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　近 来，心 理 学関係 の 学 会や 教育 学 会 な ど で 精神薄弱児

に 関す る 研究 の 発表が急速 に 増加 し て きて い るが，そ れ

は ひ と つ 1こは ． 精 神 薄 弱 児が心 理 学的研究の対録と し

て ， こ と に 比較群 と し て 利用 さ れ る こ と と，も うひ とつ

は ，精神薄弱児 の 教育 と 福祉 の 紺策が進 ん で きた の で，

それ に 応 じて研究を進 め なければならな くなつ て きた か

ら で あろ う、。

　わ た くし ど もは ，前者 を 精神薄弱児 に よ る 研究 と よ び

後者 を 精神薄弱児 の た め の 研究 と よ ん で い るが，そ れ は

根元をさく
“
つ て 行け ば一致す べ き も の で あ り，お た が い

に 相補 い 合つ て 行くべ ぎもの で あ る 3 た だ ，

』
い ずれ に し

て も， ち よつ と 表面をなで ただ け の よ うな 研究は 研究 と

称すべ きで は な い 。

　さ て ，最近 の 精神薄弱児研究 は ，精神薄弱児 の 教育指

導に 関す る もの ， 精神薄弱児 の 類型学的研究 と もい うべ

きもの が 多 く，こ れ に 関連 し て ， 薬物 の 効果や 脳 波 の 研

究が あ る 。

　本年度の 日本教育 心 理 学会 の 総会 で 発表され た 精神薄

弱児 に 関す る 研究 は21あ つ た が，そ の うち高瀬 ら の 「精

神薄 弱 児 の 人格発 達 に 関す る研 究」 は 「人格」 の 部門で

宮本の 「精神薄弱 児 の 知能発達 」 は 「知能」 の 部門で 扱

わ れ た。前者 は 教育指導 の 過程 を究明 して い る もの で あ

り，正 木正 の 研 究方法 の 展 開 と し て 貴 重 な 研究で あ る．

後者は 精神薄弱児 の 類型 学的研究の
一部を なす もの で あ

り7 精神薄弱児を 内囚性，外因 性 に わ け て ，知能検査 に

お ける 被検者 の 応答 の 差を比較 し て い る。

　 「精神薄弱．！ の 部門で 扱わ れ た 研究発表の うち ， 教育

指導 に 関す る もの に は ， 西崎 と 河原 ・一瀬 お よ び 田 中の

指導経過 の 考察 と，林 ほ か の コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ソ の 問題

が あ る 。

　西 崎は 学 習 能力の 発達 に は 単に 知能 とい わ れ る もの で

は 律 し きれ な い もの が あ り，情意的な もの に 注 目 しな け

れ ば な ら な い こ と を 強調 し ， また ， 生活年令が 関与す る

と こ ろ も大 きい こ と を指摘 し ，
12 才 ごろ に ひ と つ の 山 が

あ る の で は な い か とい う意 見 を 出 した 。
こ れ に 対 し て ，

山下が質問を し た が，文字 の 学習 な ど は，12才 ご ろ に な

らない と もり に なつ て こ ない とい う答えがなされ た 。 こ

の こ とは 無論知能障害 の 程度に も関係す る こ と で あ る

が ， そ こ に 生活年令の フ ァ ク タ ーを入 れ て み る こ と は 仮

定 と して と りあげて み るべ きもの で は な い か と思 う。

　河 原 。・− meの もの は ， 幼稚園 に 在園 し て い る 精神薄弱

児 の 中の 希望者 9 名 （1 Ω36〜71）を 1 週間保育 して，

そ の 効果を み た もの で あ るが，協同的行動を必要 とす る

保育内容で は 困難性が あ るが ，

’
平行 ， 連合的行動 は それ

ぞれ の 能力に 応 じて 可 能性 が ある こ と ， 魯鈍級 で 著 しい

適応障害を もた な い もの で は 相当程度 の 効果が 期待 で き

る こ とな どの 結果 を 報告 し た 。こ れ に 対 し て ，わず か 6

日間 の 保育で 保育効果を論ず る の は ど うか とい う疑問も

提出さ れた が，この よ うな 試み が ， 精神薄弱児 の た め の

幼稚 園 が 設 立 さ れ る 契機 と な る か もし れ な い と も考え ら

れ ， 試 み と して は 意義が ある と考えられ た。

　田中は，愛育養護学校在籍 の 精神薄弱児 に つ い て ，社

会性，運 動 能 力，生 活習慣，作業準備段階 ， 表現活動の

5 領域 に 関 して 3 年間 の 発 達 の 経 過を み た が ， 概 し て 発

達度の 速い の は社会性で ，
CA6 〜9 才の 子 ど もで は 食

事，衣 服 保健 な どの 生 活習慣 の 発達 は は やい が，13〜

16才に な る と ほ と ん ど発達 して い ない と い うよ うな報告

があり た。こ うした 方面 で の 研究で は 評価の 方 法 に い ろ

い ろ 問題が ある で あ ろ うが，実践を通 じて データ を 蓄積

す る こ と は 現段階で は 特 に 必 要 な こ と と 思 わ れ る 。

　精神薄弱児 の コ ミ ュ
ニケ ・・シ ョ ン に つ い て は，この 研

究グル ープ に よ つ て ， 2 ，3 年前 か ら共 同 研究 が つ づ け

られ て お り，今回 は 情報 の 提示法と そ の 効果 ， 行動か ら

み た 伝達 内容 の 理 解度 ， 情報 に 及ぼす暗示 の 効果 な どに

つ い て の 報告があ つ た 。情報の 提示 法 の 相違 に よる 伝達

効果 の 研究 で は，そ の 提示 法 を視覚 に よ つ た もの ，聴覚

に よつ た もの ，お よび そ の 両 者を併用 した もゐ で 比較し

た 結 果，聴 覚 に よつ た 場合 が短文 の 再 生率も高 く， 変容

の 度合 も少 な か つ た こ と を 認め た 。飯 田 らほ伝達 内容 の

理 解度を ， 行動を 伴 な つ た場 合 と 単 に 言語 で の 命令 に よ

る 場合 と で 比 較 した が，い ず れ の 場合も具体的場 面 で 命

令 し，具体的行動 を と ら母た 方 が ，単 に 言語 に よつ た 場合

よ り正 答率が高か つ た 。 ま た 小出らは 情報 に 及ぼす暗示

の 効果を 威光 暗示 と集団 の 効果か ら検討した 結果 ， 全般

的に 抽象度の 高い 材料 で は威光暗示 に か か りや す く，知

能 の 高 い 群 に 集団効果が影響し て い る こ と を 見出 した 。

た だ こ の 種g）研究 と し て は 実験 条件が 十 分 整 え られ て い

な い う ら み が 感 ぜ られた 。

　精神薄 弱 児 の コ ミュユケ ーシ ョ ン と ， 正 常児 の コ ミ ュ

ニ ケ ーシ ョ ン と は 本質的に ど うち が うの か と い 5質 問 が
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で たが，こ れに 対 して ，その 差 が は な は だ しか つ た の で

以来両者 の 比較 は し て い な い と い うよ うな 答が な さ れ て

い た。こ れ は ， やは り．こ の 種 の 研究 と して は，質的差異

を つ か む方向 と い うこ と の 必要を つ い た もの で あ ろ う。

　次に，精神薄弱 児 の 類型学的研究 と し て ， 津守らは ，

現象的に 子 ど もの 行動を ， は な しかけ る （G ）， 質 問する

（SR ），動作 で は た らぎか け る （Aa ）
……等40ばか りの ア

イ テ ム に わけ，ユ5秒 を 1単位 と し て ，1 人 1 回 15分，4

回 で計1 時間の 行動観察を行荏つ て い る 。 そ の ア イ テ ム

の つ くり方 に は t まか い 工 夫が な され て い るが，こ うし

た こ ま か い 観察項 目か ら ， ダ イ ナ ミ ッ ク な 行動 の 特性が

つ か め るもの か ど うか と い つ た 疑問もで て くる 。 そ れ に

は 原資料か ら，行動の 意味づ け を す る た め の 整理法が考

えられ る と よ い の で は な い か と思 う。

　伊藤 は課題解決 の 場面 に お け る知的行動に つ い て ，同

一CA ，同
一MA の もの の 間に み られ ろ行動 の 差異お よ

び 類似を問題 と し ， そ れ を 類型 的に 把握 し よ うと い う試

み を 行 な つ て い る 。 そ の 結果， は つ き り し た も  は つ か

め て い な い が，課題の 性格づ け と 課題解決行動 の 類型 化

に は い ろ い ろ 工 夫がみ られ ， 今後の 発展に 期待され る．

伊藤の 研究は，従来の 類型 学的研究が，ま ず精 神薄弱児

を 内 凶性 ， 外因性 と い つ た よ う な 原因に よ る類型に 分

け ， そ れ らの 間 の 比 較 を し よ うと し た もの で あ つ た の に

対 して ，一応内因性 s
’

外因性 とい うよ うな カ テ ゴ リドを

棚 上 げ し て ，心 理 学的 に 究明 し うる もの を しつ か りつ か

む こ と か らは じめ よ 」と して い る の に 対 し ， 北海道大 学

の 一連 の 研究 は ， 類型 の 設走と ， 類型化を前提 と して の

薬物 の 効果 の 検討に 進 ん で い る こ と は対 蹠 的 で あ る 。

　し か し山本 ら の 病理 的原因を 中心 とす る類型 化 は，む

し ろ 心 理 学者 の 研究の 領域を越えた 問題で あ る と も見ら

れ，医学者 と の 協力 の 必要が 痛感 され た 。

　 し た が つ て ，こ の よ うな類型化を 前提 と した分類に よ

つ て 薬物 の 効果をみ よ うとす る木村ほ か の 研究 は ， も し

そ の 前提が くずれて し ま うと，せ つ か くの データ が 無意

味な もの に な つ て し ま うお そ れ が あ る。

　精神薄弱児 に 対す る GABA の 効果 に つ い て は，　 WI

SC ，
ベ ソ ダ ー。ゲ シ ュタ ル ト ・

1
テ ス ト ， ダ ウ ネ ー意志

気質検査等 を 用 い て 検討がなされ ， 薬物 の 効果 を積極的

に 認 め る 方向の 報告を して い る 。

　す なわ ち ，
WISC で は 全 工Ω と動作性 1 Ω と に お い

て，ま た べ ソ ダー・ゲ シ ュタ ル ト ・テ ス トで もそ の 効 果

は み られ る と して い る。
｛
た だ し ダ ウ ネー意 志 気質検査 で

は 効果は み られ て い ない 。

　 こ れ ら の 薬物 の 効果 に 関す る研 究 に 対 し ， 多くの 疑問

や反論 が あ らわ れ た 。 そ の ひ とつ は効果測定 の 方法 で あ

る 。こ れは せ ん じ つ め て 行け ば テ ス トとい うもの は何を

測 ろ うと して い る もの か とい う問 題 に な る。さらに 薬物

の 効果 に つ い て の 研究で は ， テ ス F結果の 平均値的な変

化 に よ つ て み よ うと す る の で な く， ケ ース ご と の 研究に

重 点を お くべ きで あ る と い う意見が 強 くで た 。こ れ は ，

本来精神薄弱 者 とい うもの
・がひ とつ の 病気 の よ うなもの

で な く，雑多な原因か ら生 じた 知的発育 の 遅滞 ， ある い

は知 能障害を もつ た もの を 総括 し て よ ん だ もの で ある こ

とか ら も当然の こ と で あ ろ う。

　近江学園 の 田中が ， 薬物 の 効果を い きな り知能指数の

上昇 と い つ た こ と と 結 びつ け る の は 当を 得 て い ない こ と

で ， ま ず生理 学的な レ ベ ル で の 変化，さ らに 心 的機能へ

の 影響 と い うよ うに 順を 追 つ て 検討すべ きだ とい う意味

の 意見 を の べ た こ と は 傾聴すべ きで あろ う。

　さ ら に ， 2 ， 3 の 会員 か ら， 薬物投与 が行動 面 で の 不

安定性 を 結果 し た こ と ， 感情 の コ ソ ト ロ ール が まず くな

つ た こ と，て ん か ん 発作 が お ぎる よ うに なつ た こ とな ど

や ，擬薬を 与えた 比較群 の 中1こ も顕著な影響があらわれ

た もの が あ る こ とな どの 例が提供 さ れ ， 施設 に 収容され

て い る 児童 に こ の よ うな薬 を 与える べ きか ど うか と い う

よ 5な施設経悦者 の 悩 み も語 られ た。

　佐藤 ら の 「精神 薄 弱 者 の 判定 と 指導」 は ， 精神薄弱者

福祉法 に よつ て 設置 され る よ うに な つ た 精神薄弱 者 更 生

相談所で 1 力年間に と りあつ か つ た ケ r一ス の うち 3猛 例

に つ き推定原 囚 と行動 特徴 お よ び 知能程度 と の 関係を 謌

査 し た もの で あ る 。
344例中，行動正 常 な もの は 188例，

行動 異 常 の もの が67例 ， 自立不能 の もの 27例等 と い うよ

うな 数字があげられて い た が，こ の 福祉法 の 制定 に よっ

て 成人の 精神薄弱者が 保護 ・指導 の 対象 と なつ て きた の

で，そ うした もの の 判定 や指導の 研究 は こ れか らの 精神

薄弱者研究 の
一

分野 を な して 行 くこ とで あ ろ う。

　以 ．上，今年 の 日本教育 心 理 学会総会 で の 精神薄弱研究

の 概要 を の べ た が ， 今後 こ の 方 面 の 研 究 は
一

層進展す る

で あろ うこ とが予想され る。それ に つ き，施設や 研究室

で で きる実験的研究は これ か ら も何 とか 発展され る と し

て ， 精神薄 弱 の 原 困 と行動特性や指導法 の 問題 と か，薬

物投与 に よ る 行動変容 の 研究 と か，さ ら に 精神薄 弱 者 の

社会 生 活参加 の た め の 教育心 理学的，社会学的問題 と か

に つ い て は ， ど うし て も相当 な規模 で ， 相当 の 年月を か

け て の 総合 的 研 究 が 必 要 で あ る と い う こ と が痛感 され

る 。 そ の た め ICは ， 相当規模の 研究所の 設置 が 望 ま れ る

わけ で あ る 。
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