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視覚欠陥者 の 教育 心 理学的研究

研究代表老 梅 津 八 三

　　　　　（関 西 大 学）

　　目的 ： 脊 ろ う二 重障害者 の 言語 行動 形成 の 過 程を 通

　して ，す で に ある程度明 ら か に された 学習理 論を 背景

に 口他 の 盲ろ う二 憲 轄 者，全盲者，弱視者，開眼受術

者，お よ び 盲 を伴 う重 複障害者 に対して ，それぞれ に適

した ，学習法を工 夫 し開発す る ．こ れ に よ っ て ，視覚障

害者一
般 の 学習法 の 体系化を計 り，さら）こ ， 教育一

般に

も適 応 し うる，教育 の 原理 と方法を明 らか に して い くζ

．とを 目的 とす る．

　 方法 ： 上 に の べ た障害者 に つ い て ，障害 の 種類，程

嵐 観察さ れ る行動 の レ ベ ル の ち が い に 応 じて   概念

行動 の 基礎 に な る た め の 身体的運動， とくに 独立歩行

ど 活発な触運動を起す た め の 指 の 分化，手首の ma転
腕の 屈伸 な どの 学習．   身 ぶ リサ イ ン の 導入 に よ り日

常生 活 の 基本的習慣 をつ け ，こ れ らに よ っ て 概念 行動 の

道をee〈・   触運動 こ よ ・ て 空 間 の 位置，方向噸 序
づ け を 行 う触 運動の 統制学習 を進め なが ら，形 の 弁別学

習を 導入す る，   さ らに ，形の 分解 ・
組立 て 学習を試

み る こ とに よ り操作的行動 を 引きお こ す ．   これ ら概

念行動 と操作的行動を土台 と して 記号操作を 可 能 に し，
さ らに 1 自由な記号操 作 に よ

っ
て ，生活空間の 整 理 ・拡

大 を お こ な う．

　結果 ： す で に ，か な りの 程度 記 号操作がで ぎあが
っ

て い る 1人 の 盲 う ら者に は ，生活空問 を拡大 し，豊か な

日常体験 を増す た め に ，普通文字 を 相 手 の 手の ひ らに 書
い て 交儒す る こ と の 学 習 に 成功 し た ．また、 5 才で 完全

盲 ろ うとな り 2G 才の 今 日まで系統的 な教育が な され ず，
日常生 活 の 自立 t ’か な り統制 さ れた 触運動は 可能 で あ

る が ，い ま だ，記号操作 の 行動が起 っ て い な い 1人 に つ

い て は ・形 の 弁別構成 分解学習か ら導入 し て ，現在 点

字法 に よ る 記 号 操作 の 学習が 進行中で あ る．同 じ く，教
育 が は じ め られ た ぽ か りの 6 才の 盲ろ う児に は ，身ぶ り
サ イ ン に よ る 日常生活の 習慣 づ け と と も｝こ ，触運動の 統

捌学習 を 通 し て ，形 の 弁別 学 習 を行つ て い る．

　数人 の 年少 の 盲 ろ う者，お よび 盲 を伴 い 障害の 重度 な

者に つ い てit’躰 的運動 触運動 に よ る活発な働 の

自発 が著し く乏 しい ばあい が多い ．こ れ ら の 子 ど もに 対

して は ，独立歩行，自由な 手 の 運動，よ く分化し統制 さ

れ た触運動を開発する学習法を工夫する こ とが 当面 の 課

題で ある．こ の こ とに よ り，こ れ ら障害の 重度で あ る者
も，概念行動の 芽ばえがみ られ ，学習 もか な り進む こ と

が 分 っ て ぎた ．

開眼飾 鰯 視者 に つ い て は 融 覚的 t・ か た ち の 弁別

を強化 し て
， 触運動 の 自己統制PCよ る 形 の 構成学習を進

め る こ と に よ っ て 視覚向上 訓練 の 新 し い 方法を試験中 で

あ る．

発達障害にお け る停滞 と促進に関 す る研究

研究代表者　園　原　太　郎

　　　　　（京 都 大 学）

　 研究 目的 ： 本研究は ，昨年 ｝こ 引き続き，発達｝こ お け

る 基輪的停滞機能 を 解明 し．こ の 停滞機能 の促進に働く

経験 の 機制 が 機能 の 流暢化と水準 の 高次化に あ る と想定
し、発達の ク リテ ィ カ ル 期に お け る こ の 両機制を実験的

に 解明 し，適切な 治療 ・
教育 の 方法 に 基礎を与え ん とす

る も の で あ る，

　 研究方法 ： 上述 の 目的達成 の ため，1）初期学習実験
部会 ；京都大学文学部教授 　園原太郎 ，京都大学文学部
助教授　本吉 良 治 京都大学教養部教授　中島誠，岡山

大学法文学部助教授　三 谷恵
一，2）知能障害研1究部会 ；

大阪市立大学 交 学 部教授　大 西憲明，大阪市立大学夊学

部教授 大野晋一，大阪市立大学文学部助教授　生沢雅

夫，京都教育大学教授 ．住田 勝美，京都教育大学助教授

岡本夏 木，滋賀県立近江学園指導係長　田中昌人， 3）
言語障害：研究部会 ； 奈良 女子 大学 文学部教 授　村 田孝
次，奈良女子大学文学部講師　安藤照子 ， 大阪教育大学

助教授　村井潤
一

， 大阪教育大学助教綬　田中敏隆，4）

情緒障害研究部会 ；京都大学 医 学 部 教授　村上 仁，京都

大学 医 学 部講師 　高木隆郎，の 4 部会 を經織 し，それぞ

れに適した 被験個体，実験
・
調査方法 を 用 い た ．

　研究成果 ： 主 な もの を 以下 に 述べ る．

　
1）生後 42 日〜406 日の被験者 999 人 の 発達検査 に 基

づ い て 行な われ た 潜在 ク ラ ス 分析の 結果 は ，これ ま で 正

常ならび に 障害乳幼児 の 発達診断と障害児 の 指導とに 基

づ い て 指摘 して きた い くつ か の ク リ テ ィ カ ル 期 を支持し

た 、 2）従来 教 育 の 対象外 と考えられ，また ，一
般的発

達尺度の 適用外 に お か れ て い を重症障害児に 対 して ，適

切 な 反応喚 起 の 働きか けを伴 う相互対応的 な臨床的方法

を 用 い る こ とに よ り，その 発達を保障す る こ とが確か め

ら れ，発達 に 対す る経験効果 の 基礎 に つ い ての 理 論構成
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