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文　献　総　覧

精神薄弱児 の 類型 学的研 究 の 現状 （そ の 4）
＊

環境的 deprivationに よ る 心 因性精薄児を め く
”
つ て

神　戸　大　学

伊 藤 隆 二 ＊＊

1　問 題

　　　 さ きに AAMD （報 告者 Heber，1958 ）．に ょっ て 発表

　　　（1961年に 改訂） され た 精神薄弱 児 の 分類は ， 米国 は も
「

　　 とよ り他の 諸外国 の精神薄弱児 の 類型学的研究に 強 い 影

　　 響 を 与 え は じ め て い る （Stevens　and 　 Heber
，
1964）。

tt　 わ が 国 で も 「1本児童精神医学会（1964）が 中心 となつ て ，

　　 こ の AAMD 分 類法 を め ぐつ て 関係者 の 意見を 発表 し て

　　 い る 。と こ ろ で ，こ の AAMD 分類に つ い て は 筆者 が す

　　 で に 前匝「の 報告 （伊藤 ，1961
，
1962） で もふ れ た が ， 8

　　 つ の 分類 カ テ ゴ リーの 8 番目に ， 1
一
不 確実な （心 理 的 と

　　 推 測 され る）原因に よ る 精神薄弱 」 とい う項 目が 設 け ら

　　 れ ，そ の 下位分類 に
，

『文化性 。家族性精神薄 弱 』 『環

　　擁 的デ プ リベ ーシ ・ ン （・ nv 」・・ nm ・ nt ・l　d・p ・iv・ti・ n ）に

　　 と もな つ て の 心 因性精 神薄 弱 』 『情 緒 障害 お よ び 精神病

　　 的人格異常に と も な つ て の 心 因性精神薄弱．1の 3 つ の 項

　　 目が お か れ て い る 。 今回 は こ れ ら 3 つ の
一
ド位分類 の な

　　 か ℃ と くに r鑼 境 的 deprivationに よ る心 因性神精薄

　　 弱 ご に つ い て 文 献的 に 評 論 を 試 み る 。

　　　 上 記の AAMD 分類法に よ れ ば ， こ の 環境 的 depr 圭v −

　　 ation に よ る心 因性精神薄弱 とは 1鑑床的に も既 往 歴 の 一L

　　 か ら も知能遅 滞 を 正 当に 証 明す る こ とが で きる よ うな器

　　 質的疾患 が ま つ た く認 め ら れず ， 心 理 社会性要限一 と

　　 くに 幼少年時 の 学習経験 の 譏会が剥奪され た こ とに帰因

　　 す る一
に よ る知能 の 恒久的遅滞力霊あ る塲 合を 指す ，と

　　 説明 され て い る 。

　　　
一

般 に 精神薄弱の 主徴候 は 知能 の 発達障害が あ る こ と

　　 と，そ の 発達遅 滞 が 恒久的 （permanently ） で あ る こ と

＊

　 The　 outlook 　 cf 　 the　 typological 　 studies 　o21

　 mental 　deficiency．； W − − On 　mental 　retardation

　associated 　 with 　 environmenta 王deprivation．一
＊＊　bY　RyUji　ftO（KObe　UnlverSity）

（交部省，1953 ；Porteus　and 　Corbett，1953） の 2 点

で あ り，そ の 発達障害 ・遅滞 の 原 因は 遼伝 か 脳 の 正 常 な

発達 に対す る 外的阻止条件 （外 因） が あ っ た場 合が 考 え

られ て お り（伊 藤 ，
1960）， ソ 連教育霹干学 ア カ デ ミ ア の 発

1

表 （1963） も 「大 ！l畄中枢神経 に 被む つ た 器質的障害 」 の

み を 精神薄弱 の 原 因 と し て い る 。そ こ で AAMD 分 類法
　 　 　 　 　 　 　 　 　 り　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

’
　　　　　　　　　　　　　　　　　 e　　　e　　　　

に み られ る と こ．ろ の 原因が 環境的 deprivationに よ る こ
　　　　　　　　　　　　 　　　　■　　　9
と，お よび，そ の 精神遅滞が 恒 久 的 で あ る こ と の 2 点

は 多 くの 論講iを よ ぶ と こ ろ と な る。ま た ， 環境的 depr・

ivation に よ る 精神薄弱 の 存在 の 解 明 ぱ 精 神 薄弱 ｝ll現 の

予 防 とい う問題 に 対 し て も示唆を 与 え る こ と に な る。

H 　原 因が環境的 depXi．Whtion

　　　　　　　　　である精神薄弱

　deprivation　とい う現象 は Pringle（1965） ｝
・
こ よ れ ば，

ω 正 常 な 家庭 生 活 か ら離別 され ，孤児院や 収容施 設 に 住
ん で い る 場 合，圏両 親 と くに 母 親 か ら拒 否 され ， 愛 され

て い な い 場 合，お よ1び （3｝環境的
・教育的 に 極度に 刺激が

な い 場 合 に あ らわ れ る と説明 さ れ て い る。（1）「tm 子 ど も 自

身 の 長 期 の 療 養 の た め や，親 の 死 ・生 別，家庭 の 崩壊 （br・

oken 　home）な ど の た め に 正 常な家庭生活を 送 る こ との

で き な い 場 合 で あ り，（2障 両 親 と い つ し よ に 生 活 し て い

る の だ が 精神的に 親子分離 を きた し て い る場 合 （BoWi −

by　et 　al ，1956 ； Bowley
， ／947， 1951 ； Fitzgera！d，

1948 ； 高木， L960 ） で 文 化 環 境 的 とい う よ りは 情緒 函
deprivation と い うべ きで あ ろ う。（3）は 文字 どお り人間

社会 か ら隔離 された 野生児 とか 人 里離 れ た 山 の 中 に 住 ん

で い る 子 ど もを は じ め ， 低文化環 境 な い し は 極 度 の 貧 困

生 活 を 送 ら ざ る を え な い 人 び と の 場 合 に お こ る と 考 え ら

れ る 。

　まず（3）の 場 含 か ら考 え て み る s 歴 典的に ，な ん ら か の

理 由 で 人 間 社 会 か ら絶 縁 され 野 生 動 物 と 同 じ よ うな状 態
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174 教 育 心 理 学 研 究 第14巻 第 3 号

で 生 きな け れ ばな らな らな か つ た 入間に つ い て の 記録 は

少 な くな い が ，学間的価値 か ら い つ て ， 第 1 に あげ られ

る の は 1799年に フ ラ ソ ス の ア ヴ ニ ロ ン （Aveyron ） で 発

見 され た 野 生 児に つ い て の 工tard の 教脊研究 （1894） で

あ ろ う。か れ の ．血 の 出 る よ うな 5年間 の 努力も効 を奏せ

ず，こ の 野生 児 が 正 常な 発逃を と り戻せ な か つ た と き ，

こ の 子 は もともと 白痴 で あつ た の だ と い う 声 が 出 て ，

人間 の 環境的 deprivatiGnが 精神の 発達障害な い しは 遅

滞 の 原 因とな るか ど うか は 実評 され ず に 終 つ て し ま つ

た。とこ ろが そ れ か ら 1世紀 以 上 も経 つ た 192e 年に イ ソ

ドの ミ ドナ ポ 宀ル （Midnapore） で 独 こ育 て りれ た 7 才

と 2 才 と推定 され る 2 入 の 人間の 子 ど もが 発見 され ，再

び 環境的 depriva亡io11と精神発達障害の 問題が抬頭 し て

きた。そ れ は Zingg 夫妻の 記録 （1940，1941） に 注 目

し 科学的に 分析を 試みた Gesell，　A ，の 報告書 （1941）が

出 され た こ と，こ の 報告書 を め ぐつ て 各国の 社会心 理 学

者 （た とえ ぽ Dennis，1941a，1941b，1951 ； Smith ，

1954） らの 間 で 論議 され た こ と に よ る
。
Smith は こ の 野

生児 た ち は 家庭 か ら分離さ れ た とい う事実がす で に 惰緒

障害 （emotional 　trauma ）をきた し て い た こ と ， ま た 継

続的学習 強化の 欠除が 決定的 な原鬨で あろ う，とそ の 精

神 遅 滞現數 を環境的 deprivationか ら論 じ た が，　Dennis

は こ の 子 ど もた ち は も と もと精神薄弱 で あ つ た うえ に ，

森 の 中で 生活 し て い た 期間が き わ め て 短 か つ た の だ と主

張 し ， 精神遅滞を直接 ， 環境的 deprivation に 結 び つ け

る こ とに 反対 し た 。こ れに 対 し Zingg （1，941）は 子ども

た ち が 狼 の 習性 や 動作 を 完全 に 身に つ け て い た こ とは 精

神薄弱や 短期間 の 生活 で は 不可 能な こ とだ と反論 し て い

る が；三 隅 （工954） も指摘し て い る よ うに 野 生 児の 精神

遅 滞 を 単純 に 環 境 的 deprivatien ｝
’
こ結 び つ け る こ とは 困

難 で あ ろ う。
・
そ の 点，Davis （1947） が 報 告し た 生 後 6

週 後か ら ま る 4年間難小屋 に入 れ られ て い た 幼児に つ い

て の 実験 例 は
一時的精 神遅 滞 が 環 境 的 deprivation と深

く関 係 し て い る こ とを か な り妥当 な線 で 証明し て い る と

い え る。す な わ ち 4年後に その 幼児が発見された ときは

Binet テ ス トで MA19 ヵ 月，　 Social　Maturity テ ス トで

SA2 オ 半で あ っ た の が ， そ の 後 の 系統的指導 に よ つ て

知 能が 急激 に 改善 された ， とい うもの で ある 。し か し ，

環境酌 deprivationが 知能 の
1

疸久 的遅 滞 を徴候 と す る 精

神薄弱 の 原閃 と な る か ， とい う問題 は 否 定 され る 。 最近

福 岡県 下 で 発見 さ れ た 10年間家 の 1．1．rに 幽閉 されて い た 3

姉弟に 関す る 報告 （森本 ，
1965） も類似の 結果 を 出 し て

い る 点で 興 味深 い
。 野 生 児 や 隔離 され た 子 ど も の 例 ほ ど

極端 で は ない が ， 乳幼期 の 簾 境 的 deprivatiOnの 例と し

て よ く引用 さ れ る の は Dennis 〔1935 ，⊥940，1941b）の

報告す る ア メ リ カ ・イ ソ デ ィ
ア ソ の 一

族で あ る Hopi 族

お よび Navaje族 の 独特 の 育児法 の 精神発達 に 与え る影

響 に 関す る 研究 と，Gorden （1923） の 英 国 の canal 　bo

at の 子 ど も と ジ プシ ーの 子 ど もの 精神発達 に 関す る 研

究で ある 。 前者は Hopi族 の 習慣 と して 生後 3 カ 月間 ，

手足を 動 か せ な い よ うに 毛 布 の 中に 入 られ れ た 乳 児 の 発

達 が 心 身 と もに 遅 れ るが ，しか し その 期間が 過 ぎる と徐

々 に 回 復す る とい う報 告で あ り，ド イ ッ の Danzinger

と Frankl （1934）の Albiniu の 子 （こ の 場 合 は 生 後 1

年間 ，揺 りか ご に し ば りつ けられ て 育 つ ）に 関す る 研究で

もほ とん ど同様 の 結果が報告 され て い る。後者 は canal

boat の 子 屯ジ プ シ ーの 子 も学令前 は い ず れ も 1070 前

後ない しは そ れ 以下で あ る が ， 年令 の 増加に つ れ て 80前

後に 上 昇す る とい う報告で ある 。 人里 離れた 山 の 中で 育

つ た 子 ど も の 精神発達に 関 し て もい くつ か の 報告が あ る

が ，Wheeler （1932，
1942）が ア メ リ カ 東部テ ；シ ーの

「⊥iの 子 ど も （6 才
一16才）1，147人 の 知能を し らべ た 研究

と Asher （1935 ）が ヶ ソ タ ッ キ ー山 間 部の 僻地 の 子 ど も

（7 才
一15才）300人 の 知能を し らべ た 研究お よび Sher −

man （1945） が ワ シ ソ トソ 特別市か ら約 100マ イル 離れ

た Blue　Ridge 山 の 4 つ の 地 区 の 子 ど も （6 才
一16才）

1，　079 人 に つ い て 同様 ， 知能 テ ス トを実施 し た 結果 は 統

計的に も信頼 さ れ て い る。す な わ ち Wheeler の 報告 で

は 6 才で IQ 平均が 94．　7，11才 で 80，0，
16オ で 73．5

と年令の 増加 とともに 測定知能 の 方は 下 降傾向を 示 し て

お り，Asher，　 Sherman も大同小異 の 傾向を見出し て

い る 。
Sherman の 報告 に よ れ ば 6 −8 才 で IQ （Pint−

ner 　Verbal 　Test
，
　 Goodenough 　Man −Draw 　Test な ど

4 種 の テ ス トの 結果） は 80−94，8．−10オ で 66−90，
10−12

オで 53−87，12−14オ で 67−83，14・16才で 52−87 の 範囲に

分布 し て い た とい う。 わ が 国 で は 最近 ， 広島大 学（1965）

が中心 に なっ て 豊島とい う離島に住む 全学童 　（6 才
一12

才）999人 に つ い て 行な つ た 精神医学 的調 査結果が 注 目

され て い る が ， 離 島 （僻 地 ）独 特 の 現象 の ひ とつ と し て

「僻地 性精神薄弱」 の 存在が認 め られた とい う （武村 ほ

カ  　1965）ロ

　山 間 僻 地 な い しは 離島 と い う環境的 deprivationが精

神発達 の 阻 害条件に なつ て い る こ とは こ れ らい くつ か の

報告 か らも椎測 され る と こ ろ で あ るが 都市 （また は 上層

階 級 ） の 子 ど もに くらべ て 農 ・漁村 （ま た は 下層階級）

な ど文化的水準が低 い 地域 に 往 む 子 ど も も 精神発達 が 遅

れが ち で ある とい う報告 も多 い （津守，／954）。米国で 社

会階層とそ こ に 住む 子 ど も の 知能 と の 関係 を 研究 し た 最

初 の 人は Weintr 。b ら 〔1912）で ，そ れ は 上層 ・中間層

・下層を 代表す る と携 定 され る 地J愈 こ 住む子ども　（8 一
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腋 ・ 精神 薄 弱 児 の 類 型 学 的 研 究 の 現状 （そ の 4 ）

ユ2才） に Binet−Simon 　Test を 実施 し，上層群と下層群

　
の 間に 者 し い 差 が み られ た とい うもの で あ る 。こ の 報告

が 発表 され て 以来， 社会階層 と知 能 の 関係 お よ び 知能 テ

ス トそ れ 自体 の 妥当性 の 閙題が 大きくク P 一ズ ア ッ プ さ

れ て きた わ け で あ るが ， 今 日で も未解 決 で あ る （Kr −

i・h・f・1959 ； E ・11・ et ・1，1951）．わ が 国 で も古 くは 桐

原 （1924），丸 山 （1927）， 最近 で は中島 ．（1955），江 1「「
（1956・

1958）・労 働科学研究所（1960），小見 山 （1964）ら

が ，こ の 問題 の 解明の た め に と り組 ん だが，結果由に 上

層洋 は 下層群 よ り 王Q が 高か っ た と い う結果 が 報告 さ て

れ い る の み で ， その メ カ ニ ズ ム は 解 明 され て い な い 。テ

ス ト法 の 妥当性 を め ぐつ て は Binetテ ス トが 上 層 1 臼司き

に で きて い る とか ，標準化 に 際 し て とられ た 母 集団が 上

層群 に 偏 向し て い た とか ，
一
ド層 群 は 受験時 の 動 機 づ け

motivatien が 弱 い か ら とか ， 時間制限法で は 不 利 で あ

る ，な ど の 欠 点 を あげ て い る人が 多い （Haggard ，
1954）

し ， 事実，こ れ らの 欠点を 補 う と，上層 ・ド層耕 間に 差

力竃なfv　tiつ た とい う幸艮告（Whiting　and 　Child ，1953）も 出

て い る。ま た，テ ス ト項 目で も上層群 で は 抽豪 吾 （booki−
Shword

） は 下層群 よ り有意 1（ 理 解力羞が あつ ブこが，目
’
嵩語 （public 　Ianguage）や

“

cutting 　tools の 分 類
’
な ど

実際的 な問 題 で は 差 が な か つ た と い う報告 もあ る （Eells
et　al　19511Bers 亡ein ，1958

，
1959，1960）。 し か し前述．の

Pringle の い う環 境 的 deprivation の 意 味か ら い うと ，単
に 下 層階級 と か 貧困 とい う条件を その ま ま dep・iv。ti。 n

と考え る こ とは 正 当で は ない 。む し ろ deprivationが 知

能発遥 障害な い しは 遅滞 の 原 因 で あ る な らば，そ の 心 理

的 メ カ ＝一ズ ム を 究 明 す る 努力 こ そ必 要 で ， 形式由な和関

関係 を 表示 す る だ け で 終 つ て い た ら門題 の 解 1夬に は な ら

な い 。そ こ で Pringle の い う〔1｝象庭 か らの 分離，お よ

び（2）親子 分離 の 子 ど も の 精神発塵 こ 及 ぼす力学的な 心 理

e・j作 用 を 堀 りさ げて 究明す る こ とが要請 され て くる 。た

とえ ぽ ， 条件 の 変 化 が 知能 に 発達的 に 変化 を もた らす 場

合 の メ カ ＝ズ ム ，あ る い は 外的操作 に よ る 知能 の 変化 の

様相 な どに「関す る 研究で あ る。

III 環 境の変化 と精神薄弱 児の

　　　　 知能の 発達促進 との 關係

　こ うした 研究 の なか か ら，今口 は 家壟 か らの 分離 ，藁

子家庭 ・孤児 1売 ・収 容施 眠 へ の 移動，下 風 1級 （ま た は

僻地 ・農漁村 な ど）か ら上 層階級 （また は 都 市） へ の 移
動 ，お よび ， 教育的操作 に と もな う精神薄弱児の 矢「能 の

発達促進の 現象 に 関す る研究を 概観す る （な お ，親子 の

感惰面 で の 分離 ま た は 共 野 r三な と の 親 r 関 係 叫 譜

maternal 　 deprivationの 知能発逮 へ の 作用に つ い て は

ユ75

　祐を 改 め て と りあ げ る）。

　　子 ど もが 豕鷹 か ら分離 され る の ぽ 子 ど も自身 の 病気 の

　治療 の た め の 長期入 院，親 の 生 ・死 別 ， 戦 争 や 事故に よ

　る 家 庭 の 崩壊 な と の 場 合が 嵳 え られ る。長期入 院児童 の

　知能 を し らべ た もの に Lurie　et　 al （1932），　Bowlby　e 仁

　al （1956），　Ald［ric ！｝ et　al （1945a，1945e
，
1946），池 田

　（1955 ）・嶋 出 ‘
』

（1965）の 報告があ る 。
Lurie らぽ 8

年間入 院 中の 精神薄弱児55入 に つ い て知能だ け で な く，
心 理療法 の 効朱の 有無 踴 冢 庭 の 環境，病気の 阿搬
な どに つ い て も し ら べ て い るが ，・醒 療法 の 効果 は 全般

に 顕 藷
・
で あつ た こ と，の ぞまし い 家 庭環境 か らきた 子 ど

もほ ど回 復 が 早 い こ と，知能 の 低 下 は 認 め られ な か つ た

こ とな と 報 告 し て い る。 Bowlby ら の 報告 か らも入 院

児 の 知能低下 は ほ とん ど 認 め られ な か つ た。し か し Al．
’
drich らは 入 院 i

・1・Tの 乳児は 莱庭 に い た と き よ り も 泣 tf
方が 1まげ し く，泣 く頻 度 も非常に 多か つ た と述 べ ，家

庭 か ら の 分離 が，1「陣 笋．」に 与 え る 悪い 影 響 を 心 配 し て

い る・ま た ・ 蕨 孤児 の 精神麟 な い し は 退 行 現 象 を 問

題 に した 研究者 も多 くあ り， と くに 第 1 次大戦後 の 孤児

に つ い て し ら べ た H … er 　（1932）， 第 歐 大 戦後 の 問題

児 の 知能を 研究 した Carey −’1’refzer （19丞9），　Burlingh．
・ m （1954）ら は ・ 孤児の 大

『
附 の 者 は 朗

’
の 面 で 正 常 児

よ りお くれ て い る こ と を 指揃 し ，
い わ ゆ る ホ ス ピ タ リ ズ

ム に 関す る研究を促 し た （田 坂 ら ， 1965；辻村，1960 ；

守鼠 1964）． ・証 の ホ ス ピ タ リ ズ ム の 研究か ら も 孤

児院や 施 設 に 収容 され て い る子 どもが 知 馳 赴 滞を示 し て

い る 場 合 が 多 い こ とが 知 られ て い る （Lewis ，1954 ；

Dennis
， 1960； 辻杜，工960）。 しか し そ の 反 面 ，興 味 を

ひ くの は 衛 神薄勃 児 の 易 合は む し ろ，氛庭 か ら離れ て 施

設 に 収 容 さ れ て い る 方が 知能 の 上昇傾囘 を示す ， と い う

報 告th
“ti．J

さ れ て い る こ とで あ る。た とえ ば Gtarke （1954

工958a
，
1958b）は 非 π含に 悪し・」《庭玖屍 で 育つ て い た 25人

の 精桝薄弱児 と，同 様 の 状 P こ あつ た 36人 の 正 常児 を 同

一一
の 施設 に 収 谷 し ， 3 年後 と 6 歪1後に WISC を施 行 し ，

両 群 を 比 較 した と こ ろ ， 精神薄野耽 群 の 方は 3年銜 こ は

9．　7
， 61FSA に 怯 14．1 （正 常 児 群 は それぞれ 4．1，10．4）

上 昇 し た と報 音して い る し，Stippich（1940 ） は 刑 務航

に 収容 さ れ た 糖 1申薄弱 の 拘 親48 人 （IQ 　6（　・63） の 清神薄

弸 「 48人を 設 i  潰 刃で 環境 的に は 不良 な施 諏 ら 1 才

前後の 時 に 収容 した と こ ろ ，子 ど もた ち が 5 才 に な つ た

と き， IQ 「「均 は 83で ，母 親 の そ れ よ り20点も 高 くなつ

て い た と述 べ て い る G ち なみ に IQ 平均 ユ02 の 正 常 な母

親 （受刑 者）の 子 ど もた ち （IQ 平均 102） が 同 じ燵二設

に ， ほ ぼ同じ年 令の と きに 収 谷 さ れ ，同 様 5 才に な つ た

と きの IQ は 平 当 97に 減少 し て い た とい う。また ，
　 Ke ・
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phart （194 ）も類似 の 研究を し，1司様 の 結果を得 （と く

に 外 因 性粘神薄弱児 よ り内因性精神薄弱氾 の 方の 一ヒ昇率

が 高か つ た ）， 精Fii薄弱児は 自分 の 家 に 住 ん で い る期間

が 長い ほ ど IQ の 低下は続くで あ ろ う， と警缶を発し て

い る ほ どで あ る 。もつ と も，IQ 　50−75才 ，　 CA 　 7二野 15オ

の 内囚性精神薄弱児 6 人 を 対象 と し て 行 な つ た Badt

（1958） の 研究と，IQ 　48−83 ，　CA 　14才一20孑 の 狛 神薄弱

児26人を 対家 と し た Griffith と SP三tz （1958） の 研究

か らは 施課 こ収容 さ れ た もの は そ の 期 間 が 長い ほ ど知能

の お くれ は ひ どくな り， と くに 抽鼻語 な い し は E位 概 念

（た とえ ば オ レ ン ジ を 「くだ もの 」 な どの 銑念 で答える

こ と）が 困難 で ，用 途 的説 明 （「た べ る も の 」とい う答）

の 域 に とど ま つ て し ま う傾向が 顕 石 1一認 め られ て い る 。

　 し か し ，こ うし た 研究扱邦 こ は ，孤 児 院R）施　 nK で の 生

活状態一 対 人 閧 係 は じ め 子 ど もの 精神発達 に か か わ る

もろ もろ の 妄 因一 に つ い て の 分 tr酷 果 が ほ と ん どみ ら

れ な い ．同様 の 不 満 は 次 の 諸研ノ芒に つ い て も感 じ られ

る 。す な わ ち ，子 ど もが 施一
卸 こ い た と きよ りもす ぐれ た

長家で 養子 と し て 育 て られ る よ うに な つ て か ら IQ が 急

激 に 一．L：昇す る こ とを 証明 し た Go！dfarb （1943，
！郭5a，

19．　Sisb，） の 研究 ，2 才未満 で 実母 （IQ 平均 49） と別 れ

t＝　16人 の 精神薄弱児
．
’
」
”
子 とし 頂垂父 母 の も とで 育て ら

れ た場合 IQ 平均 Loe．5 に な り，

一・
方，1215 ．fま で 精

神薄弱の 将：親 の も と て 育 つ た 1一ど も の IQ 平均が 53で あ

つ た とい う Speer （1940 ）の 研廴，ま た ，4 才末満 で 実

母 312人 （IQ9   以 下，　 IQ　 l乙均 7e）か ら別れた 312人

の 子 ど も た ち が 養 父母 の も と で 育て られ て か らめ IQ と

人母 の 工Q との 相関は ．31 に 廻 ぎ な か つ た と い う Snygg

（1938）の 研究な どで あ る。ま た 同 様 に ，多 くの 論義を ま

きお こ し た 研究 で あ る が ，1940年前後か ら大就   くに お こ

なわ れ た Iuwa 　Child　Welfare 　Research 　Stationで の

　1環境刺激 の 知能タ達 に 及 ぼす効果」 に 関 す る
一

連 の 研

究 （代 表 者 We ！lman ）に も触れない わ け に は い か ない
。

こ の 研究幅 に つ い て lg・こ れ ま で 1こ広 田 （／963）・ 岡 本

　（1954） らに よ る紹介が出 されて い る の で ， 筆 者 に こ の

Iowa 研究お よ び こ れに 刺激 さ れ て お こ なわ れ た，志 く

に 精神薄 弱 児 に つ い て の 「教育操f’trb7
一
よ る 1Q 変化」 に

関す る 研究を 2 りあげ る こ とに す る 。Wellman の 報 告

　の ひ とつ （1940）は 2 才 か ら 6 才 ま で の 幼 児 に つ い て 1

年保育 （652人），2 年保育 （228人），3年保育 （67人）

経 験が幼児 の IQ の E昇の 采件に な り うる か ど うか を み

　て い る が ，そ の 結果，旬ヰニ秋 と春の 2 回 の Binetテ ス ト｝一

　よ る 測定値 は 最低 ／．7 か ら最高 7．7 （侃育期同 の 長 い 方

　が上昇率が商い ）．L昇 し て い た 。
　 Skeels と Dye （1939）

　の 報 rf は さ らに驚異的 で ， は じめ 精f［1［薄弱 で あつ た J
’
ど

も が，精神薄 弱 者 の ため の 収容施設 で ，軽愚級 の 年長女

イ 精薄者 の 10：話を 受け て 数 ヵ 月後 に ， 正 常知能に な つ た

と い うの で あ る。こ れ と類似 の 報 「早は そ れ よ り ／年前に

1Skodak
（1938） に よ っ て も発表 され て い る。す な わ ち，

就兮 l」t∫の IQ が 80台 の 子 ど もた ち Z54人 （そ の 実母 た ち

0） IQ 平 均 は 87．7，精神薄 物 者13・8％ 境界 線級 の 者30

％） を 中流以 上 の 毎く扉 で 垂イ と し て 育て た ら，ユ年後 に

は IQ 　y
「均 ll．6 に 上 昇 し た と い うの で あ る。さ らに Sk−

eeis 　et　al （1938），　 Weilman （1944）の 諏告 で は 社会経

済的池位の きわ め て 低 い 地域 の 孤 児 を 保育所 に 入 れ て 指

曽 ご 受けさせ 九 震験悸 59人 （2 才
一6 才，IQ　75 以 下 の

扁神薄弱LLと IQ　80 以．上の 子 ど も）は 指導効呆が顕著

一
（i
’
PIQ の ［昇率 も高か つ た，とあ る。こ れ ら の 1・ wa

研究に 対 し て は Gcodenough （1940），　McNemar （1940

a，194。b， 9弓5），　Simp ・・ n （1939 ） 励 ミ
， 見本 ｝9 撮 の 偏

り，実 験条召 の 粗雇 さ，仁沢 の L観性，統計的処理 の 淑

り，上 昇 IQ の 恒常性 の 不当性 な どの 諸 点を 批判 し て い

る。な か で も ，
M ・N ・ m ・ r は ・ 母 の IQ の 妥当・「

’
ts　7 母 親

自身 の 姻 に β［1ρ た 原因 お よび そ の 影 IT深 父 の 鳴
　悖 前幼児に xfす る 知配 ア ス トの 信頼性 な ど の 謠．、1があ

い ま い だ と鋭 く批判 した 。こ れ らの 非雌 に 対す る Well −

man ら （1940）の Ilri馨は 科拳性が乏 し く， か つ 感「青的 に

な つ て い る感 じ が
．
↑tlく， 第 三 者 に は 満足 さ れ な い 面が多

い よ うで ある 。そ の 後の こ の 租 の 教 育 効 果 に 関す る 研究

か らは，工Q ．卜昇に効果がない とす る もの （Anderson ・

1940 ；Dennis ，193 ．，； Goedenough　and 　Maurer，1940；

Thorndike ，／940a，ユ940b な ど）， 効果 を 認 め た とす る

も の （D ・ w ・ ，酬 2； L 。・g・
，
1945 な ど） に 分 か れ・結

諭 は 出て い な い
。 なか で も Lorge は 131 人 に つ い て 20

年間に わ た る 縦 断 的 研 究を 発表 し て い る hS，　 IQ　69−78

の 人が 第 8年次を 卒 業す る まで に 2C・7 上 昇 し ・さ らに

人≠を t’iE一す る ま で に は 38・0 上 昇 した と 報 告 し て い

る の 1こ対 し ，Worbois （1942） は 山，1寸僻地 の 1教室だ け

　の 小 学校に 入 学 した 子 どもと ， 教育 が い ぎと ど い て い る

大きな 合 同 ≠校 に 入 学 し た 子 ど も と の 比較研究で ， は じ

め の 1 − 2 年 間 は教育効果に 差があつ た が 3年以 後 は も

　は や 走が
．’
S め られなか つ た ，とい つ て い る の は 対照 的 な

　糺果だけ に 興味深 い
。

　　、1冂 神薄弱先 の た め の 特殊学級 で の 指 導効果に つ い て 「
1；

　Schmidt 〔194b），　Kirk （1952，1958）．　Chambers （1956）

力惚 織的 に 検 討 し て い る 。

’
S・hmidtの ＆kV一 よ る と・特

　殊学級入 級時 IQ　5Q 前後 （SQ は 60
｝
uu後） だ つ た 精

　神薄弱ダた ち が 3 年間 の 特 殊 教 育 を受 け た と きは JQ　70

　台 （SQ は 80−90），さ らに 8年後に は IQ80 ・90 （SQ は

　80−IC7） に ．L昇 し た とい う。な お ， こ の 報告 に 対 し て は
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　　 Kirk （1948） の 批判と，それに 対す る Schmidt （1948）

　　 の 圓 答 も出 て い る し，ま た，Goodenough （工949） の 論

　　 評 も発 表 さ れ て い る
。
Kirk は 精神薄弱幼 児 （3 才

一6 才

　　 IQ 　45 −80）を保育園に 通闃 し て教育を 受 け る グル b・プ，

　　 施 設 内で 保 育 を 受 け る グ ル ーゾ，学庭 に 1v・る グ ル t・一・プ，

　　 施 設 で 生 活 だ け し て い る グ ル ープ の 4 グ ル ープ に 分け，

　　 3 年
．．−5 年後 の 成果 を 比 較 し た と こ ろ，通園 に し ろ ， 施

　　 設内 に しろ，保育 （指導）を受けた 子どもの 7〔｝％ は IQ

　　 で 約20上 昇 し，原 因別 で み る と，知能 の 遅滞が 環境か ら

　　 きて い る と推定され る 精檸薄弱児 の 79％，脳 器質的障害

　　 の ある子 ど もの 50％が ，IQ が 上昇 し た と い う 。 し か も

　　 指導 （特殊 教 育 ） を 受 け る 時期が 早けれ ば 早 い ほ ど そ れ

　　 だ げ 効果が 顕著で あ る と結論 し ， 精神薄弱 児 に 対す る 早

　　 期教育 の 重要性を 強調 し て い る。し か し 「正 し く診 断 さ

　　 れ た真性 （true ）精神 薄 弱 は教 育 に よつ て け つ し て 正 常

　　　（average ） に は な らな い 一i と念を お し て て い る．な お
’
　 こ の 他 ， 山村僻地 の 子 ど も （IQ　70）が 都会 の 高等学校 に

　　 進学 し て か ら 正 常知能 に 上 昇 し た とい う Nietz （1928 ），

　　 Wheeler （1942）の 報告， ＝
ユ
ー一ヨ ーク の ス ラ ム 街 に 住

　　む 黒入児 童 が 都会 で の 教育 を 受けた期聞か 1年以下 で は

　　 IQ 平 均が 81．4，1−2 年 で は 84．2，2−3年 で は 84．5，

　　 3−4 年で は 85・5，4 年以上 で は 87．4 と漸次高 くなつ て

　　 い た ，とい う Klineberg （1935） の 報告，さ らic施設を

　　退 所 し て か ら の 精神薄弱 児 の 予 後 の 状 態 は 比 較白勺良好

　　 で ，正 常 者 と ほ とん ど差異 が み ら れ な い 場 合 もあつ た と

　　 い う報告 （次節W ）な ど もあ り， IQ の 変 動 に 及 ぼ す環

　　境要 因 の 強 さが 示唆 され て い る。し か し 環 境 要 因 だ け で

　　 は な く，下 層 階 級 に 住む 低所得者 で 栄養を じゆ うぶ ん に

　　とれ な い で い る妊婦 に ， 実験的に ， 十分 に 栄養を 摂取 さ

　　 せ た グ ル ープ と，そ う し な か つ た 対 照群 か らそ れ ぞ れ 生

　　ま れた 子 ども が 3−4才 の と き の IQ を 比 較 した と こ ろ ，

　　実験群 の 子 ど もた ち の 方が 有意差を もつ て 高か つ た とい

　　 う報告 （Harrell　et 　al ，1955）や 隔離 に よ つ て 素 質その

　　もの が 低 下 す る と説 く学者 （Fisher　and 　Fisher，1950；

　　Hunt 　and 　Cofer ，1944） もお り， 知能発達 を規定す る

　　要因は 複雑 で あ る 。 そ れ だ け に ， 単 に 施設 に 収容 され て

　　 い る とか ， 刺激が 少 な い 環境 で 育 つ た とい う一面だ けか

　　ら知能環滞 （し か も恒久的遅 滞）を 意 味づ け る こ とは 關

　　難 で あ ろ う。 ま た ， 環境 の 変化 や外的操作に よ り IQ が

　　変 化 し た とい つ て も Hebb （1957 ）の い う 「生 得的 可 能

　　性 と し て の 知能 」 の 変化なの か ， i脳 の 機能 の 仮説的水

　　準と し て の 知能 」 の 変化な の か ， あ る い は テ ス ト状況な

　　りテ ス ト項 目の 聞題に 過 ぎ な い の か ，の 判断 も困 難 で あ

　　る 。 結局，環境的 deprivtitionが 精神薄 弱 の 原 因 とみ な

　　し うる か を 決定す る の は，こ う した 研究か らだ け で は 無

理 な こ とだ と も考 え られ る
。

W 　精神薄弱の incurabilityに つ い て

　 前節で ふ れ た よ うに Kirk は 真性 （true ）精ネrll薄弱児

は い か な る教育的操作 に よ つ て も正 常 （average ） に は

な りえ な い と述べ
， 精神遅滞 の incurabilityを 支持し て

い る し，さ ぎに あ げた 文部省 の 定義 （こ れ は Doll　 O）定

義を 参考 に し て い る と考えられ る）で も ［恒 久 的 」 遅 滞

を 規定 の ひ とつ に 加 え て い る し ，
Doll（ユ94ea ，

1940b）

も精神薄弱を規定す る 6 つ の 基準 の ひ とつ に
“be　esse ・

ntially 　incurεしble”とい うこ とば を 入 れ て い る 。精 神薄

弱 の incurabilityに つ い て は 賛 否 の 暫立 し た 意見が 出て

い る （CantQr ，
1955； Clarke　and 　Clarke

， 1955； 名久

井 ，／964 な ど は 反 対） が，名 久 井 も指摘す る とお り 「精

神 薄 弱 が 三ncurable か 否 か を 判 断す る に は ，
か つ て 精神

薄弱 と正 し く診断 された もの が長 い 歳 月 の 後に ， なお 変

ら な い も の で あ る か を 経験的，実証 的に 確 か め な けれ ば

な ら な い ，1 こ とな の だ ろ う。 前節で 概観 した とお り，
IQ

の 甌常性 と い い ，知能遅滞 の 恒久性 とい い ，い つ た い ど

ん な方法で検証す る の が の ぞ ま しい の だ ろ うか 。 IQ の

恒 常 性 に 関 し て は こ れ ま で もAlper 　and 　Horne （ユ960），

Bayley （1949），　 Sloan　and 　Harman （1947），　Thorndi −

ke
．（
1940a），狩野 （1960）などの す ぐれ た 研究が 報告 さ

れ ，そ の 恆 常 性 を 支持 し て い る 人 が 多 い
。 しか し残念な

が ら精神薄弱児 に 関す るす ぐれた 縦断的研究は 少ない 。
し か も，む しろ 精抑薄弱 の 場合は ，そ の 予後に 関す る 研

究結果か らは，か な り否 定的な 数値 が多 く 出 さ れ て い

る。た と え ぽ Baller（工936）は 公立学校 の 特殊学級卒業

生で 10年 以 上 を経 過 し た IQ 　70 以
r．
ドの 206人 （21−34才）

に つ い て ，就職 状 況，結婚 ， 家庭 生 活状 況 な どを調 べ た

とこ ろ ，軽度精神薄弱者が 多 か つ た た め か ，そ の 予 後 は 良

好で全員が杜会 に 適応 し て い た とい う。
Charles（1953，

1957 ） は こ の 研究 を さ ら に 発展 させ ，151 人 に つ い て さ

ら に 詳細1・c し らべ た 結果， 24人が 死 亡 （男子が 多 い ）， 3
分 の 1が一

般人 と ほ とん ど変 わ らな い 社会生 活 を し ， 生

活 保護を 受 け て い る もの は 2 分 の 1以 下に す ぎ な か つ

た 。ま た80％は結婚 し （こ れ は 国民 全体の 同年令平均 よ

りわ ずか に 少 な い 程度）， 結婚 した 人 は 平均 2．03人 の 子

を 持 ち（こ れ も 国民 全体 の 平均 よ りわず か 少 に ない ）， そ

「

の 子ど もた ち の IQ は 50−138 に 分布し （平均 95）， 精

神薄弱児施 設 に 収容 され て い を の は わ ず か に 2 人 に す ぎ

な か つ た，とい う。Charies は 結論 と し て ，学令期 に 精

神薄弱 と診断 され た も の の うち ， 約 20％ は 終生 変 わ る こ

と の な い 絶対的欠陥（absolute 　deficiency）を示 し．10％
は テ Z ト結果 で は 精神薄 弱 で あ つ た け れ ど も， 予後は 社．
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会 に 適応 し ， 約 65％ は 境 界線級 （dull　nOTmal ）ま た は 正

常 （average ）で あ り， 約 5 ％ は 仮性1ロ神薄弱 （pseudo −

feeblemindedness ）を思わ せ る 障害 が あつ た，と述べ て

い る v 同 様 に 精神薄弱者 の 予後が 良好だ つ た とい う報弊

は Muench （1944），
　 Keplan （1944），

　 MiGkekon （1947）

な ど も出 し て い る。た とえば Muench は 精神薄弱養護

テ
「
気を 卒業し て か ら18．f’を 経過 し た 8 入 に つ い て Binet

テ ス トで 知能を し らべ た が ，
1916乍版 で は IQ 半 均 8G，3

で ，］5・4 の 増，　 J937年版 で は 平均 91．1 で 27、2 の 増

で ，材会 適応 も きわ め て 良好 で あつ た と い う。わ が 国 で

も 1943 （11u和18） 】に ， 村松ら （／943）が 東京 弓 1壼F ・

大阪 ・福井 ・下関 な どで 学令期 に 甼 業成絵 の は な は だ し

く悪 か つ た 男子 117人 ，女 子 53人 が ，20代か ら 40 代に な

つ た と きの 状態を し らべ て い る が，な か に は 生活能力 も

低 く，独立 して 生 活 し て い けない 人 もい た が ， が い し て

礼 会 適 応 は よ く，な か 1こ は IQ 　70 で 学業成績が い つ も最

低 で あ つ た 男 子 が ，39才 の 現在 で は 多角的康叢維営 を な

し，妻子 5人で 円 lrl貯な 宮庭 を 築 い て い る例 もあつ た とい

う。特殊学 級 卒業生 の 実 態調査は 杉 田 ら （196／），全特

連 （1965）が ，ま た ，精薄児施設 退所後 の 粘神薄弱 者 の

長患 に つ い て は 国立精 神衛 生 研 究 所 （官野 ら 1964a，

／964b 三 桜 井 ら 1964 ），「↑本1（
’

1［｛T薄弱者愛護協会 （1965）

が 調 ≠L し て い る。が い し て IQ 　50 以 ［： （60 以 上 は ／00％

近 く） の 人 の 就職率 は 高 く， 職場 や †会 で の 冠 応 状 　 も

良 好 で ，村松 の あげ た 例 の よ うに ，結婚し，亘 任 ある 仕

壽を 分担 し ， か つ 狂 扮 を 遂 行 し て い る例 も多 くあが つ て

L ・る。こ の こ とに 関遵 し て，甼 令期 の 精神薄弱児 の IL現

率 （IQ75 以 下 は 4，53％，そ の うち 特殊教育 の 対謙 とす

えぎ も の
一 工Q46−75一 は 4．25％） と成人精神薄弱

（0．　53％）者 の 出現率 とが著 し くくい ち が つ て い る こ と

に 注 目 し な け れ ばな ら な い。成入の 砺 合 は 死 亡 に よ る減

少 は勘案 し なけ れ ば な ら な い に し て も， 現失に こ れ ほ ど

大 きな差異 は ある とは考え られ な い 。こ の 辺 に 精神薄弱

の．incurabilityに 対す る 疑義を は さむ 余地がある の か も

しれ な い 。い ずれ に し て も， 絹神薄弱，と くに 環 境 的

deprivationに よ る と推定され る軽度 （あ る い は 境界線

．級 ）精神薄弱 の 診 断 判別 （と くに 将来の 予測） は きわ め

て 困難 で ， 予 測 が は ずれた 場 合 Q 診 ） の 逃 げ 道 と し

て ， や む を えず 「仮性 」 精神薄弱 と い うこ とばがつ くら

れ た，と し か 尹 え られ な い 。こ の 仮性精神薄弱 と い う概

念 は す で に 19世紀末 に Mich ＆el 　Smith に ょ つ て pseudo −

feeblemindednessとし て 。E載され て 以来 ， 心殫 学 の み

な らず精神医学 の 教科書 に も種 々 記述 され て き た が，

Benton （1956 亶こ よ れ ば，脳 の 領 域 に お け る 決疋 的な 欠

陥を も つ た もの が i
冖
真性」 （true −）fB神薄弱 と い わ れ る の

に 対 し，r仮性」（pseud 。
一
）の もの は 行動現象上 は 真性精

神薄弱 と 同
一だ が ， そ の 瑚象 を もた ら した の は 脳の 欠陥

で は ば く，盲 ・ろ うの よ うな 感覚的障害や 文化的環境的

状態 （こ こ で い う環境的 deprivation を 指す と考 え ら

れ る） お よ び 「1蒜都章占，脳性 マ ヒ な どの ∫ 疋型 的原 困 で

あ る，と い う 。 冢 た，Delay （1952a， 1952b） は 末熟な

彳∫劫 を 脊 む 分裂佳 入 格 異 常 も仮性精神薄弱 と考 え られ る

べ きで あ る と述べ て い る
。 情緒面 の 発達 の 未熟1上 （emo −

tional　instability） を 仮ド餅 神薄弱 な い し は 精稈 発 逢 障

笹 の 条 件 と し て 規 定 し て い る学 者 は 少 な くな い （Jastak，

1949； Bijou，1939； Borstein，1930 ；Bergler ，1932 な

ど ）。な お ， 巳［ r 害に よ ら な い 知能 遅滞 （と くに仮 L精

神薄弱）に つ い て は 上 述 の 環 境 的 deprlva  n の 面 よ

り も，
maternal 　 deprivationの 点 〔た と えば 早期 の 丹

親 の 愛情剥亨が知能 発達 を 抑制す る な ど） か ら論ず る

学者 も多 い （Ausubel　et 　al， 1953 ； Borstein，　193e；

Hellman ，1954｝ Jervis，1959； 牧 田 ら，工964）。　 Jervis

は知的発趣の 赴滞 の 要 因 と して 悄緒障害 の 存在がア め ら

れ る もの を ，
nen −psychetic　nature の

’
［冑緒障害に よ る 仮

性精神薄 弱 と分 類 し て い る v

　 こ の よ うに 肩仲薄弱 の 分類
。類型 の 設 疋も， ま た 分類

作業 もきわ め て 華 当求で ，1 圓 や 2 回 の テ ス トや面接 だ

け で は 不十分 で （Arthur ，／947），20年間，30・t間の 追

跡が 必 要だ とい う覦 が
「1．1る （名久井 ，

　 L964）の も当然

だ と もい え よ う。一
方， Kanner （1946）の よ．うに 絶X∫

的 （absolute ）租神得 弱 と相対的（relatlve ）精神薄 忌牙を

区 別す る こ とは 単純 だが当を得 て い る と もい え る 。 篠者

は む し ろ知的 不 全 （intellectually 　inadeqしiate ）
一　生来

もつ て い る知能 を 十 分に 活用す る こ と が で きな い 状熊一

　 と よぶ の が適 し て い る と考え る。精神薄弱 を 「恒久白勺」

舶 発 達 の ）7．11・lfと規定す る 場合，　 AAMD 分類法 こ あ る

環鏡．19deprivation （お よび 親 子 間 の maternal 　 depr−

ivati  n ）に よ る締神 （知   発 冂 不 全の もの を も同
一

内

蓉に 分類す る こ とは 危険 な こ とで は ない だ ろ うか 。

v 　結 語

　 こ こ で 再 び 「精神薄弱 」 の 規定お よ び その 方法が 論議

され な け れ ばな ら な くな る。Binet テ ス トが 考案 され て

以来 ， 知能 テ ス トの 結果が 精神薄弱 の 判別恰断 に 強い 規

だ カ を もち，IQ に よ る 程度分類が 主流を な し て 今 冂に

至 つ て い る の で あ り，し か も ，
こ の よ うな 分類 で ，軽反

（mild ）の 精薄者 は 全精神薄弱者 の 約85％ を 占 め て い る

（Stevens　and 　Heber
，
1964） とい わ れ る が，そ れ が妥

当陀の 高 い 判別に よつ て い る か ，
い ま一度慎重 に 検討す

る 必要 は な い だ ろ うか 。 た とえ ば文 部 省が 工953（eノ

和28
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伊藤 ； 精 神薄 弱 児 の 類 型 学 的研究 の 現 状 （そ の 4 ） 179

芦

年）に 精神薄弱 児 の 実 態 （と くに 出現率）調 査 を し た 結

果 で も IQ　75 以下の も の で 精神科医に よつ て 境界線級

　と診断 され た 児童 ・生徒の 割合 い は 地域 で 差 が 大 きく

　（君1…、罵県 2，7％，　大阪府 4．3％，　徳島県 7．1％），　ま た ／亅丶

学校児 童 の 魯 鈍級 の 出 現率 は 群馬県 2．2％， 大阪府 4．1
’
％，徳島県 6．1％と著 し く異 な る。こ れ らの 差 は 地 域 の 特

性 に よる 差 とい うよ りは，判別法の 妥当性 の 低 さを 示 し

て い る と続え な い こ と も な い 。こ の こ と は 厚生 省 （1954，
1962） の 実態調査で は さ らに 明確 で ある 。しか も こ の よ

　うに ，一度精神薄弱 と判定 され た 人 び と の 環 境 条件 の 変

化 ，教 育 的働 ぎか け お よび 学校卒棊後の 予 後な ど を 追跡

　し て い つ た な らば，相当に 異なつ た 様相 を 呈 し て くるの

で は ない だ ろ うか。こ の 予 想 は 上 に み て きた 多 くの 文 献

か ら 推測 さ れ る と こ ろ で も あ る。な お 筆薪 ぽ こ の 点 に つ ．

い て ， 養護学校 ， 精薄児 施 設 を 卒業 （退所） し て ！5年以

上 経 過 し た 精神薄弱者 の 現状 に つ い て 調 査を すす め て い

る （伊藤，準備中）。

　 さ て ， 分類法 に つ い て は Benda ら （L1　951，
工963）は

心 的機能 の 著明 な障害 を もつ た痴愚 や 白痴 （こ れ らの 人

び と の 中枢神経系 の 病変 0）存在は 死後の 解剖所児 か ら検

証 され て い る ） と，知的 不 全 の もの （すなわち 環境的

deprivation　 l’こ よ る と推測 され る精神発達遅滞） と は ま
’

つ た く異 つ た グ ル ープ で あ る と し，前者 は 胎生 期の 発育

障害 な い し は 出産時 また は生 後早 期 に 大脳に 器質的障害

が あつ た か ， 代謝や内分泌 の 障害が あ つ た 人 び とで あ

り，そ うし た 人び との み を 精神薄弱 とい うべ きで ある と

述 べ
， 暗 に AAMD 分類法 に あ る心 因性精神薄弱 を 否定

し て い る 。 また ，
Brugger （1939），　 Damon （1941），

Slater（1944） らは 真性 の 精神薄弱者 は ，環 境 条件に よ

る 知 的不全 の もの と 比 較す る と，種
’
？9 の 身体的徴候（ph−

X昌ical　 signs ）が 基本的に 異な る，と し て い る 。

　筆者 は 環境的 deprivation　 l’こ よ る心 因 性精神薄弱は

AAMD 分 類法 の 説 明 に も ある よ うに ，　「器質約疾患が

ま つ た く認 め られ な い も の ．1 と い う条件 を 入 れ て ある 以

上 ，
Brugger や ソ連科学 ア カ デ ミ ア の い う精神薄弱と

は 明 らか に 矛 盾 し た 存在 で あ り，む し ろ 仮性 精神薄 弱 な

い しは Kanner の 提 唱 す る 相対的 （relative ）精抑薄弓弓と

し て 厳密に 区 別 す べ きで は な い か と考え る。さらに 筆者

は 精神発達遅滞 の 基本約分類 は （A＞狭義 の 遺伝性
・家 族性，

〈B）胚 種損觴 ・胎内時 。出産時 お よ び 生 後早 期 の 外 困性，

（C）環境的 ・情緒的 deprivation の 3 つ で あ り，こ れ らの

3 要因が 重複し た 場合も考え て ， 結局 ，   （A），   （B），  

〈C），  （A）× （B｝，    × （C＞，  （B｝× （C），    × 〈B）× （C＞ の

7 通 りの 分類を設定すべ きで は ない か と考え て い る 。ま

た，心 理 学 者 が 知能 テ ス トを 実施 し た 場合 ， 5 才児 も10

才児 も15才児もす べ て 工Q75 以下 と い う厳諮 な 線 を ひ く

こ とを 避 け，低年令 ほ ど IQ 限界線 を緩 和 し，高年令で

も IQ 　75 とい う線に 固 執 し な い 方が よ い の で は な い か ，

と考えて い る 〔伊藤 ，
1963）。こ れ は い うま で も な く IQ

は 診断の た め の 一資料に す ぎな い とい う鉄則を守 つ た う

えで の こ とで あ る 。

　 環境的 deprivation に よ つ て 知能が 遅滞 し て い る子 ど

もた ち の 存在 は 否定 で きな い し （上 の   の 要因が関係す

る         ）， そ うした 子 ど もた ち の た め に は ，まず な

に よ り も環境条件 の 改善 が 要請 され る し ，こ れ は ひ い て

は 軽度精神薄弱児 （知的不全状態に あ る 子 ども） の 発生

の 予防に つ なが つ て い く こ とに な る 。Clarke　alld 　Clar−

ke （ユ960），　 Gray 　and 　Parr （1957），
　 Donni −son （1954）

な ど も繕神薄弱 の 予 防 の 第1 に 環境 条件 の 改善 （換言す

れ ば deprivatlon を 生 じ させ な い 対策 を ）か か げて い る

の は 当 を え た 主張 とい え る
。 そ の た め に は 国家的事業と

し て 大規模 に
， か つ

， きめ こ まか く手 を 打 つ て い くご と

が 必要 で ある。
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