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313　精薄児 の 行動現 的類象型 （1） ：  津守真 ・   中村 節子 （愛 育 研 究 所 ） ・足立寿美 （お 茶 の 水 女 子 大学）

　　　　 本 研 究 は 精 神 薄弱 児 の 行 動 現象的類 型 化 を 試 み た も の で あ る。方 法 と し て は行 動 観 察 に よ り，くわ し く行動観

　　　 察記録 を と り，後 に 行動 1単位ずつ ，予め 定め た 行動記号 に し た が っ て 分 類 した 。 時 聞 は 15秒 を 1 単位 と し，
’
1

　　　 回 の 観察時聞15分 ， 1 人 4 圓合計 1 時 間 の 観 察 を行 な ？ た。と りあ げ た 行 動 は で き る だ け 精薄児 の 特 性 を 現 わ

　　　 し や す い もの を帰納的に 選ん だ 。観察記録 者間 の 記 録 の
一致 度 お よ び 行 動分類評価 の

一
致度 は，信頼 で きる程度

　　　 に 高 い もの で あ る。また，こ の よ うな方法 で と りえ た行動現象的類型 と ， 教育担当者 に よ る行動評定 との 関 係お

　　　 よ び，事 例 研 究 に よ る 個 人 的 特 徴 と の 関係 に つ い て検 討 す る。

314　同上 （2）

　　　　 前述 の 行動 観 察に よ っ て 得 られ た行 動 現 象 的類 型 と，精 神 遅 滞 g原 因 論的分類お よ び知能程度 と の 関 係 に っ い

　　　 て 検討 す る。今 回 の 研究 の 被験児は ， CA3 〜7 才に わ た る 精薄 幼児 で ，大 部 分 の IQ は60以下 で あ る。行 動評

　　　 価 の 項 目は 次 の 例 に 示す よ うな も の で あ る。Aa 行 動 で 働 ら ぎか け る 。　 Ar こ と ば で 命令 し ま た は さそ い か け

　　　 る。Aa ＋ 　行 動 で 鋤 ら ぎ か け て 相手 が反応 す る 。
　 Aa 一　行動 で 働 ら きか け て 相手 が 反 応 しな い 。　 Agph 　身体

　　　 的 に 攻撃す る。Agr 言語的に 攻撃 す る。　Ago 　もの に 対 して 攻撃す る 。   　衝動的に 攻撃する 。　 r　相手 の 命

　　　 令 に従 う。   全体 に い われ る こ と に 従 が う。△ 強制的 に や ら され て す る 。 以下省略

314の 2　精神薄 弱児 の 類型学 的研究 （そ の 3）一知的行動 の 類型的把握
一

：伊藤隆二 （東京大 学）

　　　　 前回 ま で は精神薄弱児 の 類 型 学的研究 と して の 内因性 ・外因性精薄児 の 性格 知 的 行動 こつ い て 研究を重 ね て

　　　 ぎ た が．今回 は病 因 とは別 の 知 的 行 動 の 特 性 か ら の 類型 的把握 を 試 み た 。
つ ま り，同一CA ，同一MA の 精薄児

　　　 に 於 て ，知的行動 （課題解決事態 に 於け る 行動） に 質的差異及 び類似性が認 め られ る こ とか ら ， そ の 特 に 差異 の

　　　 発生 的 機序 を探 ろ うと し た 。 方法 は 第 1 部 は 課題 解決学習 に 於 け る転 換 学 習 に 関 す る も の ，第 2 部 は 生産的思 考

　　　 に 関す る もの で ，第 1部 で は 先行学習 の 訓練量 の 効果 の 有無，第 2 部 で は洞察行動 の 様相 か ら研究し，い くつ か

　　　 の 類型 的把握 が な された 。 こ れ は さ ら に 教 育 実践 に よる行動 の 変 容 を 問題 に す る基礎的資料 と な る もの で あ る c

315　精神薄弱 児 の 類型的研 究 （1）　一病因論を中心 に
一

：  山本普 （北海道大学） ・  森 上 史朗 （北海道教育研

　　　　究所）

　　　　 精神薄 弱 児 を内 因 お よび 外 因 に 分 け て ，そ の 諸特性 を 明 らか に す る試 み は ，す で に 従 前か らお こ な わ れ て い る

　　　 と こ ろ で あ る 。 わ れわ れは ， こ れ を発生 時期 的，病因的 に よ り詳 細 に 類 型化 し，そ の 臨床的症状 な ら び に心 理 的

　　　 特性を明らか に せ ん と した 。 そ の 1に お い て は 主 と し て 類型 化 の 基礎 と な る 発生 論 病閃論 に つ い て の べ る 。

316　同上 （皿）一心 理的特性を中心 に
一

　　　　 精神薄弱児 を発生 時期的，病因的 に 類型 化 し ， そ の 類 型 に も とつ く心 理 的 諸特性 を 明 らか に せ ん と し た 。

　　　　 類 型 の 基礎 と な る病因 論お よ び 臨 床的症状に つ い て は そ の 1で 論及 し た が ，
ご こ で は 知能検査 ， 性格調査，社

　　　 会性調査，運 動 能力 調 査等 の 結果 に つ い て の べ る 。

317　精神薄弱児に対す る GABA の 効 果 に つ い て の 心理学 的研究 （1）一ウ ィ ス クー ；  東正 ・  末岡
一

伯 ・

　　　　  木村謙二 （北海道大学） ・  北島象 司 （北 海道 教 育 研 究 所 ）

　　　　 Double −Blind −system ｝こ よる GABA 投与 実験 の 結果を WISC 資料 に 基づ い て 行 っ た 。 被 験 者 は，実験

　　　群 30名，統制群 32名で，平均 IQ は 夫 々 60．3 （SDd1 ．8），62．0 （SD 瀦12．2），CA 範囲 は両群共 7 才 か ら

　　　 17オ ま で で ，叉 性別 ，類 型 別 の 分 布 も大 体 同 じで あ る。効 果 測 定 の 方 法 は ，〔1＞平均値 に よ る 比 軌   個別的変動

　　　 に 基づ く頗 度 分 析 ，と を用 い た 。結 果 ： 平均 値 に よ る 比 較 で も，又 個別 的変 動 の頻度 分 析 に お い て も，実験群 は

　　　 続 制群 に 比 べ て 投薬前後 （期間 7 ケ 月） に お け る IQ の 有 意 な上 昇 を示 した 。又 IQ 水 準別 の 分 析で は ， 高 1Q
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