　 are 　 usually 　thought 　 to　 be　i皿 paired　 in　 conceptualizing 　 visual 　 stimu 】i・

We 　 p ・ ・ ti・ip・ t・ ain 　 d・y−c ・・enu ・… yp ・・9 ・・m ・ ・ f　 tw ・ ・uch ・uti ・tic　 chHd ・en ・ Th ・i・

d・ v ・1。pm ・ ntal 　p ・Qce ・s ・f　d・・wing 　de・ ice・ w ・… mp ・・ed 　with 　th ・t ・ f　n ・ ・mal 　child ・en

and 　 their　 draw三ng 　 devices　 were 　 anatysed 　from 　 the 丘gure 　 and 出 e　 composition 　of　 the

d・awi ・g ・，　 Th ・ m ・ ln ・ e ・ult ・ we ・e　as 　f・ll・ w ・ ・ （1）the1・ dev・】・P ・n ・ nt ・ i　p ・・c ・・s ・f　d・・ wing

devices　skipped 　over 　the 　 stage 　of 　inteliecしual 　 realism 　 and 　 reached 　 a 　 stage 　 of 　perspective

draw洫g　 as 巳 ar 】y　 as　 5 ； （2） they 　 used 　
“intellectual−realism −drawing−devices” oniy 　 when

human ．figures　 were 　 depicted．　 These 　 Iesults 　 suggested 　 that 　 intel］ectual 　 reallsm 　 was 　 an

e 旺ective 　 ter凪 when 　 explain ｝ng 　 the 　 speci 丘city 　 of 　 no ［mal 　 children
’
s　 drawings，　 and 　 that

the 　drawing　devices　of 　normal 　chi ］dren　were 　acquired 　through 　the 　functien　of 　conception

formed 　 by　 practical 　 activities ．

　　Key　wolds ： autistic 　children ，　 drawing　dev星ce，　 inteltectua．I　 rea ／ism

問 題

　幼児 が なぜ 独特 な 形 の 絵 を 描 くの か を め く
“

っ て 様々 な

議 論 が あ っ た。そ の な か で ， リュケ （1979 ） 以 来，幼 児

期 の 描画 の 機能的な 説 明 と し て 知 的 リア リズ ム と い う概

念 が 広 く受け入 れ られ て きた 。 対象 の 見 えと対象 に つ い

て の 知識 を対置 して ，子 ど も は 見 え を 未だ 表現 で きず，

知識 に もとずい て 描 くが た め に ， 大人 の 絵 と異 な る とい

う説 明 で あ る 。 近 年 こ れ に 対 し て 批判的検討 が 試 み られ

て きて b る。 そ れ ら
一
連 の 研究 は ， 空間関係 な どの 表現

技法 に つ い て 個別 に 詳細 に 検討 し，幼児 も場合 に よ っ て

は 見え を 描 く技法を 使 用 し，知識 と一一
致 し な い 技 法 を 用

い る こ とが あ る こ とを示 した 。 こ の た め ，幼児期 の 絵 が

独 特 で あ る の は，幼 児 が 見 え を 表 現 で きな い とか ，知識

だ け に もとずい て 描 くと い う理 由で は 説 明 で きず ， む し

゜　 帝京大学 （Teikyo 　University）
i ・法政大学 （Hesei　University）

ろ 幼児 は 揚面や文脈や言語教示 な どに 応じ て 何ら か の 判

断に もとず い て適切 に 描画技法を選択 し て い る結果 と解

釈す べ きと い う見解 が 提出 さ れて きて い る （Davis　A ．M ．

（1983），Barret ，M ．D．　 and 　Bridson，　A ．（1983），　Llght，　P．　 and

McEwen ．F ．（1987），　Meore ．V ．（19S7） な ど）o

　 こ れ らの 研究 に よ っ て ， あ らた め て学童期以降の 絵 に

対す る幼 児 期 の 絵 の 異 質性 が ，子 ど もの 用 い る 描画技法

の 傾向 の ち が い と し て 具体的 に 明確 に さ れ た 。
Freeman

，

N ．H ．（1980）は 幼児期 の 描画技法 の 特徴を CannoniCalitソ

と呼 び ，
Light

，
　 P ．H ．　 and 　 Humphreys

，
　 J．（19Sl） と

Davis は ，それぞれ技法 の 変化を，　 Array−specific か ら

View −specific へ ，　 Object −centerd か ら Viewer・cente 【d

へ
， と 呼 ん で い る 。 5 〜 8歳頃 に そ れ ら の 描 画 技 法 の 使

用 に お け る 転 回 点 が 存在す る Q こ れ らの 諸研究 で は 比較

的単純な空間閧係に お け る単
一

の 描画技法 ご と の 使用 の

変化 に つ い て 明らか に し て きた が，複雑 な 三 次元的 な 関

係 を 透視画 と して 表現する に は ． 複数の 技法 の 使用 の 傾

向に お い て そ の よ うな転回 点を 経験 し ， しか も諸技法 を
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整合す る よ うに 調整 し なけれ ば な らない だ ろ う。こ の た

め 幼児期 の 絵 に は 通常，透視画約 な表現 は み られ な い

（木原　。浜谷（1988））o

　 と こ ろ が Selfe，　L ．（19T7） は 3 歳代 とい う早期 か ら巧

み な透視画 を 描きは じめ た ユ例 の 自閉症児 に つ い て 報 告

した 。 また 本邦 の 自閉症 児 の 療育 の 現揚 に お い て もとき

ど き類似 の 事例が み ら れ る こ と が 伝えられ る 。 しか し，

上 記 の よ うな描 画 発達の 最近 の 知見は こ の よ うな 事例 に

み られ る 描画 発達 の 様相を 十 分 に 説 明で きな い 。 こ の よ

うな 事働 よ特異な例 で あ るが，我 々 は その 特異性 を 例外

として 考慮 の 外に お くの で は な く，通 常幼 児の 描画発達

と ど こ に 共通性 と異質性 が あ る か を整理 し て 描画 発達に

関す る知見を 得 る 資料 と し て い きた い と 考 え て い る 。

　 zaE，描画 発達研究 の 1 つ の 主 要 な 課題 は ，先 に 述 べ

た 幼児期か ら学童期 に い た る過程 で み られ る子 どもが使

用 す る描画技法 の 構造 的 な 変化 と調整 の 背後 に あ る 心 理

的な要因 を 明 らか に す る こ とで あろ う。
Selfe の 事

・
例の

よ うに 早期 か ら透視 画を描 く事例 に つ い て 検討す る こ と

が こ の 問題 へ の 手が か りを 与え て くれ る の で は ない だ ろ

うか 。 と りわけ技法 の 使用 の 変化過程 に つ い て 分析す る

こ とに よ っ て 描画 の 心 理 的機能 に つ い て の 示 唆 が 与えら

れ る と考え る 。

　現在ま で そ の よ うな事例 に つ い て の 詳細 な 報告 は

Selfe（19ア7，19S3） だ け で あ る 。
　Se］feほ ，早期 に 達成 さ

れ た 透視画 の 特異性 と い う点 に焦点をあ て て 報告 して い

る が，描画発達全般の 課題 に つ い て 考 え る た あ に は ，そ

れ に 加 え て そ うい う 自閉症児 は 通 常 の 幼児 が 幼 児期固有

に 用 い る 描画技法を どの よ うに使用 し て い た か などに つ

い て も検討 しな け れ ば な らな い 。 そ の た め に は ． そ うい

う事例 の 子どもが どうい う技法 を ， ど の 程度 ， ど うい う

順序 で 使用 した か に つ い て の 資料を分析す る必 要 が あ る 。

　そ こ で 本研究 で は ， 我 々 が そ の 療育場面 に 関与 した 2

例 の 早期か ら巧 み な透視画を描 い た 自閉症児に つ い て，

まず第 1 に 描画技法 の 使用 の 順 序 を 明 らか に し，同 時 に．

第 2 に 描画技法 の 使用の 対象差 を 分析す る 。 そ し て それ

ら か ら描画 発達に お け る 幼児期 か ら児童期 へ の 移 行 に 関

わ る 心 理 的 要囚 に つ い て 考察 を 試 み る 。

方 法

　A ．対象 児と釜　 2 名の 男児 の 自閉症児が 描 い た絵 と

描画 行動を もと に．描画技法 の 変化過程を分析す る。筆

者らは 幼稚園 お よ び 鄰内教育相談所 で，こ の 2児 の 幼児

期 に 療育 に 参加 した 。 2 児 と も に 4 歳か ら 6 歳頃 の 行動

の 特徴 は DSM 一
皿 （1980）に あ る 自閉症の 診断基準に よ

く あ う。 2 児 ともに こ の 当時指示 に 応 じ る こ と が 困難 で ，

課題に よ る 発達検査を実施 で きな か っ た 。 A 児 は 暦 年齢

6歳 6 箇月 の とき，津守式乳幼児精神発 達診 断 法 で 運動

（4 歳 6 箇月）， 探索 （5G ），杜 会 （3 歳，1歳 9 箇 月），生

活習樌 （4 歳 ），言語 （4歳 6箇月，2 歳 ）で あ っ た
＊。B 児

が 5 歳 7 箇月 の と ぎ，遠城寺式乳幼児分析的発達検査 で

移 動運動 （2 歳 6 箇 月〜9 箇月）手 の 運動 （3 歳 ）基本的生

活習慣 （3 歳 ）対 入 関係 （ユ覈 4 箇月〜6箇 月） 発 語 （1 歳

4 箇月〜6 箇月） 言語理解 （1 議 2 箇月〜4 箇 月）で あ っ た。

2 児 と もiこ ，社会的な認識 と言 語 的理 解 の 遅 れ が 大 き い

が ．対物的操 昨能力 の 遅れ は 小 さい 。 2 児 と もに 比較的

軽蔓の 発達遅滞をともな っ た 自閉症 児 と位置 づ け る こ と

が で きる と考 える。

　 2 児ともに 錨 き始 め て か ら数年聞 で 推定 で数千枚 以上

とい うお び た だ し い 量 の 絵 を 描 い て い る 。 こ の うち 1 枚

の 絵 と し て 未完 成 な も の を 除 き，その 当時 の 絵の 特徴 を

代表 し て い る絵を 選 ん で 分析 の 対象と した 。 A 児 に つ い

て は 4 歳 6箇 月 か ら 9 歳 5 箇 月 ま で に 描 い た 絵 か ら84枚
を，B 児に つ い て は 5 歳 1 箇月か ら 7 歳 6 箇月 ま で に 描

い た 97枚 の 絵 を選ん だ 。 こ れ らの 絵 は 全 て 自発爾 で あ る，

捲画 行動の 分析 の 資料 と し て，A 児の 場合，幼稚園 の 担

任 の 記録 と筆者の 観察記録 を，B 児 の 場合，筆者の 療育

日誌 を参考 に し た 。

　 B ．描画技法 の 分析基準　須賀 （1976）に し た が っ て ，

絵 の 構造を主 に 図式と構図 とい う 2 つ の 異 な る 水準 で 検

討す る e こ こ で 図式 と は 線 や 円 や 四角形などの 単純 な 要

素 か ら構成 され る，家や木や 人 の よ うなひ とつ の ま と ま

りある 形を も っ た 単 位 で あ る 。 溝図 と は 複数 の 図式間 の

関係を も っ た携造 で あり ， こ れ に．よ っ て 場面 が うまれ る 。

　従来 の 描 画 発達の 知見を総合す る と，通常、子どもは

以 下 の よ うな順 序 を 経 て 描 画 技法を 獲得，使用す る よ う

に な る と考え ら れ る 。 な お ，以 下 に用 い る 描画技法 の 名

称は 必ずし も
一
般 的 に 受け入 れ られ て い る も の で は な い

が，論議を簡潔 に す るた め に 便宜的 に 使用する 。

（1）図式内 の 要素構成 に お け る描画技法　ま ず対象 の 外面

を 構成す る諸側面 の うち
一

側面だ け を 描 く （
一

側 技法）段

階 に 始 ま り．複数面を並置し た り重 ね 合わ せ る よ うに接

合 して 描 く （接 合技法 ）段階を 経 て ，複数面 が 立 体 的 に 描

か れ る （立体 技法）段 階 に 至 る 。

（2）図式の 描写面の 選択技法　幼児 は た と え ば 人を 描 く場

合 ま ず そ の 正 面 を 描 く よ うに ，対象の 全体 を も っ と もよ

く代表す る側面か ら描 く （典型 面技法）段階 か ら次第 に 諸

側面 を 描 き分 け る （面選択 技法 ）段階に 至 る 。

噂　社 会，言語に お い て 2 つ の 発達年齢の うち 前者は 1〜3歳，
後 名は 3〜7歳の 質問紙 に よる値を示す。
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｛3魎 面 内の 図式間 の 構図 に お け る 描画技法 　最初期 の 子

どもの 絵 で は 図 式が散在す るだけ で 構図を論ず る こ とは

で きな い 。 初期 の 購図 で は ， 視野 の 手 前 の 対 象 の 図式 と

後方 の 図 式が画面 で 重ね描 か れ た り， 後方 の 図式 が 手前

の 図式 に 対 し て 画 面 上 の 上 部 に 接 触 した り分離 して 描 か

れ る D こ の よ うな初歩的な図式間 の 関係ずけ を 単純技法

と呼 ぶ こ とに す る 。次 に 綾方 の 図式 の
一

部 が 手前 の 図式

で 隠 さ れ部分的 に 削除 して 描 か れ る （遮蔽技法）よ うに な

F
），つ い に は後方 の 図式 は 手前 の 図式に 比 べ て 小 さ く描

か れ る （遠近 技法 ）よ うに な る 。 また 初期 の 子 ど もの 絵 で ，

画面内で 図式 の 上 下左 右の 方 向の 基準 と な る の は 画 紙 の

外粋 で あ る 。 外枠 は 重力方向 な ど の 普遍的 な 基準 に 対応

す る もの で ある が ， 初期 に お い て は そ うい う第
一

次 の 基

華系は安定し て い な い 。 こ の た め 画面 に 山などの 新 た な

二 次基準系 を 導 入 す る と，子 ど も は そ れ に 依 存 し て 家を

山 の 斜面 に 垂直 に 描 く （二 次基 凖依存技法 ）o し だ い iこ一

次基準系 が安定し，家 は地 平 に 垂直 に 描 か れ る （
一次墓

凖依 存技法） よ う｝こ な る Q

　 以上 の 通常幼児 の 通常 の 描画 技法 の 発 展 過 程 を 鋳 示 し，

分 析 基 凖 と した の が TABL ε 1 で あ る 。 2 児の 1 枚 ご との

絵 に つ い て TABLE 　1に 準拠 して分析す る 。 こ れを 暦 年齢

ご と に 4 期 に わけ
’
て 集計す る 。

　　　　　 TABIE 　l　描画技法 の 分析基準

O 図 式 内9 要 素構成に お げ る描 画技法

立 体物図式 （テ ープ ・v ） 人 物 図 式

1 側技法 口 面 膏
接 台技法 H I愛
立 体妓法 ff 台 齢

O 図式 間の 構 図｝LtS け る 描画 技法

　 （例 　人が 机に 向 か っ て い る 携 図）

単純 鼓法

龠 臼
1窒蔽技浩

龠 ｝
齪

瑜《

結 果

　A ．描画技法の 使用　 2 兄 そ れ ぞ れ 各 期 ご とに 描 亘 技

法が どの よ うに 用 い られ て い る か を示 した の が工 へBLE 　2

で あ る 。 ま た ，
2 児 の 絵 の 例を FiG．1 ．FIG，2 に 示 す 。

〔1〕要素携成 に お ｝ナる描画韭支法 　TABLE 　2 を み る と 2 児 と

もに 立体物 図式 で は 早期 （5 歳頃 ）か ら立 体技法 が 出現 し，

接台技 法 ！よほ と ん ど 出 現 しな い こ とが 特徴的 で あ る っ

一

　　　　　　　　　　　　　　　　 TA］BLE 　2

（詞 道 路沿い に 木 ；1・泌 り，山 の 斜 面に 家 が あ る ）

2 次基準依存技法 1 次基 準依存技法

貫 し て
一

偶技法 と立体技 決を用 い て 描 い て い る 。 B 児に

接台技法 が わずか に 出現 して い る が
，

こ れ は 円筒型 の 容

器 を 9 の よ うに ○ と 〕 を 接合して 描 い た もの に限

2 児 の 自閉症児の 描画技法 の 変化
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11図式 内要素 樹 成に お け る描 蘆 技法
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（注 ） 表中 の 数値に つ い て，　
／／ユ1妙内の数 値は 絵 の 中二 入 と35 られ た 図式に つ い て 全て 集計 し，そ れ ぞ れ の 全体 に 対す る割 合を百 分 率

　　で 示 し た 。（31の （カつ 数値は 分圻 の 基 準 に 該 当 し た絵 分 枚 数を 示 した 。蟻 以 で：の 数 短は 分 飯の 墓 準 に 該 当し tvg．準 系 が み と め られ

　 　た 常；分 の 総数 を 示 し た 。
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Xv

F 正G ，lA 児 6 才 6 か 月 （フ ・・ル トベ ン （．L 色））

　　 FIG．　 2 　B 児 5 才 IOか 月（フ ェル トベ ン （黒））

られ る Q こ れ に 対 して 人物 図 式 で は ，一
側技法 に 続 い て

接合技法が 出現 し 両 注 法を 用 い て い る sA 児 は 7 歳頃か

ら立体技法 も出境 し た が 8 児 は 7 歳 に な っ て も出現 して

い な い 。 こ の よ うに 立 体物 図 式 に お い て は ，技法使用の

転 回 期 が 邇常幼児 に 比 ぺ て 特異 に 早 い が ，人物 図 式 の 場

合 は 特 に 早 い と｛まい え．な い o

〔2｝描 写 面 の 選択 技法　総体的 に 人物の 正 面 を 描 く割合 が

高 い が，2 児ともに 5歳頃 か ら棚 面 も描か れ る よ うに な

り而選択技法が使わ れ て い る こ とが うか が え る o

〔3｝図式間 の 構図 に お け る技法　 2 児 と もに 初筋 か ら単純

技法 と遮蔽技法を用 い て い る c，そ し て A 児 の 場 合 6 歳半

ぽ に は 単純 技 法 が ほ とん どみ られ な くな り，か わ っ て 遠

近技法 が 出 現 して い る 。 B 児 で は 5 歳半ば に は 既 に遠近

技法 が み られ，そ の 後他 の 技法 と と もに 用 い られ て い る。

ま た A 児 の 場 合 道路 と い う二 次甚準系 が 5 歳半 ば に 出現

した と きに す で に
一

次基準技法 を 用 い ，そ れ 以 後も二 次

基準技法 が ま っ た くみ られ な い oB 児 の 場合 は 初 期 （5

歳半ば ）に 二 次基準技法 が み られ る が 同時に
一
次基準技

法 もみ られ ，そ れ 以 降1ま とん ど
一

次華準技法を用 い て い

る 。

〔4肢 法 の 調整　2 児 ともに 立体技法，遮蔽遠近 技怯，　
一

次基準技法 など を調整 して 5 ， 6 歳 代 に FIG ．1 ，FIG ．2

の よ うな
一

視点透視画 に 近 い 絵 を 描 くに い た っ て い る G

　B ．描画行動 の特徴　2 児 と もに 描 画 行動 の 初発 期 が

4 歳頃と遅 い 。 しか し その 時に は 既 に 形 の 明確 なもの を

推 い て い て，い わ ゆ る ts　〈’り描 きが ほ とん どみ られ な か

っ た 。2 咒 と もに 4歳 半は 頃 か ら の 1年程度 は 自分 が 描

け な い 部分を，大人 の 手 を とっ た りし て 完成す る よ うに

要 求す る行動 が 頻繁に み られ た 。 その
一

方 で ，5 歳半ば

頃 ま で 大人 が 描 き加えた り，描 く よ うに 促した りす る よ

うな大人 か ら の は た らきか け に は 強く抵抗 した り無視 し

て い た 。
2 児 ともに 4 歳半ば 頃 か ら推 い た 形 に ときどぎ

一
語 発話 を と もな うこ とが あ っ た が，そ の 後数年 を 径 過

し て もそ れ 以 上 豊か に 意 味づ け て 大人 とか か わ る こ と ば

＃ い 。 A 児 は 交通 標識，文字，道路 や ビ ル な ど の 街 の 光

景 な どを 好 ん で 描 い た。B 児 は 電車や 駅 の 光 景 を 好 ん で

描 い た 。 こ れ ら は初 め は 白分 自身 の 生活 の 場 で 見て 描 い

た と い うよ り，くりか え し絵本 や 写真を と うし て 見 た も

の を し ば ら く後 に 描 い た もの で ，そ の 後 次 第 に実際 に 町

の なか で 見 た もの を 描 くよ うに な ウ た 。

考 察

　 こ の よ うな 事 例 は
一

般的 な 子 ど もの 描 画 の な か で どの

よ うに 位置ず くの だ ろ うか 。

　 自閉症 児 が 独特 の 認知的特徴 を もつ こ と は よ く知 られ

て い る 。 Herme ］in，　 B ．〔197S） に ょれば，自閉症 児 は 視

知覚能力そ の も の に 障害が あ る とい うよ りは ，視覚 的 な

入 力を言 語 な ど に 符号 化 して ，抽象化 し た 概念 を 形 成 す

る こ と が 最 も特鐓的 に 障害 され て い る とい う。 た しか に

2 児 の 発達 の 特徴 もそ れ に 合 う。 こ の こ とを 描 画 とい う

活動 に つ い て い え ぽ ，自閉症 児 は 線や 面 か ら成 り立 つ 形

を知 覚 し記 憶 し構 成す る こ と 自体に は 特 に 障害 は な い の

で その 点 で は 年 齢 旃応 の 能力 を 発 揮 す る が，線 や 面を ま

と 2 りある 形 と して 意味を 見付け た り意昧ずけ る こ とに

つ い て は 年齢 に 比べ て 幼 い 様 相 を 示 す と い え るだ ろ う。
つ ま り 通常 の 幼児 が 絵 を 描 くときに 娩 べ て，彼 ら は 外界

か らの 視覚的な刺激 を 概念化す る こ と よ りも，視覚的 な

形態をその ま ま に 記億 し再 生 し て 絵 に し て い る 傾 向が 強

か っ た の で は な い か と考 之 られ る 。

　 もち ろ ん ど の 自 閉症児 もこ の よ うな 特異に 熟達 した 絵

を描 くわ け で は な い Q こ こ で と りあ げ た 2 児 は た ま た ま

描画 とい う活動に 興味 を 示 し それを飽 くこ と な くく りか

え し て 特異 な絵を描 くに い た っ た c，沢山 の 絵 を 描 き続 け

た 分 だ げ通 常 幼 児 に 比 べ て 形 を 記憶 し構成す る能力 だ け

が 蝙 っ て発達し て い る の か もしれ な い c2 児 の 認知発達

に 関す る限 られ た 資料 か ら 2 例 が 子 ど も
一

般 の 描画活動

の な か で ど う位置 つ くか に つ い て 細 か く議論す る に は 限

界 が あ るが ，お お まか に ば 上 の よ うに 考 え る こ と が で ぎ

よ う 。
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　そ うい う 2 例 の 自閉症児 の 描画技法 の 獲得 と使用 過程

は ，通常幼 児 の そ れ と異 な っ て い た 。 こ の 点を整理 して

描画 発達研究 へ の 意義を 考えて み よ う。

　第 1 に， 2 児 は まず対象を
一

側技法 で 描 き始 め ，そ の

後
一

側技法 も用 い な が ら立体技 法，遮蔽遠近技法，面選

択技ま ，

一一
次基準技法 を 早期 か ら使用 し，それ らを整合

的 に 使用 し て 透視画 が 5 歳か ら 6 歳代に 達成 され て い る。

一
方 ， 通常幼児 は 4 歳か ら 8 歳頃 は接合技法や単純技法，

典 型 面技 法，二 次基準技法 な ど を 中 心 に 使用 しなが ら絵

を描 く。 透視 画 が 出現す る の は そ うい う時期 を 過 ぎて か

らで あ る 。 こ の よ うに ，2 児 に お い て は 既 に Selfe が指

摘 し た よ うに 早 期 に 透 携画 が 達成 さ れた だ け で な く，通

常幼児期 に 優勢 な技法 を 主 に 使 jilす る時期 が み られ な い

点 が 特微的 で あ る 。

　 こ れ まで な ぜ 子 どもは 接合，単純 ，典型面 ，二 次 基 準

技法 な どか ら な る絵 を描 くの か をめ ぐ っ て 長 い 間議論 が

あ っ た 。 2 児 の 描画技法の 獲得過程 に お い て そ うい う子

どもら しい 技法を使用す る 時期 が み られ な か っ た と い う

こ とは ，それ ら の 技法 の 獲得 と使 用 に お い て 視覚入 力 を

よ り高次の 概 念 に ま と め あげ る こ とが 不 可 欠 で あ り，そ

うい う絵を描 くに あ た っ て 子 ど もは 見 た とお りを描 くと

い うよ りは ，そ れ を 幼 児期 の 概 念 ，い わ ば 見 え に 対置 し

て の 知識に 依拠し て 描 い て い る とい うこ と を 示 唆 し て い

る の で は ない だ ろ うか 。 そ うい う意味で は，こ の 結果は

知的 リア リズ ム とい う用語が幼児期の 絵の 特徴 を説明す

る の に 有効 で あ る こ とを あらた め て示唆す るの で は な い

だ ろ うか 。

　第 2 は ， 描画 対 象が 人 物 の 場合 は ，描画技 法 の 獲得過

程 に お け る 2 児 と通常幼児 と の 違 い は それ ほ ど顕著で は

な か っ た 。 人物図式 に お い て も通 常の 子 ども よ りは 早期

に 熟達 した 技法 を 発揮 し て い るが ，接合技法 の よ うに 幼

児期独特 の 技法 を 中 心 に 使 用 し て 描 い て い る 時期 で あ っ

た 。 FIG ．3 ，　 FIG．4 は それぞれ A 児 ，
　 B 児 の ほ ぼ同時期

に 描い た 立 体物図式 と入物図式 で あ るが ，こ れ を 見 る と

立体物図式 は 年齢 に 比 べ て 巧 み に 描 か れ て い る 印象 を 与

え る の に た い し て，人物 図式は 幼児期 の 子ど もの 絵 に 似

た 印 象 を 与 え る 。

　 こ の 点を解釈す る に あ た っ て は 2 児 に と っ て 生活の な

か で 立 体物 な ど と人物 の も っ た 意昧 の 違 い を考慮すべ き

だ ろ う と考 え る 。つ ま り電車や 道路標識 は 始 め は 主 に 絵

本 の なか で ， 後に ば 遠 くか ら 2児が一方的 に 眺 め て楽し

む対象 だ っ た が ，人物 は 身体を介 して 実践的 なか か わ り

FIG ，3−a 　A 児 　立体物 図 式　 8 歳 IOか 月 FIG．4−a 　 B 児　 立 体物 図 式　 6 歳 2 か 月
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を もた ざ る をえな い 対象 だ っ た とい う違 い が あ っ た D こ

の よ うな対象と の か か わ り方 の 違 い が 描 くときに 異 な る

態度を生 み ，描画技法 に まで 影 響 を 与 え た の で は な い だ

ろ うか 。

　 実際対象との か か わ り方 の 差異 が 絵の 技法 に 影響 を与

え る こ とを示唆す る報告は 少 な くない
。 幼児 も対象 を特

に よ く見て 描 くよ うに 教示 され た場台 は 透視画を構成す

る よ うな 鼓法を よ り多用す る （Barre 亡 and 　Brldson な ど）

が ， 対象を繰作す る よ うな経験 を し た後に は 幼児期独特

の 技法を多用す る傾向があ る （Karmlr ・ff−Smith．　A ．（1981）

な ど）。 こ の よ うな こ と は 透視画 を 描 く と き我 々 は対象

との 経験 を一
時保留 して，対象の 与 え られ た瞬間 に お け

る 与 え ら れ た 見えを 忠実 に ゴ ピ ーして い る （中川 （1981 ））

と い う絵画
一一』

般 に つ い て の 心理学約 な 見解な どに もみ ら

れ る 。 そ こ で い う経験 の 保留 とは 対象 との 実践的 な活動

をとお し て の か か わ りを控え る よ うな態度を さす の だ ろ

う。

　 以上 整理す る と，こ の 2 例 に つ い て の 分 析 の 結 果 は ，

幼 児期独 特 の 描画技法 が 子どもが対象を 見 る こ と に よ っ

て獲得さ れ て い くもの とい うよ りは ，対象 との 実践 的 な

か か わ りを 基盤 に し た対 象 に つ い て の 概念化 の は た らき

を 通 し て獲得 さ れ る もの で あ る こ と を 示 唆 し て い る 。

一

方 ， 透視画 を 構成す る 描画 技 法 は 対象 と の 実践的か か わ

りを一
旦 保留 し て 線や形 を視覚的 に な ぞ る こ とを通 し て

獲得され る こ と を 示 唆 して い る 。

　最後 に 本研究 の 特微 に 関連して 付言 した い 。 我 々 は当

然 の こ とだ が 2 児 の 特異 な 描画 発達を予期 して 療育に か

か わ っ て い た わ け で は な い 。 し た が っ て 以 上 の 議論は 描

画発達 を論 じ る た め に 計画 的 に集 め られ た 資料 で は な く，

自然 に 集 め られた 資料 を も と に し て 進 め た 。 こ の た め 実

証 的 な 資料 が 十 分 に な い と こ ろ は 多少推論 に よ っ て 補 い

なが ら論ぜ ざる を えなか っ た 。 推論 の 正 し きこ と を期 し

た つ もりで あ る が，偏 りが含 まれ て い る か も しれ な い
。

　その 点は 今後の 拙判
・
挨討を待 ち た い

。 そ うい う研究

上 の 制約は あ る が，こ の よ うな貴重な事例 か ら子 ど もの

発達全 般 へ の 示 峻 を 得 よ う とす る試 み は 意義 が 高 い と考

え て い る 。 今後，類似 例 の 分析を相 互 に 比較検討 して 考

察 を 深 め て い きた い 。

　（謝　辞）　本研究 に ご 協力 くだ さ っ た A 君，B 君 と家

族 の 皆様に 厚 くお 礼申 し上げ ます。

　（付　記）　本研 究 を ま と め る に あ た り，一
部 ， 財団法

人安 田 生命社会事業団 か ら研究助 成 （昭和61年度障害児

療育閣連分野） を 受 け た Q
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