
Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

埀63　Japanest　Joul．］IE｛t　of 　EdiucHtic旧 al　PsycQlogy，1996，44．463 − 469

資 料

幼児期 に お ける筆記具把持 の 発達的変化

尾 　崎 　康 　子
ユ

DEVEL ぐ）PMENTAL 　CHANGES 五N　 PREHENSION 　OF

　DRAWING 　DEVICE 　DURING 　FIGURE 　COLORING

YaSuko　Oz．IKI

　　This　study 　aims 　at　clarifying 　developmental　changes 　of　prehensi〔m 　durillg　early
childh 〔〕⊂）d、　Two 　hundred　and 　twenty 　seven 　infants　ranged 　fronユ30　to　69　months 　of　age

were 　asked 　to　fill　a　circle 　with 　a 　felt−tip　pen ，　and 　their　processis　were 　simultaneously

monitored 　through 　f〔〕ur 　video 　cameras 　located　at　vark ）us 　position　from　the　subjects ．
Reproducirlg　the　video 　tape．亡heir　prehens1ons 　 of 　the　pen 　were 　 evaiuated 　and 　were
ciassifled 　into　seven 　differen亡types ．　As　the　age 　increased，　the　infant　tended 　to　show
し∈tripod　grip

’F
．　Upper　limb−desk　contacts 　were 　also 　classified 正nto 　four　different　types ．

The　lnore 　thヒ age 　increased　the　more 　the　distal　uPPer 　linib　tended 　to　tuuch 　the　desk．
These 　rcsults 　suggested 　thaし an 　acquig ．ition　of　the　tripod　grip　and 　a　stab 】e　suspellsiorl

made 　it　possib艮e　to　manipulate 　a　pen 　effcc ｛ively　during　early 　ch 量1dhood．

　　Key 　words ： preherlsion　of　drawing　devices，　manipulatien 　of 　dra 、、
・ing　devices，

tripod　grip，　figure　colorin9 ，　multiscreen
−
analyses ．

問　題

　 ヒ トの 手は，手根，中手及 び 5 本 の 指 よ りな る。そ

し て ，比較 的小 さ な 部位 で あ る に もか か わ らず大変緻

密 な構造 を し て お り，手 を 用 い て 「つ か む 」厂っ まむ」

「に ぎる j 「は な す 」 な ど 多様 な 動作や操作を行 っ て い

る。 こ の よ うな多様 な手 の 動 き は ， 生得的に備わ っ て

い る の で は な く，出生直後 の 新生児 で は，把握反 射 に

よ っ て 手 を固 く握 っ て い るか 若 しく は時折 モ ロ ー反射

な どで 手 を開け る ような動 き が で き る に す ぎな い 。し

か し ， 乳児期か ら幼児期 に か けて 手 の 動 き は 多様 に 分

化 し，随意 的，目的的 な手 の 調節が 可能 と な っ て い く。

　乳児 の 手 の 運動機能 の発達過程 に つ い て詳細 に 検 討

1
財 団 法 人 小 平 記念 会 日立家 庭教 育 セ ン タ

ー （Hitachl　 Fam −

i］yEducation 　Center　Df　Odaira　Memo 匸i田 Foundation）

し た Halverson ほ 93 ユ） や Gesell，　Thompson ＆

Amatruda 〔1934） に よ る と，手 を伸ばす，掴む ，離す

な ど の 把握 の 基 本動作 は 生 後 15 か 月 ま で に 獲得 さ れ

る。し か も，それ らの 動作を獲得 す る 過程は ， 何れ の

乳児 で もほ ぼ 共通 し て順序性が保た れ て お り，乳児 の

把持機能 の 発達が 神経系 の 発達 と密 接 に関係 して い る

と指摘 した。

　随意的把握 の 基本動作 を身 に つ け た 幼児期 に は
， 微

細 に 手を動か す こ とが 可能 とな り， 手 を用 い た か な り

複雑 な操作 を次 々 と 身 に つ け て い く 。 こ の よ うな 手 の

微細 な機能発達 に っ い て は ， 木，小 球，紐 な どの 手 に

よ る操作を調 べ た Gesell ＆ Amatruda （194P や ， 箸

な ど の 持 ち方 を調 べ た山 卜｛1955 ）に よ り，
い つ 頃 か ら

手 の 各種動作が可能 と な る か は か な りの 程度 明 らか に

さ れ て い る。し か し，こ れ ら の 幼児 の 手 の 運動 機能発

達 に 関す る 研究 は ， 何れ もそ れ ぞ れ の動作 を習 得す る
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平均 的 な 時期 を調 べ る こ と に 主眼 が 置 か れ て お り，幼

児の 基本的な把握 の 発達 や操作 との 関係に つ い て神経

系成熟の 観点か ら の 十分 な検討 が行 われ て い な い 。

　
一

方 ， 整形 外科学の 立場 か ら，乳 幼児 の把握の 型 を

調 べ た泉類 （1986 ）は ， 幼児の筆記具 の 把持 は握力把握

（power　grlp） か ら 掌側 面欄み （palmar 　piTlch） へ と移行

す る と の 指摘 を行 っ て い る 。 また ，
Rosenbloom 　＆

Horton　G971 ） は ，
1 歳 か ら 7歳 の 128名の 子 ど も に つ

い て 絵を描 く時の鉛筆や ク レ ヨ ン の 持 ち方 を調 べ ，筆

記具 を持 つ 手 の 形状 と描画時の 指の 動 きの 有無 に よ っ

て 発達 を 3 段階 に 分 け て い る。す なわ ち 「幄 力把 握等 〉

よ り年少の 把握の段階」， 「三面把握 （tr｛pod 　posture ）」，

「動 的 三 面把握 （dynamic 　trip。d〕」に 分類 し ， 年齢が 増す

に つ れ 子 ど もの筆記具把持 が こ れ らの 諸段 階 を推移 し

て い く こ と を明 ら か に し た 。 「動的三 面把握 」は ， 筆記

具 を母指 ， 示指 ， 中指 を用 い て 対立 位で把持 し ， 指 を

動 か せ て 描 く段階で あ る 。
こ の 「動的 三 面 把握」 が 認

め られ る か どうか が ，神 経生理学 的な成熟や 微細運動

機能の 障害 の 有無の 指標 とな りうる こ とを示唆 して い

る 。

　 Erhardt〔1974、1981）は ，
こ の Rosenbloom ＆ Hor 亡on

（19？D の 研 究 や 従来 の 把握発 達 の 研 究 を検 討 し，そ れ

に 自らの 臨床経験 を加 えて，乳幼 児の把握発 達の体系

化を試み た 。 そ して ， それ を基 に 「Erhardt 発 達学的把

持能力評 価」 （Erhardt．コ982 紀伊 訳，198B　p．45．64） をf乍成

し ， 筆記 具を持 っ 手 の 形状 に 加 えて，指 の 動 き や 鉛筆

を持 つ 位 置 な ど の 操作に 関係 す る側 面 を幼 児 の 手 の 機

能状態 を調 べ る手 だ て と して 積極 的 に 取 り ．h げた 。 こ

の 検査 で は ， 筆記 具 把持 の 段階 を， 1 歳一 1 歳半時 の

「手 掌
一

回外 握 り 1， 2歳一 3 歳時 の 「手 指
一

同 内握

り」， 3 歳半
一 4 歳 時 の 「静 的 3 指握 り （static 　trip。d

p ・ sture ）」
2

， 4 歳半一 6 歳時の 「動 的 3 指握 り 〔dynamic

tTip。d　posture ）　1 の 4 段階 に 設定 し て お り ， 筆記員把持

の特徴が発達年齢 と対 応 して 変化 し て い くこ と を想定

し て い る 。

　 こ の よう に ，Rosenbloom ＆ ｝Iorton（1971 ）と Erhar−

dt （葉98D は ， 筆記具の 把握 とそ の 操作 に 関 す る側 面 の

発達 に つ い て報告 し て い る が，両研究 ともに 把握 やそ

の操作の様子 を
…

方 向 か ら観 察 し て い る に 過 ぎ な い
。

け れ ど も手の 形状 と その 操作 は複雑 で あ り，成人 を対

2tripod
は 三 面 把 握 に 相 当 す るが ，「Erha τdt発達 学 的 把 待 能 力

評 価 」 〔Erhardし、19S2 紀伊 訳、1｛S8　p．4564 ） で は ，「静 的 3 指

握 り」及 び 「動 的 3 指握 り」 と訳 さ れ て い る。また，こ の 場台の

3 指握 り は ， 幗 む 指 の 数 に つ い て 話及 され て い な い 。

象 と し た 研究に お い て ， 鎌倉 （19S9 ）は手 を 4 方向 か ら

撮影す る こ と に よ っ て 様 々 な把握 の 型 が 存在 す る こ と

を報 告 し て い る 。 こ う し た 点を考慮す る な らば ， 幼児

期の 筆記具 の 把 握 の 型 や 操 作 の 様 子 を詳細 に 検討 す る

た め に は ， そ れ ら を 多方向か ら同時撮 影 して 詳細 な検

討 を行 う必 要が あ る だ ろ う。

　尾崎 ・佐藤 ・河村 ・菊池 〈1992） 及び尾崎 ・佐 藤 ・河

村 （1993 ；1994a＞ は，描画 の 際の 幼児の筆記具把持 と そ

の 操作を検討す る た め に
， 手 を 4 方 向 か ら同時撮影 し ，

そ の 映像 を分析的に評価す る こ と を試み た。そ の 結 果，

先行研究 で 報告 さ れ た 把握 の 形状以外に も筆記具の 把

握 の様子 が認め られ た 。 また ， 操作 に 関 して も，描画

時 の 手 の 安定性 に 注 目 し，机と接触す る 上肢 の 部位 を

調 べ た と こ ろ特徴的 な発達 の 様 子 が 確か め られ た 。 し

か し， こ れ ら の 研究で は ，被験児の 年齢 と人数 が限 ら

れ て い た ため ， 幼 児期 に わ た る筆記具 の 把握の 発達 を

系統的に検討す る こ と が で きな か っ た。

　そ こ で
， 本研 究 で は，2歳 か ら 5 歳 ま で の 227名の 幼

児に つ い て ， 描 画時の筆記 具把持 の 様子 を 4 方向か ら

同時撮影 し，そ の VTR 録画画面を多面的に検討す る

こ と に より ， 幼児 の 把握 が どの ような経 過 を経 て 発 達

変化し て い くか ， そ の 詳細を明 ら か に す る こ と を 目的

と す る 。

方　法

　被験児　被験児 は ， 30− 33か 月 （39名），36− 39か 月

〔43 名 ），42 ．．−45か 月（41 名 ）
， 48− 51か 月（43名），54− 57

か 月 （21名）， 6e− 63か 月 （LO 名），66− 69か 月 （2   名 ）の

計
’227名 （男 ll2 名、女 1］5 名）で あ る。最後 まで 右手 で課

題 を遂行 し た 子 ど も を 実 験 の 対 象 と し た。

　材料　筆記具 として 青 の 水性 カ ラーペ ン 値 径 9mm ，

長 さ 16．4cm 、以 トペ ン と呼 ぶ ）を 用 い た 。ま た，描画用 紙 と

して ， 直径 3cm の 円 が 線幅0．5mm で 描か れ て い る B

4版 の ケ ン ト紙 を用 い た。

　手続　描画用紙 を机上 に 固定 し ， 被験児は そ の 前 に

座 る 。 座 っ た時 に ， 机 の 高 さ が 被験児の 肘の高 さ に な

る よ う椅了 が調節 さ れ ， 被験 児 は ， 描 画用紙 の 右横 に

予 め 置 か れ た ペ ン を自分 の 手で 取 る よ う教示 さ れ た 。

そ し て ， 被験 児 は ペ ン で 塗 りつ ぶ さ れ た 3cm の 円 の

手本 を見せ ら れ ， 「丸の 中を こ の ように きれ い に 塗 っ て

くだ さ い 」 と教 示 さ れ た。円 を塗 りつ ぶ す 時間は制限

さ れ な か っ た 。

　測定方法 子 ど も が 円を塗 りつ ぶ して い る様子 は被

験 児 の 正面 ，右方，左 方，上 方 の 各位置 に 配置 さ れ た

4 台の ビ デ オ カ メ ラ （CCD ・V800） に よ り同時撮影 され
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た 。 4 方向か らの 映像 は 4 分割 ユ ニ ッ ｝・（SQ．C 】LO）で 4

分割画面 に 合成 され ，
ビ デ オ デ ッ キ （CVD ．101？O）に よ り

1本 の ビ デ オ テ ープ に 収録 さ れ た 。

結　果

　筆記具 の持ち方の 分類 　円 を塗 りつ ぶ して い る様子

を 4 方向 か ら 同時撮影 し た 4 分割映像を再生 し，筆記

具 の持 ち 方 を評価 した 、 そ の 際 ， 筆記具 を把持 す る手

の 形状 と筆 記具が指 や手掌 の ど の 部分 に 接触 し て 握 ら

れ て い る か に 注 日す ると ， まず筆記具 を指の 掌側 面 で

綱ん で い る，指尖 で 摘ん で い る．指 で 挟ん で い る ， 手

掌 全体 で 握 っ て い る の 何 れ か に 大別 さ れ る 。 さ らに 指

の 掌側面 で掴ん で い る場 合は そ の指 の 数 に ，また手掌

全体 で 握 っ て い る場合は 手 の 向 きが 回外か 同内か に 着

目し て分類 し ， 本研究 で は筆記具の持ち 方を 7種 に 分

類 し た
3。す な わ ち．A ：「2 指握 り」，　 B ： 「3 指握

り」， C ：（4 ・5 指握 り」，
　 D ：「指尖握 り」，　 E ：「挟

み 握 り」， F ：「手掌
一
回外握 り」，　 G ：1手指

一
同 内握

り」 の 7分類 で あ る （Flc；URE1 〕。「2指握り 」 は 母 指 と

示指の 2指 に て 筆 記具 を掴 み，中指が対立位で さ さえ

る持 ち方 で あ り ， 「3 指握 り」は 母指 ， 示 指 ， 中指の 3
指 で 筆記具 を擱み ，環 指が対立位 で さ さ える持ち方 ，

さ ら に 「4 ・5 指握 り」は母指，示指，中指 に 加 え て

環指 の 4指で 筆記具 を掴 み ，小 指が対立位で さ さ えた

り ， ある い は 5指 全部で 掴 む持ち 方で あ る。但 し ， i2

2 挟

A 指
握

E
み

握
り

，
り

手
3 掌

B 指
握

り

’
F1 回

外
握

ノ

り

4 手
・ 指

C5
指
握

G1 回

内

握
り り

指

D 尖
握

，

り

指握 り」，「3 指握 り」， 「4 指握 り」の 持ち 方で は，対

立位 で さ さ え て い な い 場 合 も， そ れ ぞ れ の 持 ち方 に 含

め た 。

一
方，1指尖握 り」は ， 筆記具 を指尖 で保持 し て

い る 持 ち 方で ある の に 対 して ， f挟み握 り」は，掴 む の

で は な くて，指 と指の闇に挟ん で 筆記 具を保持 し て い

る持 ち 方 で あ る 。 「指尖握 り」と 「挟み 握 り」 の 場 合 ．

摘む指や挟む 指 の 種類 は様々 で あ っ たが ，す べ て 同分

類 と し た。さ ら に 「手掌 一
回外握 り」と 「手指 ．一

回内

握 り」は ， 何れ も筆記具 を 5本の指 と手掌を使 っ て握

る持 ち方で あ るが ， 前者は手が 回外 し て い る の に 対 し

て，後 者は手が 回内して い る 握 り方と な る 。

　227名 の被験児 の 内9  ％以上 は，こ れ ら 7種類の内 の

何れ か 1 つ の 持 ち 方の み で 3Cm の 円を塗 り終 えたが ，

2 通 り の 持 ち 方 を用 い た者 は，36− 39か 月が 3 名，
42− 45 か 月 が 2 名 ， 48− 51か 月 が 3 名 ， 60− 63か 月が

2 名の計 10名で あ っ た。また ， 3通 りの 持 ち方 を用 い

た者は，30− 33か 月 ， 48− 51 か 月，60−．63か 月 の そ れ

ぞ れ に お い て 1名ずつ 計 3名で あ っ た 。 以下 ， 1 つ の

持 ち方だ け で 塗 り終 えた 被験児 に つ い て 記述 す る 。

　筆記具 の 持ち方の年齢変化 　筆記具 の持 ち方 の 年齢

に伴 う変化 を検討す るため ， 各月齢に お ける持 ち 方 の

出現率 を調 べ た くTABLE 　1）。　i　2 指握 り 1 を す る子 ど も

の 割合 は ， 30・−33か 月では23．7％ で あ っ た が ，月齢が

増え る に つ れ 増加 し， 54か 月を過 ぎる と 過半数 の 子 ど

もが ，さ らに 60− 63か 月 で は 70．6％が 「2 指握 り」 を

して い た 。 「3 指握 り」は 「2 指握 り」と持ち 方 の様子

がや や 似 て は い るが ，「2 指握 り」が毋指 と示 指で筆記

具 を櫃 んで い る の に 対 し ， 「3 指握 り」は さ ら に 中指が

加 わ り， こ の 中指が 筆 記 具 に 重要 な 役 割 を果た し て い

る 。 こ の 厂3 指握 り」は 30− 33か 月 で す で に 26．3％ と

高 く， そ の 後 も概ね
一一

定 した割合で 出現 し た。 こ の 他

の 5 種類 の 持 ち 方 は
， 比較的小 さ い 月齢段階で認め ら

れ たが ，月齢が大 き くな る と次第に 減少 し最終的 に は

消失 して い る 。

TABLE 　1　筆記具の持 ち 方 の 月齢別割合　　（％）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 手掌　 手指一

？疼鏗り　3指握り　↓・う睡 り　指尖握ワ　陸み渥り　回雁 り　阿内渥り

RGURE 　1　 筆記 具 の 持 ち 方 の分類

s
尾 崎 他 （1992）で は，6 種 の 分 類 で あ っ たが，本研 究で は 「指

尖 握 り」 を加 え て 7種 の 分 類 と し た。

30．−33か月 ｛N ＝、啣 　23．7　26．3

35．一靡）か月 ｛Nニー）　30 ．〔，　37、5
41　45か月　IN＝脚）　33．3　 38、5

4S−51か月　1譎＝蹄｝　43．6　30．8

54−57か1月IN＝2D 　57 ．1　23．8

Nト ca，b，月LK．王；｝　70 、6　29．4
邸 　mgo・月 （N−2〔1〕　so．0　40 ，D

7．92

．5

　 05

．14

．8

　 0

　 0

　 D5

．O

　 D2

，64

．8

　 0

　 0

13．2　　7．9　21『1
　 0　 12．5　 12．5

2．6　 15，4　 10．3

12、8　　5．1　　　　0

4．8　 4．S　 　 O

　 O　　 　O　 　 O

　   　　 　0　 　 〔1
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　次に ，
こ れ ら の 筆 記具 の 持ち方 と月齢 と の 関係 に つ

い て κ
2
検定 を行 っ た 。 持ち方に つ い て は ， ［2 指握 り ［

と 「3 指握 り1 以外 の 5種 の 持 ち方 をした子 ど もが 少

な く， しか もそ の 年齢が幼児期初期 に 固 ま っ て い た の

で ， 5種 の 持 ち 方 を 「そ の 他 の 持 ち方 」 と し て 合併 し

た。ま た 「そ の他 の持ち 方∠ が54か 目以降減少 した り，

あ る い は全 く見 られ な くな っ た の で ，54か 月以降の 月

齢 を合併 し た 。 そ し て ， 各月齢段階に お け る 「2指 握

り」， 「3指握 り」そ して 「そ の 他 の 持ち 方」の 3通 り

の 持 ち方 に つ い て ， 3 （持 ち 方）x5 明 齣 の X2検定 を

行 っ た結 果 ， 有意差 が 認 め られ た 〔X2（S ，N ＝214）
一一29．031

p く．005）。持 ち方は ， 月齢 に よ D大 きく変化 し て い る こ と

が 認 め られ た 。

　机 との 接触部位の 年齢変化 　筆記具 を持 っ て そ れ を

操作 す る 際，肘 や 手 が 机 と接触す る様相 も変 わ っ て く

る 。 そ こ で ， 上肢 と机 との 接触 の 有無や 接触 し て い る

場 合の 部位 に つ い て ， 「手接触 （手 ま た は指が 机 に 接触 して

い る）］， 「腕接触 揃 腕 が 接触 し て い る ）」，「肘接触 （肘 が 接

触 し て い る ）」，「接触 な し（上 肢 の どの 部位 も接触 し て い ない だ

の 4 つ の カ テ ゴ リー
に 分 類 し た 。 な お ， 描 画 中 2部位

以上 の 接触が あ っ た場合 は，よ り遠位の 部位を接触部

位 と し た 。

　 机 との 接触 部位 の 年齢 に 伴 う変化を検討す る た め ，

各月齢で の 各接触部位 の 出現 率を調 べ た （TABLE　2〕。

30− 33か 月 で は，机 に 上 肢 が 接触す る様相 は 多様で

あ っ たが ， 月齢 が増 す に つ れ，「接触 な し 」， 「肘接触」，

「腕接触 」の 出現率 は 減少 し ， 「接触 な し」は 5457 か 月

で ， 「肘 接触」は60− 63か 月 で ，そ し て 「腕接触」は 66− 69

か 月 で 消失 し た 。一．・
方 ， f手接触 」の 出現率は 月齢が 増

す に っ れ高 くな り， 66− 69か 月で は ， 全員が 机 に 手を

接触 さ せ て い た。

　 次 に ，こ れ ら の 机 と の 接触部位 と月齢 と の 関係 に っ

い て κ
2
検 定 を行 っ た 。 机 と の 接触部位 に つ い て は ． 「肘

接触 」 と 「接触 なし」 の 子 ど もが 少な く，し か もそ の

年齢が 幼児期初期に 固ま っ て い た の で ， 両者 を 「そ の

TABLE 　2 机 と の 接触部位 の 月齢別割 合 〔％）

手 接触 　 腕 接触 　 肘接 触 　接触 な し

30− 33カ》月　　〔N ＝38）

36− 39か 月　〔N ＝40）

42− 45か 月 〔N ＝39）

48− 51か 月 （N ＝39》

54− 57か 月 （N ＝2D

60−．．63か 月 （N 二17＞

66− 69か 月 （N ＝20）

ユ0．527

、559

．079

．57L488

．2

〕00，0

47．447

．520

．515

，423

．811

．8

　 0

13．210

．ol5

．42

．64

．8

　 0

　 0

28．915

．05

、12

．6

　 0

　 0

　 0

他 の 接触 」 として 合併 した。また 「その 他の接触」が

54か 月以 降減少 し た り，あ る い は 全 く見 ら れ な く な っ

た の で，54か 月以降 の月齢 を合併 した。そ して ， 各 月

齢段階に お け る 「手 接触」，「腕接触 」そ し て 「そ の 他

の 接触」の 3通 りの机 との 接触 部位 に つ い て ， 3 （机 と

の 接触 部位 ）× 5 （月齢）の X2 検定 を行 っ た結 果，有意差

が 認め られ た 〔X
’C8，N ＝2N ＞；7936，P 〈．005）。 机 と の接触

部位 は，月齢に よ り大 き く変化 し て い る こ とが認 め ら

れ た 。

　筆記具の 持ち方 と机 との 接触部位の 組合わせ の 年齢

変化　筆記具 の 持ち 方 と机 と の 接触部位 と は ，
い ろ い

ろ な 組合わ せ が考え られ る 。 そ こ で それ ら の 組合わ せ

の 出現率 の 年齢変化を検討 し た （RG 駅 E　2）。

　 30− 33か 月 と36．一一39か 月 で は ， 持 ち方 と接触部位 の

様 々 な組合わ せ が 認め ら れ た が ， 突出し て高 い 出現率

と な っ た組合わ せ は な い 。42 −．45か 月 で は，持ち 方 と

接触部位の 様々 な組合わ せ が認 め られ る もの の ，「2 指

握 り」 ある い は 「3 指握 り」 と 「手接触1 と の組合わ

せ の割合が E昇 して い る。48− 51か 月 と54−− 57か 月 で

は， ど の 持ち 方に つ い て も 「肘接触 ］ や 「接触 な し」

と の組合わせ が消 失 して い き，それ に 代 わ っ て 「2 指

握 り」 と 「手接触」 と の 組合わ せ が 高 い 割合 に な っ て

い る 。
60− 63 か 月 で は，さ ら に そ の 傾向 は 顕著 に な り，

66− 69か月で は ， す べ て が 「2指握 り」 ま た は 13指

握 り」 と 「手接触 」 との 組合わ せ と な っ て い る。

　 そ れ ぞ れ の 持 ち 方 ご とに 年齢 に 伴 う接触部位の 変化

を調 べ る と，「2指握 り」と 「3 指握 り」で は，月齢が

増 え る に つ れ て ， まず 「接触 な し」 が 消失し ， 続 い て

「肘接触 」s 「腕 接触 」 と近位 の 部位 か ら順 に消失す る 。

一
方 ， 「手接触 」の 割合は 月齢増 と と も に増 加 し，66−−69

か 月で は 「手接触 」の み とな っ て い る 。

　 「4 ・5 指握 り」で は ， 「肘接触 」，「腕 接触 」 で あ っ

た 者が月齢 が 増 える に つ れ て ， 近位の 部位か ら減少す

る
一．一

方 ， 48か 月以 降 「手接 触」が優勢 と な っ た 。「指尖

握 り」，「挟み握 り」， 「手掌一
回外握 り」 で あ っ た 者 の

うち ， 「接触 な し」や 「肘接触 」の 者の 割合は ， 月齢が

増 え る に つ れ て減少 し て い たが ， 「腕接触 」の 者 の 罰合

は比較 的年 長 に な る ま で 認 め ら れ た 。 「手指
一

回内握

り」で あ っ た 者 で は，「接触 な し」が 30− 33か 月 で 最 も

割合が 高 くな っ た後 ， 「肘接触」と 「腕接触 」が 僅 か に

認 め られ るの み で あ っ た。そ し て，48か 月以降 こ の よ

う な持ち 方をす る 者は 全 く見 られ な か っ た。

考　察

幼児に お け る筆記具把持の 発達　 4 方向 か ら撮影 し
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磯 黙
F ｝　Clじ RE 　 2 筆記 具 の 持 ち 方 と机 と の 接触部位の組合 わ せ の 月齢別割合

た映像に 基 づ き， 幼児の筆記具 の 持ち方 を 7種 に 分類

す る こ と が で きた 。Napier　（1955〕は ， 把握の 形状 に 基

づ い て成人 に お け る 把握 を握力把握 と精密把握 に 大別

し た が，鎌倉 （19S9）は そ れ に 中間把握系 と母 指不 関与

系を加え て 4 つ の 大分類 を設 け ， さ ら に そ れ ぞ れ の 把

握 に つ い て 下位分類 も行 っ た。本研究で 得 ら れ た 幼児

の 7 種 の 持 ち 方 を 鎌 倉 （1989） の 把握分類 と 比較 す る

と，「手指　回 内握 り」， 「手掌 一
回外握 り」そ して 「挟

み 握 り」 は 握 力把 握系 に 相 当す る
。 さ ら に 「2 指錘

り k 「3 指握 り」，「4 ・5 指握 り 1は中間把握系 に ，

「指尖握 り」は精 密把握 系 に対応 す る と言 え よ う。さ ら

に
， 中間把握系の 下位分類 で は ， 「2 指握 り」は 三 面把

握 （t・ip・dg ・ip）一標準型 や 亜型 1 に ， 「3 指握 D」 は 三

面把握　亜型 IIに相当 し ， 「4 ・5 指握 り」 も三 面把握

の 亜型 と考え ら れ る。

　今回対象 とした年少幼児期に ， 成人 で 見 られ る こ れ

ら の 各把握系の す べ て の 持 ち方が認 め ら れ ， 年長に な

る に つ れ，中間把握 系 で あ る 「2指握 り」や 「3 指握

り」が 多勢 と な り ． 5歳を過 ぎる と 大半が 「2 指握 り」

に収斂 す る こ と が 明 らか に な っ た 。
こ の よ うに ，年少

幼児1・：お い て は手掌全体 で ペ ン を握 る握力把握 系 が優

勢 で あ る の に対 し て ， 年長幼児 で はペ ン を指で姻む 中

間把握系 の 把握が 優勢 と な る こ と は ， Rosenbloom ＆

Horton 〔1971 〕の 報告 や FErhardt発達学的把持能力評

価」の 発達段階 と ほぼ
一

致 す る結果 と言え よ う。握力

把握系 で は，手掌全 体で 筆記 具を保持す る が ， 中間把

握系で は ， 関与する指 が機能分化 し て筆記具 を保持 し

な け れ ば な らな い 。従 っ て，指 の 機能が 発達 して い な

い 年少幼児で は中間 把握系 よ りも握力把握系で筆記具

を保持す る ほ うが 容 易 で あ り， 指 の 機能が 発達 して く

る年長幼児 で は ， 中間把握系 の 保持 が 可能に な る と思

われ る 。

　さ ら に ，中間把握 系 で は ， 「4 ・5指握 り 亅が年少 で

現 れ，次 い で 「3指握 り」， 「2 指握 り」の順に年齢が

高 くな っ た z こ れ は，年少 児が ， 筆記具 を指 で 保持す

る た め に ，多 くの 指が 必要で あ るの に 対 して ， 年長児

で は少 な い 指で 可能 と な る こ とを示 し て い る。そ し て ，

「4 ・5 指握 り」 で は 尺側 の 環指や 小指が 関与 す る が ，

「2 指握 り」 で は橈餬
4
の 母指と 示指 の 2 指 だ けで 握 っ

て お り， 筆記具を保持す る指 の 関与 は加 齢に伴い 尺側

か ら撓側 へ 向か う と 言 えよう 。

　こ の よ う に筆記具の 保持 に 関与 す る手 指が加齢 に

伴 っ て橈側 へ と収斂 し て い く こ と は ， 乳児の 積木 把持

の際に も認 め られ る 。 す な わ ち ， 乳児期初期 に は 手掌

」

橈 側 は手 の 母 指側 で あ り ， 尺 側 は手 の 小 指側 で あ る。
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全体 で 積木を掴 ん で い た の が ，次 第に 指で 掴 む よ う に

な り， しか も関与す る手指が尺側か ら橈側 へ と移行 す

る と 言 わ れ て い る （Ha ］vers 。 n．1931）。 こ の 加齢 に伴 う変

化は，乳児期初期 に 全指が同時 に 開閉す る状 態 か ら，

月齢 が増 す に つ れ 母指 と 示指の対向機能が急速 に 強化

さ れ ， 橈側の指の み で 把 握操作 で き る よ う に な る 発達

過程 に 対 応す るが ，幼児 の筆記具把持の 発達過程に お

い て も そ の ような原理 が あて は ま る と考 え ら れ る 。

　 Rosenbloom ＆ HQrton （1971 ＞ や Erhardt（］981〕 の

研 究 で は ， 筆 記具 の把握 の 分類 と し て 三 面把握 を取 リ

ヒげ て い る が ， そ れ 以上 の 下位分 類 を行 わ な か っ た 。

本研究 で ，三 面把握 の 形状 を掴 む指 と対 立位 で 支 え る

指と し て 捉え ， 掴 む指 の 数 で 下位 分類 を行 っ た と こ ろ，

幼児 の 把握の 発達が よ り明確 に 示 され た 。

　安定 した巧 緻 な操 作の 獲得　幼児期初期 に は ， 筆記

具の 多様な持 ち 方が認 め られた が，ど の よ うな持 ち方

をす る か に よ っ て 操作 の 巧緻 さ に 違 い が 生ずる こ とが

考え られ る。Skerik，　 Weiss ＆ Flatt（1971 〕は ，
　 Napier

の 把握分類を も と に ， 指 に よ っ て 巧 妙 に 操作で きる把

握 〔prEcision　handling）と操 作 で き な い 把握 （non
−
manip ．

ulativegrip ）に 分類 した。同様 に ，鎌倉 （19S9）の 把握分

類 に っ い て 検 討 す る と ， 握力把 握系 の 持 ち 方 で は，手

を 1 つ の 塊 として杷握 し て い る た め ， 筆記具を巧み に

操作す る に は 限界があ るが，中間把握系の 持ち 方をす

れば ， 指 に よる操作 が 可能 と な る 。 し か し ， 中間把握

系 で も 「4 ・5 指握 り」 の よう に 関与す る指の 数が 多

い 持 ち 方 で は，操作 の 自由度 は 低 い 水 準 に と ど ま る の

に 対 して ， 「2 指握 り」の よ う に 少な い 指で 把持で き る

よ う に な れ ば ， 操作 の 自由度は 飛躍 的 に 向上 す る と言

え よう 。

　
一

方 ， 把持 した筆 記具 を操作す る際に，．L肢の 何れ

か の 部位を机に つ け る こ と に よ り ， 筆 記具操 作 の 安定

性 も違 っ て くる こ と が 予想さ れ る 。 す なわ ち ， 上肢 の

何 れ の 部位 も机 に つ けな い と，肩部が手先の 動作 を支

え る こ と と な り ， 操作は 不安 定 に な っ て し まうが ，肘 ，

腕，手 と接触す る部位が 遠位 に な る に つ れ て手先で 行

わ れ る筆記具の 操作 は よ り安 定 し て くる 。

　 従 っ て，年齢が高 くな る に 伴 い 筆記 具 を「2指握 り」

で 持 っ て 机 に 手 を接 触 さ せ た 状態 へ と収斂 し て い く と

い う本研究の 結果 か ら ， 幼児 は成長 の 過程で 筆記 具 の

持ち 方と机 と接触す る部位 と を互 い に 呼応 しな が ら変

えて い き，次第 に 安 定 した 的確な筆記具 の 操作を身に

つ け て い く と考 え られ る。

　 把握 と操作の 獲得過程　本研究 で は ， 描 画課題 と し

て 3cm の 円 を塗 りつ ぶ す課 題 を取 り 上 げ た が ， 尾

崎 ・佐藤 ・河村 （1994b ｝ は，本研究 と同じ課題 を 2歳 児

に 対 し て 実施 し ， 円の 塗 り 上 が り状態 に っ い て 検 討 し

た。そ の 結 果， 2 歳前半で は 円 の 中に 点や丸 を描 く子

ど もが 多か っ た の に対 し て
，

3 歳 に 近 づ くに つ れ て 円

を塗 りつ ぶ す こ と が で き る 子 ど も が 多 くな っ た 。 しか

し ， そ の 塗 り上 が り作品 に は，多 くの 塗 り す ぎや 塗 り

残 しが 見 ら れ た 。 ま た ， 3 歳及び 4 歳児に 対 し て ， 同

じ課題 を行 っ た と こ ろ 梶 崎 他，1992）， 2歳児よ り は 塗

り上 が り状態が 良か っ た もの の ， 塗 りす ぎや 塗 り残 し

が多い もの や少な い もの な ど様々 で あっ た 。 そ して ，

筆記具 を 「2指握 り」や 「3指握 り」 で 持 ち，手 を机

に 接触 して い る時に塗 り上が り状態が 良か っ た こ とか

ら ， 塗 り上 が り状態 の 良 し 悪 し に 関 し て は，筆記 具の

持ち方や手が机 に接触 して い て 安定 して い る か ど うか

が大変重要な要因 で ある こ と が示唆さ れ た 。

　本研究 に お い て
， 年少幼児 で み ら れ た多様な 筆記具

の 持ち 方と机 と の 接触部位が ， 年 長 に なる に つ れ て筆

記具 を 「2 指握 り」 で 持 っ て 机 に手 を接触 さ せ た 状態

へ と変化し て い っ た 。
こ の 変化 は，よ り完璧に 円を塗

り つ ぶ す と い う よ うな 巧緻 な操作が求 め られ る時 に ，

子 ど もが巧妙 に操 作 で きる持 ち方 に変更 して い っ た り，

一ヒ肢 を安定 し て操作で きる よ う に 机 との 接触部位 を変

吏し て い く過程 を 反映 し て い る もの と考 え ら れ る 。し

か し，こ れ らの 変化 過程 を実証 す る た め に は，今後 さ

らに 持 ち 方 及 び 操作 と 塗 り．ヒが り状態 と の 関係 を系統

的に検討す る 必要 が あ る。

　 以上 ，筆記具で 描 画 す る に あた っ て ．幼 児 が安定 し

た 操作 とそれ を可能 に す る把握 を獲得 し て い く様 々 な

過程が ， 本研究 の マ ル チ画 面解析 に よ り明 らか に な っ

た 。

引用文献

Erhard亡
，
　R ．P．　1974　Sequential　 levels　in　develop −

　　 ment 　of　prehension ．　 Tlie　American ／Ottrnal 　Of

　　 OCCttPationai　TliermpJ・t　28，592　596 ．

エ ア ハ
ー

ツ 　R ．P ．紀伊克昌 （訳） 1988 手の 発達機

　　能障害 　医歯 薬出版

　　（Erhardt，　RP ．　 1982　」DevegoPntentag　 Jiand

　　 め
・
sfu71ction ．　 Maryland ： RAMSCO 　Publishing

　　 COInpany ，）

Erhardt，　 R 、P．，　 Beatty，　 P．A ．，＆ Hertsgaard，　 D．M ．

　　 1981　　A　developmental　prehensiDn　assessment

　　 for　handicapped 　childrren 、　 The　Amen
’
can

　　JOifrnai（ゾ OCCttPational　 Tfzeropy，35，237 …242．

Gesell，　A ．，＆ Amatruda
，
　CS ． 1941　 DeveioP7nental

10ユー

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

469 教 育 心 理 学 研 究 　第44巻 　第 4 号

o 忽9 陀o∫な

Row ．

3rd　ed ．　 New 　 York　　Harper ＆

Gesell，　A ，，　Thompson ，
　H ．

， ＆ Amatruda ，　C．S． 1934

　　 1nfant　behavioi’；　 its　genesi∫ and 　grOtvth，　 New

　　 York ：McGraw −Hill．

Halverson，　H ，M ， 1931　 An　experimenta ］study 　of

　　 prehension 　 in　 infants　by　means 　 of 　 systematic

　　 cinema 　records ．　 Genetic　 Psychotogica！ Mono −

　　 graPJz．　10，107−．−286．

泉類博明　1986　手指の障害学 （基礎編 ＞2　手指の 発

　　達　理学 療法 と作業療法，20，629− 636．

鎌倉矩 子　1989 手 の か た ち 手 の う ご き　医歯薬 出版

Napier，　J．R． 1956　The 　prehensile　movements 　of

　　the　hum 弓n 　hand ．　 Journal　of　Bone 　and 　Joint
　　 Sztrge−oi，38B，902 − 913．

尾崎康子 ・佐藤美年子
・
河村由紀 ・菊池龍 三郎　1992

　　手 の 運動機能 の 発達に 関す る 予備的検討
．描画 に

　　お け る筆記具の持 ち方と そ の 操作　家庭教育研究

　　所紀要，14，23− 31．

尾崎康 子 ・佐藤 美年子
・河村由紀　1993　手 の 運動 機

　　能 の 発達 に 関す る 検討
一描画 に お け る筆記具 の 持

　　 ち 方 と手 の 操作 〔1）　 日本発達心 理 学会第 4 回大

　　会 発表 論文 集，263，

尾崎康子 ・佐 藤美年子 ・河村由紀　1994a　手の 運動 機

　　能 の 発達 に 関す る検討．一一描画 に お け る筆記具 の 持

　　ち方 と手 の 操作 （2）　 日本発達心理 学会第 5 回 大

　　会発表論文 集 ， 152，

尾崎康子 ・佐藤 美年子 ・河村由紀　1994b　2 歳児 の描

　　画 行 動 に 関 す る 研 究
一

円塗 り課題の 検 討 に よ る

　　家庭教育研 究所紀要，16，125− 134．

Skerik，　 S．K ．，　 Weiss
，
　 M ．W ．

，
＆ Flatt，　 A ．E ． 1971

　　Functional　evaluation   fcongenitalhand　anom −

　　alies ．　 The　A　me
’
n
’
can 　／ournat 　Of　Occ2tPationat

　　 The7’aPy
，
25

， 98− 104．

Rosenbloem ，　L ，＆ Horton，　M ．E ． 1971　 The 　matu −

　　ration ・of 　fine　prehension　in　young 　children ．

　　DevetoPmentat　Medicine　and 　Chiid　Neurotogy，

　　13，3− 8，

山下俊郎　1955 幼児 心理学　朝倉書店

付　記

　本研究を進め る に あた り， 日立家庭教育 セ ン タ
ー

修

了生 の 皆様方 に御協力頂 い た。ま た ，同 セ ン ター佐藤

美年子 ， 河村 由紀両研究員 に は実験 か ら資料整理 に 至

る ま で 全面 的 に 御援助頂 い た 。 本稿 をま と め る に あ た

り， 茨城大学の 菊池龍三 郎教授 ， 尾崎久記教授 ， 佐々

木忠之助教授，長野 大学 の鈴木宏哉教授，筑波大学 の

前川久男助教授に は豊富な助言 を頂 い た。こ こ に厚 く

御礼申 し上 げ ま す 。

　本研究 の
一

部 は，日本教 育心 理 学会第 37回総会 で発

表 した 。 な お ， 本研究は，財団法人小平 記念会特別研

究の補助 に よ り実施 さ れ た。

　　　　　　　　　　　　（1996、4．5 受稿 ， 8，12受理）

一 102− ．

N 工工
一Eleotronio 　Library 　


