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資　料

構成行為に お け る空間探索活動の 役割 とその 発達 的特徴

大　庭 　重　溶

THE 　ROLEOF 　 SPATIAL 　 SEARCHING 　 FUNCTION 　 AND 　 1TS 　 DEVELOPMENTAL

CHARACTERISTICS 　IN 　CONSTRUCTIONAL 　ACTIVITY

Shigeji　OHBA

　　This　study 　was 　un （lertaken　to　examine 　 the　role 　 of　spatial 　 searchiIlg 　function
before　 and 　 after 　 a1

’
rangements 　 of　constructional 　 elements 　 and 　 its　developmen 亡a 】

characteristics 　in　construc 亡ional　activity ．　One　hundred　forty　chi 玉dren　（from　the

second 　half　of 　3　to　l〔）years　old ）and 　1〔b　adults 　were 　given　the　task　to　cons 七ruct 　a　human

face　under 　blindfolded　conditions ．　The　movements   f　their丘ngers 　before　and 　after

arrangements 　of 　constructional 　e【ements 、vere 　recorded 　by　VTR 　and 　analyzed ．　The

resu 玉t　 shDwed 　 that　 the　 searching 負夏nction 　 before　 arrangements 　 co 虻 ributed 　 to　get

roughly 　and 　part［ally 　spatia ］re 】ationships 　between　e ］ements ；and 　after 　arrangements

it　also 　contributed 　t⊂＞ correct 　more 　ex 亡ensive 】y　detailed　spatial 　relationships 　between

elements ．　The 　folloxving　deve】opmental 　characteristics 　of　searching 　function　were

suggested ； （1］The 　acquisition 　Df 　the 　searching 　function　after 　arrangenlents 　was 　later

than　thQse 　before　arrangements 　；｛2）regardless 　Qf 　age ，　arranging 　position　of　each

element 　was 　determined 〔，n　the　bas［s　of　only 　a　few ｛）ther　parts；（3）in　many 　cases 　the

lnost 　 suitable 　parts　for　determilling　 arranging 　 position　 were 　 selected 　 i111mediately

before　and 　after 　arrangements ．

　　 Key 　 w 〔，rds ： constructk ）nal 　 activityi 　 spatial 　searching 　 function，　 tactual　 search ，
human 　face，　child 　development．

問題 と 目的

　．構成行為 は，複数 の 材料 を組合わ せ る こ と に よ っ て，

ひ と つ の ま と ま りの あ る 空 間形態 を形成す る 行為 で あ

る ｛Benton ＆ Foge1 ．1962 ； ycOBa　H　GaKy澗 Ha ．1965 ； 秋 元 1

1975）．積木 ， 粘土 ， 描画 な ど幼児期 に 盛ん に 行 われ る

遊び は い ずれ も構成行為 の ひ と つ で あ る 。 こ の よ うな

構成行為 の 過程 は
， 構成 目標 と な る 対象 の イ メ

ージ
綿

に 基 づ い て ， 構成 に 用 い る材料をそれ ぞれ の 位置関係

を 考慮 し な が ら順 次空間 内 に 配置 し て い く一
連 の 操作

か ら成 り立 っ て い る 。
こ の た め ， 行為の 遂行 に は ， 材

料間 の位 置関係 を把握 す る空間探 索活動 が 重要な役割

を果た し て い る 。

　 た と え ば，Gaino亡ti＆ Tiacci （1胛 o） は，大脳半球

損傷患者の 図形模写が崩れ る原 因を検討 し ， 右半球損

傷患者で は視空間知覚障害が，ま た 左半球損傷患者 で

は描画過程 の 組織障害が その 主 な原因 で ある こ とを明

ら か に し た 。 そ し て．こ れ らの 障害は，い ず れ も描画

時 の 固視 の 内容 を統合す る た め の 眼球運動 の 調節が 不
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．
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・・　 本論文 で は ，

“
イ メ

ー
ジ
”
を ，

こ の よ うな搆 成 目標 の 設定 の

他 に ，構 成過程 に お け る
一

連 の 操作 内容 の 決 定 や そ の 操 作 結 果

の評 価 の 各機 能 を実 現 す る 際 の 基準 と な る情 報 源 と し て と ら

え，イ メ ージ に 基 づ く こ れ ら の 機能 に よ っ て 探 索活動 が 導 か

れ，構成行為の 目的指向性が 保証 され る と考 え て い る。
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一
卜分 な こ とに 起 因す る と して ， 構成行為 に お ける組織

的な探索活動の 必 要性 を指摘 した 。

　 また
，
Luria ＆ Tsvetkova （1964）は ， 前頭部損傷患

者 と頭頂 後頭部損鸛患者を対象に ，ブ ロ ッ ク を用 い た

図柄構成の 改善過程 を検討 し ，特に 頭 頂
一
後頭部損傷患

者で は材料 間 の 位 置関係を意識的に 言語化 さ せ るな ど，

空間探索活動を 引き 出す た め の援助 が有効で ある こ と

を明 らか に した。

　小松 〔1985｝ は Luria ＆ Tsvetkova （1964） が 用 い た

方法 を知能障害児に 応用し ， 構成を行 う際 に 空間的 な

目印を与え た り，材料問 の 位置関係 を指定す る な ど
，

探索 活動 の 手掛 りを与 え る こ と に よ っ て 知能 障害児 の

構成行為が 改善さ れ る こ とを明 らか に した 。

　 こ の よ うに
， 構成行為に お ける探索活動 の 重要性は ，

脳損傷患者や知能障害児 に み られ る行為 障害 の 分析 と

そ の 改善 （獲 得 ｝過程 を 扱 っ た神経心 理 学 的研究 に お い

て 示 唆さ れ て き た 。 しか しなが ら，構成行為に お け る

探索活動 の 役割を検討 す る 際 に 参考 に で き る よ うな従

来 の 研究 は少な く， また 上述 の 研究 も， 構成行為 に お

け る探索活動 その も の の 分析 を目的 と し て い な か っ た

た め に
， 探索活動を直接的に 観察 し ， そ の状態 が構成

結果に ど の よ うな影響 を与 え る か に つ い て は検討 し て

い な い D

　そ こ で ， 大庭 ｛1990）は，幼 児が H 隠 しを し て顔 を構

成す る際 の 触 探索 を手掛 り に し て構成行為 に お け る探

索活動 の 状態を分析 し ， そ の 状 態 と構成結 果 と の 関係

を検討 し た。そ の 結果，実際 に 材料 を配置す る前 の 探

索活動 が 多 くの 配置で 安定 し て 生起 す るよ うに な り，

さ ら に各構成材料 に 応 じた適切 な探 索部位 を他 の 搆成

材料等 と の 位 置関係 を考慮 し な が ら 決定 で きる ように

な る の に つ れ て ， ま と ま りの あ る構成 が可能 と な っ て

い く こ と を発 達的 に 明 ら か に し た 。 と こ ろ が ， こ の 研

究 に お い て検討 さ れ た 探索活動 は各材料 を配置す る前

ま で の探索活動 に 限 られ て お り， 配 置し た 後 の 探索活

動 に つ い て は検討がな され て い な い 。しか しなが ら，

こ の よ う な配置後 の 探索活動 は，行為 の 遂 行過程 で 得

ら れ る フ ィ
ー

ドバ ッ ク情報に 基 づ い て 行 わ れ る 探索活

勤 で あ り （Luria、1973；Laszb ＆ Bairstow、1985＞， 最終的

に ひ とっ の ま と ま り の あ る 空間形 態を構成 す る た め に

は 必 要不 可欠な 探索活 動 で あ る と推 測 され る 。 した

が っ て ，構成行為 に お ける探索活動 の役割 を明 ら か に

す る場 合 に は
， 各構成材料 の 配置 に 先立 つ 探 索活動 と

と もに ， 配置 し た後の探索活動 の 状態 も合わ せ て 検討

して い か な けれ ば な らな い で あ ろ う 。

　以上 の よ うな問題か ら，本研究 は大庭 （1ggn｝ と同様

の 課題 を用 い て ， 媾成行為 に お け る探索活動の状態 を

各構成材料の配置前と 配置後 に 分 け て 分析 し，

　 1） 構成行為 に お け る 配 置前 と配置後の そ れ ぞ れ の

　　　探索活動 の 役割，

　 2）　 それ らの 探 索活動 に み ら れ る発達的変化 の 特徴，

の 2 点を明 ら か に す る こ と を目的 と して 実施 さ れ た 。

　 とこ ろで ， 本研 究で は ， 構成行為に お け る探索活動

の検討 に ，視覚系が 関与 し な い 状況 で の 触運動感覚 系

に 基 づ く探索活動 が取 り上 げ られ て い る 。 そ こ で ，こ

の よ う な 触運動感覚系に よ る探索活動 の 分析に 焦 点 を

あ て た構成行為研究の位置付け に つ い て 触れ て お く。

構成行為は．具体的な モ デル が 与 えられ な い 場 合に は ，

搆成 し よ う と す る 対象 の イ メージ に 基 づ い て 遂行 さ れ

る 。 従来， こ の よ うな複雑 な行 為 の 遂行 に 関わ る イ メ ー

ジ は，特定 の モ ダリテ ィ に 依 存 し な い 超 モ ダ リ テ ィ 的

性質 を持 つ イ メージ で あ るとされ CSemmEs ，　 Weinslein，

Ghent＆ Tc ，uber ，1955 ：Semmes ．19．　65　：Dee ＆ Bent   n，1970 ；

Lurin，　］　g．　7
’
3 ；Russe］、19BO 〕，種 々 の モ ダ リテ ィ に お い て探

索活動 を導 くとい われ て い る （Neisser．1976 ）。 こ の こ と

か ら，た と え 行 為 の 遂 行 に 関与す る モ ダ リ テ ィ が 異

な っ て い て も，構 成行為 の 過程 に み られ る探索活動の

基本的 な ス トラ テ ジーに は 共 通 し た 構造 が 存在 す る と

考え て よ い で あ ろ う 。 す なわ ち， 本研 究 で 扱 う触運動

感覚系 に よる探索活動 は ， 視覚系が関与し得な い
一

種

の 制限状況 懐 取．　］　q．　68）が 設定 さ れ る こ とに よ っ て ， 通

常視覚系に よ っ て 遂行 され て い る探 索活動が顕在化 し，

外 的 に 展 開 さ れ た 形 で 表 現 さ れ た も の （結 城．1952 、

．・1e。 ITTheB ，王965 、JbPH 闘，1975） として とらえ る こ とが で き ，

得 ら れ た結 果 は構成 行為中の探索活動に み ら れ る 基本

的な ス トラ テ ジ ー
の 発達的解明 に 寄 与で き る もの と考

える。但 し，発 達 の 過程 で は ， 同種 の 課題 を視覚系が

関与す る状況 と関与し な い 状況 で遂行 した場 合 ，

一一
般

的に は視覚系が 関与 しな い 状況 の 方が課題 の 遂行 は困

難 で あ る。本研 究 は ，
こ の よ う な 関 与 す る モ ダ リテ ィ

に よ っ て 構成行為 に お ける探索活動 の 実現 可能 時期が

異な る 点 に 注 目 し ， 視覚 系 が 関与 し な け れ ば課題 を 遂

行で き な い 段階か ら，視 覚系 が 関与 しな い 触運 動感覚

系だ け に 基づ く状況 に お い て も課題 を正 し く遂行で き

る よ う に な る 段階 へ の 変化 の 過程 を分析 す る こ と に

よ っ て ，構成行為 に お ける探 索活動 の 役割 とそ の 発達

的特徴 に つ い て検討 し た も の で あ る 。

方 法

被験者

3歳後半児 10名 ｛平 均 年齢 3歳 8か 月，SD2 か 月）， 4歳前

一 99
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半 児 9名 個 4歳 2 か 月，2 か 月 ）
，

4 歳後半児 15名 伺 4歳

S か 月、どか 月）， 5歳前半児23名（同 5 歳 2 か 月．2 か 月）， 5

歳後 半児 16名 （同 5歳 9か 月 ，2か 月 ）
， 6 歳前半児11名 （「司

δ歳 2 か 月．1か 月）， 6 歳後 半児16名 （同 6 歳 8 か 月．2 か

月 ）， 7歳児 10名 （同 7 歳 1か 月，1か 月）， 8歳 ！巳1  名 （「司

8 歳 【1 か 月，1 か 月）， 9 歳児10名 （同 9 歳 0 か 月．1 か 月），1 

歳 児10名 （同 IO蔵 D か 月，ユか 月 ）， 成人 IO名 〔同 21歳 8 か

月．1 歳 7 か 月 ）。
い ず れ の 被験者も ， 日常生活 の 観察か

ら，知 的機能 や運動機 能な どの 発 達 に お い て特に 問題

と な る所見 は認め ら れ な か っ た。

　 課　題

　 NVedell（1973 ）が 構成行為 を 検討 す る課題 と し て 用 い

た部分を配置 して 顔 を構成 する課題 を参考 に して ，

一

般 に
“
福笑 い

”
と呼 ば れ て い る 目隠 し で 人 の 顔 を構成

す る遊びを利 用 した。配置させ た部分 は ， 眉 ， 眼 ， 耳

各 2 部分 ， 鼻 ， 口 各 1部分の 5種類，計 8部分 で あ る。

こ れ らは厚 さ 2   の 磁 石製 で 実物 をまね て彩色 さ れ て

お り ， 表 裏 の 区別 は な い
。 また ， 部分を配置 して顔 を

構成す る 配置板は，縦横 30cm，厚 さ 6mm の 自色背景板

の 巾央に ， 頭部正面 の 輪郭を型 ど P 実物 を ま ね て彩色

し た厚 さ 3・mm の 板を 固定し た も の で あ る。髪 の 面 は 顔

の 面 か らさ らに 3   浮 き出 て お り， 顔や髪 の輪郭を位

置 把握 の 手掛 りと して利用 で き る よ うに な っ て い る 。

こ の 配 置板 の 内部 に は全体 に ス テ ン レ ス をfi　O ， 配置

された部分が軽 く触 れ た程度で は動か な い よ うに し た 。

な お ，目隠 し に は ゴ ーグ ル を 使用 し
， 前面 の 透明 プ ラ

ス チ ッ ク を白 く塗 りつ ぶ して．見えな い よ うに し た 。

　 手 　続

　 まず部分 を
一一

種類 ず つ 提示 して 名称を尋ね ， 呼称で

きな い 場合に は そ の 名称 を教え た。次 に 「か っ こ い い

顔 を つ くっ て くださ い 」 と教示 し， 目隠 しを しな い で

顔 を構成 させ た 。 構成が可能で あ る こ と を確認 し た後，

続け て 目隠 し を して 構成 させ た。 こ の よ うに ，本研究

は，眼隠 しを しな い 状況 で あれ ば構成が可能な者を対

象に し て ， 同様の 課題 を眼隠 し を し た 状態 で 再 び 遂行

さ せ た。以下 で は，目隠 しを して 顔 を構成す る課題 を
“
構成課題

”
と呼 ぶ 。 鼻 ， 眼，眼，眉，眉，目 ，耳，

耳 の 順 に 1部 分ずつ 手渡 して配置 させ ，計 8部分配置

した後 目隠 しを とらせ た 。 手渡す時 に は同時 に 部分 の

名称 を 告げ た 。 な お ，目隠 し を せ ず に 顔 を構成す る 際

に は，実験 者 は被験者 の 背後 か ら課題遂行 の 様子 を観

察 し ， 実験者の 顔 が 構成の モ デ ル に な ら な い よ う に 注

意 した。構 成 中 の 被験者 の 手 の 動 きと発話の 内容 を前

方 上 方 よ り VTR に 記 録 した 。 実験 は す べ て 個別 に

行 っ た 。

　構成結果 の 評価

　まず最初 に
， 6歳後半以 前 の 幼児被験者 100名の 結果

を評価 し た 。 評価方法は ， 10D名の 結果 を 3名の 評定 者

が 個別 に 6段 階 に 評定 し， 3名の 評定者の うち の 2 名

以上 に お い て評定点が一一致 し て い る場 合に は そ の 評定

点 を評価点 とし， 3名 の 評定点 がす べ て 異な る場合に

は （本研 究 で は 、こ の よ うな場 合 で も評定 点 は連 続 し て い た ）そ

の 中央 の 評定点 を評価点 とした 。
こ の よ うに して 得ら

れ た各評価点の 具体例 と特徴を FIG　1 に 示す。また，

それ以外 の 7歳 か ら10歳の 児童 と成人 の評価点に つ い

て は，FIG　 1 を基準 に しな が ら 同様 の 手続 で 決定 した。

評定者 間 の 評 定点 の 相関係 数 は い ず れ も．99以上 で あ

り， 評定の信頼性は極め て 高い 。な お，評価点 4 以上

の 構成 は
， 極端な崩れ が み られ な い 比較的ま と ま Pの

あ る構成で あ り ， 逆に評価点 3以下の構成 は，大 き く

崩れ た箇所 が み られ る 不適切 な構成 で あ る。

圈撫 雛團舞 灘

圖讐絮攤 圈撫 繍

團懲辮螺圃
灘 　

FlG．1 搆 成課題 に お け る各評価点の具体例 と特徴

　探索活動 の 評価

　各材料を配置す る前の探索活動 と配置 し た後の探索

活動の 状態を，構成過程 に み られ る 触探索 に 基 づ い て

評価 した。それ ぞれ の探索活動 ご と に ， 総探索数 ， 探

索部位数，適切部位探索数を調べ た。

　総探索数 と は，各部分 の 配置 ご と に
， 部分 の 配置位

置を決 め る た め の 手掛 り と な り う る配置板土 の い ずれ

か の 部位 に 指先が 停留し て い る か 否 か を調 べ ， 8部 分

の 配置 の中で ， その ような停留が少な く と も 1回以上

み ら れ た配置の 合計数 で あ る。し た が っ て ，そ の 数 は

O か ら 8 ま で の 間 に 分布す る 。 な お
， 手掛 り と な り う

る 配置板上 の 部位 と し て は，配置板や 顔の 輪郭，あ る

い は 既 に 配置 さ れ て い る他の 部分が あ る 。 総探索数 に

よ っ て ， 構成過程 に み ら れ る探索活動の生起の状態を

評価し た。

　探索部位 数 と は ， 各部分の 配置ご と に ， 手掛 O と な

一 100一
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りう る部位を何 か 所探索 して い る か を ， 配置の 前後に

つ い て 調 べ た もの であ る。配置板や顔の 輪郭の 他に ，

既 に 配置 さ れ て い る部 分 が 探索可能 な部位 とな る ため ，

その 最大数 は 配置す る部分に よ っ て異な り，あと に 配

置す る 部分 ほ ど多 くな る （TA ｝柵 2 参照
。 探索部位数に

よ っ て ， 配置ご と に，生起 し た探索活動の 活発 さ の 程

度を評価 した。

　適切部位探索数 と は ， 配置前の 探索活動 で は配 置直

前 に ，また配 置後 の 探 索活動 で は 配置直後に 適切部位

に指先が 停留 し て い た 配置の 合計数 で あ る。した が っ

て ，そ の 数 は 総探索数 と 同様 に O か ら 8 ま で の 間 に 分

布す る 。 な お，適切部位 と は，成人 10名に よる構 成課

題 に お い て． い ずれ か の 被験者 が部分 の 配置直前あ る

い は 配置直後 に 探索 し て い た 部 位で あ り，TABLE 　1 に

示 し た。左右 対称 な部位 帽 ，眼 耳〕 は どち ら側 の部位

も適切部位 で あ る と判断し た 。 な お ， 配 置後 の 探索活

動 に お い て，その 時 に 配 置 した部分 そ の もの は適 切部

位 か ら は 除外 し た 。 適切部位 は ， 手掛 り と な り う る 全

て の 部位の 中 で ，配置位置 を決 め るため の 基準 とし て

特に ふ さわ しい と考え られ る探索部位で あ り ， 配置 の

直 前 ， 直後 に お ける こ れ らの部位 へ の 探 索は ， 探索活

動 の 目標が的確 に決定 さ れ て い る こ と の 現 れ で あ る と

考 え た。す な わ ち
， 適切部位探 索数 に よ っ て

， 探 索活

動 の 適切 さ の程度 を評価 した 。

TA 肌 E 】　触探 索に お け る 適切部位

結 果

　 構成 結果 の 発達 的変化

　 目隠 し をせ ず に 顔 を構成 した場合 に は，い ずれ の 被

験者 も評価点 5以 上 の顔 を構成す る こ とが で き た 。 こ

の こ と か ら，顔 に 含 まれ る部分間 の お よそ の 位置関係

は既に 理 解 し て い る と判断 さ れ た 。

　 目隠 しで 顔 を構成 す る構成課題 に お け る 評価点の 加

齢 に 伴 う変化を，年齢群ご と の 中央値 で F 匸G．2 に 示 す。

こ こ で は ， 年齢群 内 の 測定値の 分布が柑称で な い 場合

が 多 い た め，中 央値 を 代表値 と し て 用 い る
t ’

  10歳 ま

で に つ い て み る と， 年齢 群間 に有意 な差 が認 め られ

（ズ ニ5D．73，　df＝10，p ＜．｛〕1｝，加齢 に 伴 っ て 評価点の 中央値

は上昇 す る 傾 向 を示 して い る 。 直接確 率計算法 に よ る

対 比較で は ， 3歳後半 ， 4歳後半 ， 5歳前半の 各群 と

1 歳 群 と の 間 に 有意 な差 が 認 め られ た
。 また

，
5 歳後

半以降 の 年齢群で は評価点の 中央値 は い ず れ も 4 以 ．ヒ

で あ り， 5 歳後半 を境 に し て 比較的 ま と ま りの あ る 顔

を構成 で きる者が 多 くな る 。 さ ら に ， 小学校後半の 10

歳 に な る と，評価点 6 の ほ ぼ 完全な構成が 可能な者 も

増 え る 。

6

配 置 部分 鼻 　 　眼

輪郭 　輪 郭 　 鼻

　 　 　 鼻 　 　 眼

眼 　 　眉 　 　眉 　 　口 　 　耳 　 　耳

適 切 部位 綿

耳

翻

眉

翻

鼻

鼻

眼

眉

ド辮

鼻

眼

　 こ れ らは， 実験 時 に 記録 した課題 遂行の様子 と ， 実

験終了後 に 行 っ た VTR で の 手指 の 動 き の 観察記 録 に

基 づ い て カ ウ ン トした。カ ウ ン ト は 実験者が ひ と りで

行 っ た 。 な お，カ ウ ン トの 信頼性 を み る た め に ，配置

前総探索数 の 個人 差 が 大 きい 5 歳台 の 被験者39名 の 中

か ら10名 を ラ ン ダ ム に 選 び出し て 総探索数を再 び カ ウ

ン ト し， 2回 の カ ウ ン トに お け る 評価を比較 した 。 そ

の 結果 ， 10名に よ る 80回 の配置の う ち ， 配置前で は 77

回，配置後で は 79回 の 評価が
一

致し，
一．
致 率 は 配置前

が 96．3％ ， 配 置後が 98，8％ で あ っ た 。 こ の こ と か ら ，

カ ウ ン トの信頼性 は高 い と判断 さ れ た た め，結果 の 処

理 に は実験者 ひ と りに よ る カ ウ ン ト結果をそ の まま採

用 した 。

5
　

4

　

qU

　

2

評

価

点，

1345678910

成ノ丶

年 　 齢 〔歳）

FIG．2　構成課題 に お け る 評価点 （中央 値〕の発達的変化

　探 索活 動 の 発達的変化

　配置前 と配置後 に お け る総探索数の加齢に 伴 う変化

を，年齢群ご との 中央値 で F 【G 、3 に 示す。1  歳 まで に

つ い て み る と ，
い ずれ も年齢群間 に 有意な差が 認め ら

れ （配置 前 ；X2 ＝632i．df＝1【）Ip く．Ol．配 置後 、X2 ＝29．75，d卜

10，p〈，Ol），加齢 に 伴 っ て 総探 索数 は 上 昇 す る傾 向 を 示

し て い る 。 直接確率計算法 に よ る対比較 で は，配置 前

…
　 総探 索数 及 び適 切 部位探 索 数 の 評 価 に お い て も，同様 の 理

由 に よ P 中央値 を代表 値 と し て 用 い る。
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の 総探索数に お い て， 3歳 後半群 と 9歳，1 歳 の 各群

間 ，
4 歳前半群 と 9歳．10歳 の 各群 間， 4歳後半群 と

7歳 ， 9歳，1U歳の 各群問に有意な差が 認 め られ た。

また ， 総探索数を 配置 の 前後 で 比較す る と ，
い ずれ の

年齢群 も配置前の 方 が配置後よ りも総探索数 の 中央値

は高 くな っ て い る。そ こ で ， サ イ ン 検定 に よ り配置 前

総探索数が配置後総探索数よ りも有意 に多 い か 否か を

検定 し た と こ ろ， 4 歳後半群か ら 9 歳群 ま で は 1 ％水

準 で ， また 10歳群で は 5 ％水準 で 有意差が認 め られ た。

こ の よ う に ， 4 歳後半 か ら10歳 ま で の 間 で は，配置後

に 比 べ て 配置前に お け る探索活動 の 生起 は活発で あ る 。

なお ， そ の他の 年齢群 に つ い て は ， 4歳前半以 前の 群

で は 配置前後 の 探索数が い ずれ も少な い ため に ， ま た

成 人 で は ， 逆に そ れ ら が い ずれ も多い た め に 有意差が

認め ら れ な い と い え る 。 ま た，配置後 の 探 索活動 は ，

配 置前 の探索活動が 多 くの 配置 で 生起 す る よ うに な る

時期 か ら 増加 し始 め る傾 向が み ら れ る。

総

探

索

数

87654321

　 　 　 D
　 　 　 　 　 3　　4　　5　 5　 7　　8　 9　 10 戊人

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 年　齢 〔歳）

FiC．3　構成課題 に お け る総探索数 （中央値｝の発達的変化

　　　 ●配 置 前総探索数

　 　 　 c ；配 置後 総探索 数

　次 に ，探索活動 が生起 し た 場 合 に 何 か 所 の 部位 を探

索 し て い る か を 示 す探索部位数 に つ い て み る。探索部

位数は，1G歳 ま で の被験者140名の 結果 を込 み に して ，

配置 部分 ご と に 該 当 す る被験 者の 割合 を TABLE 　2 に

示 す。探索部位 数 に 限 っ て こ の よ う な 処理方法 を採用

したの は ， 探索部位数で は 総探索数 が 0 で あ っ た 者 は

評価の 対 象 とな らな い た め ， 年齢群に よ っ て は 評価対

象者 数 が 極 め て 少 な い 群 が あ る こ と や ， 例 と し て

TABLE 　3 に 示 し た よ うに
， 探索部位数が 1の 者 の 割合

が い ずれ の 年齢群に お い て も高 く，一
定 の 発達 的傾向

が 認 め られ な か っ た た め で あ る 。 鼻 の 配置 で は探索 し

得 る最大部位数 が 1 部位 で あ る た め ， 鼻を除 く他 の 7

部分 に つ い て TABLE　2 をみ ると ，
い ずれ の 配置部分 に

お い て も，配置 の 前後に関係な く，探索部位 数が 1部
位 の者の割合が最も高 くな っ て い る 。 そ こで ， 1 部位

の 者が 2 部位 以上 の者 よ りも有意 に 多 い か否か を CR

法に よ り検定 したと こ ろ ， ひ と つ め の 耳 に お ける配置

後の 探索以外 の す べ て の 場合 に お い て ， 1％水準で有

意差が 認め られ た。す なわ ち ， 探索活動 が 生起 して も

探索す る部位 は少な く，限 られた部 位 を手掛 りに し て

配置位置を決 め て い る場 合が多い
。 但 し，配 置後 の 探

索活 動 で は， 配 置し た部分と探索部 位 の 間 を 数回 に わ

た っ て往復 す る運 動 が み られ た配置 も あ る。また，探

索部位 数 が 1 で あ っ た割合を配置前 と配置後 で 比較す

る と ， 鼻を 除 く他 の 7 部分中 5 部分に isい て配置前 の

方が 配置後 よ りもそ の割合は 高 く， 2部位以上 の 探索

は配置後に多 い 傾向が うか が え る 。 し か し，探索部位

数が 1部位 の 者 と そ れ 以 上 の者に 分 けて比較 したサ イ

ン 検定 で は有意な差は 認 め られ な か っ た 。 さ ら に ，探

索 し た 全部位 の うち ，
TABLE 　1 に 示 した適切部位 に相

当す る部位の 割合をみ る と，配 置前が 866部位中778部
位 で 89．8％ ， 配置後が 317部位中281部 位 で 88．6％ で あ

り， 探 索部位 は配置 した部分 に ふ さ わ しい 部位で あ る

場合が 多L 

TA，BLE 　2 配 置部 分 ご とに み た探索部位数の 分布

壟　 置　部　 分

迂
姻

耳

 

口

 

眉

 

眉

 

眠

個

眼

 

鼻

ω数位部索．探

1

ワ叮

3

4

5

6

弓
8

8

100％ 　　93　82　　’8　　80　89　89　83
10〔〕　　　 82　　69　　78　　74　　85　　7i　　86

　 　 　 717191810 　914

　 　 　 19　29　 1Y　 l2　　9　 21　 14

　 　 　 　 　 1　 2　 3　　コ　 1　 3

　 　 　 　 　 2　 3　 7　 3　 0　 0

　 　 　 　 　 　 2　 0　 0　 1　 0

　 　 　 　 　 　 〔1　 5　 0　 0　 0

　 　 　 　 　 　 　 　 D　 O　 D　 ｛〕

　 　 　 　 　 　 　 　 2　 3　 〔，　 o

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　o　 o　 　］

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　o　 o　 o

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 O　 O

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7　 0

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0

一 lo2− ．

注 D　 数値 は 該 当髱の 割台 （％）。

　2｝　上 段 は 配置前，下段 は 配置後 の 探索 部位数

　 で の 割合。
3）　配 置部分 の 下 の （

　大 部位数。
〕内の 数値 は探索 可 能 最
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TABLE 　3 年齢群 ご と に み た探索部位数 の 分布例

探索 　 　3歳 　4歳 4歳 5歳 5歳 6崖 6歳 7蔵 S叢 9歳 1〔臓 咸人

部 位数 後 半 前半 後半 前半 後半 前半 後半

l　　　　leoe6 　75　70　　79　86　 89　93　80　80　90　　70　　70

2　　　　 0　　 25　 30　 14　 14　　D　　7　 20　 2D　 O　 20　 30

3 以上 　 0　　 0　 0　 7　 0　 11　 0　 0　 0　 ］O　lO　 O

tt　1）　 数値は最後の 耳を配 置す る際 の 配 置前探 索部位 数 に お け る該

　 　 当者の割合 （％〕。こ の 場 合の探索部位数の最大｛直は 8。

　最後に ， 配置前 と配置後に お け る 適切部位探索数 の

加齢 に 伴 う変化 を，年齢群ご と の 中央値で F［G、4 に 示

す 。
10歳ま で に つ い て み る と

，
い ずれ も年齢群間 に 有

意な差が認め ら れ （配置 前 ；X
？ ＝55．31，df− 10，　p 〈．UI，配 置後

；z2
＝28．19，　df＝ユO、　p〈、01＞c 加齢 に 伴 っ て 適切 部位探索数

は 上昇 す る傾向を示 して い る 。 直接確率計算法に よ る

対比較 で は，配置 前 の 適切部位探索数 に お い て ， 3歳

後半群 と 7歳 ， 8歳 ， 9 歳 ， 1 歳の 各群問 ， 4歳前半

群 と 7歳， 9歳，10歳 の 各群間， 4 歳後 半群 と 7 歳 ，

10歳の各群間， 5歳前半群 と 7歳 ， 1 歳の 各群間に有

意 な差 が認 め られ た。 また ， 適切部位探索数 を配 置 の

前後で比較す る と ，
い ずれ の年齢群 も配置前の 方が 配

置後 よ O も適切 部位 探索数 の 中央値 は高 くな っ て い る 。

そ こ で ， サ イ ン 検定に よ り配置前適 切部位探索 数が配

置後適切 部位探索数 よ りも有意に 多い か 否 か を検定 し

た と こ ろ ， 4歳後半群 か ら 9歳群 ま で は 1％水 準 で ，

ま た 10歳群で は 5 ％水準で有意差が 認め られ た 。
こ の

よ うに ， 4 歳 後半 か ら1D歳 まで の 問 で は，配 置後 に 比

べ て 配 置前で は 配置 す る部分 に と っ て ふ さ わ し い 部位

へ の 探索活動 が 多 く行 われ て お り，総探索数 を配置 の

前後で 比 較し た 場合 と 同様の傾向が み ら れ た 。 さ ら に ，

総 探 索 数 に 占 め る適 切 部 位 探 索 数 の 割 合 を み る と

TABLE 　4 の よ う に な る。配置前 で は ， 4歳後 半 か ら 5

歳後 半 に か け て適切部位 を探索す る割合が 高 く な り，

5 歳後 半 以降 に な る と探 索活動 が 生 起 した場 合 に は

90％以上 の 割合 で適切部 位を探索 し て い る 。 ま た ， 配

置後 で は ， 4 歳前 半に適 切部位 を探索 す る 割合 が急激

に 高 く な り ， そ れ 以 降 に な る と90％ 以 上 の 割合で 適切

部位 を探索 して い る。

TABLE 　4　総探索数 に 占め る適切部位探索数 の 割合 （％ ）

：1裁 　4歳 ↓歳 5歳 5歳 s歳 6歳 7畿 ti　k　 9歳 lij歳 成人

接半　前半 後半 前半 蛋半 前半 俵半

配置前　　Bl％　　　Bl　　8呂　88　　97　ユOO　97　　97　　96　93　　97　ユ〔：卜〔，

酉己置 後 　　71　　　1D〔〕　1D〔〕　96　96 　ユ〔，D　97　90　1G〔｝　90　94　ユ0〔，
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FIG．4　構成課題 に お け る 適切 部位探 索数 仲 央 値）の 発

　　　 達 的変化

　 　 　 ●配 置 前適切 部位探 索数

　 　 　 ○配置後 適切 部位探 索数

考 察

　本研究 は ， 構成行為 に お け る 空 問探索活動の 状態 を

各構成材料 の 配 置前 と配置後に分け て 分析し ， そ れ ぞ

れ の 探索活 動 の 役割 を 明 らか に す る と と も に ，そ れ ら

の 発達 的変化 の 特徴 を明 ら か に す る こ と を 目的 と し て

実施 さ れ た。以下 で は， こ の 2 点 に つ い て 考察す る。

　構成行 為 に お け る 配置前後 の 探索活動の 役割

　本研究に お い て構成行為 の 課題 とし て 使用 した目隠

しを して顔 を構成す る 課題 は ， 5歳後半以降に な る と

比較的 まとま りの あ る 構成 が 可能 と な り，さ らに 10歳

に な る と ほ ぼ完全 な構成 が 可能 と な っ た。そ こ で ，こ

の ような構 成結果 の 発達 的変化 が ，課題遂行時の探索

活動の 状態 と ど の よ うな 関係 に あ る の か を分析 す る こ

とに よ っ て ，構成行為 に お け る探索活動の役割に つ い

て検討す る 。

　配置 前の探索活動 に っ い て み る と ， 総探索数 は 5 歳

台 ， 6 歳台 に 急速 に 増加 し，特 に 4 歳後 半か ら 5 歳前

半に か け て大 き く伸び た 。 ま た ， 探索活動 が生起 した

時 に は適切部位 を探 索す る場合が 多 い た め ， 総探索数

の 中 の 適 切 部位探 索数 も 5 歳台， 6歳 台 の ほ ぼ 同時期

に 急速 に 増加 して い た。し か し，そ の顕著な 伸び は 5

歳前半か ら 5歳後半 に み られ ， 総探 索数 と比較す る と，

若 干 の 遅 れ が み られ た。一
方，配置後 の 探索活動 は ，

総探索数 ， 適切部位 探 索数 ともに 配 置前 の 探索活動 に
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比 べ る と 不活発で あ り， 配 置前の 探 索活動が 多 くの配

置で安定し て生起す るように な っ て か ら増加す る傾 向

が み られ た。ま た ， 探索活 動 が 生起 した時の探索部位

数は，配置 前 ， 配 置後 と もに 1 部位の 場合 が 多 く，配

置位置 は特定 の 部位を 手掛 りに して 決定 され る こ とが

多か っ た。但 し， 配置後の 方が配置前よ りも探索部位

数 は多 い 傾向が み られ た。

　 以 ヒの よ うな構 成結果 と探索活動 の 発達的変化 の 分

析か ら，比較的ま と ま りの ある評価点 4 以上 の構成が

可能 と な る時期 は
， 配置位置を決め る た め の 配置 前 の

探索活動が多 くの配置で 生起 し，しか も適切部位 を探

索す る よ うに なる時期 に ほ ぼ対応 し て い る こ とが 明 ら

か に され た 。 ま た ， 評価点 6 の ような ほ ぼ 完全 な構成

が可能 とな る時期 は，配置前 の 探索活動と と も に 配置

後 の 探索活動 も次 第に活発化 して くる時期に ほ ぼ対応

して い る こ と が 明 らか に さ れ た 。 す な わ ち，配置 前 の

探索 活動 の活発化に伴 っ て 部分 間 の お よそ の 位置関係

が把握 され る よ う に な り， 比較的ま と ま りの あ る構成

が 可能 と な る が ， さ ら に完全な構成 を行 うこ と が で き

る ように な る に は ， 配置後 の 探索活動 に よ る位置関係

の 確認，修正作業 が 必 要 で あ る こ とが 明 らか に され た 。

また ， 配置前の探索活動 に 比 べ ると配置後の探索活動

で は探索部位数 が 多 い 傾向 に あ り，配置後 に は 多少広

い 範囲に わ た る探索活動 が 行 われ て い る こ と が 示 さ れ

た 。 こ れ ら の 結果 か ら，構成行 為に お け る配置前の 探

索活動 は
， 構成に 用 い る材料 間 の 局所的な位置関係 を

概略的に把握す る役 割 を果た し ，

一
方，配置後 の 探索

活動は，配 置 し た構成材料問 の 若干広 い 範囲に わ た る

位置関係の 微妙 な調整 を行 う役割を果た し て い る とい

う こ とが で き る。

　 な お
， 本研究で は，児童被験者の年齢を評価点 の 中

央値が 最高点 で あ る 6 に達 した 1〔［歳で 打 ち切 っ た が ，

10歳児の 探索活動 は成人 に 比 べ る と ま だ不活発 で あ っ

た 。 特に 配置後 に み られ る探索活動の 獲得過程 に つ い

て は 検討 が 不 十分 で あ ワ，今後 さらに 高 い 年齢の 児童

を被験者と し て 検討 して い く必 要が あ る。

　 構成行為 に お け る探索活動 の 発 達的特徴

　本研究で は ， 各構成材料の 配置前と配置後の探索活

動 を，総探索数 ， 探索部位数，適切部位探索数 と い う

3 つ の観点か ら分析 した。そ の結果か ら 、 次の よ うな

特徴を指摘 す る こ とが で き る．

　第 1 の特徴は，探索活動 の 獲得時期が配置の前後で

異な り， 配置後 の 探索活動 は配置前に 比 べ る と その 獲

得 が 遅 れ る と い う特徴 で あ る ． で は 1 な ぜ こ の よ う に

獲得時期 に ずれが み られ る の で あ ろ うか。通 常，配置

前の探索活動 を行 う際に は，まず手元 に あ る構成材料

が こ れ か ら構成 し よ う と して い る対象の どの 部分 に相

当す る の か を確認す る作業が 行 われ る 。 しか し，こ の

確 認作業は，見方を変 え れ ば構成対象全体 の 中 に そ の

材料を位置付け る作業で もあ り，
こ れ か ら行お う と し

て い る探索活動 の 目標 を 設定す る 際 の 契機と な る可能

性 が あ る 。 さ ら に ， 本研究 の ように ， 構成材料が 手 渡

さ れ る時 に 同時 に 部分 の 名称が 告げら れ る ような場 台

に は
， そ の 名称そ の もの が 行為 を調整 す る機能を果 た

い Luria，1961），探索 目標の 設定を さ ら に 促 す可能性 も

あ る。 こ れ に対 し て ， 配 置後 の 探索活動で は ， 探索活

動の手ca　t）と なる特定 の具体的対象が 与え られ るわ け

で は な い た め に，探索目標 の 設定 が 完全 に被験者自身

に 委ね られ る こ とに な る 。 こ の た め ， 配置後の 探索活

動 に tsい て 探索目標を設定す る に は，何等か の 別 の 手

掛 りが 必要 と され る。大庭 （1989）は，配置後 に 活発 な

探索活動が生起す る よ う に な る 時期 は ， 自ら が 行 っ た

構成 の 過程 や そ の 結果 に 関す る イ メージ を持 ち ， それ

に 基 づ い て 自己 の 行為 を振 り返 る こ とが で き る よ う に

な る 時期で あ る と 指摘 して い る 。 さ ら に ，守屋 ・森 ・

平崎 ・坂 L （ICj72） は ， こ の よ うな庭己 に 関す る認識 は

現在 か ら過 去 に 向か っ て 広が る と指摘 し て い る。すな

わ ち．配置後 に ， 配置前の探索活動 と同様 の活発な探

索活動 を行 うた め に は，既 に 行 わ れ た構成行 為 の 過程

や結果 の イ メ
ージ を認識の対象 と し て と らえ ， それ を

基 に して 探索目標を設定で きるよ うに なる こ とが必要

で あ る 。 配置前後 に お け る探索活動の 獲得時期 の ずれ

は，主 として こ の よ う な探索活動 の 目標 を設定す る際

の 手掛 りに 関連 した課題状 況 の 違 い に 起 因 す る も の で

あ る とい え る 。

　第 2 の特徴 は，限 ら れた部位 を手掛 「）に し て構成材

料 の 配 置位 置 が 決定 さ れ て い る と い う特徴 で あ る 。 す

なわ ち ， 探索部位数が 1部位で あ る場 合が多か っ た よ

う に ，材料 の 配置位置を決定す る 際 の 手掛 りとな りう

る部位 が複数存在 し て も ， そ の 中で 実際 に利用 さ れ る

の は ， 配置 の 前後や 年齢 等 に 関係 な く
一・

部 の 部位 で

あ っ た。Olsonq9．　70）は ， 生起 し た探索活動が狭 い 範囲

に 限定さ れ る場合の そ の 理 由 と して ， 対比 的な 認、た つ

の 可能性 をあげ て い る 。 ひ と つ の 可能性 は，探索 すべ

き目標が明確に 理 解さ れ て お り，無駄 の ない 探索が 行

わ れ た 場 合 で あ り， 他の 可能性 は ， 逆 に 探索 目標 を設

定 で きず ， 要す る に探索を行 う こ と が で きな か っ た場

合で あ る。本研究 の 結果 で は ， 探 索し た全部位 の 約 9

割が TABLE ユの 適切部位 に相当す る部 位 で あ っ た こ

と か ら判断す る と，探索部位 数 が 少 な か っ た 理 由 と し
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て は ， 前者の 可能性 の よ う に ，探索を始め る前 に 既 に

ど こ を探索す る か が 明確 に 決定 され て い た た め だ と考

え る べ きで あ ろ う。な お，構成行為 に お け る探索活動

が こ の よ うな 目的指 向的 か つ 合理 的な性格 を持 っ た め

に は，3a 冂OPOIKell　 G967）や Neisser（L976）が 知覚的な

探索活動は イ メ
ー

ジ に よ っ て 方向付 け られ る と述 べ て

い るよ う に．第 1 の 特徴 で も指摘 した 構成結果 の イ

メージ や 構成 しよう と し て い る 対象そ の もの の 配 置に

関す る イ メ ージが ，探索活動 の 方向付け に利用 され る

よ う に な る こ と （ycoBa　H 　CaK｝
．．1］！Ha エ965｝ が 必 要 で あ る 。

今後 ，
こ の よ う な構成行為 の 調整機能が イ メ

ージ に 付

与 さ れ る ため の 条件の 分析が 必要 で ある。

　 第 3 の 特徴 は ， 探索活動 が 生起 す れ ば，配置の 直前，

直後 に は ，配 置位 置 を 決 め る た め の 基準 と して特 に ふ

さ わ しい 部位 を探索 し て い る場合 が多 い と い う特徴で

あ る。す な わち，探 索部位数 は 1部位 で あ る こ と が 多

か っ たが
， 2部位以 上 に わ た っ て探索 し た時に も，配

置α）直前 ， 直後 に は 適切部位 を探索 し て い た と い う こ

と で あ る。総 探索数 に 占め る 適切部位 探索数の 割合が

最も低か っ た 3 歳後 半群 に お け る配置後の 探索活動 で

も そ の 割合 は 71，4％ で あ り，配 置位置 を決定す る た め

の 基準部位の 選択 に お い て は ， 幼児や 児童と成人 の 問

に大 きな違 い はみ られな か っ た 。こ の よ うに ，配 置前

の 探索活動が適切 部位 に 終 わ り ， ま た 配置後 の 探索活

動が適切部位 か ら始 ま る と い う特徴 は，第 2 の特徴 と

も関連 し て ， 探 索活動 が 生 起 すれば ， そ れ「は 的確 に 力

向付け され て い る場 合が多 い こ と の 現れ で ある と い え

る。しか しな が ら ， 探索活動 の 獲得 と い う視点か ら構

成行為の 発達を とらえ る 場合に は ， こ の よ うな特徴 と

は 逆 に ，む し ろ探索活動が 生起 して も，配置 の直前，

直後 に ， 構成材料 に とっ て 必ず し もふ さ わ し い と はい

え な い 部位 を探 索 す る場合が ，割合 は 低 い が 存在す る

と い う こ とに 注 目 す べ きか もしれ な い
。 な ぜ な ら ば，

構成行為を獲得 させ る た め の 特別 な配慮 は，構成行 為

を適切 に 行 う こ と の で き な い 子 ど もに お い て特 に重要

な意義を持 っ か ら で あ る。 こ の よ う な適切 と は い えな

い 部位 へ の 探索 は ， 探索活動が 活 発化 して い く低年齢

の 移行期に 比較 的多 く観察 さ れ た 。 Piaget＆ Inhelder
l：1967）は ， 触探索 に よ る事物 の 形態把握 の 発達的変 化

を 3 段 階 に 分 け ， そ の うち の 第 2 段階に
， 触探索 が 前

の段階よ り も活発 に は な る が，必 ずし も形 態把握 に 有

効 な手 掛 り に 向 け ら れ た 組織的 な探索で は な い 時期 が

ある と述べ て い る 。 ま た ， 3a”opo ）Eceu　G967） も同様 の

課題 を用 い て ， 片手が能動的 に 動 く よ う に な っ て も，

輪郭の よ うな課題 解 決 に有効な感覚内容 を抽出す る こ

とが で きな い 時期 が あ ると述 べ て い る 。 構成行為 に お

い て も ， こ の よ うな形態杷握 に お け る探索活動 の 発達

的特徴 と同様 に ， そ の 獲 得 の 過程 で は ま ず探索活動が

活発化 し，そ の 後 そ の探索活動が 急速 に 目的性 を帯 び

て い く と い う変化が み られ ると い え る 。 そ して この こ

と は 同時 に ，探 索活動 に は，課題場面に お い て 探索活

動 を生起さ せ る プ ラ ン とは別 に ， そ の探索活動を構成

材料 に 合 わ せ て 方向付 け す る プ ラ ン が 必要 で あ る こ と

も示 し て い る。こ の よ うな プ ラ ン の存袵 は ， こ れ ら ふ

た つ の プ ラ ン に対 応 し た 言語教示 に よ っ て，それぞれ

構成行 為 が 改善さ れ る者 が い た と す る大庭 （ヱ990｝の 研

究 に お い て も確認 され て い る 。 し た が っ て ，幼児 や構

成行為 の穫得に 遅れ が み ら れ る 障害児 を 対象 に し て 構

成行為 を指導す る よ うな場合に は，「よ く見 て ご らん」

とい うような単 に 探索活動 を促 す 言葉 か け だ け で は な

く，ど こ を ど の 様 に 探索す れ ば よ い か を指示す る 働 き

かけが必 要な場合が あ る こ と も理解 して お くべ きで あ

ろ う 。 な お
， 今後 ，

こ の よ う な構成行為 の 獲 得 が 促進

され る 条件を ． 個々 の 子 ど もに お け る形成過 程を分析

した実践 的研究 を通 して 詳細 に検討 し て い く こ と が 必

要 で あ る 。

　以上 の よ うに ，構 成行為 に お け る 空間探索活 動 の 発

達的特徴 と して
， 配置後の 探索活動 は配置前 に 比 べ る

と そ の獲得が 遅れ る こ と，探索活動 が生起 し た 時に は，

配置 の 前 後 や年齢等に関係な く， 構成 材料 の 配置位 置

は 限 られ た 部位を手掛 りに して 決定 され て い る こ と，

配置 の 直前，直後 に は ， 位 置決定に 最も さ、さ わ し い と

い え る部位 を探索 し て い る場合が 多 い もの の ， 逆 に そ

れ 以外の 部位 を探索 して い る 場 合も
一
都 に み られ る こ

とが 明 らか に され た 。
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