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　　　　　　　　　　　　東北大学 　松 木 健 一

966 自閉的傾向児 の 養護 ・
訓練領域 に お け る 行動特徴 に

　　 つ い て （の

　　　　　国立 特殊教育総合研究所

967 自閉児 の 学校適応に つ い て

　　　　　　　　　　　　熊本大学

968 幼児 の 対人関係障害

寺　 山　千代子

一　門　恵　子

　　　　対人関係行動チ ＝ ッ ク リス トに よ る
一

　　　　　　　東大阪市保育研究室　　広　利　吉　治

969 自閉児 の コ ミ ュ ニ テ ィ
・ケ アー

　　一 愛知県下 に おけ る 療育 グル
ープ ・障害児保育の

　　　　実態調 査 を通 し て

　　　　　　　　　　　名古屋大学　　譲　　 西　賢

970 自閉児 の 行動形成 に 関す る 研究 （1）

　　一 外来治療 に お ける 治療態勢 の 確立 へ の 試み一

　　　　　　　　　　福岡教育大学　　船　津　守　久

971 自閉傾向児 の 言語性能力 と動作性能力 の 比較検討

　　一 K 式発達検査 を用い て

　　　　　大阪府立 中宮病院松心 園　　岡　田　正 　幸

972 自閉症児 の コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン の 悪 さにつ い て （ll）

　　
− WISC の プ ロ フ ィ

ー
ル と PFT への 反応

早稲 田大学　　井　原　成 　男

973 同
一

性保持傾向の 強 い 子 供 の 認知 の 特性お よび そ の

発達的考察

　 　 K 式 発 達 検 査 を用 い て一

　　　大阪府立中宮病院松心園 小 　寺　鉄 　也

　松木 （965）に 対 し て，大井 （愛 媛大） よ り，  文字 に

よる 欲求 の 表現が増え た か ど うか ，   も し増加 した と し

た ら，そ れ は コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン 手段 の モ ダ リテ ィ に よ

る もの か，  自閉児 の 揚合 ， 文字や絵 カ
ードに よ る 「交

流 」 は，そ れ 自体完結 し た 行動 と し て 長 く続 き，生 活揚

面 に般化し に くい が ， 本事例 の 文字 に よ る 「交流」 の 導

入 は， コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン の 能力 の 発達上 い か な る意味

が あ る の か ，の 3 点 に つ い て 質 問 が あ っ た。松 木 は， 

文宇 に よ る発信行動は，訓練開始時 に 比べ い くらか は 増

え た が期待 し た ほ ど で は な い ，  文字信号系は ， 欲求 を

す ぐ表現 で き る とい っ た 即効性 に 欠け る 面 が あ る，  文

字 に よ る 「交流 」 は，本児 の 低い 言語状態を高め る 目的

に と っ て は有効 で あ っ た と思 うと回答 した 。

　山松 （追手 門学院大） は，一門他の 凡 て の 発表者 に 対

して ， 多 くの発 達が自閉児 を社会的適応 の 側面 か ら捉え

た もの で あ っ た が，個人的要求 の 充足 も教育活動 と して

重要 で あ り， 普通児と 同等 の 適応 の 基準 を 自閉児 に 求 め

る の は ， 非生産的で 時 に は 苦痛 さえ 強い る こ と に な りか

ねない と指摘 した 。

　寺 山 （966）は，山松に対し て，直接的回答に は な らな

い が，養護 ・
訓練の 「心身の 適応」 の 領域に お い て 自閉

群 と非 自閉群 の 間 に 顕著 な差 が み られ ， 自閉群 は こ の 領

域 に おける 訓練 ・指導 が必要 で あろ うと回答 し た 。 続

く，坂上 （作陽短大） か ら の，「音 の 弁別 」 の 項 目の 判

定方法 ・基準に つ い て の 質問 に は，担任 の 評定 に よ っ た

と答え た 。 ま た ， 氏森 （東学大）は ， CA と の 関連 に つ

い て質 問 し た が ，寺 山 は， CA よ り も IQ との 関係が 強

い と思 わ れ た の で CA 要因 に つ い て は検討 しな か っ た と

回答し た。

　
一

門 （967）は ，上記 の 山松 の 指摘 に対 し て ，今回 は 学

校教育 の 側面か ら 自閉児の 問題 の一面 を捉 え た に 過 ぎ

ず ， 個人的要求 の 充足 の 面 か らも十分 な教育的配慮が必

要 で あ ろ うと述 べ た 。

　 譲 ら （969．）に 対 し て ， 布尾 （高岡養護） よ P ， 名古屋

市の 障害児保育に 対す る ス ーパ ーバ イ ザー方式 に つ い て

の 具体的説明が求め られ，丸井 ・
蔭 山 （名大） は ，児童

福祉審議会 の 答申に よ っ て 実現 し た もの で ，54年度 か ら

公 立保育園 で は混合保育が原則と な り，約70 名 の 障害

児に 対 し て 4 名の ス ーパ ーバ イ ザーが そ れ ぞ れ の 保育園

を年 2 回訪問 して 指導して い る と説 明 した 。

　 船津 （970）に対 して ，青 山 （安田生命子 ど も相談室）

よ り， 治療期間 とそ の 間 の Reward の 変更 に つ い て 質問

が あ ）／ ，船津 は，治療期間 は 2 年間 で ，Reward は 変 え

て い な い と答 え た 。ま た，青山 は，食事 の コ ン トロ
ー

ル

もうま くい っ て い る の で，CM や レ コ
ードの 代 りに 食物

を Reward と し て 使用で き る 段階 に き て い る と思 う， さ

らに ， 今後親 を治療者 と し て 育 て て い くこ とに よ っ て 外

来 で の 指導態勢 を強化で きる と 思 うと の 意見 を述べ た。

　 岡田 ら （］971）に 対 して，山松よ り，自発語 を もつ 群，

エ コ ラ リア中心 の 群 ， 表出言語 の な い 群 の 3 群に っ い て

検 討 し て 欲 し か っ た と の 希望 が 出 され た が ，岡 田 は ，エ

コ ラ リア 中心群 の ナ ン プ ル が十分集 め られ な か っ た と回

答 した 。

　井原   72）は，氏 森か ら の PFT の 使用 目的 の 確認 に

対 し て ，自閉児 の コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン の 特徴把握 の た め

に使 っ た と答えた 。　　　　　 （船津守久 ・一
門恵子）
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