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1 序

　学業不振児 とい っ て もあ らゆ る面 で 不振状態 に あ る わ

け で は豪い
， とい うこ と が い わ れ て い る。た しか に，．江

口 ら （1965）が述 べ て い る 「学習面 で は や る 気 が な い

が ，他の 揚面 （例え ば，運動 ・ク ラブ 活動な ど）で は 見

違 え る ほ ど意欲をみ せ る不振児」 の 多 くは ， い わ ば正 常

な不 振児で あ る とい え よ う 。
こ の よ うな 子 ど もた ち の 学

業不振は，教授法 の 工夫や ， 学習技術の 適切 な指導に よ

っ て，比較的容易に解決され る よ うに思わ れ る 。 し か し

な が ら，治療教育 の 面 で よ り問 題 に され ね ばな らな い の

は，すべ て に お い て生気がな く活動の エ ネ ル ギ ー （意

欲） そ の もの が欠乏 し て い る不振児で あ り ， 心理臨床 の

対象 と なる よ うなもの で あろ う。事実 ， 学業不振を入 格

的適応異常や 神経症的 な あ らわ れ、と し て と らえ て い る 研

究 （Wilson，
　M 、　R ．　et　al．1967

，
　Nerfieet，　M ．　A ．1968

，

Teigland
，
　J．　J．　 et　 aL 　 1966）

’
や ， そ の 治療教育の 方法 と

し て directive　 method よ り non ・d三rective 　 methpd
』
の

方が す ぐれ て い る とい う報告 （Sheldon，　W ．＆ Lands ・

man ，　T ．1950）は 少な くない 。本研究の 目的は，同様の

立場か ら．そ うレた 学業不振 の 状態像，Hartmann ，　H ・

（1958） の こ と ばを か りれ ば学習活動が萬藤過程 （CQn −

fl
’
icting　process ）を含ん で い る状態 へ の 理解を，発達 心

理 学的 な視点 を導入す る こ と に よ っ て 深 め る こ と に あ

る。

　 Eriksbn，　 E．　 H ．（1950，1968 ） は 精神分析的 自我理論

に も とづ き ， 発達課題 に 関する 示唆 に 富む見解を提出 し

た。彼 は ， あ る 発達段階 に お い て 達成 さ れ る 自我特性

を，次 の 段階 の 課題 に 対処する 際 の 立 脚地 と し で と らえ

て い る。こ の 発想 は ， 「根底的 な適応行動は ， すべ てそ

の もっ と も適当な時期 に確 立 され ね ばならな い 」 とい う

認識に た ち，教育心 理 学 に お け る レ デ ィ ネ ス の 概 念 と似

て い る が ， よ り包括的 なパ ー
ソ ナ リテ ィ の レ ベ ル に 基礎

を お い て い る と い う意味 で よ り現実的で あ る と い え よ

う。 また Erikson は，個人 の 生活歴 の 各段階 にお い て ，

そ れ ぞれ の 自我 の 発展過程が成功した 揚合 と失敗した揚

合 とに分け，そ の 結果を具体的に類型化して 論 じ て い

る。そ し て 正 常な精神発達 が ， 初期の 段階 で 得 られ る 基

本的信頼感 を基点 と す る ， 自律性 ・進取性 ・勤勉 ・同
一

性 とい っ た諸感覚 （sense ）の 推移を通 して 展開 され る こ

と を明らか に し た。

　次 の 事例研究は ， 以上の よ う な 自我 の 発達論 を 基礎

に ，象た Br 岨 ner ，　 J．　 S．（1966）や Brunner
， 」．　 S．，

Sears，　R ．　R．　et 　al．（1966）に よっ て 唱 え 5れ た学習理

論を参考 に し なが ら，学業不振 を文字通 り 「学業が 不振

で あ る」 との み とらえ ， そ の 原因 をそ の 時点 に お け る一

過的 な学習 の 失敗 に求 め る こ との 限界を示 そ うとす る も

の で あ る。

　　　　　　〆
！
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　　　　　　　 H 　事　例　研　究

　事例 1　Ak ♂　来談時 5才 9 か月

　Ak の 両親 の 育児観 は ， 「甘 え」 へ の 極端 な 不安を特徴

之 して い た。Ak は か な り年が離れ て い る姉 2 人 兄 1 人

の 末子 と して 生まれた 。 そ の ため両親は，ひ とりっ 子 の

よ うな弱 々 しい 子 ど もに し て し ま うこ とを 恐れ て ，極力

甘や か さない よ うに 心 が けて きた 。 お ん ぶ ，だ っ こ の よ

うな身体接触 は で き る だ け避け ， 3才 ご ろ か らは心身 の
・

鍛練の た め，ブ ロ ッ クベ イ に の ぼ らせ た り，富士 登 山 に

連れ て い っ た りした 。 そ う し た 両親 の 期待 に こ た え て

Ak は ， 決して甘え る こ との ない 子 どもに な っ て い た。

っ らい 目 に あ っ て も泣 か ない で ，
「
歯 を くい し ばっ て が ま

ん を す る 。 例えば，よ ご し た くっ を下 手 な が ら も 自分 で

洗 お うとす る。し か し，こ の よ うに一
見 で きあ が っ た か

に み え た 自律心 ・独 立 心 も，幼稚 園 に 通 うよ うに な っ て ．

か らその 限界 を露わ に した 。 園で の Ak は 友 だ ちに は ほ

とん ど関心 を 示 さず ， もちろ ん
一
緒 に あ そ ぼ うと もし な
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∫

「

d

い
。 他 の 子 どもた ち と くらぺ て ， 行動一般 が ひ ど く遅れ

て い て ，衣服の 着脱か ら食事まで ， 独 りで や ろ うとせ ず先

生 の 手 を借 りな け れ ば な らな い 。自宅 で も，い ちい ち手

をか けて あげな い と前に進 ま な い とい う状態 で あ っ た。

　母親 に つ きそ わ れ て ク リニ ッ ク を訪れた Ak から受け

た 最初 の 印象 は ， 子 ど も ら し い 表情 に 欠 け て ，autism

を うたが わせ る ようなもの で あ っ た 。 知能検査をお こ な

うた め に遊戯室 に 入れ た が，自分勝手 に お もちゃ の とこ

ろ へ とん で い っ て，検査者 か ら 「こ れ か らテ ス トの お あ

そ びを し ま し ょ うね」 とい われ て も， ま るで 聞い て い な

い とい う様 子 だ っ た。特 に言語性 の 分野で は ま っ た くこ

た え られ ず，興味 が な くな る と部屋 の な かをフ ラ フ ラ動

きま わ る 。 し か し くわ し く観察す る と，反応 が ま っ た く

ない わけで はな く， 例えば 「おめ め （お耳） は どん な ご

用 をす る の ？」 とい う問 に ，目．をパ チ パ チ させ た り， 耳

を ピ ク ピ ク 動か した りす る 。
ま た動作性 の 分野 で 興味が

あ る もの だ と ， 執拗にそ れ をく り返そ うとす る。結局か

な りの 時間 を か けて ，
IQ 　＝so＋

・
． を得 る ご と が で きた。

な お 検査終了後プ レ イ を は じめ る とベ タ ベ タ 甘 え て き

た e

　考察 と経過 ：甘 え に 対 し て強い 不安を抱 い て い る 親

は ， しば し ば正当 な甘え をも無視 し て し ま うもの で あ る 。

跪弱 な新生児 に と っ て

’
， 母親か らの 無条件な愛撫を受 け

る こ とは生 き る た め の 前提 で あろ う。乳児 は ，身体接触

の よ うな具体的 な 表現を通 し て ，母 性 （人間的 な もの の

源泉）を感じ とる もの で あ る。すぐさま彼 らに独 り立ち

を 要求す る こ とは ， 入間 の 発達 とい う もの が 「ア イ デ ン

テ ィ テ ィ と ともに 始ま る もの で は な い （Erikson）」 限

り， 砂上 に 楼閣をっ くる よ うなもの で あろ う。正 当な甘

えの 欲求 は 拒 否 され る こ と に よ っ て 消失す る の で は な

く， 受容 され 満 た され る こ と に よ っ て よ り現実的 な信頼

感情へと高 め られ るの で ある 。

　 「保護 が過剰 に な っ て もい けな い しジ 厳格 に傾きすぎ

て もい け な い 」 と い うこ と がい われ て き た。こ の 種の モ

ッ トーは ， 「保護」 と 「拒否」 を単純 に 1 つ の 次元上 の

両極端 として とらえ て お り， し ば しば誤 っ た 育児観 の も

とに な っ て い る。特 に育児者 の 意識の な か で ，発逮とい

うもの が無視 され て い た り， 「こ た えて あ げ る こ と」 と

「甘や かす こ と」 が分化 して い ない よ うな場合に は深刻

で あ る 。 しか る に Ak は，は じ め か ら甘 え る こ と を拒絶

され ， 足 元 が お ぼ っ か な い う ち に塀登 りや 登 山 を させ ら

れ た。彼 の inner　 structure は著し く無視 され ，お とな

の 側 の structure が一方的 にお しっ け られ て し ま っ た 。

そ し て 「こ の よ うな お．しつ け に は，自分 は とて も耐 え ら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　．　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　，
れ ない の だ」 とい うこ とを Ak は，何 もし な い

， 触れ合

　　　　の　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　の　　　　，　　　　　　　．　　　の
わ な い ，関心 を示 さない とい っ た 自己閉鎖 の 様態を通 し

て 訴 え た とい え よ う。 こ うし た様態が autistic な現 わ れ

で な勢 こ とは，ひ とた び受容的な雰囲気 に お かれ る と待

っ て ま し た とば か り しがみ っ き甘えて くる こ とか ら も明

ら か で あ ろ う。

　 し た が っ ℃何 よ りも まず ， 両親が子 ど もに甘えられ る

こ とに対 し て 持 っ て い る 不安 を問題 に し，自信を失 い 混

乱 して し ま っ た 育児観 を回復させ る こ とが必 要に な ろ

う。母親 との 面接は こ の 観点か ら進 め られた。何回 か の

面接 の 後 に 母親は ，rAk は 赤 ち ゃ ん の 時代か ら や り 直

さな けれ ばな らな い
。 今まで わ た し は 子 ど もの 気持 と全

く逆 の こ とを して きた よ うだ」 と考え る よ うに な っ た 。

そ れ に っ れ て Ak は，次第 に 本来の 子 ど も ら し さを と り

も ど し ， 簡単な身辺 処理 な らひ ど りで で きる よ うに な っ

た。こ の よ うに し て お そ まきなが ら形成 され っ っ あ っ た

自律自発 の 感覚は，8 か 月後に行なっ た知能検査時の 態

度に もあ らわ れ た 。
IQ 　change 壬 ＋ 28 とい うすば ら し い

上昇を示 し，108 の IQ を得 る こ と がで き た 。

　そ の 後 Ak は 入 学 に 際 し て
一

度は 普通 学級に 入れ られ

たが，や は り惰緒的 に未熟な面が 目立 ち， 皆と同等に っ

い て い くこ とがむ ず か し か っ た 。 精神薄弱 と い う理 由

で ．特殊学級 に お い や られ た 。 不幸中の 幸 い だ が 現在 の

彼 は，therape ロtic な受容的雰囲気の な か で 楽 し い 学校

生活を送 りなが ら ， 本来の資質をますます高 め つ つ あ

る 。来年度 い か に し て普通学級 に 復帰 させ る か が 今後の

問題 と し て残 され て い る
。

　事例 2　 Ya 　♀
’
来談時 9 才 （小 4 ）

　Ya に 関す る 当初の 主訴 は 吃音 で あ る。彼女は 小 さ い

こ ろか ら 「親 の い うこ と をよ くき く素直 な お と な し い

子 」 だ っ た が，反面神経質 で お くび ょ うな とこ ろ が あっ

た 。 吃 音 は 1 年生 の 時 の 夏休み に 田舎に行 っ て い る間 に

発症 した 。 母 親 の 話 に よ る と ， 「田舎ρ祖母 （父方） は

とて も きび しい 入 で ， Ya は東京 に帰 ：」た が っ て い た が ，

そ れ を 口 に 出し て 言 え な か ワ た」 そ うで ある。 2 年生 の

時 に は ほ とん ど治 っ て い たが ， 3年生 にな っ て か ら再 び

発生 し た。母親は，「Ya が どもる よ うに な っ たの は 田舎

の お ばあ ち ゃ ん の た め だ」 と訴えて い る が，た しか に 吃

音の 結実因子 と し て は無視 で き な い だ ろ う。し か し，吃

音 が一
過性の もの で は なく， 長期 に わ た っ て 持続 して い

る こ と，及 び 1 度は よ くなっ た が 3年生 の 時再発生 し た

こ とを考慮する と， ど う し て も親子 関係 の
一

般的様相

（準備因子） を 問題 にせ ざる を得 ない 。「吃 音児 の 親 は 概

し て 完全癖が強 く子 どもに 正 し い 行儀，清 け っ ヂ 従順 な

どを要求す る傾向が あ る （高木 四 郎 ，
1964）」 とい わ れ

て い る が，こ の よ うな 観点 か ら母親 との 面 接 を深 め た と
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こ ろ，次の こ とが分 か っ た。

　　「Ya が生 ま れ た時は家の 商売が忙が しか っ た た め ，

相手 を して あ げる 余裕がな か っ た。手 の か か ら な い 子 に

す る た め に 泣 い て もで きる だ けほ っ て お くよ うに して い

た 。 幼稚園 に行 くよ うに な っ て か ら は ， 自分 の こ とは 自

分で す る とい う方針で きび し く育 て た」

　 なお学校 の 成績は ， 5段階評定 で ほ とん ど 1 ま た は 2

で ， 芳し くな い
。 担任 の 先生 か ら は ， 「家庭 で勉強 を み

て あげる よ うに」 と言わ れ て い る e しか し知能検査 （鈴

木 ビネー）を施行した と こ ろ ，
IQ ＝ 137 を得て 高い 知的

水準 に あ る こ とを示 した 。 検査時の 態度と し て は ， 「固

さ と緊張 が み られ る が，よく考え よ く答 え，や ろ うとす

る意欲 が あ り，忍耐強 く努力する 」 な どが 特記 され た。

　考察 ： 乳児期に おけ る母子接触の 不十分 さ か ら，
Ya

の 基本的信頼の 感覚が い か なる もの で あ るか が うか がわ

れ る。母 親 の 愛情面 に欠 陥があ
「
っ た とは い え な い が，少

な くと も環境的要因に よ る 「与え る こ と」 へ の 阻害は 無

視 で きない だろ う。 「母親は胸 に よ っ て ， また幼児の 欲

求 に応 え て や ろ う とす る 熱意 に 満 ち た 表情やそ の 他 の 身

体的部分 に よ っ て 生きか つ 愛 する の で ある （Erikson）。」

泣 くとい う感情表出は，快い 母親の 胸に抱 きとめられ る

と い う具体的 な表現 を通 し て，確 か な意味を附 与 さ れ

る。し か る に Ya の 母親は，育児 に 費され る 時間をで き

る だけき りっ める こ とに， っ ま りわが子 の 無邪気な欲求

をどう抑制する か に，主 な努力 を 向 け ざる を得 な か つ た

の で ある
。
Ribble，　 M ．　 A ．（1943） の こ とば を か り れ

ば 7 「本能 の 背後 に あ る深 い ，か くされた事実を考慮 に

λれ る こ と を忘れ た の だ」 とい う こ とがで き よ う。現在

の Ya に み られ る 「素直なお とな し い 」 し か し な が ら

「緊縮 し た 」 性格傾向 は，こ うし た母親 の 態 度 （ま た

Ya に内面化され た そ れ ）に そ の 原型をみ る こ とがで き

ょ う。基礎 が あ い ま い に され た ま ま に お しっ け られ た 自

律 。自発
・勉勉の 感覚は，した が っ て砂上 の 楼 閣 で あ

層
り，

い わ ば無理強い され た良い 子像で あ る。こ の 良い 子

像が真か ら の もめで な い こ とは ，
Ya か ら受 け る 「神経

質で何か にお び え て い る」 とい っ た 印象か ら も うかがわ

れ る。そ し て Ya の 自己抑制的な傾向は ， こ の よ うな不

安定 な 自己像 を推 持 す る た め の 防衛作 用 の 現 わ れ で あ る
』
よ うに も思われ る 。 吃音は，こ の よ うに し て形成された

自己 の 感情意志 の 表現 に対す る強追的な意識過剰性 に そ

の 原因が 求 め られ よ う。こ の 観点 か ら，吃音 の 結実因子

として 「東京 に 帰 りた か っ たが そ れ を 口 に だ し て い えな

か っ た 」 とい うで き ご とが あげられ て い る こ と， ま た

　「気心の 知れ た友だ ち の 前 で は ほ とん ど ど もらない 」 と

い うこ とは ， 興味深 い とこ ろ で ある 。

　学業不振 の 発生過程は，以上 の よ うな心 的機制 との 密

接な関連に お い て と らえられ よ う。
Ya が学業不振 に陥

っ て い る こ とは，「や ろ うとす る 意欲 が あ り，忍耐強 く

努力する 」、とい っ た 知能検査時の 態度か らみ る と，一
見

奇異なか ん じがす る。しか し ながら，こ こ で 注意を要す

るの は，前 に もみ た よ うに こ の 「意欲 ・忍耐 ・努力」 が

決し て 真の 意味で の 勤勉感の あ ら わ れ で は な い とい うこ

とで ある 。
い わ ば生 き生 き と し た 自発感情を抑制 された

こ と に よ る ， 防衛的な閉 じ られ た忍耐努力の ご ときもの
　　　　　　　　　　　　　　　じ
で あ ろ う。検査時の 「努力」 が 「固 さ と緊張 」 を と もな

っ て い た こ とに注意すべ きで ある
。 以上 の 視点 は ，現在

の Ya が ， 偲親 の 態度 の 変化に と もな っ て本来 の 子 ども

っ ぽ い 情緒を と りもど し，自律 自発性を再確 立 す る な か

で ， 学習へ の 意欲を回復 し っ っ ある こ とか らも確認 され

る だろ う。

　事例 3 　1u ♂ 来談時 9 才 （小 3 ）

　前 の 例 と は 異 な り， 「勤勉」 は た とえ表面的に も 認 め

る こ とが で きない 。母親 の 話 に よ れ ば ，
IUは 「積極性 に

欠 け，勉強 し よ うとす る 気持が全 くな い 。家庭学習に っ

い て は もち ろ ん の こ と ， 授業中で も先 生 の 話 を聞 こ うと

しな い。そ の た め成績は悪 く， 常 に クラ ス の 最下位 に 甘

ん じ て い る。特に算数と体育は劣悪 で ， 今 の授業水準で

は ほ とん ど っ い て い けな い 状態 で あ る。友だ ち づ き あ い

が 悪 く， 特に越境通学を して い る た め もあり， 近所の あ

そび友だ ち はひ と りも い な い 。帰宅後は ほ と ん どテ レ ビ

ば か りみ て い る 。 内 に こ も りや す く，学校で あ っ た こ と

な ど を決 し て 自分か ら話そ うと しない 。気分がすぐれな

い と き に は，声をか け られ て もム ッ と して，耳をか そ う

と し な い （こ の 傾向 は 特に 顕著 で ，知 ら ない 入 か ら難聴

を うた がわ れ た ほ どで あ る）。 行動
一
般がの ろ く て，着

衣 もひ と りで 満足 にで きない 。」

　本入 か ら は知的面 に素質的 な欠陥が あ る とい う印象は

受 けな か っ た が ， 確認 の た め WISC を施行した 。 検査

に対する積極的な態度 は み られなか っ た が，か な りの 時

間 を か け て IQ　・＝ 　115十 ■ の 結果を得た 。 な お動作が にぶ

い た め ， ス ピードの 要因を必要とする問題 で は か な りの

と りこ ぼ し があ り，本来 の 力を十分 に発揮 で きなか っ た

よ うに 思 わ れ る。

　父親 は 仕事 （会社経営） の 関係 で 外泊す る こ と が 多

く， 帰宅時聞も深夜 に な っ て しま う。 従 っ て ，
IUと接触

す る 時間 は ほ とん どない
。 また，母親が IU の こ と に っ

い て 相談 を もちか け て も，「あま り心 配 しすぎる か ら い

けない の だ」 とい っ て と りあお うと しな い
。 父方の 祖父

母が同居 して い る 。 隠屠
・
の 身分で 1 日中家 に お り，母親

に よ る と 「IUを ね こ か わ い が りに か わ い が っ て きた 」 そ
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うで あ る。加 え て お 手 伝 い 3 入 が い て ，着衣，お もち ゃ

の か た づ けな ど ， 身辺処理 の ほ とん どをや っ て あげて い

た。母親は 「こ れ で は い けな い 。過保護に な っ て し ま

う」 と何 度 か思 っ た が，祖 父 母 に頭 が あ が らず，っ い に

そ の 思 い を口 に す る こ と は で きな か っ た。そ し て，「わ

た し 自身，お じい ちゃ んや お ばあ ち ゃ ん の 態度 に 流 され

て ， 過信護に し て しま っ た」 と反省して い る。ま た 彼女

に は ，
Iuが 乳児の 時義父母 に 「赤ちゃ ん を と ら れて し ま

っ た 」 とい う気持がある 。

　考察 ： ム ッ と口 を閉 じ話 そうと も聞 こ うと もしない こ

と にみ られ る よ うに ， 彼 に特徴的 な保持 の 様態 （reten
−

ttve　 mode ） は，情緒面 を統制しつ つ 外界 と の 交流 を維

持 す る の に 必 要 な 自律性 ・進取性の 欠如 を 示 唆 し て い

る 。 開 か れた 世界 へ の 好奇心，遊戯 へ の 感受性 は 著 し く

抑え られ て い る．

　保護過剰が 「信頼」を保証す る もの で ない こ とは い う

ま で も な い 。Erikson が い うよ う に，「初期の 幼児的経

験 か ら得 られ る 信頼の 量 と い うもの は，食物 の 絶対 量 や

愛情の 誇示 な ど よ りも， む し ろ母親 との 関係 の 質に，大

きく依存す る も の の よ うで ある」 ま た ， 「食物 の み な ら

ず感覚的刺激を も，適当な量 だけ，し か も適 当な時間 に

与 え て や る よ うに 配慮 し な ければならな い 」 そ して な に

よ り も，自分自身を確立 レ （ い る 母親との 充実し た快い

相互作用を欠 くこ とは で きな い 。そうで なけれ ば，何 で

も受 け 入れ た い と い う乳児 の 意欲 は，混乱 した防衛機制

か ま た は 無感覚な状態へと変化 し て し まうか もしれない ・

か らで あ る。しか る に IU の 揚合 は どうだ っ た ろ うか。

も っ と も重 要 な 母 親 は 困難 な状況 に あ っ た
。 夫 の 度重 な

る不在，舅姑 に 対 し て 自分 の 考え を主 張す る こ との で き

ない 肩身 の 狭さ，そ して 「赤 ち ゃ ん をと られ て し ま っ た 」

とい う疎 外 感 等 々 ……
こ う した 母親 の 不安定 な 状態 ， そ

れ に 加 え て ，基本的 なパ ダーン が稀薄に され た未統制な

人 間的刺激 の 過多 ・溺愛 の お しつ け が，IUの 基本的信頼

の 様相 に深 く影響 し た もの と推 し 量 られ る。IUの 深刻 な

学業不 振 は，こ の よ うな背景 か ら理 解 され る だ ろ う。

　従 っ て，IUがこ う した状態か ら抜け だ すた め に は ， 曖

昧 に され て い た基本 的 な人 間関係 の パ タ T ン を確 立 す る

こ と，つ ま り安定 し た 親密 な 母子関係を回復 ざせ る こ と

が重要 に なろ う。こ うし た 配慮 の もとに ， 自分の こ と は

自分 で す る とい う身 辺 処理 の 自律化 へ の 働 きか け が 為 さ

れ な け れ ばな ら な い 。なお ，進 取性 の 未熟 さ に っ い て

は ， 遊戯療法が 有効 で ある よ うに思 わ れ る 。 実質的なセ

ラ ピイ は未 だ 開始 されて い ない が ， あ ま り協力的 で ない

父 ，祖父 母 の こ と を考え る と ， 早急 な効果を期待す る こ

と は む ず か しい よ うに 思わ れ る e

’

　事例 4 　K 皿 ♀ 来談時 9才 （小 4 ）

　　「Km に身体 を触れ られ る と ゾッ とす る」 とい う偲親

の こ とばは，Km の 不幸な背景を物語 っ て い る の み で な

く， 母親自身 の 深刻な事情を示唆して い る 。 た しか に ，

筆者が K 皿 を知 る よ うに な っ た きっ か け は ， 「不眠 ， 頭

重，対人 恐怖等」 をわ ず ら う母親 の 神経科受診 に あ っ

た 。 彼女 は慢性的な抑 うっ 状態にあ っ た。
Y −G テ ス トの

結果 は 典型的な E 型 の プ ロ フ ィ
ール を示 して い る。分析

的面接を 中心 とす
’
る 折衷法 に て 治療 を受け る こ と に な っ

た が ， そ の 過 程で 彼女 は 夫 に対す るひ ど くネガテ ィ ブ な

感情を 表明 した。結婚前の K 皿 の 母親は，現在の 夫と ち

が う男性 と深 い 恋愛関係 に あ っ た 。今で もそ の ひ との こ

と を忘れ ら れず ， 両親 に よ っ て む りや り一緒 に させ られ

た夫を 「ま じめ な 人 だ」 と は思 い な が らも， 心 底 か ら愛

する こ とは で きなか っ た。上記 の 症状を訴 え る よ うに な

っ た の は ， 結婚後 ま もな くの こ とで あ る。こ の よ うな不

安定な状況 の なか で Km が生 ま れ た。「与 え る 能力」 を

失 い つ っ あ っ た母親に と っ て ，Km の 誕生 は 不幸 な で き

ご と で あ っ た
。 自分の 娘に 対す る気持 は ， 最初 の 出合 い

か ら拒否的 で ， 通常 の 母親 の そ れ で は な か っ た 。 母親 の

こ うし た感情 は，Km が 「虚弱 で ，夜泣 き が多く，育 て

に くい 赤 ん 坊 だ っ た 」 とい うこ とで ます ます 強 化 され

た．そ の 後もね つ きが わ るく， 眠 りが浅 い と い っ た 状態

が続 き ， 落着きの な い 神経質な子 どもに な っ て い た。ま

た集中力 に 欠ける た め ， 入学後 の 成績は劣悪 で ， 担任 の

教師か ら 「やれ ば も っ と で きる の だ が」 とい われ た こ と

もあ る。娘に対する ネ ガ テ ィ ブ な感隋，及 び娘 自身にみ

られ る さま ざま な 問題点 を気 に し は じ め た 母親は ，
Km

を伴な っ て来所する よ うに な っ た。Km は利 口そ うな 顔

つ きをし た少女で，面接に もきち ん と した態度 で 応 じ一

見 何 も問題 が な い よ うな 印象
．を 与 え た

。
n 一ル シ ャ ッ ハ

・テ ス トを施行 し た が，こ の 年齢の 子 ど もに は め ず らし

く， M や濃淡に対す る感受性が強く，FM は 1 つ もみ ら

れなか っ た。対人 感受性 は 冒され て い な い が ， 自己抑制

的 で ，楽 天 性 ・
自発性 に 欠ける 緊縮的 な 性格傾向が うか

がわ れ た 。
Abra 皿 s，　E 　N ．（1955） の IQ 公 式 か ら，

125± α の IQ が予想され た。、な お，テ ス ト態度と して

は 次 の こ と が 特 記 され た。「た い へ ん お ちっ い て い る。

検査者 の 指示 に 素直 に応え る e 質問段階 の 説 明 の 際 に

は ， 図版 を検査者 の 見や すい 位釁 に 置 き，終 わ る と き ち

ん と元 に も どす。お とな っ ぽ い 対 入 配慮がみ られ る。し

か し検査終了後は ， 疲れ て ぐっ た りし て い る 。」

　考察 ：母親に と っ て もっ と も大切 な 与え る 能 力 に 欠

き，わ が子 と の 最初の 出合 い に失敗 し ， 夫 へ の 拒否的 な

感清を移入 し）．身体を触れ られ る こ とに嫌悪感を示す母
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親に ， 子 どもの 個人的欲求 に 対す る 敏 感 な配 慮を期待す

る ヒとはおそ ら く不可 能 で あろ う。新生児 は 「か れ が生

ま れ て きた こ と を歓迎 してや ろ うとす る 乳房の ，母親の ，

お よび社会 の 多少は調節され た能力 と意志 に 出合うの で

あ る （Erikson）」 とい わ れ て い る が ， こ の こ と に め ぐま

・
れ な か っ た Km は，彼女 な りの 感覚 ， 世界 に 対す る防衛

的な 態度を形成せ ざ るを得なか っ た。自分 の 存在を全 面

的に 受け入 れ て くれない ， それ どこ ろ が 「ゾッ 」 と し て

し ま う母 親 の 前で 「信頼」を確 立す る こ とは で き な い
。

に もか か わ らず当然 の こ とだ が脆弱な子 どもに と っ て ，

母親か ら離 され た 生活などは考え られ な い
。 む し ろ つ き

離され れ ば離され る ほ ど， し が みつ こ うとす る様態を身

に つ け て し ま うだ ろ う。そ の 結果 Km は，消極的 で 家

　（内） に と じ こ もりやす く， 安心 して 眠 りに つ くこ と の

で きない 神経質な子 どもに なっ て し ま っ た 。

　　な ts　Km に特徴的な こ と と し て ，対人 態度の 二 重傾向

が 指摘 され る 。 無邪気に 振舞 うこ と は拒絶され る こ と で 、

ある
……

そ の よ うな彼女 にとっ て ， 子 どもっ ぽい 欲求を

満た され な い ま ま に お し殺 し ， お と な ら し さを演技す る

よ うに な る の は 当然 で あろ う。来所時 の Km と母 親 の 間

の やり と りは ， 第三者に 「ま る で他人 同志 の よ うな 」印

象 を与 えた し，検査時 に み られ た Km の 細 か い 対人（検査

者）配慮 は普通 の 子 ど もの それ で は なか っ た 「反面 ， 他 の

問題児と の 合宿生活 で は，今ま で お さえられ て い た もの

が い っ ぺ ん に せ き を切 っ た か の ように，付き添 い の お と

な た ち に ベ タ ベ タ甘 え て い た 。基 本的 な信頼関係 の 欠如，

統合され ない 情緒 ， 緊張 と弛緩の ambivalent な 心的葛

藤等々 ，こ う した状態に おい て 十分な学業成績を得られ

な い こ とは む し ろ 当然 とい え よ う。
「積極的 に 自分 か ら

進ん で とりくむ （actively 　 take 　 initiative，　Sears）」 に

は，あま りに もそ の 基点で ある 「自信」 に欠けて お り，

」

防衛的 な対人配慮 の な か で 畏縮 して い る。な お，母親 の

不眠症 ・対人緊張 は大部軽快し た が ， 種々 の 都合 で 本質

的 な と ころ は ほ とん ど未解決 の ま ま ， 本例 との 関係を切

　ら ざ る を 得 な か っ た。

　　事例 5　Ca　8　来談時　17才 （高 2 ）

　　Ca ほ， 自分の 部屋 の そ うじ ， 学用品の 整理 な ど ， ご

　く単純 な 身辺 処理 もひ と りで で き な い ほ ど 自律心 に欠け

て い た。学業成績は 劣悪 で ， 次の 学年 に 進 級 で き る か ど

　うか の と こ ろ で喘い で い た。

　　Ca は，一
見 明 る く素直で 思 い や りがあ り，入 の 気持

　を損 うこ とを 恐れ る タイ プ の 育年 で あ る。友 だ ちづ きあ

　い が よ く，学級委員 に選ばれ た こ と もある。反面 ， 自分

　の 技能，学業成績 に 関 し て は強い 不 全感を抱 い て い る 。

　小
・
中

・高を通 し て 家庭教師 につ い て い た た め か ，独力

で 学習方法を工 夫 しようとす る 自発的態度に欠け ， 本人 ・

も 「ど うや っ て 勉強 し て い い か分 か ら な い 」 と訴 え て い

るL ま た 非常に 依存的で ， 進級 に 関 し て 「最後 に は 誰 か

が救 っ て くれ る 」 と い う意識があ る 。

　小 学 4 年 の 時，交通事故 で頭 を打ち ， そ れ 以来自分に

都合 の 悪 い こ とがお き る と 「頭 が 痛 い 」 と訴 え る よ うに

な り， も と もと保護過剰気味だ っ た母親 の 態度 を ま すま

す強化 し て し ま っ た。家庭 が裕福なた め ， 欲 し い もの な

らた い が い の もの は 買 っ て も ら え た。き れ い 好 き で 幾 分

神経質 な母親 は，Ca の 部屋が 少 し で もち ら か っ て い る

と さ っ さ とか た ず け て い た。彼女 に とっ て 息子 は今だに

赤児 の よ うな存在であ る。

　父親 は ， 会社で重要な役職に つ い て お り，
い わ ゆ るエ

リー トコ ース を歩ん で き た入 で ある。Ca の 成績に は 強

い 失意を抱い て い る 。 そ の た め息子 に は ， 自分 の 学生時

代の 自慢話を聞 か せ，高圧的に叱 咤す る こ と が 多 か っ

た。た ま に 良い 成績 を とっ て き て も，そ れ を当然 の こ と

と し て受け と っ てい た 。 なお ， 母親 との 面接が深 ま る な

か で 明 らか に され た こ と で あ る が ， 彼女 は，夫が ワ ン マ

ン で 横暴に振舞うこ と が あ っ た り，か つ て 浮気を し て い

た こ とな ど か らも， 強 い 不満不信 を抱い て い る
。

ま た 舅

（別居）は ，「子 どもが 悪 い の は母親が悪 い か ら だ 」 と

い う考 えを もっ て お り，そ の こ と を直接 い わ れ た こ と も

あ り，
「
彼女の 心的外傷 の 1 つ に な っ て い る。

　大学受験準備中の姉がい る
。 彼女 は Ca と異 な り，「女

の 子 だ か ら」 とい う理 南で き び し く育 て られ た。成績が

良く，こ の 点に 関 し て 弟 Ca に 対 して し ば し ば 権威的 に

な る 。
Ca 自身，姉 に対す る劣等感 が あ る。育児方針が

姉と弟 で 著 し く異 な っ て い た こ と も影響 し て か ， 2 入 の

問 に は一種の 断層が あ る。

　考察 と経過 ：幼少時か ら母親 に ．よ る保護過剰は， Ca

の 自律心 の 発達 を著 し く妨げた 。 しか もこ の 傾向 は ， 交

通事故をき っ か け と し て 拍 車 をか け ら れ，Ca の 自我 の

未熱さをま すます根深 い もの に して し ま っ た。ま た ，

Ca の 否 定的な 面 に し か注目 し よ うと し な い 父親 の 態度

は，彼 の 自己不全感 を一屑深刻 に し た。エ リートコ ース

を歩ん で きた強大な father　image は ， 家庭 にお け る父

親不 在 の 傾向と相ま っ て ，Ca の 男性同
一

化 に と っ て 欠

くこ との で き な い 適 切なモ デル の 欠如 を示唆 し て い る。

人 の気持 に取 り入ろ うとす る 彼の 態度は ， 拡散 し た 自己

同
一

性 を他者の ま なざ しを媒介 に し て 回復させ よ うとす

る 努力 の あらわ れ で ある の か もしれ な い ．「静 は・e
己の 勤勉の 感覚を， あ る

一
貫 し たパ ターン に集約 させ る

必 要がある （Maier ，
　H ．　W ．1965）」 とい われ て い る が，

Ca に お け る こ の 感覚の 欠如 は，い わ ゆ る働 くこ と の マ

一 22 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

矢吹 ： 学業不振 へ の 自我心 理 学的接 近
』

215
’

1

“

ヒ （work 　paralysis ）を導い て い る とい え よ う。そ の

他 ， 父 と母 の ， 母 と祖父 の ， ま た 本人 と姉 との ネ ガ テ ィ

ブ な 関係 の 微妙な影響も無視 で き な い で あ ろ う。こ の よ

うに ，学習意欲の 抑制要 因 は 多岐に わ た り，悪循環 の な

か で相 互 に強め あ っ て い る よ うに も思 わ れ る。治療教育

は した が っ て，こ の 悪循環を絶 ち切 る方 向 に 向け られ ね

ば な らな い
。 具体的 に は ，

CaO 生活習慣の 改善（自律化）

をうなが し，家族内の 対話に心 が け ， 特 に 父親は Ca の

状態像を理 解 し，否定 面 の み に 注 目す る こ と を改 め る 等

等 が 試み られ た。ま た Ca 自身 へ の 家庭教育は ， 今 ま で

の よ うに対症療法的な学習技術上 の 指導に の み闔執す る

の を避け ， 彼の 悩 み，特 に 状況 の 変化 に と もなう混乱 を

受け と め る よ うに っ とめ，勉強を強制 じな い で 自発性 の

発現を待 っ よ うに する 。

　家庭内の 人 間関係 の あ りか た が，長年 に わ た っ て 固定

し て き た こ とを考 えれ ば 当然 の こ と だ が ， こ れ らの 方針

は 強い 抵抗 にぶ つ か らざる を得なか っ た 6 きれ い ずきな

母 親 は い け な い と は思 い なが らもつ い 手 を出 し て し ま

う 。 優秀 な 父 親 は 息子 の 劣悪 な成績を み る と ど うし て も

感情的に な っ て し ま う等々 1 さま ざま な 困難 は あ っ た

が，自分た ち の 責任性 へ の 理解を深 め るに つ れ て ，少 し

ずつ 子 ど もた ち に 対 す る態度を改め る よ う
』
に な っ た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド

Ca 自身，徐々 に 自己 の 問題点 へ の 洞察を深め，少 し ず

つ 自律性が で きて きた 。 現在セ ラ ピイ 開始後約半年を経

て い るが，学習意欲 は よ うや く回 復 し，自発的 に勉強 の

方法を工 夫 し よ うとす る態慶がみ られっ っ あ る 。 今後の

．
問題 とし て多くを残 し なが らも，自我 の 未熟 さは か な り

改善され た とい え よ う』

　事例 6　 Tm 　♀　来談時 18才 （大 1 ）

　　「大学 （短大英文科）入学後約 3か 月 に な る が ， 学業

への 興味は全 くない
。 大学に は た まに し か 顔を出して い

な い 。あせ りは あ る が，ど うし て も意欲がわ い て こ な

い 。無気 力 ・疎外感 ・ば くぜ ん と した 不安 に お そわ れ ，、

し ば し ば胸 を圧 迫され る よ うな心 悸昂進 に 悩ま され る。

下痢や頭痛 は慢性的に な っ て い る。」 Tm は ， 以上 の よ

うな 主訴 をもっ て ，母 親 に つ きそ わ れ て 神経科 を受診 し

た
。 入学 を熱望 し て い た 第

一
第二 の 志望校 の 入試 に失敗

し ， 現在籍を お い て い る大学は 「す べ り どめ に受け た大

学」 で あ る。ま た ，ミ ッ シ ョ ン 系で あ る た め，「そ の 宗

教 的 雰囲気 に は ど うし て も な じめ な い 」 と訴 え て お り，

大学に対する強 い 不満を抱 い て い る。

　Tm
’
は ，一

見 自己 抑制的 で 礼儀 正 し く，面 接 の 際 に は

ふ し 目が ち に 物静か に話すい わ ゆ る 箱入 り娘 とい っ た タ

イ プ の 女性 で あ る。東京郊外 の 農村地域 に育 ち， 家 が裕

福 で あ っ た た め，幼 い こ ろ か らま わ りの 友だ ちか らは 特

別 な 目で み られ て い た 。 また勉強 もよ くで き た 。 小学中

学を通 して ，学校の 先生 か ら．は ず い 分 か わい がられ，本
人 に よれ ば，r実力以 上 に ちや ほ や され た」 そ うで あ る e

「今で も よ く，い い 娘 さ ん で すね と人 か らほ め られ る」

と母親 は い っ て い る 。

　大学を卒業 し た ばか りの 4才 年上 の 兄 が い る
。 彼 は 学

校暗代を通 し て ，常に 優秀な成績をおさめ て きた。 T 皿

は幼い ころ か ら，兄 に対す る競争心 をもや し て き た 。

「あ ま り勉強も しな い の に で き るの で うらや ま し い e 兄

は
一

流大学を受け て 全部パ ス した の に わ た し は だあだ っ

た 」 とい う。Tm に よる と， 兄 は母親 の ，自分 は 父親 の

そ れ ぞ れ お 気 に 入 りだ そ うで あ る
。 実際 父 親 は，Tm の

こ と を 「目 に入 れ て も い た くな い 」 ほ どか わ い が っ て き
　　　　　　　　　 の　　　ゆ　　　ロ　　　■　　　’　　　り　　　　　　　　
た。一方母親か らは 過 剰 に 干渉 され た。しつ け は微に 入

り細 を うが ち ，
つ ら い こ と に は し ば しばそれ が 兄 との 比

較 に お い て な された。彼女が自由に動け る領域 は 極端 に

せ ばめ られ て い た。それ で も小学生 の こ ろ ま で は ， こ う

し た環 境上 の 問題点 を カ モ フ ラージ ュし，母親 の 期待 に

こ た え る だけの 余裕はあ っ た。 実際 そ の 結果 も， まわ り

の 人 々 の 賞讃を 受ける に 十分価し た 。 し か し，中学に 進

ん だ こ ろ の 彼女は ，他 入 に い ろ い ろ 気をつ か い すぎる緊

張 の 強 い 少女に な っ て い た Q 「例 え ば ， 先生 へ の あい さつ

を忘れ牟ζ とをい つ まで も苦に して い る とい っ た具合 で

あ る
。 も とも と活挙で は な か っ た が ， ますます消極的な

態度を強 め た
。 中3 の 時，国語 の 授業中本を読まされ て

し くじ り ， ずい 分 は ずか しい 思 い を し た。そ の 時 の シ ョ

ッ ク以来 ， 同 じ よ うな場面 に お か れ る と，動悸 が 激 し く

な り声が で なか っ た り ， 上ず っ た りし て ， 落着きを失 う

よ うに なっ て し ま っ た。学業成績の 低下 がみ ら れ は じ め

た の は
．
，そ の こ ろ か ら で あ る。

　 ロ ール シ ャ ッ ハ
・テ ス トを施行 し た と こ ろ ， 16の 反応

を得た。領域因子 と して は 全体反応 が 著 し く，（W ％ ＝

88）， そ の 内容 も結合的 な もの が 多 い
。 具体的で直接的

な環境 へ の 関心 に 欠け る嫌い は あ る が ， 構成力や抽象力

にすぐれて 睦 る とい えよ う。形態水準 も非常 に 高 く （F ＋

％ ＝ 100）， しか も3 個 の 優秀形態反応を含 む 。
FM ： M

＝8 ：2 の 比 率 か ら未熟な面 が うか が わ れ る が ， M 反 応

は両者と も優秀形態 を伴な っ て い る 。そ の 他，F ，　 m ，

FC
，
　 Fc

，
　 FK

，
　 FCI 　 CF

，
　 Csym の 反応がそ れ ぞれ適度

に なされ て お り ， 少なくと も情意面の 貧困や知的未分化

をうた が うこ とは で きない
。
Abrams の 公 式に よ る と，

115 以上 の IQ が予想され る 。 な お ， 「目が つ りあが う て

こ わ い か お を して い る牛 （1）」， 「たまで うた れ て 血 を

流 して い る 犬 （1 ）」，「権威の あ る入がい す に す わ っ て

両 足 を前 に ズデーン ど なげだして い ば っ て い る （IV）」

一 23 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

216 教　育　心・　理 　学　研　究　　第19巻　　第 4 号

等の 反応 は ，
Tm の 感情状態 を よ くあらわ し て い る よ う

に 思 われ る
ρ テ ス．ト態度 と し て は ， 自信 に 欠 け ， 「どう

もス ミマ セ ン 」 を く りか え す こ とが 特記 され た。

　 考察 ； dominant な 母 親，自分 の ア イ ドル の よ うに か　　　　　　　　　　　　　　　　　し
わ い が ワ て くれ る 父親，強制 され た モ デル と し て の 兄 ，

そ して 特別な 目で 見，ちや ほや す る友だ ち や先生等 々 の

存在 （圧 力） に よ っ て Tm は，自律 的 な真 の 自我 を 発

達 させ る 余地を著 し くは く脱され ，一種 の 虚像の な か に

は め こ まれ て し ま っ た。与 え られ た 正 当な発達課題 との

対決 を 通 し て 自已 の 主体性 を確 立 し て い く と い う過 程

は ， こ の 虚像 ，
つ ま りお しつ け られ た良い 子像を守 り，

維持す る とい っ た不毛な仕事 に す りか えられ た 。 そ れ を

な ん とか 成就で きる 間は そ れ で もよ か っ た 。 し か し，

「自分は 何 で あ り何 に な るべ きか」 とい う内的世界 の 再

統合を課せ られ る時期 （青年期）の 到来 と と もに ， ま た

現実 に 要求され る 課題が過重 に な る に つ れ て ，防衛作用

と一
定 の 能力 に よ っ て 維持 され て きた虚像も侵 されざる

を得な くな っ た。「わ た し の こ とを他 の 人 は ど う思 っ て

い る の だ ろ うか」 こ の こ とがひ ど く気 が か りに な る。自

分 が感じ る 自分 の 姿で は な く， 他人 の 眼に 映 っ た 自分の

姿 に一
方的に 心 を うばわ れ て しま う。 自意識が 過剰 に な

り，強 い 対 人緊張を示 す よ うに な る e 特に知的 な 面で の

評価が為 され る対人 場面 は ま わ りか ら期待され て い る 自

己 鱇 と 現実の 自己像 と の ずれ が露わ に さ れ る危険に 満

ち ， Tm に と っ て 大きな脅威で あ る 。 引っ 込 み 思案 に な

る こ と は ，そ う し た 脅威 か ら自己 を防衛す る た め の 1 つ

の 手 段 で あ ろ う。こ の よ うな 機制 は ， 読み か た に 失敗 し

た 際 にみ られた ひ どい 混乱 に す で に暗示 されて お D ， 現

在 の 状態像 の な か に 顕著 に 示 され て い る。

　熱望 し た 大学 の 入試 に 失敗 し た とい う事実は，特 に 兄

との 比較に お い て ，
Tm に知的弱小感 を意識させ る もの

で あ り， こ うし た状況に 直面す る こ と は ， 賢 い 良い 子 像

をお しっ けられそれ に 固執 しf きた彼女 に と っ て 耐えら

れない こ とで あ ろ う。もちろ ん 知的領域 を回 避する こ と

に よ っ て 問題 が 解決す る わ け で は な い。回 避 す る こ と

も ， 直面す る こ と と同様 に 彼女の 良い 子像と相入れ な い

か らで あ る。「学習の 忌避 は，、防衛的要求 を 満足 さ せ る

が ，混 乱 を招 く こ とがあ る 。
こ う した二 重 の 紐 は，わ れ

わ れ の 社会 に お い て 成長す るす べ て の 人間 の 免 れ な い 状

態で もあ る （Bruner）。」進退 きわ ま る深刻 な ジ レ ン マ

は ，不 安感情を募 らせ る
一・

方，生 理 的 次元 に 反 映 し種 々
　 ぐ

の 身体症状をもた ら し て い る と い え よ う。

　現在 Tm は ，大学 に は 自ら休学願 い を提出 し ， 分析的 「

面接を中心 とす る心 理 療法を受 け て い る．

　　　　　　皿　総合的考察及び総括

　 こ れまで み て きた 6 事例 に 共通 し て い る こ と は ， 学業

不振 の 背景 に 神経症的葛藤 が存在し て い る こ とであ る。

しか もそ れ ら の 葛藤は，rigid な 行動的 ・精神的様態 と

して 自我面 に定着して お り，個々 の 生活歴
・家族力動性

と の 関連 に お い て は じめ て と ら え る こ とが で き る も の で

あ る
。 と こ ろ で Freud，　S．（1926）は ， 神経症的葛藤 に

つ い て 「神経症をお こ す原因 と なる よ うな，衛動 と超 自

我， 現実問 の 葛藤 の 状態 に お か れ る ときに， 自我 が 利用

す る あらゆ る 手段を防衛 と い う用語 で よ ぶ こ とに す る 」

と述 べ て い る。こ の よ うに定義 され る防衛 の 概念を導入

す る こ と に よ っ て ，っ ま り Bruner ，J．　S．（1966）の こ と

ば を か りれ ば ， 「人間の 知的生活 に防衛が投げか け る 反

映に焦点 を置 く」 こ とに よ っ て ， 学業不振の 諸様相を よ

り的確に と ら え る こ と が で きる よ うに 思 わ れ る 。 そ し

て ， 「神経症的葛藤が原因 で学業不振 に 陥 っ た」 と い う

曖昧 な表現 か ら歩 を進 め て，「神 経症的 葛藤 が 何故 に 学

業不振 を導い た か 」 に つ い て 考え て み る こ とに し よ う。

　　　　　　　 ／
／
’コー一’t−一”’L’S−S

＼ 一
丶

　　　 才rl聖経症 的 葛藤 　　　　自我 防衛 　　　　 学業不振

　 　 　 　 　 　 　 　
丶曝丶、、　　　　　　　　　　　　 ノ！ノ

否定 的 な先取 的 構造

　 と こ ろ で ，人 間の 知的生 活の 基礎を 成 し て い る 言語や
1
観念過程は ， 防衛作用の い か な る影響下 に あ る の だ ろ う

か。Dollard
，　J．＆ Miller，　N ．　E．（1950）は学習心 理 学的

な視点 にお い て ， 防衛特 に 抑圧 を不安の 減少 に よ っ て 強

化 され る言語行動の 自動的回避 （automatic 　avoidance ）

と し て と らえ て い る 。つ ま り抑圧 は ，回 避反 応 と し て の

思考 （知的活動） の 休 止 で あ り， こ の こ と は結果的 に

　「不安 の 回避」 を導 く， と考 え られ る の で あ る。観念過

程 の 貧困化 は ，持続的な 防衛 （抑 圧 ）作 用 に よ っ て も た

ら さ れ る。Frend が強調 し て い る よ うに ，抑圧 は ， 1回

限 りの も し くは完 了し た 活動 で は なくて ，
エ ネル ギーを

持続的に 消費 し つ つ 常時更新す る過程 で あ る。従 っ て 抑

圧 は ，そ の 程度 が ある 水準を越 え て い る よ う な場合 に

は，広 く般化 し当初抑圧 され て い た素材に関連す る 多 く

の 観念を後退 させ ， 結局
一
般的な知的減退 を も た らす こ

と に な る 。こ の こ と を Holtzman ，　W ．　H ．と Gardner ，

R ・W ・（1959）は、， 水準化
一
強調化 （leveling−sharping ）

と よ ばれ る 認識の 形式的特徴 との 関連 に お い て，「記憶

要素が相互 に 同化 し 融合 し ， そ の 特殊性が損わ れ る よ う

な 記
．
隠体系は，……防衛作用の 有効な指標 と して の 意義

をもち得る 」 と述 べ て い る 。
Horney

，
　K ．（1937） も同
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様に ， 不安 の 回避を促す もの と し て 「抑制の 機能」を重

視 し ， それが 精神而 に あ ら わ れる と き ， 精神集中，知的

活動が妨げられ る こ とを示 し た。つ ま りそ うし た人 の 自

我 に とっ て，進 取 的 な精 神 活動 そ れ 自体が，そ の こ と に よ

っ て 不安が換起 され る と い う意味で ，
一種 の 脅威な の で

あ る。以上 の よ うに ， 防衛 の 働 きに よ っ て 知的潜在力 の

効率 が妨げられ て しま う こ とは す で に 明 ら か に され て い

る が ， こ こ で は よ り巨視的 な レ ベ ル で ，学習課題 へ の 接近

に 抵抗 して 防衛 をもくろむ行為に つ い て 考 え て み た い 。

　先 にみ た発達 心 理 学的 な観点か ら 防衛の モ デル 様態を

と ら え よ うとす る と き，そ れ がす で に 以前の 段階で 先取

りされ て い る こ と，つ ま り防衛的 な認知や 行動が以前 の

環境や そ の 他 の 条件で す で に支配的 になっ ．て い る ご と が

分 か る 。Bruner は ，こ の よ う な 現象を 「先取的隠喩

（preemptive 　 metaphor ）」 と い うこ と ぼで よび，
「
示唆

に富む所論を提出 した．

　 「人 間 は学習 の 因果的な 過程 に身 をゆ だね る こ とは で

き な い
。」Bruner に よ る こ の 視点 は ，人間の 知的生 活 を

云 々 す る 際 に 欠 く こ と の で きな い 前提 で あ ろ う。入間 は

単 に環境 に よ っ て 条件づ け られ る の み で は な く，自らの

「創造 （invention）」 を主張す る。　Bruner は 入 間存在

の もっ と も特徴的な 面 と して ，「学習す る意志」 を あ げ

て い る 。 彼 に よれ ば ， ほ と7Yどす べ て の 子 どもは 内発 的

（intrinsic）と よばれ る動機，つ ま り陽気 な楽 し み の た め

に こ と を処理 し よ うとす る 傾向を有して お り， 後 目の 知

的活動の あ りか た は ， こ の 動機 の 原型 で ある 未分化 な 好

奇心 が よ り強力か つ 知的な探究心 へと切 りか え られ る か

否 か に か か っ て い る。従 っ て，受動的 ・感受的 ・偶然的
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な好奇心 の 形態か ら，持続的かつ 能動的なそ れ へ の 移行

が必要 に な るの で あ る。こ りよケな移行過程は自我 の 発

達 と い う視点か ら，信頼 （対不信） か ら同
一

駐 （対同
一

性混乱）、ま で の 自我 の 過 程 と し て と ら え る こ とが で き．よ

う。 そ うす る こ と に よ っ て は じめ て，誤題 の 諸要求 に 積

極的 に 「対 処 」 す る 行為 （conflict 　free　 process ） と，

課題 の接近 に 抵抗 し て 「防衛」 をもくろ む 行為 （confli ・

ct 三ng 　process ）が 明らか に され る 。 なぜ な ら，こ れ らの

相反す る 傾向 を以前 の 発達段階に お い て 支配的 で あ っ た

pQsitiveなま た は negative な先取的構造 の 反映 と し て

み る こ とが で きる か らで あ る 。
Table　1 は 以上 の 見解を

ま と め たもの で あ る 。

　Ya は そ の 幼児期 を通 し て ， 自分 の 遊戯能力 を確 か め

る模型をもっ こ とがで きな か っ た 。
Ya の 無邪気 な 欲求

を抑剃 し よ う と し た 母親の 態度は ， 彼女 の 緊縮的な 自我

特性と して 取 り入 れ られ ，環 境世界今 の 進取 的対 処 を避

け よ うとす る防衛様態 を も た ら
’
した。無邪気 な欲求

一
そ

れ が末知な る もの へ の 好奇心 を促す基本的資質で あ る と

し て も一は，多忙な 母親に と っ て ， そ し て そ の 必 然 と し

て 娘 Ya に と っ て ，い ま わ しい もの に すぎな か っ た か ら

で あ る 。 しか る に学習を遂行し よ うとす る と き ， 教 え ら

れた こ とや読ん だ ご と をた だ記録す る だ け で は不十分 で

あ る 。 そ れ らを積極的 に組織化 し ， それ 以上 に 突き進 む

努力 が必 要 に な る。与 え られ た学習課題 を避 け よ うとす

る Ya の 防衛的傾向 （学業不振 の 状態）が，彼女 の 乳幼

児期 にみ られた環境と の 関わ りか た の な か にす で に先取

りされ て い る こ とが理解で き よ う。Iu
，
　 Km ，　 Ca ，　 Tm

に つ い て も同様の こ と が い え る 。
IU の 「先生 の 話を聞こ

重

Table　l 各発達段階で 基礎 づ けられ る 学習 の 様態

　〔成　功〕

葛藤過程をま

ぬ がれ た様態

　〔失　敗〕

葛藤過程を含

む 様態

口 唇感覚時代

　〔信　　　頼〕

機能的統一体の 構

成 。

全 て の 「うまくや

る能力」 の 基礎。

　〔不　　　信〕

自らに 閉 じ こ も る

こ と ま た は ，衝動

的で 非現実的な 近

道反 応 。

筋肉肛門時代

　〔自　律　

適度 の 自己

例 え ば，学

に 生 じ る 欲

に よ る情緒

の 適切な操

運動性器時代

　〔疑　惑
・
恥〕

だ ら し の な い ま た

は 強迫的な学習態

度 。

潜　 在　 期

〔勤 　 勉〕

　世界 を 支配す る 現

実的法 則 べ の 適

応。例え ば ， 知的

活動 を 高 く評価す

る 人 と の 同
一

化。

　〔罪　悪　感〕

内面化 された 障壁

に よ る抑制傾向。

　〔劣 等 感〕

学習事態 か ら の 逃

避。

粘 り強 さ の 欠如。

　青　 年　 期

　〔同　
一

　性〕

従来 の テ ーマ に 関

連す る構成要因 の

再検討 と統合 。

知的活動 にお け る

役割の 適切性 ・一

貫性の 維持。 ．

　 〔同
一

性混乱 〕

学 習す る こ と へ の

無意味感 。

集中力 の 欠如 ま た

は
一t

方 的 な 活 動 へ

の 自己破懐的な 没

入 。

一 25 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

218 教　育　b 　理 　学　研　究　　第 19巻　　第 4 号

うと も し な い し ， 自分o 思 っ て い る こ とを言 お う と も

し な い 」 とい っ た 態度 の 先取的隠喩 は ， 未統制な人 間的

刺激 の 過多 ， 溺愛 の お し つ けに対す る防衛的 な保持様態

に み る こ とが で き よ う。
K 源 に特徴的な内に と じ こ も り

やす い 傾向や arnbivalent な心理葛藤 は，よ り悲劇的な

か た ち で ，£
−J性 を な く し た 不幸 な 母親との 不幸 な関係 の

な か に 先取 り
「
され て い る。Ca や Tln の 場合 は ， 彼ら の

年齢が示 唆す る よ うに ， よ り複雑で あ る。 Ca の 状態像

の 原型 は ， 基本的 に は 自律 自発性 の 確立 を妨 げ た幼児期

か ら の 環境 の あ bか た に み る こ とが で きる 。独力 で こ と

を為す こ とを要求 され る 学習事態 に 直面す る とき，困難

な 現実 を避け安着 で きる 先取的隠喩 と の 融合 （退 行） を

は か る よ うに な っ た の もそ の ゆ えん で あ ろ う。ま た ，

Tm に 特有な様態 は母親 の 過剰干渉を基点 とす る 他者 の

ま な ざ し の なか で 決定 さ れ，歪 め られ て きた と い え よ

う。彼女 に と っ て 知的面 の 評価 が燕され る 状況は ， 幼 い

こ ろ か ら期待 され強制 されて きた 自己像 と現実 の 自己像

との 亀裂 が し ば し ば露 わ に され る 脅威場面 で あ る。引 っ

込 み 思案 は こ うした 脅威に 対す る 防衛傾向の あ ら わ れ で

あ る と い え よ う。以上 の 観察 か ら次 の Bruner に よ る こ

と ば が 明 らか に な る で あ ろ う。

　 「防衛を支持 し，対処 を実質的 に不可能 に す る よ うな

学習の 基礎 とな っ て い る の は，先取的隠喩 の ほ とん ど癌

の よ うな成長で あ る 。」

　 と こ ろ で ，
Ak にみ られ た 状態像 は ， 以上 とは 異 な っ

た観点 か ら と ら え られ よ う。先取的隠喩 の 発想 は 字義の

通 り，先取 りされ た構造 を 包含す る状態像 を 問 題 にす る

と き に の み有効 で あ る
。

し か る に 彼 は ，発達 の 比 較的初

期の 段 階 に ある 。 彼 に特徴的な防衛 の 様態及びそ れ に由

来す る知的減退 は した が っ て ，彼を と りまく直接的な環

壕に よ っ て ，つ ま り，正 当な甘えを拒否 し
一

方的な str
・

ucture の お し っ け を も くろ ん だ お と な た ち の 育児観 に

よ っ て もた ら され た とい えよ う。 こ の よ うに考える こ と

は ， 治療実践の 上 で きわ め て 重要 で ある 。 な
．
ぜ な ら，

「小児 の 神経症 は，そ の ほ とん ど が環境反応型 の ……い

わ ゆる 周辺 神経症だ とい っ て よい （黒丸 正 四郎　1959）」

と い わ れ て い る こ とか ら も 明 らか な よ う に，一般的 に は

年齢 が 低 け れ ば低 い ほ ど 母 親 面 接 （い わ ば環境調整） の

効果 の 高まる こ とが 期待され る か ら で あ る。

　こ こ で ， 忍耐や努力 の 特性 に つ い て触れ て み よ う。

Ya の 知能検査や Km の ロ ール シ ャ ッ ハ
・テ ス トの 施行

時に み られ た 彼らの 「忍耐 ・努力」 が何故 に 「緊張 ・疲

労」 を と もなっ て い た の で あ ろ うか 。 こ うし た神経症的

な背景をもつ 努力 と真の 勤勉感に基礎を置い て い る 生産

的な努力 と で は ， い か な る面 に お い て 異 な る の で あ ろ う

か。心的 エ ネル ギー論 の 観点 か ら次 の こ とが い え る だ ろ

う。
’
学習遂行時 に お け る 心 的エ ネ ル ギーは ， 学 習 へ の

「対処」 に の み 充 て られ の で は な く， 抵抗 を も く ろ む

「防衛」の た め に も費や され る の で あ る 。 従 っ て ， 正 常

な対処 を妨げよ うとす る 強い 防衛が働 い て い る 場合 ， 実

質的な遂行 を強制 され る と し た ら ， 正 常 の 場合 と くらぺ

て倍以 上 の エ ネル ギーを要す る こ と に．な る （Fig．1）。

（a） cat｝1exis

（b）　　　cathexis

atask

O
 

c・un ’・・ca ・h・ x ’s
’

　　　　Fig．1 学習遂行時 に 充て られ る心 的

　　　　　　　 エ ネル ギーの ベ ク トル

　 こ うし た 「対 処 」 と 「．防衛 」 の もつ れ，い わ ば cathe −

xis 　 vs ．　 countercathexis の あ つ れ きは ， 神経症的な人

の 学習活動 を特徴づ けて い る よ うに思 わ れ る 。勉強をは

じ め て もす ぐに 疲れ て し ま う，努力 の 割に は 成果が 少な

い とい っ た タイプ の 学業不振 の 状態像 は ， こ うした 機制 、

に よ っ て説明され る の で は な か ろ うか。彼らへ の 臨床的

働きか け は ，弱化 し た 防衛的 自我を再 び健康 に し，そ の

Ac ］iicvement

積極 的に 目分

か ら遊 ん で と

りくむ こ と

幡 報 探 剰

状況 の 現 実的

認知 と欲求不

満 に よ る情緒
反 応 の 統制
憫 題意識の発生｝

譲紘 飄 曝論晶 ，

細 1
墜匙

… … … ＋一一u−−J−”！

丿

一
毅
的．
反

応
体
系

媒
介

機
構

自
我
の

発
達
過

租
（
先
取・
的

隠
喩

（＋）
…・・

課題の 諸要求への 継 的な 「対処 、 誌 向する

（→……課 題への 接近 に抵抗す る
「防衛 」 を志向す る

　 　 〔記 1懺の 媒介機構が 十分 でな い 松態）

Fig．12 学習課 程 を促 す要因 の 発達 的 構造 （仮説）
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中性化機能 （neutralizat 三〇 n　 function） を回復させ る こ

と に意義があ る よ うに 思わ れ る。

　ヒれ ま で の 所 論 で筆者 は ，学業不振の 背景に，神経症

的葛藤に由来す る防衛作用を、想定 し ， し か もそ れ らが 自

我発達 の 力動性 ，い わ ば先取的隠喩 （発達の 初期に おい

て は 直接的環境） と の 関係に お い て と らえられ る こ と を

み て きた 。

　Searsは学習過程を導く媒介機構 とし て ， 現実的見通

し，適 切 な 自己 評価 と統制 ， 抑制の 除去，適切なモ デル

との 同
一

視 ， 役割の 適切性等 々 をあげて い る。こ れ らの

特性は ， 学習が遂行 され て い るま さにそ の 時点 にtSYNて

作用す る 要因及び そ の 基礎 に な る資質 とみ ら れ て い る

が ， こ れ ま で み て き た よ うな観点 か ら，そ の 縦 断 的 構造

への 理解 を 深 め る こ と がで き る よ うに思われ る。Fig．？

は，自我構造 の 適切な発達が，学習遂行 に欠 かせ な い 媒

介機構 を保証 して い る様相を図示 し た もの で あ る 。
つ ま

りこ の 仮説 は，個 々 の 学習の 正 常な遂行 は ，
life　history

と い うひ とつ の 大き な課題を解決す る こ とに よ っ て得ら

れ る素地 （媒介機構） を前提に して い る こ とを 示唆す る

もの で あ る。
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AN

                            ABSTRACT.
                           '

EGO-PSYCHOLOGICAL  APPROACH  TO  UNDERACHIEVEMENT
                '

           Case  Studies on  Learnirig' Blocks as  Ege-Defense-

                                                                  '                  '
                                                                   tt

               , by                            '

                      , Shoji Yabuki
                        '

                  7'bdyo Uni'versity of Education

 . What  are  the  personality  factors which  charac-

terize  an  underachiver  ? The  author  looks into this

prob]em  from the  viewpoint  of  psychoanalytic  ego

psychology. He  considers  7 case  studies  of  under-                   '
achievers  troubled  with  neurotic  conflicts,  That

which  is called  a  healthy underachiever  is beyond

the  limits of this study.  The  hypotheses from this

study  are:                   '

  1) Using the  concept･"ego  defense", we  can

apswer  

'the,.question
 

"Why
 do neurotic  conflicts

  bring about  underachievement?"  whereas  .before,

the expression  
"Neurotic

 conflicts  bring about  un-

derachievement,"  didn't solve  any  basid problems.
'
 2) For  someone  with  a  certain  type of  defensive

ego  structure,  it is a  threat  ,to be  also  endowed
                                      t t           '
                        '

with  a  high  will  to learn, because he must  meet

'new
 situations  which  create  anxiety,  .

 ,3) The  way  that  the  ego  defense mechanism
                                               '
urges.  him  to avoid  the  learning situation,  is a

distinctive mode  which  helped him deal with  his
                                              '                                       '
formative e\periences.  

'
 , ･

  4) Therefore,  from  the  viewpoint  of  the  theory

of ego  development, the typical crises  of  the  ego

structure  at  each  developmental stage  may  be reco-

gnized  as  important  contributing  causes  in influe-

ncing  the  learning process;  and  the  crises  

'help

determine whether  the  process is positiye or  nega-

tive, positive being a  coping  r,esponse  and  negative

being a  defensive response.  
'

'

s
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