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　 1。　 生育環境 と遅滞の 要因

　 本事例 は 1972 年 ⊥明 Y 県 M 町 に お い て ，虐待事件 と し

て 救出され た 当時満 6 歳 と満 5歳 との 姉弟か ら成 る 。 発

見当初，い ずれ も身長 82cm ， 体重 8．5kg 程度 ， 歩行 は

不能 で い ざ り歩 き，発語 は 姉 2 語，弟 は 0 で ，心身 と も

に 1歳半 の 水準 に し か達 せ ず ， 何 らか 異例の 生育条件 を

もつ もの と想定 され た 。 （本事例 を， 以下 F 子 ， G 男 と

略 称 す る 。）

　 〔1） 遺伝的 負因

　本事例の 場合，発達 の 遅滞は き わ め て 重 く，遺伝また

は先天 性 の 異 常 が 疑 わ れ る が，そ の 後 21ml に わ た る専 門

医 の 診断 の 結果，染色体そ の 他粗大 な 異常は認 め られ な

か っ た 。た だ し，F ，　 G と も両側手指第5 指 に短 指症，

ま た，足 指第 2 ・3趾 間 に合 趾 症があ り，さ らに，G に

は 両側に 手掌猿線が認 め られ る な ど， 多少 の 遺伝的負因

の 疑 わ れ る ふ しは あ っ た 。 し か し ， い ずれ も軽微 な もの

に すぎず，発育遅 滞症状 の …部 と もみ られ る 。

　IY74年 の 医学的所見に よれ ば ，
　 F に脳波 の 入眠時 ス パ

イ ク，左 右両側 の 不均衡が認 め られ，「異常 の 疑 い 」， G

に も ス パ イ ク様 の 波がみ られ 徐波多 く，中枢 の 未成熟 ま

た は r疑問あ り」 と判定さ れ た 。 （こ れ以外 の 3 回 にわ

た る 脳 波診断 の 結果 も，常 に F の ほ うに異常波 の み られ

る率が高か っ た が，に もか か わ らず行動的 に は G の ほ う

に遅滞が大き か っ た の は注 H に値す る。） そ の 他，同 じ

く／9桝 年 に は，F ，　 G と も乳 衝 の ま ま で か つ レ ン トゲ ン

撮影 の 結果 永 久 歯 の 歯 芽 が ま った く認 め られ ず，将来歯

の 欠損に終る お そ れ が大 きい と診断され た 。

　後述す る よ うに ， 兄 E に は 同様 な 遅滞症状 が み られ た

もの の ，そ の 他 の 姉妹 に は 異常 が な く父 母 そ の 他の 近親

者 に も格別 な障害 は み られ な い 。総括 し て ， 重 度 の 遺伝

的負因は な い も の と考え られ る。

　  　家 族 状 況

　図 1 にみ る よ うに ，母親 は 前夫 との あ い だ に A ’，Btの

二 子 を もうけた 後離婚 し ， 母子療 に入居 し て 自活 して い

る うちに F ， G らの 父親 と知 りあい 再婚 した 。 括弧内 の

生年月 に み る よ うに ， そ の 後 ほ と ん ど年 子 で 次 々 と 7 人

の 子 ど もを出産 し た 。 こ の うち ， H は 出生直後肺炎 の た

め死 ［L：し，1 は 事件直後父 親 の 「口知 の 家族 の 養子 とな っ

た 。母親の 先夫との 離婿 の 理 由は ，夫 が 詐欺罪 に よ っ て

捕 え られ た ため で あり， 親 の 反対 を押 し切 っ て結婚 に至

っ た に もか か わ らず不幸な破局 を迎 え る こ と とな っ た。

こ の 事 1青は ，後 に の べ る 貧窮状態 に 陥 りな が ら再 度 の 離

婚 をた め らわ せ る遠因に な っ た と推定され る。

　1）　父親 ： 父親 は こ の 地方 の 富裕 な地主 の 末子 と して

生 ま れ た が，幼少期 に 実 母 ， 父 親，継 母 を相 つ い で 2 年

以 内 に亡 くした と い う珍し い 体験 をもつ 。小学校入学時

頃か ら祖母 に よ っ て 育 て られ た が ， 些末 な行 儀作法を厳

し く しつ け られ た 反 面，過 保護 に傾 く とい う不 均衡な 初

期環魔
．
ドに育 っ た 。小学校に も ろ くに通 わ ず，漢字 の よ

み か きもで きな い 。親類 に預け られ 左官職 と して 仕 こ ま

れ た が，腕 は 良い に もか か わ らず怠 け 癖が強 く成功 し な

か っ た 。 行商な ど を して，僅 か な収入 をえ て い る 。 自己

中心的 ， 未成熟 とい う特徴 が 目立 ち， 自己顕示欲が強

く，ま た攻撃性 の 抑制 が な く常 に子 ど もの うち誰 か を標

的 と して虐待す る。

　2）　母 親 ： 母親も父親と同 じ地域 の 中産階級 の 出身。

素朴 な農村女性 とい っ た タイ プ で あ り，A ’

，　 Bl と と も

に 母 子 療 に住 ん で い た 当時 は 献身的 な 良 き母親で あ っ た

とい う。 し か し，そ の 家系は 異常 な多産系 で あ り， 姉 の

1 人 は 13人 の 子 ど も をもうけ た ほ どで あ る。そ の た め，

再 婚後毎年出産 を重 ね，さ らに夫の 怠業 の た め 自ら ミ シ

ン の 内職な ど に よ っ て 僅 か に 家計 を支 える の 止 む な きに

至 D ， 心身 と もに 疲労 し て F ，G の 頃 に は 養育放棄 の 状

態 に 陥 っ た と 推定 され る 。C ，　 D ，　 E と下 る に し た が っ

て 発達 の 遅滞 は顕著 と な り， D は 小学校 2 年まで ク ラス

で身長最も低 く集団知能 テ ス トに よ る IQ も 78、　 E は 小

学 校 入 学 時 に身 長 1　in 未満 で 真 に学 齢 に達 して い る か ど
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うか が疑わ れ た な どの 資料は，こ の 推定 を裏づ け る もの

と思 わ れ る。

　   生 育 状 況

　虐待の 直接の 状況 は ig7⊥年 3 月 か ら当時一家の 暦住 し

て い た 無住 の お 寺 の 裏庭 に 面 した 回 廊部分 に 四方を囲っ

た小屋 を作 り， こ こ に二 入 を閉 じ こ め た と い うもの で あ

る が，そ の 当時 ま で 順調 な 発育 を遂げて い た とすれ ば僅

か 1年 8 か 月の 閉居 に よ っ て こ の よ うな劇的 な遅滞が起

こ る とは 考えられない 。こ の 点 につ い て 調査 を行 っ た と

こ ろ，ほ ぼ次 の よ うな生育状況 が 明らか と な っ た 。

　先述 の よ うに ， F ，
　 G の 出生時 に は

一
家は 極端 な 貧窮

状態に陥り，− H 一
食 で 過 ごす こ とも多 か っ た とい う。

F ，G は，と もに 生後 3 か 月頃ま で 乏 し い な が ら も人 工

栄養 で 育 っ た が ， 以後 は一
目に オ カ ユ ま た は ウ ドン ー碗

程度で飢餓寸前の 栄養不給状態 に あ っ た と思わ れ る。F

が 2歳 10か 几 G が 1歳 10か 月 の 頃，た ま た ま 夏休み に

帰省 した A ’
の 圓想に よ る と ，

二 人 とも広 い 本堂 の 板 の

間に お しめ の ま ま 転 が されて い たとい う。F は寝返 り程

度 は可 能，G は ほ と ん ど動 け ず，両者 と も排泄 の 世話も

され な い ま ま放置 され，余 り汚れ が ひ ど くな る と父親 が

バ ケ ツ の 水 を上 か らか け流す程度。食亊 の 世話 は も っ ぱ

ら C ま た は D が 行 っ た が，そ れ 以 外 は 母 親 と も ほ とん ど

接触 は な い 。 ま た ， 本堂 に は め ぼ しい 家具 ・
調度の 類 は

ま っ た くなか っ た 。 出生直後 か ら， こ の よ う に 栄養不

給，マ ターナ ル ・デ プ リベ ーシ ョ ン ，文化的 ・言語的剥

奪，社会的疎隔な ど さま ざま な 剥奪 の 複合的条件 の も と

に 育 っ た と推定 され，こ れ が遅滞 をもたらし た主因で あ

ろ う。 そ の 後 ， 二 人 と もい ざ り歩 きに よ る移動 が よ うや

く可能 と な り，垂 れ 流 しが ひ ど くな る と と も に 父親 の

F ， G へ の 暴力行為が度重 な り，ま た生活保護 を受け る

必 要上民生委員が家内を視察して 不潔 さに 警告を發す る

な どの 事情も手伝 っ て ，父 母 と も に二 人 を戸外 に 隔離す

る こ と を決意 し た 。

　隔離時 の 状態 は ， 晴天の 際 は 母親や C ，D が 二 入 を裏

庭に 連 れ だ し ， こ こ で E と三 人 い っ し ょ に 追 い か け っ

こ，牛乳 ビ ン を割 っ て 破片を集め る な どの プ リ ミテ ィ ブ

な遊 び を くり返 し た模様 で あ り，こ の 点 で 感 覚 ・運 動

的知能 の 発達 を制約す る 条件 は 他 の 事例 （Fromkin ，

et 　aL 　1974 ”Koluchova ，1972，
，
　Mason

，
1942．，） の よう

に 大き くは な か っ た と考え られ る 。 また ， 二 人 の あい だ

に は 特有 の 笑 い 声 の 交 換 が 認 め られ た と い う。 し か し，

父親 の 虐待の た め か成入 の 足音 が きこ え る と瞬時に極端

な沈黙 に陥 っ た よ うで あ り，成人 と の 社会的接触 の 極端

な 欠如 は 引 き っ つ い た も の と思 わ れ る 。

2．　 救出後の 経過

〔1） 主要な 措置

救出後 の 二 人 に対 す る 主要 な措置 を次 に 列記す る 。

’
72 ・1C） 救出。　 G は 直ちに R 園経営の 乳児院 に ，

　 F は

　　　　K 児童相談所附属施設に引き取 られ る。
，
72 ・11F も G と同 じ乳 児院 に。
’
72 ・12 研究チ ーム 組織 。 乳児院 ， 児童相談所 と協力

　　　　して，F ，　 G の 回復 ・教育計画 をた て る 。

，
74 ・4

’74 ・6
，74 ・8

，75 ・2

，
75 ・4
，
75 ・7

F ，R 園経営の 養護施設 へ 。

F
， R 園経営の 保育園 へ 入園。

G ，同上養護施設 へ 。

G ，同上保育園入 園。

F ，市立 正小学校入学。

F ，母親に再会 （こ の し ば ら く前母親は父 親

と 離婚 し，再 会 に 障害 が な くな っ た の と，
二

人 の 母親願望 を考慮 し て 。）。

　
775・／2G ，母親 と再会 。 以後二 人 とも定期的に母親

　　　　　の 住む 母子 住宅に 帰省 す る よ うに な る 。

　
’76 ・4　G ， 1小学校 に入学。

　　　　 現在に至 る 。

　（2） 国 復
・
治療計画

　1973年の 初め， R 園及 び 児童相 談所 関 係者 と 協議 し

て ， 次 の 三 分野 を骨子 とす る 回復計画 を た て た 。

　ee　1は ， 主 と して 環境改善 に 依存す る部分 で，乳児院

や養護施設 に おけ る
一
般的要件を な す もの で は あ るが，
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特 に こ の 二 人 に つ い て は 意図的 に 注意 を払 う必要 の ある

項 目か ら成 る 。 具体的 に は ， 栄養条件 の 改善 ， 感覚 ・運

動的技能 の 活用 （描画活動
・

ス ポー
ツ な ど を 含 む），文

化的 ・認知的刺激 の 導入 （童謡 そ の 他 の 言語教材 を吹 き

こ ん だ 幼児用 カ セ ッ トテ
ープ レ コ ー

ダ
ーな ど教具 の 使用

を含む ），担当保育者 との attachment の 確立，言 語的

刺激 の 充足 ，成 人 との 対人 関係，年長児 との 交流，同輩

集団 と の 交流 な ど を含む 。特に，担当保育者 との attach −

ment の 確立 を主軸 とす る対人的環境 の 改善に 重点 を置

い た 。（こ の 点 で ，R 園 関係者 の 努力 と誠 意 に は心 か ら

感謝し な け れ ば な らな い
。）

　 そ の 後，た と え ば，保育園や学校 へ の通 学，こ れ に 伴

なう交友関係 の 拡大 ， 家族関係の 回復 （定期的帰省） な

ど新 し く附け加 わ っ た 要素や ， 描画活動 の よ うに正 規 の

課業活動 の な か に 力点 の 移 っ て し ま っ た要 素 も あ る が，

その 大要 は 変 らず に現在も維持 され て い る。

　第 2 は ， 診断 をか ね て の ドル プ レ イ な どの プ レ イ セ ラ

ピー
の 計画 で あ っ た 。し か し，後述す る よ うに，こ の 面

で は 具体的な問題 が 伏在 して い た と い うよ りは ほ ぼ 白紙

状態 に近 か っ た とい うの が真相で あ ろ う。む しろ，小 学

校 に 入学す る よ うに な っ て か ら家族関係そ の 他に 対す る

疑問 ・不安 ・葛藤な どが きざし始 め た よ うに み え る 。以

後 ， 適宜 TAT
，
　 PFT

， 描画 な どの 資料と ク レ ペ リ ン を

始 め と す る socio −emotional な 発達 に 関す る テ ス ト結果

と を参照 して必要な対策 をた て る こ とと し て い る 。 ま

た，乳児院 ・養護施設 にお け る担当保育者 の 観察記録 は

終始最 も貴重 な資料 を提供 し た 。 こ の 他，小学校の 担任

教師と も しば し ば面 接 と意見 の 交換を行 っ て い る 。

　 第3 は，遅 れ て い る さま ざま な能力 を補 うた め の 意図

的 な教授 ＝学習 プ ロ グラ ム の 導入 で あ る 。研究 チーム の

専任助手 が定期的 に乳児院や養護施設 に通 い ，お よそ週

2 回の 割合 で 補償教育 を担当 し た。そ の 骨子 は ， 語彙 の

拡大 ，
コ ミ ュ ニ ケ

ー
シ ョ ン能力，内言 機能，書字言語 能

力の伸長 に 力点 をお い た言語発達 ， 計数，数の 保存，計

算力 な どの 目標 に向 け られ た数能力 の 発達，社会や自然

に 関す る知識 の 獲得 の 三 部門か ら成る 。 こ れ に 伴 な い，

各種知能テ ス ト，ITPA ，文法能力，学業成績 などさま

ざ ま な テ ス ト資料 の 収集 と そ の 検討 と を も と に，二 人 の

弱点 を補 うよ うな プ ロ グ ラ ム を組 ん で き た 。ま た ， 適

宜，発話記録そ の 他 の 行動観察 をも行 っ て い る 。

　 〔3） attachment の 成立

　 正 常環境 に 移 され て 後 の 行動変容の 経過 中特 に 重要 と

思 わ れ た の は ，
attachment の 成立 で あ る 。類似の 事例

中， Isabelleの ケー
ス で は病院収容後顕著な分離不安 が

み られ （mason ，前出），ま た Koluchova （前出） の 事

例 で は 2 人の 双生 児間 に 特有 の 身振 りに よ る コ ミ ュ ニ ケ

一シ ョ ン が み られ た とい う。し か し，F ，　 G の あ い だ で

は 1 か 月の 最初 の 分離後 の 再会 に も互 い に顕著 な再認感

情 を示す こ とが な く， し た が っ て 相互 間 の attachment

の 成立 は 認 め られ な か っ た と い え る 。

　 し か し，1973年 3 月時 の 担当保育者 との 分離経験 を与

え る テ ス トに よ る と，F で は典型的な跡追い と分離不安

がみ られ た の に 対 し，G で は そ れ ら は ま っ た く認 め られ

なか っ た 。 こ れ に伴な っ て ， F で は 保育者 との あい だに

非言語的な コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン が 活発 に行 わ れ ，保育者

の 言語的介入 も必 然性 を も ち 円滑 に 遂行 され た 。一
方，

G で は 内閉的なひ と り遊び に よ る傾向が強 く， 保育者 と

の コ ミ ＝L ニ ケ
ー

シ ョ ン も
一

方向的 ・断片的な域 に 止 ま っ

た 。最初，F に 著 し い 言語発達 が み られ た の に 対 し G の

そ れ がは か ばか し くなか っ た理 由は ， こ うし た attach −

ment の 確立度 の 差 に基 づ くもの と考え られ る 。二 人 の

差 は し だ い に み の が し えな い 程度 に 拡大 し た た め に，止

むなくG の 担当保育者 を同年 の 6 月 に 交代 し て も らっ

た 。 以後， G と新保育者 の あ い だ に順調 な attachment

の 成立 と言 語 獲得 とが み られ た。

　3．　 回復の現状

　U ＞ 身体 ・運 動 的 発 達

　図 2 に み られ る よ うに，F ，　 G の 身長の 発達曲線 の 勾

配 は 他 の 対象児や 1 に 較べ て きわ め て鋭角的で あ ！，急

速に追い つ くポテ ン シ ャ ル を維持 し て い た こ とが知 られ

る。実際，現在 で は G は 2 年遅れ の 学級で 身長 は 5 番 目

の 高 さをもち，F もご く平均的 な水準 に あ る。なお，年

間の 伸長度 に よ る 発達速度曲線 を ひ くと標準曲線 の ば あ

い と似た パ ターン を示 し ， 普通児 に 較 べ る と短 い 期間で

同型 の 成長 をと げつ つ あ る こ とが分 る。こ れ に伴な い ，

運動機能の 発達 も順調 で あ D ， 同年輩 の 子 ど もに 比 し て

特 に劣る点 は 認 め られ ない 。

　 こ の 面 で の 興味あ る 事実 は，F ，　 G と も救出後約 1週

間 で 歩き始 め た こ とで あ り， 歩行 の 発達 は 単 な る 成熟 に

は依存 しない こ とが示 唆 され る 。 また ，
二 人 と も⊥973年

4 月頃 に成人 や年長児 との 接触状況 の な か で す で に か な

り巧緻 な模倣画 をえ がきえて い る 。 に もか か わ らず 自発

画 の 水 準 は き わ め て 低 く， 錯画 の 域 を超 え た の は 辛 うじ

て 同年 8 刀頃で あ っ た 。こ の こ とは，F ，　 G と も当初 か

ら微細 な運動的協応 （fine　 motor 　coordination ）は 障害

され て い なか っ た こ と を意味 し ， さきの 感覚 ・運 動的制

約 は 小 さか っ た との べ た事情を裏づ け て い る。上 の 事実

は ま た，自発 画 と模倣 画 の 発 生 機序 は 異 な る こ と を示唆

す る。通常の 発達過程 で は ， こ の 2 つ は相互 に 入 り混 り

融合 して い くの で あろ う。

　 医 学的所見 に 関 し て は ，
1979 年8 月の 専門医 の 診断 に
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FIG．2　 HEIGIIT

よ る と，G は 脳波に 関 して異常を認 めず，ま た F に は 僅

か な ス パ イ ク様の 波がみ られ る もの の 両者 と も前回 に 比

し中枢 の 成熟は は る か に 進 ん だ もの と認 め られ る 。CT

ス キ ャ ン に よ る脳 の 断層撮影 の 結果 も，年齢相応 の 発達

状態を示 し異常 は 認 め られ な い 。興味深 い の は，歯芽 の

レ ン トゲ ン 写真 を とる とか つ て み られ な か っ た 永久粛 の

そ れ が は っ き り視認 され歯 の 欠損 は 杞憂 に すぎな い こ と

がは っ き り し た 。事実，両者とも現在4 木程度の 乳歯が

永久粛に生え変りっ つ あ る。ま た，か っ て顕著で あ っ た

手 指 の短指症 は い っ の ま に か消失 し て しま っ て い る。

　 〔2〕 惰動的発達

　 これ につ い て は い くつ か の 特色がみ られ るが，第 1 は

攻撃陸ま た は対抗攻撃性の 欠如で ある。こ れ は虐待 へ の

防衛 に よ る の か社会的隔離に起因す る の か は っ き り し な

い が ， 同輩 に対す る 強 い 自己 主張，闘争な どは ほ とん ど

認 め られず，対 人 的蔦藤状況 を回避す る 習性が 著 し い 。

多少 の 自己主 張や反抗な どが み られ る よ うに な っ た の

は ， こ こ 2 〜3 年 の こ とに すぎな い 。

　 これ に 呼応 し て 高 い 緊張や ス トレ ス に 耐 え る 力 も低

い 。 こ の よ うな場面 で は ， 硬宜や沈黙 ， 逆 に 防衛的微笑

な どの 退行症状 が 顕著 とな る 。同様 に ， 依存的 ・自発性

の 乏 し さな どの 傾向もみ られ る が ， こ れ は ，

施設 に お け る 処遇 が ど うし て も過保護に 傾か

ざる を え な か っ た とい う事情も関与 して い る

の で あ ろ う。

　 また ， 小学校 に 入 る 頃 か ら父親 ・母親願望

が 日立ち始 め た 。 同級生 と の 比較 か ら， 家族

そ の 他 の 社会的 関係 に 気 づ き始 め た た め で あ

ろ う。そ の た め，母親の も と へ 定期的 に 帰省

す る計画 を立 て る に至 っ た 。

　以上 の よ うな特色 は残 し な が ら も，こ の 面

で の 発達 は II匱調 で あ り特 に難点 は 認 め られ な

い o

　 C13＞ 社会的発達

　前述 の よ うに ， F で は保育者 と の あい だ に

順調に attachment が形成 され ， こ れ が 後 の

言語発達や社会的適応 を促す の に 力が あ っ た

よ うに み え た。F で は，早 くか ら物質的報酬

よ り賞賛や受容 の よ うな社会的報酬 の ほ うが

有効で あ っ た の に 対 し て ， G で は ， た と えば

オ ハ ジ キ は数え誤 る の に大 きな ホ シ ブ ドウを

正 し く数えれば報酬 と し て 与 える とい う事態

で は 誤 りは少 な か っ た 。G が 小学校 に入 る 頃

ま で ，こ うした 態度 は ひ きつ づ い た が ， 以降

は よ うや く改善 をみ た 。 仲間関係も F の ほ う

が 円滑で あ り， 施設内で も学級 で も何人 か の

親 し い 交友相手 をも っ て い る 。こ れ に対 し，G に は とか

く孤 立 の 傾向があ り，施設 の 同輩と の あい だ に完全 な 相

互 性 が獲得 され た の は ご く最 近 で あ る。G に は ま た，マ

タ
ー

ナル デプ リベ ーシ ョ ン の ケ
ース の 特徴と い わ れ る皮

相 な対人関係 が 強い な ど，未成熟 な点や非社会性 が み ら

れ る 。し か し，よ く指摘 され る 非行 な どの 反社会的行動

は み られ な い 。F ，　 G と も依存的 な反面，保育者や教師

に対 して は きわ め て 従順で ある。 1年 ほ ど前か ら， 自己

の 将来 の 進路 を考 え る な どの 社会的関心 を 芽生 え て き

た 。 こ の 面 で の 順調 な発達 を物語 る もの で あ ろ う。 ま

た，IQ に 比 し社会的知能 は 存外高 い とい う印象 を 受 け

る。

　 し か し ， ク レ ペ リ ン検査 で は両者 とも初頭 ， 終末努力

が な く， 要求水準 も低 い 。全般 に ， 二 人 と も達成欲求 に

欠け る とい う難点 も残 っ て い る。

　   言 語 発 達

　当初 の 発達 は きわ め て 速 く， F は救 出後 1 か 月 で すで

に 少 な くと も17語 を獲得 し ， 3 語程度 の 語連鎖の 模倣再

生 が 可能 と な っ た 。 2 か 刀後 に は 2語文 の 使用 も可能 と

な っ て い る 。 G は F に くらべ て ， 前述 の よ うに当初 の 発

達 は 遅 れ語彙も貧困で 幼児音や錯音 も甚 だ し か っ た （た
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FIG．3　 DEVELOPMENT 　 OF 　IQ 、VPPSI ＆ WISC

え ば，「つ くる 」 が 「くち ゆ る 」に な る）。しか し，保育

者 との attachment の 成立後 は やは り順調な 回復 が み ら

れ た 。総 じ て ， こ の 分野で の 治療教育 に 意 を注 い だ こ と

もあ っ て ， 外言的 コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン の 側面で は予想外

に速や か な発達が認 め られ る 。

　 し か し ， 長期的 な結果 で は 遅滞 は い ぜ ん と し て 重 い 。

たとえば， ITPA による PLA は 歴年齢 に比 して 常 に 3〜

3．5 年遅れ ， プ ロ フ ィ ル に は 凹凸が 甚 だ し い 。文法能力

もきわ め て 低 く， 受動態の 理解は 小学校 4 ， 5年生 と い

う現状で も国立 国語研究所の 文法能カ テ ス トに よ る とほ

ぼ 5 〜6歳 くらい の 水準 に止 ま っ て い る。書字言 語 能力

も低 く， 難 しい 文や長 い 文 で は理解も産出 も困難 と な

る。概し て，内言あ るい は formal　 Ianguage の 面 で の

遅 れ や 欠陥 が強 い とい え よ う。なお 養子 とな っ た 1 で は

文法能力 に つ い て の 欠陥 は ま っ た くみ られ な い の は注 目

され る 。

　 〔5｝　 言忍 女口発 達

　図 3 にみ る よ うに， WISC 知能検査 に よ る IQ は最初

50以下 で あ っ た もの が一時90程度に ま で圓復 し前途を楽

観 させ た が ， そ の 後 は 恒常的 に 低下 をつ づ け現在 は 50 〜

60 程度 の とこ ろ ま で 落 ち こ ん だ。田 中 ビ ネーテ ス トに よ

る IQ も， 同 じ く両者 と も 70程度 に ま で 低下 し て い る 。

姉 の D と養 子 に い っ た 妹 1 と の IQ は 図 3 に 示 し た よ う

に 100 を超 え る 水準 に あ り，一
方 初 期 に F ，G と似 た よ

うな環境条件 に あ っ た E の IQ は前二 者よ り劣る。ま た，

同
一施設 の 対照児 K の IQ は む し ろ

一貫 し て 上昇して い

る こ とか らみ て ， F ，
　 G の 低下 は施設環境に よ る とは い

え な い 。こ れ らか ら，二 人 の IQ の 低 さは やは り遺伝的

なもの で は な く初期環境の 貧困 の 産物 で あ ろ うと考 え ら

れ る。しか し，標準プ ロ グ レ ッ シ ブ マ トリ ッ ク ス テ ス ト

（S？M ）の 結果は，F は 71，　 G は 23パ ー
セ ン タイ ル で む

し ろ 良好 とい え る の は 注 目され よ う。

　知能 テ ス トの 下位問題 を分析す る と ， 二 人の もつ い く

つ か の 欠陥また は 限界 の 所在 も確か め られ る 。 1つ は記

憶範囲 の 狭少 で あ り，田 中 ビネーの 数 の 順 唱・逆唱 ・文 の

記憶は数列ま た は文節数が 4 以上 に な る と一貫し て失敗

し て い る。第2 は前述 した 言語能力の 貧困に あ り，WISC

の VIQ は 二 人 と も常 に PIQ よ b低 い 。か っ ，　 PIQ の な

か で も絵画配列 の よ うな高次の 言語的分析能力を必要 と

す る下位課 題 の 成績が低く上 昇は み られ な い 。年長に な

る に つ れ て 知能 テ ス トの 下 位 問 題 は よ り大 き な 記 憶範 囲

や高次 の 言語能力 を必 要 とす る もの に変 っ て い く た め

に，彼 らの 成績 は 恒常的 に 低下 し て い くと 考 え ら れ よ

う。 し か し，上 の 能力 を必 要 と し な い SPM の 成績 は 案

外良好 で あり，ま た 目常行動 に は欠陥 は みられ な い 。

　上記 か ら推測 され る よ うに ， 二 人 と も学業成績 もきわ

め て 低 い 。 図工 ・社会な ど の 比較的抽象的な知能 を必要

と し ない 教科 で 僅 か に平均 とい う程度 で あ る 。 そ う し

て，新 しい 学習た とえ ば割り算に入 る と前に習得した 九

九 を忘れ て し ま うとい っ た欠陥 が 現 わ れ，記憶負荷や学

習能力 の 限界 に つ きあた っ て い る とい う印象 を受け る 。

総括 し て ， 言語発達及び 認知発達 と い う2 っ の 領域 で は

と もに抽象的機能 を必 要 とす る分野 に お ける 回復 の 程度

が 低 く，か っ か な り絶対的 な制約条件が 固定 して し ま っ

て い る よ うに 思 わ れ る 。

4。　 本事例か らの 示唆

ω 　た とえ ば 身体発達 や 外言的 ロ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン機
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能の 発達などは ， 本事例 や そ の 他 の 事例 に み る よ うに き

わ め て 高 い 可塑性 をもっ て い る 。し た が っ て ，外的環 境

か ら の 情報入力 とは 無関係 で 歴年齢 に 束縛 され た 自生 的

成熟過程 の 存在 を想定す る の は適切 で は ない 。 む しろ，

成熟 と情報入力 との 相互 作用 か ら成 る 高 度 に 自己調節的

な 有機体シ ス テ ム （Grganismic 　system ） を仮定す る の

が 妥当 で あろ う。歩行 ・
発語 な どは ， こ の 有機体 シ ス テ

ム が sodal 　exchange の 体系 に組 み こ ま れ 機能的 交換価

値 や contingency を獲得す る こ と に よ っ て，初め て 具現

イ匕す る と考え られ る。

　（2） 入力情報 の 欠如一 機能 の 完全 な不 使用 は，通念

と は 異 な り，む し ろ発達 の 凍結 とポ テ ン シ ャ ル の 保持 を

もた らす よ うにみ え る 。

一
方 ， 不適切ま た は 不十分 な 入

力情報 は発達 の
一

方向化 ・歪 み ・可 塑 性 の 喪失 とい う意

味で の 遅滞を もた らす の か も しれ な い 。そ う で あ る な

ら， 欠如 （privationl と歪み （deprivation）とい う2 つ の

遅滞 の タ イ プは，回復 の 予測 も異 な る と考 え られ 厳密 に

区別され る べ き で あ る 。

　
1：3〕 した が っ て， attachment の 成立 に関す る 臨界期

仮説は 無条件 に 妥当す る も の で は な い 。そ れ は，む し ろ

事前 の 状況 の 関数で あ り， 先行す る 機能的準備系 の 状態

に よっ て 左右され る と思 わ れ る 。

　r4） attachment の成 立 は，外言的 コ ミ ュ ニ ケー
シ ョ

ン や対人的適応 へ の 機能的準備系 と し て きわ め て 重要 で

あ る。した が っ て ま た ， 外言的言 語獲得 の 臨界期仮説 も

妥当 で は な い と思 わ れ る 。

　 （IJ「
） 認知発生 の 基盤 は，　 Piaget の 説 くよ うに す べ て が

感覚 ・
運動的知能に還元 され る もの で は な く，二 元的 と

想定 され る 。少 な くとも， 感覚 ・運動的知能 とは 相対的

に 独立 した内言的 ・抽象的知能の 存在を仮定 しな け れ ば

な らな い 。こ の 点 で は ，Piagetよ ：｝ もVygotsky の 概念

が よ り適切 で あ ろ う。

　
Il3 ） 内言的 ・抽象的知能 の 発生 に関 して は ， の臨界期

の 存在 を仮定す べ き か ，2）外言そ の 他 の 認知的技能 とい

う機能的準備系 の 完成 をま っ て 初 め て 発生 し て い くと考

える べ きか，現状 で は い ずれ と も決定 し が た い 。

　11T：：1 社 会 ・情動的発達 の 過程は ， 認知発達 に比 し て よ

り可 塑性 に 富む 。

　◎　人 間 の 総体的適応 能力 は ， 単純 に IQ とは 比 例 し

な い 。知性 の 範囲 は，よ り広汎 な 広 が り を もっ 。
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A  CASE  STUDY  OF  DEVELOPMENTAL  RETARDATION

   CAUSED  BY  EARLY  DEPRIVED  ENVIRONMENT

        Tamotsu  Fujinaga(Ochanomizu  Women's  University)

 This study  consisted  of  a  sister  and  a  brother

who  were  rescued  from parents' maltreatment  in 1972

at  the age  of  6 and  5 respectively.  They  both  were

82 cm  in height and  8,5 kg  in weight,  and  could

not  walk  but crawled.  As  for speech,  the sister

uttered  only  two  words  and  the  brother none.  They

were  ob$erved,  mentally  and  physically, as  if they

were  in the developmental  level of  a  year  and  half

at  begt, As  a  result  of investigation it was  conside-

red  that  this severe  case  of  developmental retarda-

tion  was  due  to the  complex  factors of deprivatien
such  as  maternal,  cultural,  language, and  nutritional.

The  characteristics  of  this developrnental retardation

case  were  as folllows :

  ]) The  sister  and  thebrother  hadaclose  contact

   with  the  other  siblings  but almost  no  interaction

   with  adults.

  2) No  attachments  to adults  were  found

  3) Genetic and  organic  loa'ds were  not  considered

   to be  the  rnain  cause  ef  retardation.

  4) Negative  elements  which  had hindered the

   development  of  sensory-metor  intelligence were

   not  dominant.

  Since the  children  were  rescued  and  taken  to the

protective  nursery  schoGl,  our  projecbive team  had

been  investigating the  remedial  proceses oi  the  chi-

ldren's development by  periodical testing  and  mea-

surement  in terms  of physical,  cognitive,  language,
and  socioernotional  development  in comparison  with

the  contro!  group  children  of  the same  nursery  sc-

hool. Remedial  education  and  follow-upstudy  have

been  done  for hae  sake  of  the  children's  recovery

by  the  analysis  of  testing  results  and  inferences

baseds on  the  information  from  anteeedent  resear-

ches.  At this moment  the findings might  be temp-
orarily  summarized  as  follQws :

  1) As for Physical develoPment, a  high  level of

   plasticity is preserved, and  it is recegnized  that

   gradual  overtaking  of  the standard  of  normal

   development  is confirmed.

  2) As fbr social  develoPme'nt,  interpersonal rela-

   tions and  their affective  interaction are  now

   smooth.  Genera!ly, a proper  developrnent has

   been  confirmed  although  there is sti11 irnmature

  and  asocial  tendency  in the boy's behavior  pa-

  tterns.

 3) As  fbr emotional  develoPment, a  weak  self

  assertion,  defensiveness, and  dependency  are  the

  children's  characteristics,  These  features might

  have stemmed  from  the overprotective  treatment

  at  the nursery  school  itself.

 4) As fbr langutige development, there  is a  con-

  stant  delay of 3-3.5 years in comparison  with

  chronolegical  age  in PLA  of  ITPA.  It seems  that

  it is impossible for them  to evertake  the chro-

  nelogical  standard.  The  main  difficulties are

  found  in what  is called  internal language  or  do-

  main  of  formal  language.

 5) As  fbr cognitive  develoPment, at  one  time  IQ

  was  restored  to the  level of  80-90, but after

  that,  a  constant  decrease has been  ebserved.

   This  is mainly  because  the task of intelligence

   test requires  rnore  verbal  and  abstract  abilities

   for problern  solving  according  to chronological

   development.  A  low  capacity  in STM  is observed

   but task  of  SPM  is wel!  performed,  andi  social

   competence  is eonsidered  to be  better than  ek

   pected.  as  for their daily life it seem$  there is

   no  problem.

 After summarizing  the above  findings the follow-
ing hypotheses'might  be proposed:

 Uypothesis  J : Maturation  function has a  considor

rably  high plasticity and  a  seif  control  function per
se.  A  complete  lack of  proper  input to the  organism

to stimulate  the  maturation  processes may  cause  a

stagnatien  in the development.  but the potentiality

of  the development  may  be  preserved  in the state

of  functional hibernation. If this  is true,  adevelop-

mental  retardation  caused  by lack of input trom  the

environment,  andi  a  deviated development  caused  by

improper  input should  be clearly  diferentiated.

 Hypothest's Il : The  orZgin  of  intelligence may  be
dual in its nature,  So  far as  this clinical  case  is

concerned,  Piaget's theory-Everything  can  be  attri-

buted  to sensory-motor  intelligence-does not  seem  to

apply.  Thus,  it may  be  hypothesized  that internal

language-abstract intelligence may  develop independ-

ently.
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