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要約 
四足性から二足性への姿勢の移行期に頻繁に観察されるつかまり立ちが，環境構造とどのような関わりを持って

いるのかについて，環境を面とその配置として記述する生態幾何学的方法を用いて検討した。1 名の乳児の 8～11
ヶ月齢にわたる日常場面でのつかまり立ちを観察し，垂直方向にある面に対する上肢の最初の接触，つかまり立

ち開始後の四肢の経路，立位後の姿勢の点から場面毎に記述した。その結果，上肢の最初の接触は手を最大限に

伸ばすと「ぎりぎり」届くか届かないか，といったところで行われる傾向があること，つかまり立ちやそれに先

行するハイハイを通して経験する，垂直方向の配置に対する見えの変化が，つかまり立ちの出現そのものに関わ

っている可能性があることが示された。加えて，四肢の動きが識別される環境の特徴に関係し，その識別自体に

も動きが伴っていることも明らかになった。全事例の結果から，つかまり立ち動作における知覚の役割の重要性

が確認された。 
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Title 
Standing up with Support in Infancy in the Context of Ecological Geometry: Postural Control and Perception of
Surface Layout 
 
Abstract 
The purpose of this study was to examine the postural control involved in standing up with support in the context of an
environmental structure.  The occasions on which an infant 8-11 months of age stood with support were observed at
his home.  The routes followed by his four limbs were analyzed separately in terms of perceived surface layout and
divided into three phases: the first contact with the vertical layout, the trajectory of standing up, and the subsequent
trajectory.  The results showed that the infant detected several kinds of vertically organized surface layouts and
discriminated accordingly for each postural change.  The data suggested that detection of vertical surface layouts and
their related edges contributed both mechanically and visually to the emergence of standing up with support. 
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