
■研究報告

わが国 .~ノ 健豪な 'ま 事二 包括システムによるロールシャッハ・テス トを実施し、包括システム

における |:要 ■ま 二Чすこi二 述的統計値を求めて、 5歳児のロールシャッハ反応の特徴を検討する

ととも|二 、健言・1'、 二.~二較を行い、さらに 5歳児の男女間に認められる差異について検討した。

被検者 |ま 「 よ 三詳・ヽ 名 女児38名 、男児30名 、平均年齢 5.24歳 、標準偏差 0.53)、 健常成人群

68名 (女性 iヽ 名 珂嗜 i名 、平均年齢 35.56歳 、標準偏差 12.39)で あった。

5歳児群二健葛i`、 詳32群間で、H4変数中71変数に有意差が認められた。また、 5歳児群の

男女間で有意モ1:受
「

「 才lた 変数は14変数であった。

有意差 .ン 受
「

・
‐rt■ ま1こ ついて考察し、さらに今後の研究上の問題点について論じた。
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包括 システムによる日本 ロールシャッハ学会誌 第 2巻第 1号 1998年

は じめに

成人を対象 とした ロールシャッハ・テス ト

の研究は、 これ までさまざまな領域で数多 く

なされてきている。 これ に対 し、子供を対象

とした研究は、臨床群 を対象 とした研究がほ

とん どであ り、健康な子供を対象 に行われた

研究は必ず しも多いとはいえない。

健康な子供を対象 としたロール シャッハ・

テス トの研究 としては、Halpern,F.(1953)、

Anles,L.B.ら (1974)、 小沢 (1970)等 の研究が

よく引用されるが、いずれも20年以上も前の

研究であり、現在の子供にそのまま適用でき

るかという問題もある。1980年以降のわが国

における研究には、小松(1983)、 員砂・松島

(1991)等 があるが、いずれの研究 も包括シス

テムによってはいない。

包括システムによるロールシャッハ・テス

トに関心を持つ我々は、わが国の健康な子供

を対象にロールシャッハ 0テ ス トを実施 し、

包括システムによって、健康な子供のロール

シャッハ反応の特徴を検討したいと考えた。

日 白勺

わが国の健康な 5歳児に、包括システムに

よるロールシャッハ・テス トを実施 し、包括

システムにおける主要変数に関する記述的統

計値を求め、 5歳児のロールシャッハ反応の

特徴を検討するとともに、健常成人との比較

を行 い、さらに 5歳児の男女間に認められる

差異について検討することが本研究の目的で

ある。

方 法

被検者

5歳児群は、私立幼稚園年長組の園児 68名

(女児 38名 、男児 30名 、平均年齢 5.24歳、標

準偏差 0.53)で ある。 また、高橋 ・西尾

(1994)の 資料からランダムに抽出した 68名

(女性 38名 、男性 30名 、平均年齢 35.56歳、

標準偏差 12.39)を 健常成人群とした。

手続き

すべての被検者に対 して、個人法によって

ロールシャッハ・テス トを実施 した。実施法

は原則として高橋 。西尾に従ったが、 5歳児

にロールシャッハ・テ ス トを実施する際に、

(1)集 中力を欠く子供や図坂にあまり興味を示

さない子供について |ま 、飽きと興味の喪失を

可能な限り防く
゛
目的で、たllesら (1974)が実施

したように各図版 ごと |二 更応段階と質問段階

を交互に行った点。(2)包 括システムでは反応

数が 14以 上なければ有効な解釈ができないと

されているが、Amesら こ標準データで 5歳児

の反応数の平均が 14未満て力ること等を考慮

して、反応拒否がな t`場 合,こ 理 |「 反応数が 14

未満の資料も本研究め資 ||と した点の 2点が

異なっている。なお反応無 1:薇 満の 5歳児は

〆
一

．
「一

3名であり、反応数はt`ず オ
~t llで

あった。

コー ド化は、高橋 ■:4i基準に準拠 し、

大学院生 5名 に高橋と

合議により決定したc

ユ電 |:IIわ って全員の

分析方法

5歳児群 と健常成
:

シャッハ変数の記 i三

'1
ての変数についてマシ

定を行った。さらに こ

様の分析法で男女聞 v~

、詳 三二 ,こ 主要な ロール

iモ :j― `.れ を算出 し、すべ

.事 ノ ′/卜 二_の U検

衰 .モ 詳 |こ ついては、同

三数 を′テった。

結 果

5歳児群と健常曖 `、

=_~=詳
間で、114変数

中 71変数に有意差がう,I「 lオ lた 。また、 5歳
児群の男女間で有意差titttら れた変数は 14

変数であった。表 1,二 、 5歳児群と健常成人

群の主要なロールシ‐ ン′`
変数の記述的統計

値を示した。表 21ま 、 5歳 児群の男女間で有

意差が認められた 14変 数あ記述的統計値を示

したものである。
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表 1

変数

AGE

R

W

D

Dd

S

DQ+

DQo

DQv

DQv/+

FOX+

Cn

ALL C

094
190

150

015

009
000

000

372

253

3556

524

2274

2093

1122

837

915

982

231

274

24‐

1 88

53[

2 C・

149・

健常成人群(上 段IN=68)と

5歳児群(下 段 N=68)の 記述的統計

平均 暉準儡姜 中央饉 歪度  尖度 Ule゛

052 -072
1 28 -038

041  -100

075 -017
027  068
073  023

050 -061
045 -025
1 00  239

095  032
076 -024
1 33  1 75

058  038
215  655
040 -064
097  061

1 23  163

250 1057
256  620
336 11 15

024 -029

023 -069
057 -003
1 19  317

1 24  264

082  039

243  401

412 1803

140  000
1 32  000

148  000
040  000

033  000
000  000
000  000

205  000
213  000
168  000
176  000
123  000
122  000
086  000

017  000
061  000

000  000

083  000
027  000

206  000
139  000

057  000
012  000
080  000
012  000
413  300
571  200
269  100
322  000

013  004

015  000

050  017

599  015
324  150
279  000

800  100
600  200
600  100
200  000

200  000
000  000
000  000

1000  300
1000  200
800  250

700  175
500  100
700  000
400  100

100  000

200  000
000  000

300  100
200  000
800  300
900  000

200  000
100  000
300  000

100  000
2500 1000
3100 1450
1400  500

1400  400
068  030

059  021

278  065
3000  345
1700  600
1150  250

262  937
056  031
092  034
275  747

412 1803

074  044
103  130
066  027

077  000
083  007
296 1121
128  207

570 3138

1 12  027

128  1 37

656 4470
040 -031
371 1859

184  244
825 6800
144  184

825 6800
070  172
056  030
072  035

069  017
051  048

053 -047

150  295

2.03  410

098  136
127  159

CF

WGSum C 296
210

Sum C'  137
065

Sum丁   074
003

Sum∨   043
000

Sum Y  0 69
004

SumShd 3 22
072

Fr+rF    0 29

001

FD     0 59

001

F       929
1537

PAIR    5 97

475

3r+(2)/R  031

023

LAMBDA 078
556

EA      6 68

322

FQXo  l

FQXu

FQX―

FQXNone

MQ+

MQo

MQu

MQ―

MQNone

S―

M
112

FM    4 15
1 38

m        1 46

057

FM+m  553
1 96

FC     1 68

003

603

0く こ

446

485

20「

588

0 12

009

0 CC

00C

316

065

040

021

015

026

000

000

029

066

37.

74  009 會會

00  978

'6  290 會

16 1076
‐5  747

54 1428

216

515

1 08

99F

242
・ 20

048
・263

3~4
・・2

D

AdiD

Active

Passlve

Ma

‐057  131  -400  300

007  078 -400  300
-026  1 38 -400  400

012  070 -300  300

566  303  100 1200
240  312  000 1500
365  199  000  900
068  107  000  600

216  191  0.00  800

866  366  100 1900  900  027  015
268  281  000 1400  200  159  303

000 -031  137

000 -1 11 1345

000  028  244
000  010  935

500  037 -048
100  201  447
300  047 -034
000  249  852

200  093  051
000  312 1098
100  057 -072

0.00  300  976

100  094 -017

000 '299 1043

1350  003 -012

850  1 12  115
-325 -054  025

-175 -108  169

090
MP      1 56

022

inte‖ e    087

038

Zf      13 44

912

Zd     -329
-235

180  000  900
139  000  500

057  000  300
099  000  300

081  000  400
436  300 2300

446  3.00 2300

450-1550  550

516-1950  650
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Blends   3 29  2 02  0 00  9 00  3 00  0 39 -015 ・
★

074  1 14  000  500  000  203  402

ColShdB1 0 32  0 66  0 00  2 00  0 00  1 83  1 92 '★

006  029  000  200  000  546 3163

Afr      0 45  0 16  0 18  0.90  042  074  021

049  019  020  091  046  067 -019
Popular  5 78  2 00  200 11 00  5 50  0 27 -044 ・・

259  144  000  600  200  021  -066
Common 084  0 73  0 00  3 00  1 00  0 50 -010 ★+

032  053  000  200  000  137  099

×+%     072  011  047  094  071  -003 -045 ・・

050  017  014  088  053 -003 -049

F+,6     068  020  020  100  067 -024 -026 ★
=

050  020  000  091  0.51 -0.18 -063

X―%     009  007  000  033  008  101  151 ・・

026  014  000  057  026 -001  -059

Xu9/0     019  009  0.00  045  019  015  045 ★

023  010  006  047  023  007 -061

S_%     015  031  000  100  000  198  267
010  018  000  100  000  272  982

1solate   0 16  010  0 00  0 54  016  1 13  2 21

014  011  000  040  013  050 -060
H        266  169  000  700  200  080  030 ・・

1 12  109  000  5.00  100  106  146

(H)      079  096  000  400  100  128  133
082  1 12  000  600  1 00  214  640

Hd      1 06  1 17  0 00  5 00  1 00  1 38  1 74

1 04  1 39  000  700  1.00  1 75  402

(Hd)     049  080  000  300  000  158  163
054  092  000  400  000  199  424

Hx      0 01  0 12  0 00  1.00  000  825 6800

000  000  000  000  000    …・    …・

ALL H

A

(A)

Ad

(Ad)

An

Art

Ay

BI

B+

Cg

Cl

500  294  000 1400  500  076  039 ★
=

353  234  000 1200  300  108  200
849  345  300 1800  800  060  005

787  349  200 1800  700  073  043

068  0.92  000  400  000  141   175

1 15  185  000 1300  100  423 2470

253  154  000  700  300  0.49  016 ・★

169  185  000  800  100  158  285
026  056  000  200  000  206  327

018  042  000  200  000  233  502
050  078  000  300  000  173  280
057  087  000  400  000  180  352
057  076  000  300  000  132  152 ★

037  079  000  400  000  317 1189
012  037  000  200  000  331 1133 '
001  012  000  1.00  000  825 6800

022  048  000  200  000  2.16  408
016  051  000  300  000  382 1646
178  145  000  500  100  061  -049 ★・

1 19  142  000  700  100  163  351

125  144  000  600  100  131   1 31

132  137  000  800  100  214  758

015  047  000  200  000  325  988

000  200  000  5.46 31.63

000  000  000    …・    …・

000  100  000  570 3138

000  000  000    …・    ・̈

000  100  0.00  570 31.38

000  100  000  825 6800
000  100  000  8.25 6800

000  000  000    …・    ・̈

000  100  000  8.25 6800
000  300  000  1 14  0.26 ・・

000 11.00  100  1.52  170

000  0.00  0.00    …・    …・ ・

000  300  0.00  4.70 2381

000  900  0.00  124  029 '十

000 3500  200  206  412

000  100  000  2.97  702 ★

000  000  000    …・    …・

010 031
Ex       0 29  0 57

0.12  037

Fd      0 49  0 76

028  077

Fi       0 66  0 84

057  012

Ge    010 0 31
000  000

Hh      1 00  1 01

046  078

Ls       1 06  1 23

044  078
Ma      0 26  0 54

001 012
Mu      0 43  0 72

016 041
Na      0 22  0 42

051  0.80

Sc       0 84  1 23

1 12  1.34

Sx       0 06  0 24

0.04  027

Xy      0 15  0 43

001 012
1d       126  117

151  168

DV    0 06 0 24
057  098

1NCOM 0 18 0 42
065  100

DR     0 06  0 24

043  094

FABCOM 031 0 58
037  096

DV2    0 00 0 00
000  000

1NC2    0 00  0 00

006  029

DR2    0 00  0 00

003  017

FAB2   0 00  0 00

003  017
ALOG  0 01 0 12

001 012
CONttAM 0 00 0 00

001  012

Sum6Spsc o 62  0 85

216  257

Sum6SpSc2 0 00  0 00

012  047

VVSum6  1 82  2 64

541  763

AB     0 09  0 29

000  000

000  100  000  2.67  5.30

000  200  0.00  184  2.44 ・

000  2.00  000  3.31 1133

000  300  0.00  161  216 '
000  500  000  412 2130
000  400  000  1.65  355
000  600  000  282 1106
000  100  000  267  530 ・★

000  000  000    …・    …・

000  300  100  054 -092 ・・

000  400  000  228  652
000  500  1 00  122  097 ★・

000  500  000  331 1659
000  200  000  195  299 ・・

000  100  000  825 6800
000  300  000  188  355 ・

000  200  000  253  612

000  100  000  1 38 -010 '

o00  300  000  166  233
000  600  000  216  547

000  600  1 00  141  212

000  1 00  000  384 1309

000  200  000  656 4470
000  200  000  309  9.36 ・

000  1 00  000  825 6800

000  600  1 00  1 26  2.81

000  600  1 00  128  105
000  1 00  000  384 1309 ・・

000  500  000  242  708
000  200  000  233  502 ・・

o00  500  000  1 86  428

000  1 00  000  384 1309 ・・

000  300  000  208  291
000  200  000  1 75  209
000  600  000  388 1833

000  000  000
000  000  000
000  000  000
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AG

CF8

COP

CP

MOR

PER

PS∨

変数

Dd

DQ+

DOo

DQv

FQXu

F

ColShdBI

Popuiar

X+%

F十%

Cg

CI

PER

089  000

032  03C

: こ3   3 ]こ

000  296
000  243
000     -

000    …

1 00  148

000  568
000    …

000    ・・・

000  198
000  205
000  213
000  405
000  1 21

000  280

044

012

000

000

1 38

025

000

000

035

071

03~

05~

033

085

'p<005 '★ p<o ol

二段 1`=38)と 男児(下段 :N=30)で

ア_t夏 数の記述的統計

' 
■ OT通  =央値  歪度  尖度 Ulest

i ::   : こ1  200  1 26  196 ★

::   i 13  300  068 -053

: ::  ・1 :E  200  191  450 ★★

1 00  088 -040

34E3 1300  1 39  192

二E EC ・700  068  020
Ξ ここ  200  1 48  287

・
= 
こ]  300  243  901

3 :E  400  036 -087
・: こE  500  1 51  380

[ :E  000  326 1354
■ :[  1 00  1 14  099

[・  :こ  ・300  092  122
:[ :E l~50  030  020

: :1  000    …     …・

二 :[  000  349 1251

Eこ   ・ 二t    i:   三 ::  300  008 -1 14 ★★

考 察

5歳児群のロールシャッハ反応の特徴を、健

常成人群との比較、男女間の差異を中′かに各変

数カテゴリーごとに考察する。なお紙面の都合

で一部のカテゴリーについては省略した。

反応数

反応数(R)が年齢とともに増加する傾向にあ

ることは、従来の研究でも報告されており(小

沢,1970;Amesら ,1974;Exner,1993)、  ラト研

究でも 5歳児群のRは健常成人群より有意に

少なく、従来の研究と一致 した結果となった。

なお、 5歳児群の男女間に有意差はみられ

なかったが、男児がやや多いという傾向がみ

られた(男 児の平均 :22.33、 女児の平均 :

19.82、  p<.0853)。

領域と発達水準

領域使用と発達水準の発達的推移は、Wv
→D→Woの順に増加していく傾向がみられる

ことが報告されているが、 5歳か ら6歳児は

Wvか らDへと移行する過渡期であるといわれ

ている。

表 3に 、本研究で得 られた各群の領域使用

の比率を示した。

表3 各群の領域使用の比率

D% Dd%
5歳児群

女児

男児

健常成人群 493 40.2

表 3に示 したように、 5歳児群は、健常成

人群と異なりW<Dで あったが、Exner(1993)

の 5歳児の資料では、W>Dで あり、文化に

よる差異の可能性 も考えられる。また、領域

使用が発達に伴いどう変化するかは、今後の

重要な研究課題である。

500

1 00

000

000
~00

~00

000

000

300

1088

401

291

3677

372

470

413

1775

054

948

00

一メ
・へ・

一洋・
Ｆ

一〓
一　
三
二

歳

意

５

有

表

00 -006 -069
56  002 -061

46  -017 -067

60  -064 -012

45  006 -1 04

50  1 92  591

3C  1 09  162

38  616 3800
ここ  1 58  053

]3  295  893

ここ  366 1221

400

421

37.6

46.9

469

470

131

11.0

15.4
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発達水準 (DQ)は 、 5歳児群が、統合反

応 (DQ十 )が有意に少なく、漠然反応 (D

Qv)が 有意に多かった。

次に男女間の差異をみると、男児に特殊部

分反応 (Dd)が 有意に多かった。これは、

井上 (1961)の 報告した、ブロットの些細な

突起に事物を意味づけ、その結果反応数が増

加するという、幼児期に特徴的な反応単位の

あいまいさの現象が、本研究においても男児

の反応に多 くみ られたことによっていると考

えられる。既述の通り、男児の反応数が多い傾

向にもこのことが関連していると考えられる。

決定因子

形態反応

5歳児群の反応のうち、約 73%が純粋形態

反応 (F)で あった。 F%は 、健常成人群

40。 9%に 対し、 5歳児群 73.4%と非常に高い

値を示している。この結果をExner(1993)の

5歳児の資料と比較すると、アメリカ人の 5

歳児のF%は 39.6%であり、わが国の 5歳児

群のF%が極めて高いことが明らかとなった。

F%は年齢が上がるにつれて低 くなることが

過去のさまざまな研究で報告されているが、

包括 システ ム によ って も、例 え ば中村 ら

(1992)の 児童青年期の資料を見ると、13歳～

15歳のF%は約 50%、 高橋・西尾の健常成人

の資料では45.0%と 、年齢とともに低くなっ

てお り、従来の研究と同様の結果となってい

る。このことと関連するが、包括システムで

F反応の比率を表すラムダが、 日本人では高

いことが指摘されている。本研究や中村 らの

研究、高橋 0西尾の研究をまとめると、ラム

ダは 5歳児 5.56、 13歳～ 15歳で 2.0前後、成

人で 0。 96と なり、いずれもアメリカ人の数値

を上回つている。とりわけ 5歳児群のF反応

の多さは顕著であり、今後更に同様の研究を

行ってこの点を確認する必要があろう。なお、

形態反応の平均値は男児が 16.93、 女児が

14。 13で、男児が有意に高く、ラムダについて

も男児 7.53、 女児 3.99で あり、ハイラムダ傾

向が男児に顕著であることが明らかとなった。

運動反応

過去の研究で|ま  '、 おヽ重動反応 (M)と 動物

運動反応 (Fヽ 1},I :li齢 が Lがるにつれて増

加する傾向を,It L =ゞ :i物 運動反応 (m)は、

全般的に出現率 |三 二。 また、Mと FMの比率

に関しては、
「

).1_■ 1ヽ 1よ りも早い年齢で出

現し、少なくこ|_1.11・
´

童́期を通じてFM>
Mの関係を保 ′́二三1■ F究に共通している。

本研究て v´「 衰 モ華.運動反応は全反応の

約 15%で ま´́亀 健■it:、 群41%)。 Mの平

均値は、112 ::ェ :「 :TII)と 過去の研究と

近似 してお「  二.‐ ■齢ては、ほぼ 1つ のM
が産出され そよメ ~■

1三 .つ てよいであろ

う。 一―́方Fヽ :.´ 1'■ 1,11 )ヽ lExner:5.00)で、

過去の研tt).1.:=・ _T。 まご 2倍 以上の値を

示 している事を考i■ ニニ:=:二 少ないといえ

る。 このよう。こ
・
'I三 ::卜)11:ノ な■つたのは、

動物を見なtil l そ.蓮 ケを喪
'、

化 して答

える 5歳児→:多 /1ヽ ・:71た 二と11関 係してい

るか もしれな .: 二.

に一般的な■績 1二「

を要する課題てデ i

なお、運重i t il[]

なかったが、気 モ.~i

答えるな ど、女 電 二ぇ

示す者が認めらイlt:

(■ 1:′ 1・ 国の 5歳児

111 ・
'後 さらに検討

k腎
:.イ

:き 差はみられ

I`二 :・、て 10個 のMを
曖
=多

く∴運動反応を

色彩反応

5歳から6歳 て,■  -1夢ミ ■形のFCが出現

し始めるもの」ノ、また
｀
「

=く i■
~ノ

方が多く、F
C反応における予:態 it・ft二 .・ tら がほとんど

である、といわれて :・ モ
=

5歳児群の色彩更:3,ま ttiち の 12%(健常

成人群 16%)て 、ビir_に
｀

'卜

FCと いう従来

の研究結果と 一致 して ,る : しかし、Exnerの

資料では色彩反応」害.台 |ま 埼 25%で、平均値

は、FC:0.71、 C「:302、 (l:0.67で あり、本研

究の 5歳児群|ま 色彩反:ち が少なく、FCに対す

るCFの比率も低 t,こ とが明らかとなった。
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無彩色反応と濃淡反応

辻・浜中 (1958)は 、子供では、雲や煙と

っヽた拡散反応が、黒や灰色の無彩色の特徴

:用 いたのか、あるいは濃淡の特徴によるも

,な のかを判断することが難 しいと述べてい

)。 言語能力の未発達な 5歳児の場合、コー

ミ化におけるこうした問題点があるものの、

そ彩色反応、濃淡反応の出現率は非常に低い

1い える。特に濃淡反応を答える 5歳児は極

)て 希で、材質反応、拡散反応を答えた者は

|れ ぞれ 2名 のみであり、展望反応を答えた

手はいなかった。低年齢の被検者では濃淡反

がヽほとんどみ られないことは、過去の研究

:も 一致 してお り、ある一定の成熟性が要求

:れるカテゴリーである。

その他

反射反応、形態立体反応 (FD)の平均値は共

10.01で あり (出現頻度はそれぞれ 1)、 これら

)決定因子が出現することは極めて希である。

ペ ア反 応 は 、 平 均 値 が 4.75で あ った

Exner:9.08)。 井上 (1961)に よれば、子

tの 反応特徴 として左右対称のブロッ トに 2

)の 対象を知覚 しても、それ らを同一の対象

1し て反応することができないことがまれに

たられる。本研究でも、Ⅶ図で 「ウシさんみ

lい 。こっち (右側)は本物、こっち (左側 )

t偽 物のウシ」や、X tt D9領 域で、「お話 し

「るみたい。男の子の王様で、女の子の王様」

:ど の反応がみ られた。 しか し、こうした反

(を 答えた 5歳児は非常に少なく、発達的な特

tと いうよりはパーソナ リティの特徴を表す

1考 えられる。なお、X+%と F十 %で男女間

:有 意差が認められ、いずれも女児群で有意

1高 かった。

1応 内容と平凡反応

反応内容

5歳児群で最も出現頻度の高いのは動物反

|で あった。しかし、A%(動 物全体反応と動

物部分反応 を合計 し反応数で割 ったもの)を

み る と 、 健 常 成 人群 48.5%、  5歳 児 群

45.7%で、健常成人群 に動物部分反応 (Ad)

が有意 に多い他には、動物反応 の出現頻度 に

両群間の差はみ られなかった。

人間反応は、 Dragnus,」 .G.ら (1967)に よ

ると、対 人関′とヽや社会的成熟性 をあ らわす と

され反応内容の中で最 も重要視 されているカ

テゴ リーである。本研究の H%(人 間全体反

応 と人間部分反応 を合計 し反応数で割 った も

の)は 健 常 成 人群 が 16.4%、 5歳 児群 が

10.3%で あ り、H%が 年齢 とともに増加する

傾向にある と した Amesら の研究結果 (6歳

児 :11%、 成 人 :24%)と 一致 している。ま

た 2姐LL Hは 、健常成人群の平均値 5.00に対 し

て、 5歳児群では 3.53と 有意に低かった。

5歳 児群の反応内容の出現頻度 は、ほとん

どのカテゴ リーで健常成人群よ り有意に少な

いが、自然反応 (Na)は唯一、 5歳児群で出現

頻度が有意 に多か った反応内容 カテゴ リーで

あった (5歳 児群の平均 :0.51、 成人群の平

均 :0.22、 p<.0319)。 Naは就学前の幼児に

よくみ られる主要な反応内容の一つ として過

去の研究でも報告されてお り (Halpern,1953

:たllesら ,1974)、 未成熟性をあらわす内容カ

テゴ リーであるといえる。 この ことは、本研

究で出現 したNa反 応のほとんどが、DQvや
色彩優位の決定因子 (Cあ るいは CF)の 反応

であった 二とか らも示唆されるであろう。

男女間で有意差のみ られた反応内容は 2つで

あり、衣服反応 (Cg)が女児に多 く (女児の

平均 :1.82、 男児の平均 :0.70、 p<.0002)、

雲反応 (Cl)が 男児 に多か った (女児の平

均 :0.03、 男児の平均 :0.20、 p<.0202)。 Cg
は従来より女性に生じやすいとされている反応

であり、一方 Clは、現実場面を処理する能力

の乏 しさをあらわす (高橋 0北村,1981)と さ

れ、女児に比べて男児が現実吟味力の発達が未

熟であるとも考えられる。
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平凡反応

5歳児群の平凡反応(P)と 共通反応(C)の 頻

度は、健常成人群 と比べて有意 に少な く、 こ

の年齢の幼児では、まだ社会的な慣習を十分

考慮 した行動がとれず、自己中心的な思考を

していることを示 している。男女差に関 して

は、 P反応が女児で有意に多 く、平均で 1つ

以上の差がみられた (女児の平均 :3.08、 男

児の平均 :1.97、 p<.0031)。

特殊スコア

本研究で 5歳児群が有意に高い値を示 した

変数は全部で 16変数であったが、そのうちの

6変数は特殊スコアに関する変数であった。

5歳児群が有意に多い特殊スコアは、偏椅

言語(DV)、 偏侍反応(DR)、 不調和結合(IN
COM)で あった。これに関連 して、特殊スコ

アの合計 を求 め る 3変 数 (Sum6SpSc、
Sum6SpSc2、 WSum6)も 、有意に高い値を

示 している。 しか しこの結果を、成人におけ

る思考の障害と同様に解釈 してはな らないこ

とは、Exner(1986)が述べている通りである。

なお 5歳児群では、ダチョウが 2人、人が

3匹などの数詞の間違いによるDVや、つの

のあるコウモ リ、牙のあるカラス、ワニの口

をした力エルなど、プロッ トの突起や線など

を無視できないために生 じる INCOMが 多

く生じていた。

男女間で有意差のみ られた特殊スコアは個

人的内容(PER)のみで、女児に多くみられた

(女 児の平均 :0.97、 男児の平均 :0.07、

p<.0030)。  Exner(1986)は 、 PERは Lヒ較自勺

子供に生じやす く 5歳 をピークに徐々に減少

していくと述べている。 この点は今後の研究

課題である。

今後の課題

わが国の 5歳 児のロールシャッハ反応を、

健常成人と比較 し、また男女間の差異を検討

したが、本研究の問題点や今後の研究課題に

ついて述べたい。

本研究は、包括システムにより、わが国の

5歳児のロールシャッ′、反応の特徴を明らか

にした点で、今後の発i菫 書t II究 に貢献できる

と考えられる。 しか し、く唆者数は68名 と必

ず しも十分とはいえな 1・ て克ろうっまた被検

者の精神発達に関する資姜二|ま f〔 |― 分である。

本研究の被検者のほと′_二 ■三l中 ビネー知能

検査を受検 してお |「 、 1・ :i:_靖 害児は含まれて

いないが、今回そ」■ ■こFi手iを 得ることはで

きなかった。

ところで本研究て,I t ir数 14未満の 5歳

児が 3名 (Rは 1丁 ,こ ll,含 まれている。

包括システムに才j.~〔 三二均統計を求めるに

は、反応数 14以 il_~=ヽ コルが用いられる。

本研究で反応数_な ,マ 国 トコルを含めた

のは、既述の通 |  
・: らヽ(1974)な どの研究

を考慮して、■ :f:.■  尋合に限 り反応数が

14未満のフロ :ヽ 三 .こ 責たとして採用したこ

とによって t・ こ _´ 1´
´て、本研究の 5歳

児の記述的純 ::― ■ 1 '1“ ,二 十ま、反応数の下

限に異なる粂■‐ ご :― llら 被検者が 3名

含まれる)三 :■ ■l T,こ ことを考慮 し、反

応数や反応数を●■‐■ti変 数の解釈は慎重に

行わねばな・lな . _1・ し、将来被検者数を

さらに増や し :1:」 ミ 11以 上のプロトコルに

基づく記述it■::■ を二ょ表したいと考えている。

最後に、 1ゞ ■ II■ 果をより確かなものと

するために三 二′:手 システムによって、今後

も 5歳児をてr ttl二 _t同 様の研究が行われる

ことを期待すこ「 ■・L十 二幼児期 0児 童期の各

年齢別の記itt l j■ :■ 三:わ が国においても公表

されることを■:I子 _て tヽ る。
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