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、

基 準
”

に 関し て 805 の新谷 は ， 自分 の ケ
ース の 場 合

は，全体的経験体 系 か ら考 え る と 母子分離 を は か る こ

とが 極 め て 重要 で あ り， 基準 と し て は 他 の 諸特性 と比

較 し て 考 え る と述べ た．805 に 刻 し て 司会者 か ら さ ら

に，成熟 と治療 の 効果を どの よ うに 考 え る か と質問が

あ り，新谷は わ が 国，そ の 地方，家庭 に お ける大体の

平均値を み る
， それ か ら大 ぎ く遅 れ て い る子 どもは

，

場 面を設定 し，指導 し経過を み る 必要があ る と述 べ た E

東 （国立特殊教育総合研究所） は成熟 と治療教育 の 問

題は思弁的 に 問題 に す べ きで な く，実験計画 を 聞題 に

し な くて は な らな い
， そ の た め に ば 働 ぎか け

』
の 目的 を

は っ き りし て，デ ザ イ ン を 明確に す る 必要があ ると述

べ た．

　806 に 対 して 東 は
， 心 理療法的 ア ブ 卩

一一
チ と 教育的

ア プ ロ
ー

チ は 実際ど の よ うに ち が うの か と質問 し た ，

宇佐川 は前者は対人関係を軸 と し た ア ブ ロ
ー

チ で あ

り，後者は発達的視点を 入 れ た ア プ ロ
ー

チ で あ る と述

べ た，

　 809 に 対 して東は，サ ソ プ リ ソ グ の 基準 と， 対象に

障害児も含 ま れ て い る か とた だ し た．山根 は サ ン プ リ

ン グ に は や む な く偏 りが あ る こ と，障害児 は は い っ て

い な い と述べ た，

　 807に 対 して 坪郷 （山 口 女子大）は，対象群 を用 い

て な い こ と に つ い て 質問 し た．木船 は 対象群 とし て は

標 準化 の 結果を用 い た と説明 し た ．さらに 坪郷 は 親子

関係診断テ ス ト に は かね て か ら矛盾を感 じて お り，こ

の テ ス トは余 りに も問題が多い と指摘 し た，さ ら に 司

会者 も同 じ指摘を し，ま た 親子関係 とい うもの は 本来

標準化で きな い の で は ない か と述べ た．ま た 東 は ，こ

の 研究に は今ま で の 知見 とちが っ た新 し い もの がある

とた だ し た ． こ れ に つ い て 木船 は 通学形態 との 関連 で

こ の テ ス ト を分析し た 研究 は な い と答えた ，

　再度 803 に対 し て 司会者は ， 自閉的 とい うこ とばの

使 い 方をただ し た．こ れ に つ い て 近藤は，カ ナ
ー

の 言 っ

た 形 で の 診断基準 は あ て は ま らな い が，行動特徴 とし

て 自閉症状を も っ て い る場合を さす と説明．大井 （愛

媛大） は，発 達 の つ まず き の 中身の 説明 を求め，ま た

自閉児 の 場合 に は タ イ プ分け を念頭 に お い て 取組む 必

要があ る が，どうか と質問 し た，近藤 は 前者 に っ い て

は 普通 児の 中 に もつ まず きは み られ る が，障害児 の 場

合 は 固定化 され や す い ，後者 に つ い て は タ イ プ 分け す

る ほ どの ケ
ース を もた な い と答えた ．

　804 に対 し て 司会者 か ら，情緒障害 の 概念を ど う考

え る か
， 治療効果確認 の 方法 を ど う考 え る か と質問が

あ っ た．後藤 は ，治療が ど うい うふ うに 行わ れ る か に

よ っ て概念を分化する こ とに意味が ある，む し ろ治療

過程 を積み 重ね て い く中で情緒障害 の 概念 も明確 に な

る．治療 の 理論的枠組み を明確 に し て お げば 効果 は 決

まる， 治療が 発達 の 足 が か りに なれ ぽ よ い ，と答 えた ．

東は，情緒障害児 と い うこ と ば は ナ ソ セ ソ ス で ，症状

と し て 具体的 に み て い くこ と が 必 要 で あ る と した ，こ

れ に 対 して 後藤 ぱ
， 治療 と は 人間 と人間 の か か わ りで

あ り， 今 こ の 子 を発達 さ せ る こ とが 先 で，実験デ ザ イ

ソ を優先さ せ る こ とば で きな い と し，科学的 ア プ ロ ー

チ の 考え方 の ち が い が浮き掘 りに され た ．

　最後 に司会者か ら遊戯療法 の 効果 の 確認 に つ い て 問

題 が 提示 され たが ，時間 ぎれ とな っ た，

II　 ま　 と　 め

　全体 を通 じて 討論 の 主 な る 主題 は 次 の もの で あ っ

た ．

　（1）　自閉児 に お け る 発達 の つ まず きの 内容

　（2） 母子分離 不 安の 内容と そ れ へ の 治療的接近の 必

要性に つ い て の 基準

　  　成熟 と治療効果を どの よ うに 考 え る か

　（4） 自閉児，
．1青緒障害児 の 等 の 概 念を め ぐ っ て

　（5） 田研式親子関係診断テ ス トの 問題点

　（6） 実験計画が優先す る か，子 どもへ の か か わ りが

優先 す る か を め ぐる 行動 科学的立場 と人間学 的立場 の

討 論

　討論は や や 深ま りに 欠け，子 ども不 在の 研究論議の

色合 い がやや強 か っ た とい え よ う．とくに （6）にっ い て

は 重要 な問題 を含 ん で お り
， も っ と時間 を か け る べ ぎ

で あ っ た と反省さ せ られ る．　　　　　 （山下　勲）

臨床 ・ 障害　2　（810〜 821）

座長　中 山　巌 ・小椋た み 子

810 宗教妄想 を訴え た
一

症例

　　　　　　　　　　 佐賀大学　　中　山 巌

811 何 も語 らない 精神分裂病 ・ 境界例 の 精神療法

　　（治療協力 の た め の 表象形成）

　　　　　　　 山梨 日 下部病院　　中　黒　　　弘

812 青年期 に 端を発 し妄想を持ち 続 け て い る
一

症例
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　 　 に つ い て

　　一
卩
一ル シ ャ ッ

ハ テ ス トの 検討
一

　　　　　　　　　　桶狭 間病院　　長谷川　喜美香

813 −・・
学校恐怖症 生徒 の 心 理 療法過程

　　　　　　　　名古屋学院大学　　生　越　達　美

814 系統的脱感作法に よ る吃音の 治療

　　　　　　　　　　　筑波大学　　坂　野　雄　 二

815蛇恐怖 の 行動変 容 に お ける内潜正強化法 の 効果

　 　 に つ い て

　　　　　　　　　東京学芸大学　○松 　村　茂　治

　　　　　　　　　　　 〃 　 　　　 清　水　 　 正

816 グ ル ープ セ ラ ピ ー
の 試 み （1）

　　一
非社会的傾 向を示す 中学生を対象 と して 一

　　 　　　　　　都 立 教育研究所　○多 賀谷　篤　 子

　　　　　　　　　　　〃 　 　　　 平 　尾　美生子

　　　　　　　　　　　〃　　　　 浅 　岡　鏡　子

817 パ ソ 粘土 細工 と箱庭 に よ る面接過程

　　一思春期 の 女子を対象 に
一

　　　　　　　　　　　京都大学　　菅　　　佐和 子

818描 画 と対面連想法に よ る 心 理治療 の 面接関係 に

　　関する研究

　　　　　　　　　奈良女子大学　○小 　椋　た み 子

　　　　　　奈良中央児童相談所　　吉　田　　　猛

819 集団心 理 治療場面 に お ける治療者 の 体験過程 に

　　 つ い て の 研究 （1）

　　（D ．E．　Orlinskyの Therapy 　Session　Report を

　　 中心 に して ）

　　　　　　　　　福岡教育大学　○海　塚　敏　郎

　　 　　　　　　　　　 〃 　 　 　 　 船 　津　守 　久

820 マ イ ク P ・ラ ボ ラ ト リ
ー・ト レ イ ニ ソ グ に 関す

　　 る研究 （そ の 10）

　　効果性 の 検討 （そ の 1）

　　　　　　　　　　　上 智大学　O 山　内　　　基

　　　　　　　　　　　　 〃 　　　 早乙女　紀代美

821　　　　　　　　 〃 　　　　　　　 （そ の 11）

　　効果性 に つ い て （そ の 2）

　　　　　　　関東学院高等学校　○橋 　木　幸 　晴

1 発表と討論 の 経過

上 智大学　　小　林　純　
一

　 〃 　 　 　 島　崎　真　
一

　本分科会で は，12の 研究発表 （810〜821）が，ほ ぼ

論 文集 に 沿 っ て 行 わ れ ， 補 足 資料 の 配 布 （816，82  ，
821）， 補足説 明 も加 え られ た が，そ れ に よ っ て 基 本 的

に結論が改 め られ る もの は な か っ た の で
， 討論 内容 の

概 論を述 べ る．

　座長 の 提案で ，研究発表を 810〜813精神療法的ア ブ

卩
一一チ，814〜815行動療法，816〜817思春期児童 へ の

セ ラ ピー
，818〜821数量的なもの を測度 と し た 発表 の

4 ブ 卩 ッ ク に わ けて 1時間 に わ た り討論 を すす め た．

　中山 （810）に対 し，渡辺 （職業研） よ り宗教妄想と

い う診断が下 され る具体例，宗教妄想と信仰心 の 区別

に つ い て 質問 が あ り， 論文集 の 報告の 中 か ら具体例を

あげ （ex ，咳 ばらい を し た 時 に 親 らん の 声が応答 の サ

イ ソ で ある こ と等），宗教妄想 と信仰心 は違 うこ とが答

え られ た．中山 （810），中里 （811）の 精神分裂病者 の

治療に 対 し て
， 吉 田 （奈 良県央児相） よ り，妄想否定

を行 うこ とは，患者 に 急激な不安を体験 させ る危険性

を有し て い る と考 え られ る が，治療機序 の 中 で ，どの

時期 に 妄想否定を行 うべ ぎか ，あ る い は 自ら消失す る

技法を と るべ きか に つ い て，自身 の 体験 し た症例 を あ

げ質問がな され た ，これ に対 し て，中里 は，「妄想も患

者の 心 の 安定 に 必要 との 立場 よ り否定 しない ．妄想 が

治療場 面 の 中 に変化 し て きた時，それを解決す る こ と

で 妄想を必要 としな くな る技法 を考 える」 と述 べ ，中

LLI　e＃i．「以前 に 体験 し た宗教妄想の 症例か ら，疾病利得

を防 ぐた め に 妄想否定が 必 要 で あ る とい う動機 をも っ

て こ の 患者 の 治療 に あ た っ た．妄想否定 が 患者 を混乱

させ る こ とに な らない と判断 し た患者側 の 具体的な動

き （患者か ら自分 の 病気 に つ い て尋ね て ぎた， メ モ か

ら妄想 の 背景 が わ か っ た，患者 の 立 ち な お る強 さ） が

あ っ た 」 と述 べ た ．

　長谷川 （812）に 対 し，細木 （日大）よ り全体的な治

療構造 に っ い て質問があ り，「医師 との 共同 で 通院 と電

話 とに よ り治療 に あ た っ た 」 と返答があ っ た．

　生越 （813） に 対 し，平尾 （都立教育研） よ り，症児

が甘 えを克服 した と報告さ れ て い る が，甘 え の 状態，

甘え の 克服の 仕方に つ い て 質問があ り，それ に対 して

症児 の 父親の 入 院 ， 死亡 の た め
， 母子関係 で の 心 の 交

流 が 乏 しか っ た こ と，甘 えが物 に よ り満足 させ られ て

い た こ と，甘え の 克服 は 内的過程で行わ れ た こ とが答

え られ た ．

　814 （坂野） に 対 し，田 中 （創価大） よ り   脱感作

手続 の 具体的方法　  治療効果 が 不 安場 面 を 段 階的

に イ メ
ージ で 思 い うか べ て い く効果 なの か ，それ とも

AT （自律訓練法），　 PR （漸進的筋弛緩法） の み で 起 り

うる か の 質問が あ り，
一
  に つ い て ： 安楽 イ ス へ 座 る

→ 閉眼→イ メ
ージ を与 え る → 不安 が 生 じる と合図を さ

せ る → AT ま た は PR の 実施   に つ い て ： AT が

あ る程 度 ク ラ イ エ ン ト に 習得 され て い れ ぽ
， 段階的 に

不安度が 小 → 大 に な る イ メ ージ を与え脱感作す る こ と

に よ り治療は可能だ と考 え る ，
AT と不安場 面 の対呈
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示 が逆制止 に と り重要で あ る と考 え る」と答 えられ た ．

　松村 ら （815） に対 し鈴木 （早大）よ りモ チ ベ ーシ ョ

γ 要因 に つ い て考慮が な さ れ た か の 質問があり，「実験

群間の 比較が 目的 で あ る の で 実験的処理 以外 は 均
一

に

保 ち，モ チ ベ ー
シ ョ ソ 操 作は 行わ な か っ た，全群 で

pre．→ post テ ス トに 得点が滅少し て い る こ と は，モ チ

ベ ーシ ョ ン 要 因 も働 い て い る と思わ れ る」 と答 えられ

た，

　多賀谷 ら （816）に対し川井 （都精神医学総合研） よ

il　、  グ ル
ープ の 相互作用 に 影響す る と報 告 の あ っ

た メ ン バ ー
間 の 言語表現能力 と情緒成 熟度の 差を ど う

評 定す る か，  play　material
，
　 activity を導入 す る

考え がある か，との 質問が出され，「  に っ い て 現在 は

行 っ て い な い が今後検討 し た い ，  に っ い て 積極的

に 導入 し た い 」 と答 え られ た。田中 （創価大 ） よ り，

非社会的傾向を 不安 に よ る と仮定する な らぽ不安緩和

の た め の 自由な リ ラ ッ ク ス した 雰囲気を つ くりあげ，

ま た 集団 の 中 で 自己 を主張 で きる role 　 playing ，ゲ
ー

ム 遊び を と り入 れ る こ と が望ま し い こ と が提言さ れ，

理論的根拠に 基 づ い た技法を試 み る こ とが必要で あ る

との 指摘もな され た，

　菅 （817） に 対 し，松川 （京大 ） よ り   パ ソ 粘土 と

箱庭療法 の 治療的意義 　  登校再開へ の 他 の 要因 の

効果 に つ い て 質問 が あ っ た ，「  に 関 して 十分 な把握

は で きて い な い が，人形作製は 自己像の 再構成の 象徴

過程 で あ る．箱庭 は意識水準 よ りや や 深 い レ ベ ル の も

の の 非言語的 な視覚表示 に 意味 があ る．  に 関 し て

数多 くの 要 因がか らん で い る の は当然 で あるが ，自分

が関与し た 範 囲 に お い て は，こ の 会 い 方は意味があ っ

た と実感 し て い る 」 と答 え られ た．ま た 岩村 （都教育

研） よ り，治療期間が短 い の に 登校再開 が 可能 とな っ

て い る が，不 登校 の 期間 ぱ どの 位 か とい う質問が な さ

れ，各症例 の 発症か ら来室まで の 期間 が 答え られ た ．

　小椋ら （818） に対 し中山 （佐賀大） よ り，
8〜10 コ

の概念の 評定は ， 被験者をあきさせ な い か との 質問が

あ り，
「面接群 の 面接場面 に 関す る概念以外 は 自宅 で の

評定で ある」 との 返答があっ た．

　船津 （819） に 対 し，中山 （佐賀大） よ り Orlinsky

の 尺度 は
， 成人用 ， 児童用 の 区別 が あ る の か との 質問

があり，児童用を使用 し た と の 返答 があ っ た．また岩

村 （都立教育研） か らの 要請に よ り，治療者の 治療場

面 に お け る動 きの セ γ ス に つ い て の 質問項 目 の 紹介が

あ っ た．さらに ，中里 （山梨 日下部病院）よ り，「  集

団療法の治療状況   児童の 病気 に よ り治療者 の 感

情移入 の され方 が 異 なる と考 えられ るが 診断名別 に よ

る分析 の 可能性 は な か っ た の か 」 と い う質問が な さ れ

た．  に 関して 「学生 の 臨床教育 の
一．
賃 と し て大学内

の プ レ イ ル ーム で 各 回 同じ固定 され た学生 セ ラ ピ ス ト

が実施」，  に 関 し て 1
一
臨床経験 の ない 学 生 の 治療者

と して の 成長 の 変化 を み た か っ た の で 前期，後期で 分

析 した が ， 今後の 課題 とし た い 」とい う返答があ っ た，

　山内 ら （820），橋本ら （821） に 対 し 平尾 （都立教育

研） よ り， ト レ イ ナ
ー側 の 要因 の 研究を行 っ て い る か

との 質問があり， 今後 の 課題 と した い 旨返答が あっ た．

また小椋 （島根大） よ りの 要請に より，
MLT 方式の

DG ，個人観察グ ル ープ，　 DG 全体観察グ ル ープ の 図示

説 明 が な さ れ た．

H 　 ま　 と　 め

　精神分裂病，学校恐怖症，吃音，非社会的傾 向の 症

例 に 対 して の 各発表者 の 技法 で の 治療の 報告 と，治療

者の 体験過程 ， 治療関係 ， 治療効果をあ きらか に す る

為 の 数量的な研究が提出 さ れ，約 50 人の参加者 の 中で

活発な討議が行われた，

　4 つ の ブ ロ ッ ク に わ け討論 を すす め た が
，
12 コ の 発

表 に 対 し 1時間とい う討論時間し か なか っ た こ とや ，

技法が多岐に わた り， 各発表 が 独 自性 をも っ て い た こ

とな どか ら，個 々 の 研究発表 へ の 質疑 ・応答が主 とな

り，各 ブ ロ ッ ク 内で の 論議を 深 め る に は 至 ら な か っ た．

　　　　　　　　　　　 （中山　巌 ・小椋た み 子）

臨床 ・障害　　3　 （822〜833）

座長　五 味義夫 ・堀　　要

822中学 ・高校に お け る登校拒否生徒 の 指導 に 関す

　　る研究 （II）一
そ の 1一

　　　　　関東学院 六浦高等学校　　有　田　 モ ト子

823 中学 ・ 高校 に お ける登校拒否生徒 の 指導に 関す

　　る研究 （II）一そ の 2一

　　　　　関東学院 六 浦高等学校　　松　沢　啓　子

824登校拒否症 に 関する研究 （III）

　　登校拒否生徒 の 登校 忌避 と勉学 意欲 に つ い て の

　　考察

　　　　　　　　 東京学芸大学　〇五 　味　義　夫
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