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法， （4） カ ウ ン セ リ ン グ，（5 ）精神医学 との 関係領域

一
か ら探索 し よ うとす る もの で あ る ，

　結果 ： 1）治療的人格変化 の 生理心理学的指標 の 研究

で は ，心拍，脈波， GSR 等の 牛 理 心 理 学的指標 を用 い

て ，実 験 的 硫 究 1，2 を 行 な っ た ．研究 1で は ，脈波 の

振幅 が 緊張解消 の 指標 と して 有効 で あ る こ とが知られ ，

と くに 自己 の 感情 体験 に 連続的 に 注意 を 向け て い る と き

に 有意 な 緊張解消が 認 め られ た ．こ れ よ り，脈波が治療

的面接 に お け る緊張段階 の 客観的指標 と な り うる こ と が

知 られ た ．研究 2 で は ，悶 題 青少 年 が ス ト レ ス 状況 下 で

正常 人の 心 的緊張 と は 異な っ た 様相 を 示 す こ と が，心 拍

変化 か ら知 ら れ た ，

　2）　臨床場面 に お け る テ X トの 有効性 の 研究 で は ， 比

喩 的 イ メ
ー

ジ を 介 して 自己 像や 他 人像 を表現 させ る テ ス

ト IM9 （lmage　Question）をfド成 し，こ れ を 用 い て ，

正 常者，神経症者，精 神分裂病者の 自己像，父親像 ，母

親像が 分析 され た ．そ の 結果 ，各 群 は 互 い に 特微的 に 区

別 され る こ と が判 明 し，IMQ の 臨床的有用性 が 示 駿 さ

れ た ．

　3） 遊戯療法 の 効果判定 に 関す る 飜究 で は ，  プ レ イ

の 主 題 ，  プ レ イ に お け る 自我関与 の 度 合，  プ レ イ で

み た さ れ て い る 発達的心理社会的 ニ ードの 水準，の 3 つ

に 関す る遊戯療法過程尺度 が 作成 さ れ ，尺 度 の 信頼盤 の

確立 と 臨床 例 へ の 適 用 が こ こ ろ み ら れ た ．ま た 、精神薄

弱児 の 遊戯療法 過程尺度が作成 さ れ ，精神薄弱 の 心理療

法過程 の 特徴 が 分 析 され た ，

　4） カ ウ ソ セ リ ン グ の 効果判定 に 闘す る 研究 で は ， 

カ ウ ン セ リ ン グ 過程 の 進 展 な らび に 深 化 に 閧す る 側面，

  カ ウ ン セ リ ン グに よ る人挌 変化の 評価 に 関す る 側面，

  カ ウ ン セ リ ン グ過程 で 話題 に さ 肌 た
“
夢
”

の 内 容分析

の 3 点 に 焦点 を あわ 憂て 検討 を 加 えた ，そ の 結果 ，  ク

ラ イ エ ソ トの 側 の 深 ま りとカ ウ ン セ ラ ー側 の そ れ とに 相

関 が み ら れ ，  中断する ケ ース は ，ク ラ ィ エ ソ ト側 と カ

ウ ソ セ ラ ー側 の 意識体験 に ずれ が あ る，こ と な ど が 明 ら

か に な っ た ．

　5） 精神医学領域 に お け る 心理療法 の 効果 判 定 に 関す

る 研究 で は ，患 者 の タ イ プ と 心 理 療法 の タ イ プ の 関連性

を 分析す る た め に ，大学生 の 対人恐擁症者 （重症 度 の
一

致 し た ） 15 名を え らび ． 「
洞察」 心 理 療法 （よ り多く内

面 へ と眼 を むけ さ せ る） と 「生渚」 心 理 療法 （よ り多 く

外面か ら の 調整 に 重点を お く） を 選択施 行した ．こ の 経

験 か ら，患者 の タ イ プ と心 理 療法に 関 し て ，二 者択一
の

治療仮説 を得た ．　　　　　　　　　　　　　　 ・
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学 生の 生活と意識構造 に 関する比較 研 究

研究 代表者　肥 田 野直 （他 12 名）

　　　　　　　　　（東京大学 ）

　現在 の 大学 の 場 に お い て 学生 の 直面 して い る 諸問題

を，そ の 社会的背景 と の 関連の も と に ，学生 の 生活 と意

識構造 の 分析を 手 が か り と し て ，総合的か つ 客観的 に 把

握 す る こ とを 目的 と して ，こ の 総合研究が行 なわ れ た ．

　研究分担者 は ，肥 田 野直，佐治守夫，林仁忠 ，越智浩

二 郎，小野周 ，村 上 泰亮 ，折原浩 ， 見田宗 介，鈴木祐

久，飽 戸弘 ，中谷和夫，土橋信男，杉本敏夫 の 13 名 で

あ る，

　 研究課題 は ，次 の 諸点 で あ る．・

　（1）在学中 の 学 生 が 、直面す る 問題 を い か な る条件の

　　も とに ，い か に し て 寃服 し て ，専攻や 職業 と取 り組

　 　む か ．

　（2）在学 中 の 学 生 の 大 学 ・
学問観 ，社会 観，人生観な

　 　 どは 、どの よ うに 変化す るか ．

　（3） 特に 現 代 の 社会 聞 題 ，政治問題 に 対 して
， ど の よ

　　 うな意識 と態度を と っ て い るか ．

　具萍的な研究方 法と し て ，質問票 に よ る意識調査，面

接 ，聴取な どの 方法 を 併 用 し，追跡 的 な分析 ，諸大学 の

学生 の 比較な ど を 行な っ た ．
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　主 要 な 研究 成果ほ次 の とお りで あ る．

　（1）
一

般学生を対 象と した質問票調査 に よ る と，国立

二 期校や私立大学 の 学生 は ，国立
一

期 校とは ，か な り異

な る意識梼造を も っ て い る こ とが示 され た ，す なわ ち ，

大学選択 の 動機 を 見 る と，一
期校 に お い て は ，積極的な

理 由 が 上 位 を 占め る の に 対 し，二 期校｝こ お い て は ，副 次

酌な理 由も し くは 消極的理由 しか 見出されない ．ま た ，

大 学 問 に 学 生 に よ る 格づ けが存在し，そ れ が 志望順位 と

密接な関係 をもつ こ と も示 され た．た だ し ， 大学 へ の 期

待 に つ い て は ，専門的知識
・
技 術の 評価に 多少 の 差が あ

るほ か ，

一般的傾向は か な り一致 し て い る ．な お ，各校

の 学生気質 と学内 で の 諸活動 との 関係、 出身階層 と 大

学 ・学問観 や 人生観 との 関係 な ど に ，国 立 ，私立 の 間 の

相違が 反映す る こ と が示 され た ．

　（2）事例 研究に よ る と，高等学校時代 お よ び 大学時 代

前半に お け る 交友 関係 か ら準拠集団を 形成 して お り，そ

れ に よ っ て 彼 ら を 類型的 に 把握 で き る こ と が明 ら か に な

っ た ．そ の 理論図式 の 構成 を試 み た．

　（3）予備調査 の 段階で ，折 か ら進行中 の 大学紛 争 の 中

で ，学 生は 強 い 衝撃を受け ， 大学 ・学問観や 生活意識 こ

重 大 な 変化 が生 ず る こ と が 知 られ た ．そ こ で ，特定大学

の 学生 （含大学院学生） を 対象に ，質問票調査を 行な っ

た ．学 生 の 社会問題 （特 に 紛争等）へ の 態度は ，こ う し

た具 体的事件をき っ
か け と して 顕在化す る ．す な わ ち ，

当初 ，中立 ・無関心 の 態度を と っ て い た 者た ち は 、M 争

の 経過 と共 に ，積極的態度 ，消 極 的 態 度 の い ず れ か を 取

らざるを得ず ， 運動 へ の 参加 に つ い て も，両極 に 分解す

る こ と が示 さ れ た ．高学年 ほ ど、また 特定学部 の 学生 に

お い て ， 消極的態度が見られ た ．ま た，社会 問題 へ の 態

度は ，学生 の 準拠集団と も関係があ る．す なわち，特定

の 派の 支持者は
，

一
貫 し た 態度 を と る ．現 状 に 対 し て は

疵判的 で あ り，し か も ど の 派に も属 さ ない 者 た ち が ，無

党派準拠集晒 を 形成 し ，紛 争 の 経 過 に 大 き な 影響 を 与 え

た 点 が注 目 さ れ た ．な お ，学生 の 出鼻階層と行動 へ の 参

加 の 問 に も，密接 した 闘係が見出され た ．

　今回 の 大学紛争 の た め ，対象学生 の 選択と質問紙 の 回

収に 大 きな支障があ っ た こ とを 付記す る ．

聾児 の 教授法改善に関する心理学的研究

研究代表者　小　川　再 　治 （他 9 名）

　　　　　　　　　　 （工 学院大学）

他 の 特殊教育部門に比べ ，科学的教育法探究 の 研究が

乏 しか っ た 聾 教育界が，今 餃よ り進歩す る た め の 参 考資

料を提 洪す る口的 で ，本研究を計 画 した ，本研究 は 4 部

門 か ら成 り，最終的 に 各部門 の 成果 を 持 ち よ っ て ，い ろ

い ろ の 知見を ま とめ 上 げ る 予定 で あ る が ，現在は まだ 各

部門別 々 に 研究を進 め つ つ あ る．以下 ，各部門 の 研究成

果 を概括 して 報告す る．

　 1　 聾児の 知能 ，性格 の 咽人差 に 関す る 基礎的研究

　聾児 に 科学的 な 教育を行な う基礎 とな る ，妥 当性 ，信

頼性 の 備 わ っ た 知能 や性格 の 測定法は ，ま だ確立 して い

な い ．こ の 測定法確 立 へ の 寄 与 を 目標 と し，最初 研 究対

象を知能に しぼ っ た ．従来か らい わ れ て い る よ うに ，聾

児 に 団体知能 検査 を 用 い れ ぽ ，能力 以 下 の 結 果が出て く

る し 勵 作性個 人 検査を用 い れば ，抽象的 測面 の 知能 が測

定しに くい とい うジ レ ソ マ が あ る．小川再治は ア メ リ カ

で は ， （a ） ヒ ス キ ーネ ブ ラ ス カ 検査， （b）ラ イ タ ー検

査とい う 2 つ の 個人動作性 検査が ， 前述 の ジ レ ン マ を比

較的解決 して い る とい う清 報 を 得 た の で ，（a ）を 日本 の

聾児に 適用 し て み た ，現在 ま だ 数 十 例 の 資料 しか 得て い

ない が ，ア メ リ カ で い わ れ て い る ほ ど の 効果は 現 わ れ て

い な い ．現在栃木聾学校で さ ら に 資料 を 増しつ つ あ り，

あわ せ て 団体式知能検査 も試 み て い る ．次 の 段階 と して

下位検査分析，ラ イ タ ー検 査の 施行を 計画 し て お り，得

た 資料 の 分析に よ り，上述 の ジ レ ン マ を 破 る 突破 口 を 見

出 し た い と 考 え て い る ．ま た 今後性格検査 の 検討も試み

る予定 で あ る，

　 9　 聾 児の 能率的 言語教授法 の 検討

　従来の 言語教授法 の 能率を ， 教育工 学的機械の 導入 に

ょ っ て 向上 さ せ 得 る か を 検討す る ．小川再治 が 196 フ 年

オ ハイ オ 大 学勤務中に 実施 した プ P グ ラ ム 学習の テ ィ
ー

チ ン グ ・
マ シ ン に よ る 語彙形成研究か ら ヒ ソ トを 得た実

験 を、H 本 の 聾 学校幼稚部 で 行 な っ た と こ ろ ，特 に 高 知

能の 生 徒に 効果を得た ，テ ィ
ーチ ン グ ・マ シ ン 以外の 教

育機械 の 有効 性 に つ い て も，今後検討 の 予定 で あ る ．以

上 の 1 ・蓬は 主 と し て 小川再治 ・中村秀 が 中心 とな っ て

行 な っ て きた が．里 ・限 よ栃木聾学校 ス タ ッ フ が主に な

っ て 実施 した もの で ，ま だ 1 ・匹と 田 ・鐸の 1飄に 関連 づ

けを す る段階 に 到 っ て い な い ．

　 匿　聴能率訓 練法 の 検討

　現在 日本聾教育界 で 用 い て い な い 指文字 を，栃木聾学

校の 聽能訓練授業 の 中 に 導 入 した ．導 入 し な か っ た こ ろ

の 生徒 よ り も，音韻表象の 形成 ， r−1話能力の 向上 1 自我

関与 の 増進な どの 効果 が み られ た ，今後何 らか の 方法で

統制群を設け る 必要を感 じ て い る 、（後述す る 困難性 は

あ る が）

　 b「

同時法 （同時 に 2 つ 以上 の 方法 を用 い る教授法 ）
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