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展　望

学 習障害児 指 導 に 滋 け る 心 理 　教 育的 立 場

一 神経 心理 学的 立場 に対 し て

角 本 順 次
＊

　伊藤氏 は 本誌第23巻第 ユ号 （1975 年 3 月） に 「学習障

害 と治療指導」 と題す る 論文 を寄せ ， 学習障害は神経心

理 学 の 立 蝪か ら研究さ れ ね ばな らな い こ と を主張す る と

と もに，単 に 心理診断や そ れ に 基 づ く治療 に と ど ま る こ

と の 危険性 を強調 し て い る。こ れ に対 し て 筆者 は ， 学習

障害 が心 理
一教育的研究 の 課題 で もあ り，む し ろ 学習障

害 とい う概念自体が こ の 研究方法 か ら出発 し た も の で あ

る こ と，そ し て こ こ か ら価値 あ る 発展 を と げ て い る こ と

を明 らか に し た い と考え る 。

　伊藤氏 も指摘 し て い る よ うに ，学習障害 は そ の 特異性

の ゆえに神経学か らの 学際的臨力 が 必 要 で あ る。しか し

な が らそ の 学際的協力 と い う もの は，各領域 に お け る研

究 が 保障され て こ そ そ の 成果 の 上 に成 り立 つ も の で あ

り，は じめ か ら ひ と つ の 研究領域 を基礎科学 に 従 属 さ せ

て は発展 が期待 で き る もの で は な い
． お よ そ障害児 の み

に 限 らず ，児童
一

般の 教育 が 神経学 な い し 医学的研究 に

負う と こ ろ が あ る の は 当然と し て も，他方 で は ，相対的

に もせ よ独自の 心 理学的，教育学的研究 に ま つ と こ ろ

が 大 き い こ と を考え れ ば，ひ と つ の 領域 に の み 依 存 す

る こ と こ そ 危険 で あ る。ま し て ， ゲ シ t・タ ル ト心理学が

G ・ldsteinの 神経心理学 に 大 きな 影響 を 与 え た 例 も あ

P，い た ず らに 上 部構造 を下部構造に従属 さ せ る こ とは

学 問 の 進歩 に 益する も の で な い 。

　 以 下 ，学習障害を心 理
一教育的見地 か ら な が め る こ と

とし ， ま ず神経心理学 か ら の 見 方 と異 な る点 を，研 究 の

歴 史 と現状を展望す る 中 で 明 らか に し ， 次 に ， 氏 が ふ れ

て い な い 教育上 の 実際的 な 問題 と 今後 に わ た る 課題 と を

検討 して み た い
。 し た が っ て 本稿は ，単 に 伊藤氏への 異

見 と い うに と ど ま らず，教育 の 現実面への 新 た な考 察を

含 む もの で あ る。

学習障害児の 心理
一
教育的研究 の 経過

学習障害児研究 の 歴史は，1940年代 の Straussらに よ

＊　鳥 取 大 学 教 育 学 部

る 脳損傷児研究 に さか の ぼ る，彼 らの 研 究 は 脳 損傷 （外 因

性 ）精神薄弱児を対象 とす る もの で あ っ た が，そ の 知見

は ま ひ や知的欠陥を もた な い ，微細脳損傷児をも包含す

る も の で あ っ た し （Strauss　et 　al ，1947，ユ955），
　 Cruick−

shank （ユ969） も，現在行われ て い る普通知能 の 脳 損傷

児 の 教育研究 が．当初 の 外因性精神薄 弱 児研究 に 由 来す

る こ とを認 め て い る 。

　Strauss らの 研究 に つ い て は ，そ の 診断基準に 問題が

あ る とす る 批判 （Sarason ，1949），損傷 の 部位，範囲，

程度 な どの ちが い や，また過去 の 経験 ， 現在の 環境，生

理的条件 を無視 し て 「脳 損傷児 」 と 沁 う名 で そ の 行動特

性を単純化 し 過ぎて い る と い う批 判 （WOTtis ，1956），

脳損傷児 の 心理的，教 育的特性 は 多様であ 1），単一
の 教

育法 な どあ りえ な い と い う批判 （Gallagher ，1960 ）に 代

表 され る さま ざ ま な論議が行わ れ ，わ が国で も同種の 意

見 が 発表 さ れ て い る （田 中，1960，伊 藤 ，19611，962）。

　 こ の よ うな 状況 の も と で Gallagher （1957） は，「脳

損傷 と い うあ い ま い で 過度 に 単純化 され た カ テ ゴ リ
ーに

基 づ く研 究は 限界 に 来 て お り，今 後は ふ た つ の 研究方法

が 分 か れ て 行 くで あ ろ う」 と述 べ ，研究 の そ の 後 の 発展

を予見 し た。彼に よれ ば，そ の ひ と つ は 神経系の 構 造と

行動 への 機能化 と を結 び つ け る もの で ，そ こ で は 異 な る

損傷部位 とテ ス ト結 果とが 比較 され る こ とに な る 。 もう

ひ と つ は，抑制欠如 と か知覚能力 とか 言語発達 と い っ た

心 理 的特姓を教育上 ど うと らえ る か を考 え る も の で ，こ

の 場合は 医学的診断 とは 独立 に ，こ れ らの 特性そ の も の

の 研究 が行 わ れ る こ とに な る。

　 こ こ に 見 られ る ふ た つ の 研究 方法 の うち ， 前者 が 伊藤

氏 の い う神経心理学的方法 に あ た る で あ ろ う。し か し な

が ら後者 の 立 場 こ そ ， 脳損傷児 の 心 理 一教育的矧面 に重

きをお く人 た ち の もの で あ り， 幾 人 もの 指導的 な研究者

に よ っ て 確認 さ れ て い る。すな わ ち
一 「脳損傷は 神経

学者 の 固有の 領分だ が，脳損傷児に 生 じ る知覚 の ゆ が み

や ， 抑制欠 如 や，連合の 欠陥は 教 師と心理学者 の 領分 で

あ る （Oallagh£ r，1957）」 「伝統的 な 神経 学的 レ ポ ー ト
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は教育計画 に あま り役 に 立 た ない の に，こ れ に頼ろ うと

す る の は 教師や心理学者 に と っ て 逃避 で あ る。肝要な の

は 子 ど もの 行動 と思考 の プ ロ セ ス ，知能 の 構造をつ か む

こ とで あ る （Cruickshank 、1961）」 「機能的お よ び教育

的 見地 か ら し て ，わ れ わ れ の 出発点 は 当面病因 に で な

く， 行動特性 に お か れね ば な らな い 。子 ど もを学習す る

者 とし て ， 社会的有機体と し て 規定す る の は 行動特性の

方 で あ る （Birch＆ Bortner，1968）」

　伊藤氏 は こ の よ うな 心 理
一教育的 ア プ ロ

ー
チ を不適当

だ と批判する の で あ る が，逆 に Gallagher（1960 ） は，

脳 損蕩精神薄弱児 の 指導 を実験的 に 試 み た 現実 の 成果 の

上 に 立 っ て，こ れ らの 子 どもの 指導に は ， そ の 心 理的特

性 の 把握 が 必 要 で あ る こ と，神経 学的事実 の 知 識に ま で

さか の ぼ る必 要 が な い こ とを強調 し た。すなわち　　 そ

の 子 ど もが か か っ た 脳損傷 の 特定 の タイ プ を 知 る こ と

も，あ る い は ま た そ の 子 ど もが脳損傷児で あ る と知 る こ

とす ら も，教師 に と っ て は 必 要で もな け れ ば重要 で も な

か っ た。教師の 知 っ て お くべ きこ とは，子 どもの 知的発

達 の パ タ
ー

ン で あ り，行動 の 障害 で あ っ た。も し そ の 子

どもが知覚障害をも っ て い れば こ れ に 合うよ うな訓練計

画 を 立 て ，も し そρ子 ど も が 多動 で あ れ ば こ れ に 合 うよ

う に環境を調整 し な け れ ば な ら な か っ た 　 。（しか し

こ の Gallagher も，神 経 学 的 情 報 が 脳 の 機 能 を 理 解 す

る 上 で い つ か は わ れ わ れ に プ ラ ス と な る で あ ろ うが ， 今

の と こ ろ そ れ は 教 師に と っ て 有用 な助 け に は な ら な い の

だ ， と 述 べ て 将来 の 「学 際 的 協 力 」 を 予 想 し て い る 。）

　ユ960年代に 入 っ て，脳損傷児の 心理 一教育的研究は 大

きな発展を と げ る こ とに な る 。 そ れ は， こ れ ら の 児童 の

学習 の 妨 げ と な る 心 理学的欠陥 に 光を あ て る もの で
，

い

く人 もの 研究者 か らの あ い つ ぐ提言 が ， 「学習障害 spe −

eific 　learning　disabilities＊」 （NACHC ，1968） と い う用

語 ， 概念を生み 出すに 至 っ た か ら であ る 。 ま た 同 じ年に

Journal　 of 　 Learning 　Di9．abMties 誌 も発刊 され た。こ

の f学習障害 」 の 定義 を作成す る に 先 立 っ て す で に ，こ

の 定義 が 教育上 の もの で あ b，行動 に基 づ くもの で あ る

ぺ き こ と が 確認 され る と と も に，こ の 定義が 医学や社会

学 の 分野 で うけ入 れ られ な い か も知れ ぬ こ と が 予想され

て い た （Kass ＆ Myklebust ，196g）。

　 こ の よ うな経過 や 定義 の 内容 か らも知れ る と お ）1 ！ 学

習障害と い う概念 自体，そ の 基礎 に神経学的損傷を暗示

し て い る に せ よ ， 当初か ら明瞭 に 心 理 一教育的見 地 か ら

＊ 　こ の 名称 の 訳語 に つ い て ， 三 木 安 正 他 （1974） は

　 「学 習 能 力 障 害 」 と し て い る が ， 本稿 で は ， 伊藤 氏

　に な ら っ て 「学 習 障 害 」 と し た
。

ま た こ の 用 語 の 定

　 義 に つ い て は ，同 じ く三 木他 の 訳 書 に 載 っ て い る。

作られ た もの で あ る こ とは 明 らか で あ る ， こ の 点に つ い

て Kirk ら （1971） は 「教育 で 用 い られ る 学習障害 の 概

念は，神経学的な欠陥を否定し た り拒否 し た りす る もの

で は な い が ， 治療教育の 計画 を組む に あ た っ て 重視 され

る の は 心 理 テ ス トや観察の 結果で あ り ， 神経学的 も し く

は 生物学的 な診断 に は さ し て 依存 し な い 」 とは っ き り述

べ て い る．

　伊藤氏 は 「こ の 種 の 心 理検査 は 神経学的知見 に裏打 ち

され て こ そ
……

そ の 有効性 を発揮す るの で あ る が ， 心 理

検査 の み が 先行す る な らば ・・…・
韻傷部位や機能 の 診断 に

なりえ な い の で あ る か ら，適切な治療プ ロ グ ラ ム 作成 の

た め の 基礎資料に は な り え な い 」 と し て い る 。 しか し ，

あ とで 述 べ る よ うに，こ れ らの 心理 テ ス トは よ く体系化

され たもの で，現 に こ れ に よ っ て 治療効果をあ げ て い る

の で あ る 。ま た 個 々 の 心理的欠 陥 を断片的に と らえ る の

で な く， 体系的 に 理解す べ き こ ともわれ わ れ は 承知 し て

い る。筆者は 逆 に 次 の 点 で 神経 心 理 学 的 方法 の 限界 を悪
じ る の で あ る 。

Cl） 学習障害児に あ らわ れ る さまざまな異常 の 原因 と結

　果 の 間 の 因果関係 は必ず し も単純明瞭 で な い （Kirk

　et 　 aL 　 1971 ）。 ま た損傷部位 の 医学的診断 も，技婿的

　 に 困難な例 が 多 い 。

〔2｝ こ れ ま で に 感覚や蓮動 の よ うな基礎的機能の 中枢 の

　部位 は 決定され た もの の ，話す，書 くと い っ た，よ り

　高次 で 複雑な 行 動 の シ ス テ ム に つ い て は今後 の 研究 に

　まつ と こ ろ が 大き い （Luria，1970）。

〔3） Goldstein（1934） の よ うに ，脳 の 機能 や 精神活動

　 の 全体性 を強調す る立 場 に 対 し て，局在説は 未 だ研究

　 の 余地 を残 し て い る。

　こ の よ うな問題 が 残され て い る に もか か わ らず．学校

で は ， 知覚や 言語な どに 障害 をもつ 多 くの 児童が指導を

待 っ て お り，治療教育に た ずさわ る 者 と し て は い っ そ

う，教育的診断
一

学習の 妨げ と な っ て い る 心 理的欠陥

の 診断 で あ る と同時 に ， 指導 に 活用 で きる 診断　　が 現

実的 な もの に 思 わ れ て来 る の で あ る。

　以上の よ うな経過をた ど っ て，学習障害児 の 心理機能

に 基づ い て 指導法 を編み 出 そ うと す る 努 力 が 重 ね ら

れ ， 現 に い くつ か の 成果 を生み 出 し た 。 そ の ひ と つ は

Frostig （1963，1966）の 視知覚発達 テ ス トで あ る。これ

は 視知覚機能を，視覚
一
運 動共 応 ，図

一地 関係な ど 5 個

の 下位機能 に 分け て 評価す る だけ で な く， こ れに基 づ く

各下位機能 の 訓練 プ ロ グ ラ ム 　（Frostig，工966，1968）

を伴な っ て い る 。ま た Kirk ら （1968）の イ リ ノ イ精神

言語能 カテ ス ト （ITPA ） は，言語能力 を10個 の 下位機

能 に わ た っ て 評価す る とと もに，や は りこ れ に 直結 し た
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各下位機能の 治療指針を詳細 に提示 し て い る （Kirk ＆

Kirk，1971）。
こ れ らの，治療教育に直接役立 つ 診断具

と し て の テ ス トは ， 心理学をそ の 実践的課題で あ る教育

に 固 く結 び つ け よ う とす る努力 の 産物 で あ る 。そ し て 診

断 の 含理的体系に 立 脚 し て い る点 で も，ま た す で に こ の

心理診断
一治療教育 の 方式 で 成 功をおさめ て い る点 で も

（Kirk ＆ Kirk，1971）価値あ る も の ど評価で き る。

　 こ れ らの テ ス トに つ い て 伊藤氏 は ， こ れ らが 出カ
ー結

果診断 に と ど ま る もの で，障害 の 病 理学的 メ カ ニ ズ ム に

迫 る もの で な い と 否定的な 評価 を下 し て い る が ， お よ そ

心 理 一教育的水準に お け る 診断と い うもの は 結果診断な

の で あ っ て，脳病理学的 メ カ ニ ズ ム の 解明は他 の 手段 に

まつ し か な い 。と は い え，テ ス トや観察で 得 られ た学習

障害児 の さ ま ざま な症状 をた だ羅列す る こ と は，こ れ ら

の 児童 の 心理学的 メ カ ニ ズ ム を理解す る ゆえ ん で は な

い 。わ れ わ れ は，不 十分 に せ よ，心 理 学的次元 で そ の 病

理学的 メ カ ニ ズ ム を把握 し よ う とす る 努力を お ろ そ か に

す る もの で は な い 。た と えば，注意散漫，多動 固執 と

い っ た行動特性や ， 概念形成 に おけ る 異常 に つ い て ，

Strauss （1947 ）　は 知覚障害か ら説明を加え て お り， こ

の 知覚障害の 基礎 に 図
一
地関係 の 異 常 を お い て い る

（Werner ＆ Strauss，1941）。　 Go 】dstein（1934，1940）

も，図
一地関係 を神経過程 お よ び 行動 の 基本形態 とみ な

す と し て い る。またたとえ ば，空閼定位 と数計算 と文法

的論理 の よ うな
一

見無関係な諸能力 が，実 は 空間関係 を

把握す る能力に 依 存 し て い る （Luria、1970）とい っ た心

理学的知識を も つ こ と に よ り，学習障害児 Q い くつ か の

欠 陥 を系統的に 理解し，指導法を考え る こ と もで きる。

　 F τostig の 視知覚 テ ス トや Kirk らの ITPA は そ れ ぞ ．

れ価値あ る もの で あ る が， こ れ らを単独で 用 い る の で な

く，聴 知 覚弁 別 テ ス ト （Wepman ，1958） と WISC を加

え て 基本的テ ス ト ・バ ッ テ リーと す る こ と を Frostig

　（1968） は提 案 し て い る 。東京教育大学附属 大塚養護学

校の 脳損傷児訓練 プ ロ グ ラ ム （1974）で は，Frostig，

ITPA に パ
ー

デ ュ
ー

知覚運動調査 （Reach ＆ Kephart
，

ユ966）を加 え て 診断 と治療 の 総合的方式と し て い る。ま

た 運動，知覚，言語 か ら社会的技能ま で を含 む 広 範 か つ

精密な 治療計画 と し て は Va 工ett （1974）の もの があ る。

　 こ れ らの 心理
一教育的プ ロ グ ラ ム に 対す る 評価 の 次

に ， 筆者 は ， 伊藤氏 が 「学習障害 の 構造解明 と指導 の 指

標 を測定す る 技法 」 と し て
一歩前進 と評価 し，精密化 を

期待し て い る Doman ・Delacato 法 （1964，1973，1974）

を こ そ慎重 に 検討し た い と感じ る の で あ る。筆者 が検討

を 要す る と考 え る の は 次 の 点で あ る
一

  こ の 「神経心

理学的 ア プ ロ
ーチ コ が 「症状 をで な く。 脳 を直接に治療

す る もの 」 だ と 公言 して い る 点。  「個体発生 は 系統発

生 を く り返す」 と い う公 式 に 立 っ て 作成 さ れ ， 「脊髄
一

一
脳 橋

一 中脳 一　皮質」へ の 進化 過程を子 ど も に た ど

らせ る ようなプ ロ グ ラ ム の 治療的価値。  子 ど もの 自発

的意欲 を抑え て ， た と え ばす で に 十分歩行可能な 子 ども

になお匍匐を強制す る とい
っ た厳格な 「パ タ

ー
ニ ン グ 」

の 教育的意味 o 　　　　　t一

　 こ の Doman −Delacato 法 に つ い て は ， ア メ リ カ で
』

さ ま ざ ま な疑問 の た め に 各種学術団体，父兄団体か ら疎

外され る よ うに な り，つ い に は ア メ リ カ 精神薄弱協会

（AAMD ） を含 む 10団体承認 の
tt

公式文書
’

に よ る 批判

が 投 ぜ ら れ た と い わ れ る。ま た こ れ に 対 し て 逆に
“
公式

回 答
’

も発 せ られ た と い わ れ る の で ， こ れ らの 内容 を検

討 す る こ と も重要 で あ ろ う。

学習障害児の 教育に関す る考察
〆

　さきに あ げた 心理 テ ス トと治療の シ ス テ ム は 学習 の た

め の 基礎的 な 心 理 機能を対象 とす る も の で，つ ま り機能
』

談練の た め の も の で あ る か ら，こ れ ら の 心理機能 を用 い

て な され る 教科 その 他 の 学習に と っ て か わ る もの に は な

り え な い 。ち ょ う ど，ど の よ うな 種 目の ス ポ ー
ツ で も，

基礎体力を作 る ため に ラ ン ニ ン グ が行 わ れ る が，そ れ

だ け で は 特定 の ス ポ ー
ッ 種 円に 必要 な技能が得られ る わ

け で な く，ま し て 1 個 の 人 格と し て の ス ポー
ツ マ ン が 得

られ る わ け で な い の に に て い る 。 そ こ で．神経 心 理 学 と

異 な り，心理
一教育的見地 か らは，治療な い し機能訓 練

を全般的な教 育計面 に ど う組み 込 む べ きか が考慮 され ね

ば な らな い こ と に な る。別 の い い 方をすれ ば ， 心理
一教

育的 立 場 と い うも の は，学習障害児 を単に 心理機能 の 面

か ら見 る だけ で な く，学習す る 1 個 の 人格と し て 見 る の

で あ る。

　か つ て Itard（1804） は ， 野 生 児を感覚訓練 に よ っ て

教育 し よ うと試み，Seguin （1843）は こ れを う け っ い

で ，感覚 と運 動 の 訓練 に よ る 生理学的教育 を発展 させ た e

Montessori （1912）の 感覚訓練 法 も こ の 系列 に 入 る も の

で あ る。こ れ らは い ず れ も，感覚 ・知 覚機能 の 向上 が 知

能 の 発達 を促す と い う見通 し に 立 ち，機能訓練を教育計

画 の 中 に 大き く位置 づ け る もの で あ っ た，

　 ソ 連 で は Montessori の 感覚訓練 を 「心理活動 の 感覚

的局面 が 完成す る 結果，子 ど もの 思考 の 発 達に お け る改

善が自動的 に お こ る 」 と い う根拠の な い 前提 で あ る と 批

判 し，障害児 の 矯正 的，補｛賞的発達 の 可能性 を彼の 人格

の 全面的発達 の 中に 見 る よ うに し ， 個 々 の 技能 の 訓練 だ

け で は 不 十分 だ と し て い る．そ し て 知的遅滞児 の 認識過
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程 の 欠陥の 矯正 は 個 々 別 々 の 課業 に 分 け て 行わ れ る の で

な く， 教授 ， 学習 と訓育 の す べ て の 過程 で 行 わ れ ，さ ら

に
一

般的教育的 な 知識 （文 法 ， 算数，自然） の 学習 の 中

で も行 わ れ る と い う （飯 野 ， 1967）。

　
一

方わ が 国 の 養護学校学習指導要領 （1971） で は 「養

護 。訓練 」 の 領域 が設け られ て お り，感覚，運 動， 言語

の 機能訓練 は こ の 中に 入 れ て ，教科 その 他 の 領域 と関連

を保ちなが ら実施す る 方式 が と られ て い る 。 特殊学級 で

は こ の 方式を 「参考 」 に す る こ とに な っ て い る もの の ，

普 通 学級 に は こ の 「養護 ・訓練 」 は適用 され な い の で，
こ こ で は 学習障害児 の 機能訓練を ど うあつ か うか，今後

の 問題 で あ る。

　 こ こ に 見 る よ うに，機能訓練 を教育 の す べ て と考 え る

以 前 の 方法 は すたれ ， 今 で は機能訓練と他 の 学習活動 と

を統 合す る方式 と，並 行 し て 実施す る 方式 と が 行 わ れ

て い る の で あ る が ， こ れ らは 必ず し も択一的に 考え る べ

きもの で もな い。並行方式 の わ が国で も両者を関連 づ け

て行 う よ うicし て い る し，統合方式 の ソ 連 で も，聴覚，

発音，運 動 の 訓練 の た め の 準備期問を と っ て い る とい う

　（飯 野 ）。こ れ らは 主 に精神遅滞児 に 関す る もの で あ る

が，基本的 に は 学習障害児 に もあて は ま る もの と思 わ れ

る 。Frostig （1968 ） は ， 幼 児に は 機能訓練 に重点 を お

き ， 年長児 に は 機能訓練を通常の カ リキ ュ ラ ム の 中に組

み 込 ん で 実施 し て い る と 述 べ て い る が，こ れ は わ が 国 の

普通学級 に 参 考と な る で あ ろ う。 何故な ら， 今後 は 普通

学級 の 中に も学習障害児 が 発見 され，指導法 が検討 さ れ

る よ うに な る で あ ろ うか ら。

　最後 に，わ が 国 の 学習障害児教育に お け る問題点を考

え て み た い
。 こ れ らの 児童 の 出現率に つ い て は 評価 に 大

きな 差 が あ り，「正 確 に は ま だ分 ら な い が ， 1 〜7 ％ と

い わ れ て い る （壁挺膓，CTuickshank
，
1967）」 「ほ ぼ 5

％ で あ る （微 細 脳 機 能不 全， Satterfiield，1973）」 「重い

もの で 5 〜10％ ，軽い もの を入 れ る と 10〜20％ （微 織 幽

機 能 不 全 ， Wender ，1971）」 と全 くつ か み どこ ろ が な い

が，い ずれ に し て も他 の 型 の 障害児 とくら べ て 決 し て 小

さくな い 数宇な の で ， こ れ ら の 児童 の 教育は 現 場に と っ

て 大 きな問題 と な る。しか も彼 らは，普通学級で な ん ら

個別的配慮もな し に あつ か わ れ て い る か，あ る い は 注意

散漫，抑制欠 如 な どの た め に ク ラス の 雰囲気を乱す邪魔

者 と 見 られ ，学業不振 を理 由に 特殊学級 に 送 られ た り し

て い る の が実情と思 わ れ る 。

　す で に，こ れ らの 児童 （微 緬 脳 損傷 児 ）を 「生理的変

異 1 と し て 見 る の で な く， 「主体的存 在」 と し て うけ と る

べ き だ と 主 張 し，「薬物 や剌激 の 少 な い 環境を与え る と

い
っ た ， 彼 らを外面的 に コ ン ト ロ ール し よ うとす る 態度

が優先 し，彼 らを教育面 で 差 別 され た 疎外状 況 に 追 」・こ

ん で し ま う こ と もある 」 と い う警告が あ る （岡 出 ・人 見

1974）。 同 じ く田 中 （1974） も 「
“
外因性 の 障 害児 は お ち

つ きが な い か ら，早 くか ら他 の 障害児 と分 け て ， 飾 りの

な い 教室 に 入れた方 が よ い
一／

と分類処遇 を固定化 し，動

きをお さえ る 薬 が 用 い られ る な ど」 の 傾向に 強 く反対 し

て い る 。 わ が 国 で は こ ん に ち，学校教育全般 の 中 で 児童

を 「管理 」 の 対象 とす る 傾向 が 見 られ．障害 児 に つ い て

は こ の こ と が い っ そ う強 く感 じ られ る 状況 で あ る か ら，

こ の よ うな 警告は 重要なもの で あ る 。 伊藤氏 は は じ め の

論文 （岡 田 ・人 見）に は 言及 し な が ら，こ れ に 対 し て そ

の 意見 を弱 らか に し て い な い
。 別 の 部分 で は．一

応 「学習

障害を うけ て い る こ ど も （お と な ） は 主 体的 な存在 で あ

る 」 と 述 べ て は あ るも の の ，そ れ 以上の 詳し い 所論 は 見

られ な い。こ れ らの 児章 の 注意散漫，抑制欠如な どの 特

徴 も状況に よ っ て 変化す る こ と はす で に 指摘され て お D

（Cruickshank ，　 i961、　Pevsner，工963），た し か に教室 で

は概 し て お ち つ きの な い 者が，興味 あ る 作業 は熱心 に や

っ て い た り，お 気 に 入 ） の テ レ ビ番組 に は熱心 に 見 入 っ

て い る 場面を よ く見 か け る が，こ う し て 彼ら もま た 自ら

の 選択を行っ て い る。学習障害児 が遺伝や生理的変異や

環境に よって 支配され，受動的に 行動し て い る とは 考え

が た い 。人間存在と は，遺伝や環境の 産 物 で あ り な が

ら，同時 に 状溌 に対 し て 働きか けて 行 く主 体的 な 存在 で

あ る 。 しか し な が ら，た だ 抽象的 に 「主 体性」 を うん ぬ

ん す る の み で，具体的な教育法を示 せ なか っ た り，既存

の 教育技術 を観念的 に 否 定 す る の み で は 意味 が な い 。よ

く問題 に な る さきの 「刺激統制法 」 に つ い て，筆者 は そ

の 意義を否定す る もの で は な い 。こ の 方 法 に つ い て は，

Strauss　（1947 ），　Ciuickshank　（1967），　Pevsner 　（ユ963）

が そ の 必 要を強調 し て い る 。 し か し は じ め の 2 人 は こ の

よ うな 特 殊 な 方法 が 一
時的 な もの で，い ず れ 拡 こ れ らの

子 ど もた ち をもと の 学級 に 復帰 させ る べ きだ と し て い る

こ と に 留意し な け れ ば な らな い 。刺激統制法 の 機械的模

倣や，学習障害児 を邪魔者あ つ か い す る こ とか ら ， 特殊

学級を悪用 し た 差別 教育 が 行 わ れ る こ との ない よ う配慮

し なけれ ば な らな い 。問題は ， 当 の 子 ど もを特殊学級 に

入れ る か ど うか で は な く，必要な指導を 行 う こ と で あ

り，そ の た め に は学習障害児 に 対する 適切な指導 が 可 能

に な る よ う な 条 件 を 作 り出す こ と が 先決 で あ る 。
こ の 条

件とは 次 の よ うな もの で あ る v

｛1〕 学習障害児 に つ い て よ く知 られ て い な い 現 伏 か ら し

　 て ，ま ず こ れ らの 児 童 の 心 理 と 教育 に 関す る 知識を普

　 及 させ る こ と 。

｛2｝ 教育内容，学級定員の 過密な 現状か ら し て ， これ ら
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角本 ： 学習障害児指導に お け る 心 理
一
教育的 立 場 19T

　を軽減す る こ と 。 こ れ な く して は ，学習障害児 の 存在

　 は 教 員に と っ て 新 た な負担 に な る ば か りで あ る。

｛3｝ 障害児蔑視の 空気 が教育界に 残 っ て い る 現状 に て ら

　 し て，こ れ を改 め る努力 が 必．要 で あ る。こ れな くし て

　 は，特殊学級 を悪用 した 「脳損傷児学級 とい う管理上

　の くず か ご （Bir：h ＆ Bortner ，1968）」 が わ が国 で も

　再現する お そ れ が あ る 。

　以上 見 て 来 た よ うに ． 実際 の 教育場面 に お い て，神経

心 理学的 ア ブ P 一
チ の 必 要性 は 少な い 。そ れ は ，実際的

な 心 理 一
教育的 ア プ ロ

ーチ が か な り体系化 さ れ て お り，

こ れ で 効果 をあげ うる こ とが す で に知 られ て い るか ら で

ある ．む し ろ 考 え る ぺ き こ と は ，学 習障害児 を新た な 差

別 の 対象とす る こ と な く，い か に 指導 の 実をあ げ て 行 く

か とい うこ と で あ る。研究面 （研 究 と 教育 実践 と を は っ

き り区 別 で き る わ け で は な い が ） で は ， 神経 心 理学 と教

育心理 学がそ れ ぞ れ の 成果を高 め る 中 で 、
い ず れ は協力

し あ う時期が来 る もの と期待 され る。

文 献

Birch ，　H ．G ．＆ Bortner ，　M ．1968　Brain　Damage ： An

　　Educational 　Categoly 　？ ln　Bortner ，　M ．　 ed ．　Eva ・

　 　 luation　 and 　Education　 of 　Chilidren 　with 　Brain

　　Damage ．　 Thomas 、

Cruiekshank，　 W ．M ，，　 Bentzen，　 F ，　A ，，　 Ratzeburg ，　 F．

　　H ．，＆ Tannhauser ，　 M ．T ，1961　 A 　Teaching　 Me ・

　　thod 　 for　Brain−lnjured 　and 　 Hypelactive 　 Child・

　　ren 、　 Syracuse 　Univ ，　 Press，

Cruickshank ，　 W ．M ．1967　 The 　 Brain−lnjured　 Child

　 　 in　Heme ．　 School ，　 and 　Community ．　 Syracus
’
e

　 　 Un 三v ，　 Press．

Cruickshank，　 W ，M 　 1969　 Foreword 　 t。　 Rappaport ，

　 　 S ，R ．： Public 　Education 　 for　 Children　 with 　 Brain

　　Dysfunction ，　 Syracuse 　 Univ．　 Press．

Delacato，　 C．H ．1973 　The 　 Diagnosis 　 and 　 Tleatment

　　 of 　Speech 　 and 　 Reading 　 Problems、　 Tho 皿 as．

Doman ，　 G ．J．，　 De ］acato ，　 C．H ，，＆ Doman ，　 R 　ユ964

　　 The 　Doman −De ］acato 　Develop ∈ mental 　 Pro 丘1e．

　 　 The 　 Institutes　 for　 the 　 Achievement　 of 　 Human

　　 Potentia1、

Doman ，　 G ．1974 　 What 　 to　 do　 about 　 Your 　 Brain −

　　 Injured　 Child．幼 児 開 発協会訳 1974 　親 こ そ 最 良

　　 の 教 師　サ イ マ ル 出版 会

Frostig，　 M ，
，
　 Maslow

．
　P．，　Lefever ，

　 D ，W ．
， ＆ Whitt−

　　 lesey，」、R．　B ．ユ963　The 　 Marianne　Frostig　 Deve一

　　］opmental 　Test 　 of 　 Visual　Perception ．1963　 Stan −

　　dardization．　 Consultillg　Psychologists　Press．

Frostig，　 M ，19S6 　 Administration　 and 　 Scoring 　 Ma ・

　　 nual 　 for　 the 　 Marianne　 Frostig　 Developmental

　　Test　 of 　Visual　Perception ．　 Revised ，1966．　 Con −

　　 sulting 　Psychologists 　 Press．

Frostig，　 M ，＆ Horne ，　 D ．1966　 The 　 Developrnental

　　Progranl 　 in　Visual　 Perception ．　 Follett．

Frostig，　M ．1968　A 　Treatment 　 Program 　 for　Chiidren

　　 with 　I£ arning 　 DI伍 culties 、　 in　 Bortner，　 M ．　 ed 、

　 　 Evaluation 　 and 　Education 　 of 　Children　 w ．ith　 Brain

　　Damage ．　 Thomas ．

Frostlg，　 M ．＆ Maslow ．　 P．19731 £ arning 　 Ploblems．

　 　 in　the 　 Classroom − Prevention 　 and 　 Remedlation ．

　 　 Grune ＆ Stratton．

Gallagher，　 J．J、1957　A 　Comparison 　of 　Brain・lnjured

　　 and 　Non ・Brain ・lnSured　Mentally　Retarded 　 Chi ）d−

　　 ren 　 on 　SeVeral 　 Psychological 　 Variables．　 Afono−

　　graPhs 　 of 功 650 ‘紐 y 卿 厂 Re ．geai −ch 　 in　 Chitd

　　Dewelopntent，　 In　c．，　XXII ，1− −79

Gal｝agher ，　J．J，1960　The 　Tutoring　 of 　 Brain −1．njured

　　Mentally 　 Retaraed 　Children ，　 Thomas ．

Goldstein
、
　 K ，1934　Der 　 Aufbau 　 des　Organis 皿 us ．村

　　．、L仁，黒 丸 正 四 郎 訳 　 1957 生 体 の 機 能 　 み すず書

　 　 房

GaldStein，　 K ．1940 　HUman 　 NatUre　 in　 the 　 Light 　 Qfr

　　Psychopath［〕logy．　 Harvard　Univ ．　Press．

飯 野節夫 　ユ967 　 ソ ビ エ トの 障害 児 教育　 日 本教文社

Itard，　 J，M ．G ，1804　 Rapports　 et 　 Memoires 　 suT 　 le

　　 sauvage 　 de　 1’Aveyron ，　 古 武 弥 正 訳 　1952　 ア ヴ

　　 ェ1＝ソ の 野 生 児　 牧書店

伊 藤 隆 二 　1961　精 神薄 弱 児 の 類 型 論 お よ び そ の 研究 方

　　 法 論 　 児 童精 神 医 学 と そ の 近 接 領 域 ，2，190− 196

伊藤 隆 二 　 1962　精 神薄 弱 児 の 類 型 学 的 研 究 の 現 状 （そ

　　 の 3 ）
一 主 と し て 病 因 論 を め ぐ っ て

一
　教 育 心 ・

　　 理 学研究　 10， 113− 121

伊 藤 隆 二 　 1975 　学 習 障 害 と 治 療 指 導 　教 育 心 理 学 研 究

　 　 23 ，　42− 49

Kass，　 C．E、＆ Myklebust，
　 H ．R ．1969　Leam 宦ng 　 Dis−

　　 abi ］ity ： An 　 Educational 　 Definition．　 J．　 kai ’
n ．

　　 1）is．2，7 ，38 ．−40

Kirk，　 S，A ，，　 McCarthyl　 J，」．，＆ Ki，k，　 W ．D ．1969

　　 111inois　Test　 of 　 Psycholinguistic　Abilities．　 Rev 主一

　 　 sed 　Ed｛tion．　 Board　 of 　Trustees　 of 　the　 Univ．　 of

　 　 Illinois．

一 61 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

ユ98 教 育 心 理 学 研 究 第23巻 第 3 号

　 Kjrk，　 S．A ．＆ Kirk，　 W ．D ． 1971　 Psycholinguistic

　　　 Learning 　 Disabilities二 Diagnosis 　and 　Remedia・

　 　 　 tion．　 Unlv．　 of 　 I］1三nois 　 P ：ess ．

　 ：Luria，　 A ．R ．197G　 The 　Functional 　 Organization 　of

　　　 the　 Brain，3晦 肛 顔 ‘ Anten
’
can ，222，3，66− −78

　 三 木 安 正 ， 上 野 〜
彦 ， 越智啓 子 訳 　1974　1TPA に よ る

　　　 学習 能力 障 害 の 診 断 と 治 療　日本 文 化 科 学 社

　 文 部 省告 示　1971　特 殊 教 育 諸 学 校小学部 ・中学部学 習

　　　 指 導 要 頭 　慶 応 通 信

　Montessori ，　M ，1912　鼓 常良訳　子 供 の 秘密
一

幼年期

　　　 の 心 の 解剖 と 育 て 方 　日 本 教 文 杜

　 National　Advisory 　Com 皿 it亡ee 　on 　Hand 三capped 　Child・

　　　 ren ．1968　 First　 Annual　 Report．　 U ．S．　 Govern−

　　　 ment 　 printing　OMce ，

　岡 田 幸夫，人児 一
彦　1974　微細 脳 損傷 症 候 群 に つ い て

　　　 の 批判 的 展 望 　児童精神医学 と そ の 近 接領域，15，

　 　 　 ユ92・203

　 Pevsner，　 M ．S．1963　The 　 Clinical　 Characteristics　 of

　　　Mentally　Retarded 　Child τen ．　in　Luria ，　A ．R ．　 ed ．

　　　Tbe 　Mentally 　Retalded 　Child，　Pergamon ．

　Roach ，　 E．G ．＆ 　Kephart，　 N ．C ．1966　 The 　 Purdue

　　　Perceptual　 Mo 亡or 　 Survey．　 Merrill．

毛 Sarason，　S．B．ユ949　Psyehological 　Proble 皿 s　in　Mental

　　　Deficiency．3rd　ed ．　 Harper ＆ Row ．

　 Satterfield，　 J，H ．1973　EEG 工ssues 　 in　Children　with

　　　Minimal 　 Brain 　 Dysfunction ．　 in　 Walzer，　 S．＆

　　　Wolff，　 P．H ．　 ed ．　 Minimal 　 Cerebral　 Dysfunctgon

　 　 　 in　 Children，　 Glune ＆ Stratto皿 ，

　Seguin，　E．0．18661 〔1iocy　and 　Its　Treatment　by　 the

　　 Physiolegical　 Method．　 薬 師 川 虹 一訳 　1973　障

　　 寄児 の 洽 療 と 教育 　 ミ ネ ル ヴ ァ 書房

Strauss，　A ．A ．＆ Lehtinen ，　 L．E ，1947　Psychopatholgy

　　 and 　Educati’on 　 of 　the 　Brain・lnjured　Child．　G τune

　 　 ＆ Stratton，

Strauss，　A ，A ，＆ Kephart ，　N ．C ．1955　Psychepathology

　　 and 　Edttca±lon　 of 　 the 　Brain−lnjured　Child．　 Vol ．

　　 1工，Progress　in　Theoly　 and 　Clinic．　 Grune　＆

　 　 Stratton．

田 中 昌人 　 1960　精神薄弱児 の 類型学的研究 を すす め る

　　 に あ た っ て の 方法 論 的 問 題 点 　児 童 精 神 医 学 と そ の

　　 近 接 領 域 ，1，412− 417

田 中 昌 人 　1974 講 座 「発 達 保障 へ の 道 」   発 達 を め ぐ

　　 る二 つ の 道 　全 国 障 害 者 問 題 研 究 会 出版部

東京 教 育 大 学 附 属 大 塚 養 護 学 校 研 究紀 要 　1974　第 ！9集

Valett，　 R ．E ． 1974　The 　Remediation 　of 　 Learning

　　Disabilities＿ A 　Handbook 　of 　Psychoedvcatienal

　　 Resource　Progra皿 s，　Fearon．

Wender ，　 P ，H ．、1971 　Minimal 　 Brain　 Dysfunctlon 　 in

　　 Children ．　 Wiley ．

Wep 皿 an ，工M ．1958　 Wepman 　 Test　 of 　 Auditory

　　 Discriminatien ．　 Language 　Research 　 Ass   iates．

Werner ，
1・1、＆ Strauss，　 A 、A ．1941　 Pathology　 of

　　Figure・Background　Relation　in　Child．」．　Abnor ．

　　＆ 　Sec．　 Ps
）
，chol ．36，　236 − 248

Wortis，　 J．1956　 A 　 Note　 on 　 the 　 Concept　 of 　 lhe

　　
“Brain・lnjured　Child ”Am ．訊 　」、  t．　 De 『　61，

　 　 204− 206

　　　　　　　　　 　　　　 （1975年 5 月 30 日受 稿 ）

一 62 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　


