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は じ め に

展 望

精 神薄弱者に対す る社会意 識
一 教育心 理 学的 ア プ ロ

ー
チ の た め の 問題提起 と して

一

小 　出　　　進

（千 葉 大 学）

　　　　 こ の こ と が，

　　　　加と平等」

　心 身障害者 の 中 で も，と りわ け精神的面 に ハ ソ デ ィ

キ ャ ッ
プ を もつ 精神薄弱者に 対 して は ，そ の 社会的存在

を厄介視し．迷惑視する社会的意識が根強 く存続して き

た。自立 的能力 に 欠け る 上 に ，生来的 に 反社会性 ・犯罪

性を有する老が多い とみ られ ，精神薄弱者の 社会的存在

は ， 社会の 負担と な る ば か りで は な く，社会｝こ 危害を 及

ぼす もの と考え られ て きた 。

　 こ の よ うな社会意識 に 基づ い て，精神薄弱者 へ の 何 ら

か の 対応がな され る とき，そ の 動機あ る い は E 的 は ，

「社会の 受け る負担 や 危害 を極力小 さ くす るた め 」 と い

うこ と｝こ な る 。

　精神薄弱者 の 施 設処遇 が ．社会 を 防衛するた め に精神

薄弱老を特定 の 場 に 閉 じ込 め る，とい う隔離思想 に 基 づ

い て 進め られ た こ と もあ っ た 。こ の 場合 の 「社会防衛」

とい うこ と は，精神薄弱者 の 反社会的あ る い は 犯罪的行

為 か ら社会 を 守 る と い う こ と と．精神薄弱 と い う障害 の

遣伝的伝播を防 ぐとい うこ との 2 つ の 意味が含ま れ て い

た 。

　単 な る隔離 とい う消極的 な対応 で な く，発 達期 の 精神

薄弱者へ の 教育的働きか け に よ っ て ，社会 の 受ける負担

や 危害を軽減 ・ 解消し よ うとする社会防衛論的 。社会効

用論的動機 に 基 づ く教育 が ， 上述 の 社会意識 の 支持を受

けるよ うに な る c 教育 に よ っ て精神薄弱者の 自立 的能力

を高め ，反社会性 ・非行性 を改善する こ と に よ っ て．社

会の マ イ ナ ス を ゼ ロ に し，あ わ よ くば プ ラ ス に 転 化 す

る．こ こ に 精神薄弱者を教育する こ と の 意義があ る と 考

え られ た 。

　今日 の 理念的思想か らすれ ば ， 心身の障害 の有無に か

か わ りな く，個人 の 社会的存在は ，す べ て か けが えの な

い 尊厳 な もの と し て 認め られ る こ と に な る 。 そ し て ，

すべ て の 人 間 の 基本的人権 が保障 され る こ との
一

環 とし

て ，精神薄弱者 へ の 教育的対応 が な さ れ る 。 そ の 場 合 の

教育的働 きか け は．成長 ・発達 自体を価値あ る もの と見

て ，精神薄 弱者 自身 の た め に なす べ きもの と 考 え られ

る 。

　 しか る に ， 精神薄弱者に対する偏見や差 別意識 を含 ん

だ社会意識が，今日 もな お ，依然と し て存在して い る 。

　　　　　　国 際障害者 年 （1981年） の テ
ー

マ 「完全参

　　　　　 （full　participation　and 　 equality ）の 実現を

妨げる根本条件 ともな っ て い る 。

1．養護 学校等設置反対運 動に み られ る社会 意識

　精神薄弱者を対象と す る養護学校等 の 設置 に ，地域住

民が反対運動を起 こ す例 は ，今日もめ ず らし くな い 。 昭

和54年 4 月か ら養護学校教育の 義務制が実施 され た が，

そ の 義務化 の 過程 で 多数 の 養護学校 が 設 置 され た こ と も

あっ て．各地 に．そ の 設置 に 反対する運動が起 こ っ た 。

その 反対運動 の 背後 に ，精神薄 弱 者 に 対す る 偏見 や 差 別

意識 が．しば しば潜在し て い た 。

　〔事例 1〕　東京都立矢 口 養護学校設置反対運動

　東京都 は．昭M49年 6 月着工 の 予定で ． 都立 矢 口 養護

学校建設の 準備を進 め て い たが，地 元大 田区矢 口 の 商店

会，町会．同友会な どの 団体か ら強 い 反対 を 受 け た 。

一 日本精神薄弱者福祉連盟 （1975）

　当時，地元 の 駅 前等 に ，次 の よ うな文面 の 看板 が掲げ

られた。一 朝 日新聞 （1974）

。「環境を無視 した都立精薄学校絶対反対」

・「精薄の 町矢 口 に は 断固反対」

・ 「精薄養護学校 は 町 の イ メ ージ ダ ウ ン 」

・「ゴ ミ 焼却場．養護学校の 吹きだ まりに 住 み た くな

　 い 」

・「ゴ ミ 焼き場 で 協力 し て い る こ の 矢 口 に また して も こ

　 の 種 の もの を造ろ うと して い る都 の や り方 に がまんな

　 らな い 」

　都 当局 の 説明会で，上記反対団体か ら述べ られた意見

等 の 中 に ．以下 の よ うな内容が 含まれ て い た 。

一
日本

精神薄弱者福祉連盟 （1975）

　  網走 ・小菅 ＝ 刑務所，　 松沢三精神病院，　 清瀬 ＝ 結

核，
．
桐 ケ 谷 ； 火葬場 の よ うに ，矢 口 三清錦 工 場 ・精薄．

とな り ， 町 の イ メ
ージ ダ ウ ソ を招 く。

　  多ffJil清掃工 場建設 の 際 の 約束が果た されず，地元

は だ ま さ れ た 。 都行政 に は 不 信が い っ ぱ い だ。

　  矢 ロ を ゴ ミ工 場 と精薄 の 町 に す る 気か 。

　  都 営住宅 を 建設 せ よ。商店街 に 金 が 落 ち る 。

　   地元 の た め の 公園や広場 と し て活用 させ ろ。

　 ゴ ミ焼却場 と精神薄弱者の 養護学校を，同類の イ メ ー
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ジで受け止 め る と こ ろ に，精神薄弱者 に対す る蔑視感や

差別意識が如実k 表わ れ て い る 。 さ らに ，精神薄弱者 の

社会的存在を自分たちと関わ りの ない もの と し て と ら

え，精神薄弱者 の 養護学校を，小学校，中学校，高等学

校 な ど とは 同列 の 社会的資源 とは 考え ず，養護学校 の 存

在を 自分た ち の 利益 に つ なが らな い 迷惑 なもの とみ る 意

識が 歴 然 と し て い る。

　 〔事例 2 〕　千葉県立東金養護学校高等部設置反対運動

　 昭和 48年度開校の 千葉県立東金養護学校 （東金市北之

幸：谷）に ，昭和 51年度，高等部 が 設置され る こ と に な っ

た が，それ に 対 して 地元住民が反対運動を起 こ した 。 ほ

ぼ 1年 間 の 折衝 の 末，県教育長 と地 元東金市北之幸谷地

区長と の 間 で，未公開で は ある が ， 以下の よ うな内容を

含む覚書が 調印 さ れ，問題の 解決が 図 ら れ た。一
朝

日新闥 （1976）．千葉 目報 （1976），関係者 か ら の 事情聴

取など。

　  児童 ・生徒の 入 学許可 に あた っ て は 審査を厳密公正

に し，特 に 暴力的行為をす る者 に つ い て は，入 学 を許可

しな い 。

　  児童・
生徒の 定数は ．誘致当時の 規模条件 と同 じ164

人以内と し，高等部 の 入学生 は 同校 中学部卒業生 に 限 る。

　  寄宿舎 の 入 舎生は 小 ・中学部の 児童 ・生徒に 限 り，

高等部 の 生徒 は ，通学 を原則 とす る 。

　   住民 の 身体に 危害を及ぼす よ うな事態が 起 きた 場合

は．区 と速 や か に 協議 の 上．高等部を廃止す る。

　精神薄弱者 の 非行性 ・犯罪鍵を懸念す る 社会意識が．

上記各項 目に 明確 に 表現され て い る 。 特 ic，高等部段階

に ある青年期精神薄 弱者 の 非行性 ・犯 罪性 を 警戒す る社

会意識は 明瞭で あ る 。

　 「事前 に 何 の 相談 も説明 もな く．一
方的 に 計画を押 し

つ け られ た 」 とい う言 い 方が ．
こ の 種の 問題 に 対す る反

対理 由を述べ る一般的な パ ターン で あ るが ，そ の 背 後

に，請神薄弱者 に 対 する 好 ましか らぬ 社会意識 が 内在 し

て い る場合が多い 。

　 〔事例 3 〕　東京都世田谷区立烏山福祉作業所 （仮称）

設置反対運動

　東京都世田谷区が．同区烏山 に 精神薄 弱者を対象 とす

る作業所 を 設置 し よ う と した と こ ろ．地 元 住昆 の 一
部 が

反対同盟 を 結成 し．建設阻止 の 運動を起 こ した 。 同作業

所 は ，60名定員．昭和 58年開所予定で あ っ た。一 毎 日

新聞　（1981）

　 「知恵遅れ者作業所 建設計画反姆者同盟 」 か ら，昭和

56年 7 月13日．世 田谷区長宛 tt，　 「福祉 1乍業所建設 計画

の 変更に対す る要望書」 が提出 さ れた 。 そ の 中で，次の

4 項 目か らな る 反対理 由 が 述 べ られ て い る 。

一
要望書

コ ピー

　  建設予定地は 既に 住宅地 として の 環境を有する地域

の 真中に 位置し環境破壊 を 生 じ庄民感情と して 是認で き

な い 。

　  建設予定地 と芦 （蘆 一筆者注）花公園駅を結ぶ 通路

は 3 校 の 学童 の 通 学路 で あ り，15歳 以 上 の 者60名 と い う

知恵遅 れ者又 は グ ル ープ と学童 との 間の 不測 の 争 い や ト

ラ ブ ル が 予想 され是認 で きな い 。

　  芦 （蘆）花公園駅 に 至 る商店街の 通路は 極端 に 狭くか

つ 車の 流れ も激し く
一

般通行人 と知恵遅れ者群 との すれ

違 い の 際 の 交通事故 の 発生 が 多 く予想 さ れ 是認 で きな

い 。

　  建設予定地 か ら甲州街道に 至 る まで の 人通 りの 少な

い 路上 で婦女子 と作業員達の グ ル ープ との すれ違 い の 際

の こ の 頃頻繁 に 起 る 不安感及び トラ ブ ル が 予想 さ れ是認

で きな い 。

　上 記  項と  項で は．精神薄弱者 の 非行性 ・犯罪性を

警戒す る 社会意識が 述べ られ，  項 で は，班述の 養護学

校 と ゴ ミ焼却場 を 同 じ イ メ ージ で と らえた こ とと共通す

る 社会意識が うか が え る 。

　 反 対 同 盟連絡員役の
一

人 が 述 べ る 以下 の 言葉 は ，上 記

意識をさらに 鮮明に し て い る。

　 「彼 らは 常人 よ り怒 り方 も激 し く．性 へ の 関心 も強 い

ん じ ゃ な い か 。 遠 くもな い と こ ろ に 精神病院 が 2 つ もあ

り，同類 の 施設は もうご免 と い うの がみ ん な の考え」
一

一毎日新聞 （1981）

ll，過去の 関係図書等に み られ る精神薄弱老観

　上 述の よ うな精神薄弱者に 対す る好 ま しか らぬ 社会意

識 に は ，過去の 闊係図書等 で述べ られ て い る精神薄弱者

観 に 連続す る と こ ろ が多 々 あ る。精神薄 弱 者 に 対す る教

育や施設処遇の 必 要性 を ， 早 くか ら唱えた 先覚者たちに

よ っ て，精神薄弱者 に 対す る今日 の 偏見 と差別意識 に 結

び つ く精神薄弱者観が 述べ られな け れ ば な ら な か っ た の

で あ る 。

　 〔資料 1〕　 内村鑑三 「白痴の 教育」明治27年

　内村鑑 三 （1861〜1930）は，明治17年 の 秋，24歳 で 渡

米 し，翌年 1 月 か ら 7 か 月間．ペ ン シ ル ヴ ァ ニ ア 精神薄

弱児訓練学校　（Pennsylvania　 Training　 Schoo｝ for

Feeble−Minded 　SchooD で看護人 と し て生活 した 。 精

神薄弱者 の 施設や学校で ，そ の 指導に 従事 した 日 本最初

の 人 とみ られ て い る。

　 4年 間の 米国滞在後，内村 （1894）は ，雑誌 「国民 の

友」　（徳富蘇峰主宰） に 「白痴 の 教育」 と 題す る 15ペ ー

ジ に わ た る論文を発表 して い る。その 論文の 中で 白癒院

（当時、精神 薄 弱 者 の 施 設 は こ の 名 で 日本 に 紹 介 さ れ

た ） の 目的と して，以下 の 3 つ を 指摘 して い る。
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「白痴院 の 目的は 3 な り

　  是等 神 経機能発育 の 妨阻せ られ し者を取 り．特種
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ノFマii デ ポ ンノ メ y ト

　　の 方法 を 以 て 此妨阻 を 撲除し．規則的発育を 促 が す

　　 に あ り。

　  　是等人類中の 廃棄物を看守し，一方 に は 無情社会

　　の 嘲弄 よ り保護 し，他方 に は 男女両性を相互 よ り遮

　　断 し て 彼等 の 欠点を し て 後世 に 伝えざらしむ る に あ

　　 り 。

　  　是等社会 の 妨害物を
一

所 に 蒐め ，

一一方に は 社会を

　　其煩累 よ り免が れ しめ ，他方 に は適宜 の 訓導の 下に

　　彼等を し て 其資給 の
一
部 を補 わ しむ る に あ り。」

　上記   の 目的は ，今 日で も通用す る もの で あ る が，

  ，  の 目的 に は ，今 で は 容認 し が た い 社会防衛論 思 想

や 社会効用論思想 が含まれ て い る 。 それ らの 思想 は，内

村自身が 実践体験 を通 し て 得 た もの とい うよ りは ，当時

の ア メ リカ の 斯界に お け る一般 的 思想とみ られ る 。

　〔資料 2 〕　乙竹岩造 「低能児教 育法」 明治41年

　乙 竹岩造 （1875〜1953） は． 7年間 の 欧米留学 （1900
〜1907） を 通 じて．欧 米 の 特殊教 育事情 を 視察す る な ど

し，国内 に あ っ て は ，東京高等師範学校附属小学校 の 特

別学級 の 開設 ・運営等 に 関 わ りを もっ た。帰国後，乙 竹

（1908）は ． 厂低能児教育法」を著 した が ，そ の 本 の 緒

言 で ， 「低能児教育」 の 意義 に つ い て ，  教育政策上 の

問題   社会政策上 の 問題   刑事政策上 の 問 題 の 3

つ の 視点 か ら述べ て い る 。   ．  の 記述 に つ い て は ，以

下 の 通 りで あ る e

　 　 1　 　 あ　　 ，　 　 ，　　 N　　 ，　 　 h　 　N　　 N　 　N　 　り　　s　 　エ　 　も　　も　 　）　　へ　 　i 　 　し　 　あ　 　も　　ヨ　 　リ
　 「此 の 問 題 は ひ と り教 育政策 上 の 問題 で あ る の み な ら
｝　　　　 ミ　　1　　ち　　1　　も　　i　　も　　s　　マ　　も　　5 　　｝　　N 　　N 　　も　　あ　　，　　も　　h
ず，実 に 社会政策上の 問題 で あ らうと考へ ます 。 何 と な

れぽ所謂低能 の 子供が 学校 に 居 りま す る 間は 通常 の 子供

に 及 ば な い 者 と し て 常 に 人後 に 落ち て居 り ます る の みな

らず，彼等が社会 に 出で N の 後に於ぎま して もJ 矢張 り

能力 の 薄弱な る者 と し て其 の
一

生 を 終へ る訳 で あ り ま

す 。 （中略）要す る所社会 の 頸架で あ り世 の 中の 屑物と

な る の で ご ざい ます か ら今 こ の 低能児教育は是れ 等 の 世

の 中 の 屑物を救済する仕事で あ る と致 し ます るな らば，

其 の 事 の 社会政策上重要な る 問題で あ る と云 う事 は 敢 へ

て 私 の喋 々 の 弁を須ひ るに 及ぱ ず し て 諸君が恐 ら くは 黙
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 s　　 h　 　エ　　 1

し て首肯せ らる S 所 で あ らうと存ぜ られ ます 。

一
歩を進

エ　　，　　　　　i　　，　 し　　s　　も　 ヤ　　s 　　を　 h 　　s 　 1　 l　　’　　i　 1　　1　　モ　 マ　　ヤ　 1 　　h　 1

め て考へ て 見 ます る と此 の 問題 は更 らに 又 刑事政策上 の
1　　1　　1　　h　　モ　　1　　1　　1　　し　　ミ　　エ
問題 で あ ら うと存 じ ま す。世 に は 所謂 不 良少年 とい ふ 者

が沢出あ り ま して それ が高 じます と遂 に 未成年犯罪者と

な る の で あ りま す る が．近頃段 々 と進 ん だ る 研究 に よ る

と此 の 未成年犯罪者 の 多くは 低能者 の 仲間 か ら出 る の で

ご ざい ま す 。 即 は ち 低能児 と い ふ 者は 未成年犯罪者 の 弟

分で あ りま し て ，低能児教育論 と い ふ もの は 保護教育論

と隣 して 居 る の で ご ざい ます 。 」

　精神薄弱老の 社会的存在 を 「社会の 頸架」，「世の 申の

屑物」 と受け 止 め て い る点は ，前記内村力
’
；， 「人類中の

廃棄物」，「社会 の 妨害物」 と と ら え て い る こ と と 共通す

る 。

　精神薄 弱 老 と非 行 性 ・犯罪性 の 結 び つ きを 強調 し，そ

れか ら受 け る 社会の 被害を最少限 に す るこ とに 精神薄弱

教育 の 意義 が あ る とす る 思 想 は ，そ の 後 も，多 くの 先覚

者た ち に よ り説か れ続け られ る 。

　〔資料 3〕　脇 田良吉 「低能 児教育 の 実際的研究」大正

元年

　脇 田良吉 （1875〜1948） は，小学校教員 として 「不良

児 ・劣等児」 の 問題 に 強 い 関心をも っ て い た が．明治 42

年， わ が国で は滝之川学園 に つ ぐ 2 番 目の 精神薄弱者の

施設 「白川学園」を京都府 に 創設させ た 。 同学園 は，明

治45年 に は ，脇田個人 の 経営す る 施設 とな っ た 。大正元

年に 刊行 した 「低能児教育の実際的研究」 の 中で ． 脇田

（1912） は． 「国家の 発展と低能児教育」　（第5 章）に

ふ れ，以 下 の よ うに述 べ て い る 。

　 「而 して 直接 に は 日誌 に あ る各児 の 如 き不幸児を して

普 通 入 に まで 接近せ しめ 得た な らば如何に 国家 の た め に

有利 で あら うか 若し是れを し て 教育せ ずに 捨て お い た な

らぽ不 良の 徒 に な る か 不生産的 の 人 に な るか で あ る （中

略）其を生産的 の 人間 に し て 仕舞ふ か 不 良の 徒に し て 仕

舞 っ たな らば一国は ど うで あらうか 従来は 打捨て S あっ

た の で 或る 人 は 日本を 犯罪国だ と まで い ふ で は な い か然

らば其卵は 何所 に あ るか 其は 多 く中間児 に あ る の で あ

る 。 故 に 卵 で あ る間 に 撲滅 し たな らば 国家 の た め に 如何

に 利益 で あ ら うか （中略）。

　国家経営 の 道 に あ る 士君子 よ中間児が小数な りとて 侮

り給 ふ なか れ吾人 の 目に 入 り難 き白 蟻 は 大 廈高楼 を 倒 し

金城鉄 壁を喰ひ つ くすの で ある 。 中間児亦
一

国を危機 に

隆 らしむ る事な し とせ ずである 。 」

　当時の 社会防衛論的教育論 は ，精神薄弱者 に 対する誤

解 や 偏見の み の 所産 で は な く，国家ある い は 社会を個人

に 優先させ て 考え る 当時 の 国家主義思想に 根 ざ し て い た

こ とは ，上 記論述に 明瞭で あ る 。

　 〔資料 4〕　樋 口 長市 「欧米の 特殊教育」大正 13年，同

「特殊児童 の 教育と保護」大正 13年

　樋 口 長市 （1871〜1945） は ，東京高等師範学校附属小

学校の 特別学級 の 開設 に 尽力 し，そ の 学級の 責任者 と し

て ．精神薄弱教育 の 実践 ・ 研究 に 従事 した、そ の 後，ア

メ リカ に 2年間留学 し （1933〜34），研究を深め ，帰国

直後．上 記 2 冊 の 図書を著し た 。 樋 口 （1924a ）の 述 べ

て い る こ とも．そ の 思想的基盤は ，前記資料 1〜 3 で 述

べ られ て い る こ と と 同様で あ る 。 ただ し，障害 の 程度を

2 つ の 段階に 分け，それぞれ へ の 対応 の 意味づ け を変え
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て い る と こ ろ に紙し さがある 。

　 「身体上 又 は 精神上 に 欠損を有するもの を教育 して，

それを して．少な くとも社会の 厄 介に な らずに 自立自活

せ しめ，若し能 ふ な らば，社会有用な人間たらし め よ う

と い ふ が 特殊教育 の 目的 で ある （中略）。然 る に ，数多

の 身心欠損者 の 内 に は，到底教育 の 望 め な い もの ．吾 々

と伍 し て ともに 社会生活をなすこ との 出来ない もの が あ

る 。 こ れ等 は，社会か ら離隔して，特躙な場所 に 於 て保

護 を 加 へ ，以 て その
一

生を幸福 に 送らせ る （中略）。

　特殊教育は ，社会事業 の
一

部面 と し て，消極 的 に は

社会 の 美観 を傷つ け る もの を最少限度 に 切 り縮め ，社会

の 能率を削減する もの を 出来る だけ少な くしよ うと努力

し，積極的に は社会の 各員を し て ，各 々 そ の 天賦 の 才能

を発揮し．各自の 幸福を そ の 天分 に 応 じ て 享受 し，進ん

で は 社会 の 進歩発展 に 貢献せ し め よ うと努力し て居 る 。

去 りなが ら，教育の 力を以 て 如何 ともす る こ と の 出 来 な

い もの は ．こ れ を 社会 に 返附す る 。社会は こ れ を 受 け

て ，己 よ り離隔 し．以 て 己 自身の 毀損せ らる X を防 ぐと

同時 に ，そ の 非 社会的の 同朋 を して ，一
生を幸福に 送 ら

し め るや う保護 し補助す る 。 」

　 さらに ，樋 口 （1924b ） は，当時世界的に 注目され て

い た ゴ
ッ ダ ＿ド （Goddard ，　 Henry　Herbart　1866〜1957）

の 研究 「カ リカ ッ ク 家一 精神薄弱の遺伝研究」（1912）

の 概要を紹介 し．それ に 関連し て ．以下 の よ うに 述 べ て

い る 。

　 　 　 　 　 　 に く　 ち　　　　　　　　　　　　　　は い ぐうLe

　 「されば ，白痴 に 金 で 求 め て配偶者 を 当 て が は うとい
　 　 　 　 し や e ，t，〈 テ 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 さ し つ diVN

ふ の は ．社会的罪悪 の 一と見 て，何等差支な い こ とで あ
　 　 きんオナん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　らん E い

る 。 近年，入種改良論が世界の
一

問題 となっ て 居 る が，
　 　 　 　 　

にt　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぜ メ ち ん 　　　　　　　　　　　　　　　　 ウ

文明を以 て任 じて居る 国 々 で は ，前陳 の 如 く，白痴を離
か く　　　　　　　　　　　 か べ き ん 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ゐ

隔 し，しか も監 禁 （院 の 構外 に 出 さぬ ） し て 居 る もあ
　 　 　 　 　 べ い こ く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 み 　に ん ほ あ

る 。 ま た，米国 の 数州は，彼等 に 不妊法を施 こ し て 居
　 　 え い こ く　　　　　　　　　　　　　 らん だい　　　　　　　　　　　　　 け パ ぎ う

り，英国は こ れを学界 の 問 題 と し て． 目 下概究中 で あ

る。
　 　 　 　 　 ただ　　　　　　　　　　　　　ざい あ く　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 かたむぎ

　白痴 は，啻 に 強姦の 如き罪悪を犯 し易 い 傾 の あ る の み
　 　 　 　 　 　 　 　 　 せ つ と シ　　　　　　　　　　ざいめ く

な らず，ま た．放 火窃盗暴行等の 罪悪も犯し易い
。 され

　 　 　 　 　 ち ゃ か い 　　　　　　　 tht　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ bn ｝

ば ，
こ は，社会 の 為 に は 余 りに 有 り難か らざる友朋 で あ

　 　 t ほ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か て い

る 。 尚，又欺か る もの を有す る 家庭は，そ の 幸福が，こ
　 　 　 　 さ く げ ん　　　　　　　　　　　　　　　 い くぽ く

れ が 為 に 削減 せ られ る こ と，幾何な るか 計 り知れ ぬ。さ
　 　 　 はく　ち　　　　　　　　　　　　し やか い　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ピ ± う）よ く　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ｛ん ご　さ く

れば ，白痴 に つ い て は．祉会も家庭も協力 して 善後策を

講 じなければ な らぬ 。」　 　，

　今 日 で は ． ゴ
ソ

ダ ードの 観究 に つ い ては ，結果の 解釈

の 仕方 と結論の 導き方 に 重大な欠陥 の あ っ た こ と が一
般

的 に 認 め られ て い る。し か し，当時，そ の 研究は ．精神

薄弱 の 遺伝 に 闘す る誤 っ た理解を社会に 浸透させ る こ と

に ， きわめ て 大 きな役割 を果た した 。 そ の 誤 っ た 理解

は，　「精神薄弱
一

犯罪性
一
r 遺伝」 の ご と く図式化 さ

れ，精神薄弱者に 対する偏見 の 核心 と な っ て い く。

　〔資料 5〕 石 田博英 「忘れられた 子供 た ち」昭 和 17

年，森健藏 ・石 田 博英 「異常児とそ の 作品」

　時代 は 昭和 に 移 り，太平洋戦争 の 戦時体制下で は 、 国

家主義が極度に 高まり，社会防衛論的 ・社会効用論的思

想は
一

段 と強ま る。当時，新聞記者と して ，精神薄弱者

問題 に 関心をもっ て い た 石田 （1942）（1943）は，上記

著書で ．以下 の よ うに 述べ て い る。

　 「か くの 如 く精神薄弱 は 犯罪．売春． 貧困等
一

切 の 社

会悪 の 源泉 で あ る。彼等 を 放置し て防犯 は な い こ とは ，

恰 も野獣を多数街頭 に 放 り出して，人命保護を 云 々 す る

よ うな もの だ。も し精神薄弱者を完全 に 適当な施設 に隔

離して 置 くこ とが出来る とす るな らば 恐 らく犯罪 の 半分

は 無 くな る で あ ら う 。

　更 に 考へ なければな らな い の は精神薄弱 と普通人との

問 に 位す る 劣等児で ある 。 境界線児，最劣等児 な ど と呼

ばれ る子供達に は ，変質者が 多 く，犯罪的傾 向を持 ち ，

能力 も低くて 社会 に 順応 で きな い もの が多い 。しか も，

多 くは 精神薄弱の 遺伝的原因を持 っ て 、再 び 劣等知能を

子 孫 に 伝へ る危険 が あ る。劣等児に 対す る施策 は 精神薄

弱児 と同様重大 な 社会問題なの で ある。」

　 「現在，長期戦下，生産力拡充に 邁進 して い る我国 で

は 汎ゆ る分野に 於 い て 労力 の 不足が問題 とな っ て い る 。

こ の 際．こ の 干 た ち の 能力を正 し く認識 し．適当 な る職

を与 へ て
， 共 に 陛下 の 赤子として 聖業 に翼賛せ しむ る こ

とは 時局下喫緊 の こ とで は あ る ま い か 。生め よ殖 せ よ も

人 口 政策 の 根本で は ある が，今生れた 赤 ん 坊 が 働 くの は

15年 ，
20年の 将来 に 属す る。だが こ の 子 た ち は 適 当な指

導と保護 さへ あれ ば比較に な らぬ 短 日 月で お 役 に 立 つ の

で あ る。」

　敗戦に よ り．社会思想 に 大きな転換 が起 こ り，個人 の

尊厳性 を 認 め る 思想が急激 に高ま っ て きた が ，戦後当初

の 段階 で は ．社会防衛論的 ・社会効用論的思想が．依然

と して 存続した 。

　戦後，児童福祉法制定前年昭和21年 に ．一
早 く創設 さ

れた 戦 災孤児 と精神薄弱児の 施設 「近江学園 」 の 設立趣

旨書の 中に ，つ ぎの よ うな記述があ る一 糸 賀 （1956）。

同施設 の 園長 とな り，そ の 後．斯界 に お け るオ ピニオ ン

リーダー
の 役割を果 た した 近賀一

雄 （19ユ4〜68） も，上

記設立趣旨書 の 作成 に 関わ っ て い た もの と思 わ れ る 。

　 「戦争に よ っ て 社会 に 投げ出 され た 戦災孤児或は 生活

困窮児が，今どん な状態 に 置 か れ，そ れ が 又 どの よ うに

不 良化 し つ つ ある か は既 に 御承知 の 通 りで あ り ます。

　又
一

般 に は まだ 忘れ られ て い る精神薄弱児 （低能児）

が，こ れ ま た放 っ て あ るた め に 不良 の 徒とな っ て い くも

の が沢山あ る こ と も， 犯罪者の 半数以上 が精神薄 弱者 で
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あ る とい う こ とか らみ て も頷け る と 思い ま す。そ の たあ

に こ れか ら健全に進ん で ゆか ねばな らな い 社会が，どれ

程迷惑を受け て い るか とい うこ と も， よ く考えて み る と

なか なか 大 きい 問題 で あ ります 。

　 しか し，それ だ か ら と い っ て こ の 子 どもた ち が一概に

悪い とは い い 切れ ませ ん 。 　（中略） い っ て み れば我 々 が

彼 らを放 っ て 置 くこ とが い けな い の で ，彼 らを や は り私

た ち の 仲聞 と して 温 く育て 上 げて 正 し く教育すれば，そ

れ が また 同時に 社会の 健全な発展 を 少 しで も助け る こ と

に な るの で ．ど うし て もこ の 子供た ち を 適当な 施設 に収

容 して 教育 し な け ればな りま せ ん 。 」

　精神薄弱者 の 社会的存在 を，社会 の 負担物 ・有害物 と

して受け 止め る社会意識は ，戦後に 至 っ て も存在 した 。

そ し て，そ れ に 台 h せ て，社会啓発活動 に お い て も，精

神薄弱教育 の 社 会政策上 ・刑事政策上 の 意義が説か れた

の で あ る。

　昭和27年 に
， 文部省初等中等教育局に 新設され た特殊

蔽育室に就任した 辻村泰男 （1913〜79）は ，行政的立場

か ら，戦後の 特殊教育推進に 尽力 し た が，当 時，辻 村

（1953） ぱ ， 新聞紙上 で．次の よ うに．精神薄弱教育推

進の 必要性 を訴 え て い る 。

　 「特殊教育を推進し て ゆ こ うとして 第 1 に つ き当 る の

は 金 の 問題である。憲法や教育基本法 さて は 児童憲章な

ど，能 力 に 応 じた 教育 の 機会均等 に 真 向か ら反対す る者

は い な い 。親 の痛切な 心情を 訴 え られ て 之を一笑に付す

る無情 の 徒もま た い な い 。 だ れ も理解 した よ うな顔は す

る が ．しか し と腹 の 中 で 考え る 。 道路修理 ・災害復 旧 ・

社会保障は て は 流行の 防衛費……つ ま り大局 か らみ れば

小さな 問 題 だ と い う結論 に お ち る よ うだ 。 （中略）

　 し か し人 は 果 し て 次 の こ と に 気付 くで あ ろ うか 。 か り

に こ れ ら数多い 少数例外者 に 教育 の 手 を うた ず放置 した

とす る。そ の 結果 は 彼等 の 大部分 が か な らず社会 の 敗残

者 とな り，め ぐ りめ ぐっ て社会 の 負担 とな っ て くる。社

会 は 何等 か の 形 で 彼等 に 衣食を与えなければ な らず，し

か も彼等 は 社会 に な ん の 寄与もで きな い
。 さらに 放置 さ

れ た彼等は い つ か は 特有の 反社会的行動傾向を帯 び て き

て ，重大な迷惑 と損失を世間 に 与え るで あ ろ う。犯罪者

の質的分析は こ の こ と を裏書し て い る 。

　 こ うい う特殊な人 々 の 持 っ て 生 まれ た 生命力をな ん と

か し て 社会 の マ イ ナ ス か ら逆 に プ ラ ス に転化で きな い も

の だ ろうか 。

　それが で き る の で あ る。 （中 略）特殊 教育 は 社会 の マ

イ ナ ス とな る 可能性を ゼ ロ に 引き下げ．さらに す S ん で

こ れを プ ラ ス に 転化 さ ぜ る た め の 一見遠 回 りな．しか し

きわ め て 効果的な 教育で あり，し た が っ て そ の 振興は 一

部 の 熱心家だけ の 限 られた主張 に は と ど ま りえ な い もの

なの で あ る。」

1．保健体育の 教科書に み られ る 精神薄弱者観

　精神薄弱者等に対する好ま しか らぬ 社会意識を改善す

る 最 も効果的 で 確実な方法は ，学校教育 に お い て ，意図

的 ・計画的 に その 改善策を進め る こ とであろ う。

　精神薄弱 とい う障害 に 関す る内容を直接扱 っ て い る教

科は，中学校及 び 高等学校の 保健体育 で あ る 。 戦後出版

された 保健体育 の どの 教科書 に も，精神薄弱 に つ い て の

記述が あ る が，数年前まで は ，そ の 記述に ．精神薄弱者

に対する偏見や 差別意識の 増幅に作用 する と 思わ れ る内

容が少な くな か っ た 。

　精神薄弱教育関係者等が 社会啓発活動に 苦慮 し て い る

背後で ，は な は だ しい 前近代的 な精神薄弱者観が，教科

書を通 じて 子 どもた ち に 植えつ けられ て い た こ と に な

る。

　教科書は数年ご と に改訂さ れ て い るが ， 精神薄弱に関

する 不適当な記述は，7 〜 8年前，国会で も問題 に され

た こ ともあ っ て，そ の 部分 に 関 して は ，大 きな修正 が 加

え られ て き た 。 しか し，数年来，教科書 の 記述内容 に 関

す る，社会的な抗議や批判が強 くな っ て きた た め ，そ の

抗議や批判に対し て過乗な警戒的配慮が な さ れ．か え っ

て ．記述に 適切 さを欠 くと思われ る こ とも起 こ っ て い

る。な お，昭和 57年度か ら採 用され る 高等学校 の 保健体

育 の 教科書 で は，どの 教科書 で も，緕神陣害 に 関す る 内

容 は 扱わ れ て い な い 。

（1） 障害の 発生原 因 と し て 遺伝 の 強調

　昭和40年 ご ろまで の 教科書 に は，以下 の 記述に み られ

る よ うに ， 障害の 発生原因 と し て遺伝を強調 して い る も

の が 少な くなか っ た 。

　 「精神薄弱　 こ れ は ，精神 の は た らきが 通常の 人 よ り

も劣 っ て い るもの で ，修練や学 習 に よ っ て も．普通 の 人

の よ うに ，そ の は た らきが向上 しな い もの で あ る。 こ れ

も遺伝 に よ る もの が多い とい わ れ る。生 まれ て か ら後

に，高 い 熱病や伝染病 に よ っ て 起 る こ ともあ るが ，こ れ

は きわ め て まれ で あ る 。」川姻 ら （1950）

　 「わ る い 遣伝　世 の 中 に は，か らだだけ は り っ ば に 発

育 し て い て も．頭 の は た らきが こ れ に と もな わ な い で知

能 が ひ く く，もの を お ぼ え こ む 力も弱 く，ま た ろ くに 数

を か ぞえ る こ と もで きな い 者もい る。こ の よ うな人 は ，

脳 の 病気 に か か っ た た め に そ うな る こ と もあるが．生ま

れつ きの 者 も多 い 。 こ れは つ ま り遺伝 的 な も の で ，祖先

か ら うけ つ い だ もの で あ る。ま た い ろ い ろ の わ るい こ と

を し て 罪を 犯す性質 も，遺伝す る こ とが 多い と い わ れ

る。」金森 ら ◎951）
　 　 　 　 は くし や く

　 「精神薄弱 精神の は た らきが，ふ つ うの 人 よ りも著
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　 　 お と

し く劣 っ て い て ．勉強して もふ つ うの 人 の よ うに ，よ く

で きな い もの で あ る。こ れ は 強 い 遺伝性を持 っ て い る。」

川畑 ら （1954）

　 「家出をした人や，犯罪者 として 教護院 tcPt容され て

い る人 を 調 べ て み る と （］ − 6 ・7 図），身体 的 欠 陥 に

よ る性格異常や精神薄弱者な どが 多い の に 気づ く。 こ の

うち の 大部分 の 老は ．両親 の い ずれか が精神異常 の 素質

を もっ て い る者で ．精神的欠陥者は，遺伝的な悪い 素質

を 親 か ら受けつ ぐこ とが 多い 。 し た が っ て ，精神の 健康

は 遺伝 に よ っ て 左右 され る と考え る こ とが で き る 。 」野

口 ら　（1955）

　 「よ くな い 遺伝　遺伝性 の 精神病 の ほ か ，精神薄弱 な

ども遺伝 に よ る こ とが多い 。」福 田 ら （1958）

　 「精神薄弱　こ れは 知能が普通 の 人 よ り も劣 っ て い る

もの を い い ．知能指数で は 通常約 75以 下を さ して い る。

遺伝 に よ る もの が多い が，まれ に は 生まれ て か ら の ち

IL，外傷 ・脳炎 ・脳膜炎な ど に よ っ て 起 こ る こ と も あ

る。」川畑 ら （1958）

　 「遺伝」 の 語 が，きわ め て暖昧な非科学的な概念で使

用 され ，出生前 の 障害発生要因 が 即 遺 伝要因 と して と ら

え られ て い る。だか ら， 「遺伝 に よ る もの が 多 い とい わ

れ る。生 まれ てか ら後 に ……」，「生 ま れつ きの 者 も多 い
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 e

これ は つ ま り遺伝的な もの で ……
」， 「遣伝に よ る もの が

多い が，まれ に は 生 まれ て か ら後に
……

」 とい うよ うな

記述が な され るの で あ る。

　出生前の要因をすべ て 遺伝 として とらえ，さらに 遣伝

的な もの を 「祖先 か らうけ つ い だもの 」 とし て とらえ る

と，胎児期 ・ 出 産時 の 外因 や 病理 的遺伝要因を考慮せ ず

；C，出生前 の 要因をす べ て 生理的遺伝要因と し て と らえ

る と い う重大な誤 りを お か す こ と に な る 。

　昭和 50年 ご ろ 以降の 教科書で は ，以下 の よ うに ，障害

の 発生原因に つ い て 説明す る際 に， 「遺伝」 の 語を使用

しな い もの が多 くな っ た 。 社会的抗議や 批判 を警戒 し て

の 措置と 思わ れ るが．その こ とILよ っ て ，問題 が根本的

に 解消 された わ けで は な い 。 「遺伝」 の 語そ の もの が 科

学用語 と し て 使用 ICた え な くな っ て い る とは 思 え な い

し，遺伝的原因を否定で き る とも思 え な い か らで あ る。

　 「精神薄弱は ，脳 の 外傷や 病 気 ．生 まれ る前 の 素質な

どに よ り， 知能の発達が お くれた状態をい う。 」重 田 ら

（1975）
　 　 　 は く し ぐ く　　　　　　　　　 に い し　き

　 「精神薄弱　こ れ は ，胎児期や出産時 の 脳 の 損蕩，幼

い こ ろ の 脳 の 病気やけ が，その 他素因や 不 明の 原因の た

め に ，知 能 の 発達 が お くれ て い る状態で ある。」池 田 ら

（1978）

　 「精神薄弱は ，胎児期 の 脳 の 損傷，出産時 の 脳 の 損

傷，出生後の 病気や けが，身体的素質 な どの 原 因 に よ

り，知能の 発達が 持続的 に お くれ，お と っ て い る状態を

総称 して い る．なか で も，脳性 ま ひ は．精神薄弱の 発生

原因 の 大 きな部分を占め て い る。」加藤ら （1979）

　 「精神薄弱　出生時の障害や 伝染病．中毒．そ の 他の

外因，また は 内因 （素因）に よ っ て 脳の 発育 が ふ じ ゅ う

ぶ ん で ，精神 の 発達が 遅れ．知能 の は た らきや社会生活

へ の 適応に 支障 の あ る状態 を精神薄弱 と い い ，……
」川

村 ら （1979）

　 「精神薄弱　出産時の 脳損傷 ， 乳幼児期 の 脳炎，脳 の

奇形，そ の 他 の 特殊 な 疾病が原因 と し て 考え ら れ て い

る 。 」浅野ら （1979）

　 「精神薄弱 〔精神遅滞） 精神薄弱は ，知能の 発達が お

くれ，学習 や 社会的 な 適応 が うま くい か な い 状態 の 総称

で あ る。

　そ の 原因 と して は ．医学的 な 研究 に よ っ て，出生時 の

障害，胎児期 の 代謝や染色体の 異常な どが あげられ てい

るが，原因不明の 場台が少な くない 。 」竹之下 ら（1979）

　 「精神薄弱 は ，染色体 の 異常，胎生 期 や 出産 の 異常．

乳幼児期の 疾病や 事故な どが原因で ，精神の 発達が遅れ

て い る状態 で ある 。 」今村 ら （1979）

　なお，ゴ
ッ ダ ー ドの 「カ リカ ヅ ク 家一 精神薄弱の 遺

伝研究」　（1912）を 家系図 を付し て，以 下 の よ うに 紹介

して い る 教科書も．過去に は あ っ た 。

　 「調査に よ れば，カ リ カ ッ ク が低能 の 女子 と結婚し て

で きた 子孫4SO名中，143は 低能，46は ふ つ う，の こ りは

い ずれか 不 明で あ っ た 。か れ は そ の の ち ふ つ うの 女子 と

結婚 したが，そ の 子孫 496名中 1 名の 低能者 もな か っ

た 。

　 こ の 系図は ，私 た ち に 何 を教え る で あろ うか 。」 川畑

ら （1954）

（2） 精神薄弱者の 反社会性 ・犯罪性 の 強調

　昭和 40年 ご ろ ま で の 教科書に は，緒神薄弱者 の 反社会

徃 ・ 犯罪性を強調す る記述 が み られ た。そ し て．反社会

性 ・犯罪性 と の 関連で ，隔離 保護などの 必要性 が，以

下の よ うに 説 か れ て い た 。

．

　 「私た ち が 健全な心 をもつ こ とは ，私 た ち 自身の 生活

を明か る くた の し くする だ け で な く，私たち の 家庭生活

を円瀞 こす る うえに も，ま た社会生活を明か る くす るた

め に もた い せ つ な こ と で あ る 。

　知能の ひ くい 者や．性格 の ふ つ うで な い 人 々 が ，私た

ちの 社会生 活 を ど の くらい さ ま たげて い る か を 考 え れ

ば，こ の こ とは す ぐわか るで あろ う。毎 日 の 新聞 に 強盗

や 殺 人 な ど の 犯罪の な い こ とは な い 。 」金森 ら （1951）

　 「低能 は 大脳の 発育が 早 く止ま りJ そ の は た らきが十

分発達しな か っ た こ と に よ る もの で あ る 。 低能は 遺伝に

よ る こ と もあ る が ，脳膜炎 ・梅毒 ・ア ル コ
ー

ル 中毒な ど
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に よ っ て もお こ る こ とがある 。 低能の 人に は 特別な教 育

を す れ ば．相当ききめ が あ る こ と があ る。 そ の 教 育 に

は ，ま ず職業的な技術な ど を 何回 も何 回 も練 習 させ て 教

え こ ん で い くこ とが よ い と い わ れ る。こ れらの 人は 判断

力や道徳心が 弱 い か ら，他人 に そそ の か され て い ろい ろ

な罪を犯し，社会生活 に有害に な る よ うな こ とが あるか

ら，よ く保護を し て ，そ の よ うな こ とが お こ らな い よ う

に つ とめ な くて は な らな い ．」金森ら （1951）

　 「精神障害 に は ， a ）精神病，　 b ）中毒性精神障害．

c ）精神薄弱，d ）精神病 質 ・精神神経症 が ある。こ の

うち，精神薄弱は 知能 の 発達が劣 っ て い る もの で ，低能

と一
般 に い わ れ て い る e 　（中略）

　精神障害者 は そ の 異常 な 生活行動の た め に ．社会 に 害

悪を及ぼす こ と が少な くな い の で ， 病院に収容 して，社

会か ら隔離す る こ とが 望 ま し い 。」原島ら （1958）

　 「軽度 の 精神薄弱の もの は 社会的，経済的 に 独 立 し に

くく，浮浪 児．家出児，不 良少年．犯罪者 な どに な りや

す く，社会的な 問 題を ひ きお こ す こ とが 多い 。 しか し．

社会的な 問題が ひ きお こ され て か ら さ わ ぎた て る の で な

く，こ れ らの 精神障害老 に 対 す る ふ だ ん か らの あたたか

い お もい や り と社 会的な醍慮が 必 要 で あ る。」 NHK

（1966）

（3＞ 精神薄弱者の 人格蔑視

　昭和40年 ご ろ ま で の 教科書 に は ，精神薄弱者の 発達 の

可能性 を 不 当に限定的 に 説明 した り，感晴，意志，性格

な どの 異常性 を強調する な ど．精神薄弱者 の 人格蔑視 と

み られ る 以下の よ うな記述 が 少な くな か っ た 。 最近の 教

科書に は ，社会的抗議や批判を警戒して の こ と と思われ

る が ，特殊才能 を 称揚す る な ど，過大評価と もみ られ る

記述 も見 られ る よ うに な っ た 。

　 「精神薄弱 は，精神 の 発達が，生 まれ つ き．また は幼

児期ま で の 状態で 停 止 した もの で あ る。」 竹之下 ら （19

67）

　 「魯鈍 は，お とな に な る と 5 〜 6 学年程度の 能力 に 達

し ， 日常生活 で もだ い た い の 処理 は で き る。教育 と訓練

に よ っ て は 成人 に な っ て 半人前 ぐらい の 仕事 は で ぎる。

し か し ，性格的 に 未成 熟で あ るた め 社会 的 に い ろ い ろ 問

題を お こ す こ とが 多い 。 」鶴岡 ら （1967）

　　「精 神薄弱は ，低能 とい わ れ る もの で あ るが，た ん に

知能が低い だけ で な く，知 ・情 ・意の い ず れ の 面 で も発

達が お くれ，不完全な状態で ある e 」鶴岡 ら （1967）

　　「精 神薄弱　一般 に 低能と よばれ て い る が，知能 が 低

い ば か りで な く，感情や意志 も正 し く発達 して い な い た

め に ， 性格も不健全 で あ る 。 」栗本 ら （1957）

　　「精神薄弱 は，脳 の 外傷や病気，生 ま れ る前の 素質な

どに よ り，知能 の 発達が お くれ た 状態 をい うe 生活 の 処

理 能力や適応能力な どは ，ふ つ うの 人 よ り劣 っ て い る

が．性格的に は 明る い 人もお り，人が ら とは 別 の 問題 と

して 考え る べ ぎで ある。」重田 ら （1975）

IV．精神薄弱者に対 する社会意識の調査研究

　社会が，精神薄弱者
一

般 に つ い て どの よ うに 理解し ，

それ に 対 して どの よ うな態度を と っ て い るか 、とい う意

味で の 精神薄弱者に 対す る社会意識 に 関する 調 賓 研 究

を，本節 で 概観す る ． そ の 種 の 調査研究 は ，戦後の わ が

国 に お い て．50編 以上報告され て い る 。

　精神薄弱者に対す る 社会意識 に 関す る調査研究 は ，い

うまで もな く， 糟神薄弱者 に 対す る社会意識の 実態把握

を 目的 と し て 行わ れ る が，時 に は ．そ の 際 の 調 査 活 動

が，社会啓発活動と な る こ とを期待 して 行 わ れ る こ とも

あ る 。た だ し．そ の 期待に 反 して ．社会的偏見の対象 と

な りが ち な集 団に 対す る社会意識 に 関す る 調査活動が．

社会的偏見 の 増幅を招く危険性 もあ る。 調査の 質問事項

や進め 方等 に 顕著 な差 別性が ある場合 に．その 危険性 は

現実化 す る 。

　精神薄弱者に対する 社会意識 に 関す る調査研究が，精

神薄弱者 に 対す る社会意識 の 実態把握を 目的と し て行わ

れ る と して も，そ の 実態把握 の 意図が明確で ない と，単

な る 調査の た め の調査とな る。少 な くと も，精神 薄弱者

に対す る 社会意識 を改善す るた め の 資料を得 る と い う

基本的姿勢が あっ て し か るぺ き で あ る が ， 過表 の 調査

研究 の 中 1こは ，その 点が 明確に 認められな い もの もあっ

た 。

　精神薄弱者 に対す る社会意識に つ い て 正確な実態把握

を行 うた め に は ，調 査対象 の 選定，質問項 目の 作成，回

答 結果 の 処理等 に 統計学的あるい は推計学的な検討や処

理 が ，十分か つ 適切 に 行 わ れ な け ればな らな い はずで あ

る 。 過去 の 調査研究 に は ，そ の 点 不 備な もの が 少な くな

い o

　 こ の 種 の 調査研究 の 多 くは ，質問紙法を 用 い て行われ

て お り，した が っ て ． 把握され た 社会 意識 は ，あ くま で

も質問紙法 で とらえ られ た もの で あ り，それは社会意識

の 実態 の 1側面 で あ る 。

　 以下， 1〜皿節と の 関連で ，い くつ か の 調査研究の 概

要を 見 て み る 。

　 精神薄弱教育関係者 の 団体 で ある全 日本特殊教育研究

連盟 は，社会意識に 関す る一
連 の 調 査 （1962，1963．

1964， 1965a ， 1965b， 1965c ， 1970）を行 っ て い る

が，次 の 2 つ の 調査 は特に 先駆的意味をもつ
。

　 1962年 の 調査 で は ，小 ・中学校 の 教師 ・父 兄 8S51 名

の ，精神薄弱者に対する意識を まとめ て い る 。 質問紙法

を 用 い て い る が，全19項 目か らな る質問項 目は ，以前に
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川嶋 （1961） が 作成 した もの に ，若干 の修正を加えた も

の で ある。

　　「は い 」，「なん ともい え な い 」，「い い え」 の 選択肢で

回答された 結果は ， 好意的 （＋ 1）．中立 的 （0 ），非好

意的 の 3 つ の 段階 で 評定 され る。結果 に つ い て は，全体

的考察に 加えて，性別 ， 年齢段階別，学歴別，職業別，

特殊学級設置校 ・未設置校別，質問項 目の 性 格 別．な ど

の 検討が な され て い る 。

　　「働 く喜び を与え，自活させ るた め に ，精神薄弱児（者）

の 雇用促進 法 や 雇 用 に 対す る 国家補助制度等を きめ る べ

きだ と思 い ますか 」，「精神薄弱児 （者）の 教育 ・福祉 。

職業訓練 ・雇用促進な ど の た め ，国や 地方公 共 団体は

大い に 力を 入れ，も っ と費用を出すべ きだ と 思 い ます

か 」な どの，一
般的認識や 判断，つ ま り 「べ き論」 で 答

え られ る 項 目で は，好意的反応 の 率は 80％を 越 え て い

る。

　 こ れ に 対 し． 「お 子 さん や 御弟妹は ，精神薄弱児と遊

ば せ た り，学 校 で 席 を 並 ば せ た くない と思 い ま す か 」

（項 目16），「精神薄弱 は，す べ て 遺伝 に よ っ て な る の だ

と思 い ますか 」 〔項 目 2 ）， 「精神薄弱 の 人 や そ の 家族 に

同情 は す るに し て もJ 何か ． か か わ りを持つ こ とは さけ

た い と思 い ますか 」　（項 目19）な ど，自己 との 具体的な

関係 や 固定化 した 社会的通念を 意識し て答えなければな

らない よ うな 項目で は，好意的反応の 率は SO摎以下 とta

っ て い る 。 なお， 、「犯罪者 ・売春婦 ・非行少年 の なか ｝こ

多 くの 精神薄弱児 （者）が い る の は ，もともと彼に は 犯

罪 や 問題行動をお こ す性質があ る か らだ と思 い ます か 」

（項 目 6 ） で は．好意的反応 （い い え） は 56．6％で あ っ

た。

　20代〜50代 の 範 囲で ， 若い 年齢段階 ほ ど，平均好意度

が 高 く．特殊学級設置校の 教師 ・父兄 は
． 未設置校の 教

師 ・父兄 よ り， 平均好意度が い くぶ ん高か っ た n ちなみ

に ，好意反応 が 低率だ っ た前記各項 目に つ い て．特殊学

級設置校群と未設置校群 の 各好意反応の 率を 並記す る と

以下 の よ うに な る 。 項 目16 （42．4，39．7），項目 2 （46．4，
46．2），　項 目19 （50．6，49．2），　芝頁目 6 　（57．9，56．2）。

他 の 項 目の 場合と比較 して み て も， 両群間 の 好意反応率

に，大きな差 は見 られ な か っ た 。

　全 日本特殊教育研究連盟 （19M ）は ．
つ い で ，小 ・中

学校普通学級 の 子 どもの ．特殊学級 （精神薄弱） の 子 ど

もに 対す る 意識 に 関す る調査 を行 っ て い る。調査対象は

小学校 6年生 と中学校 3年生 382ユ名 （集計数）。 子ども

の 在 学 す る 小 ・中学校 の 半数は 特殊学級設置後 2 年未満

の学校で あり．他 の 半数 は 特殊学級設置後2 年以上 の 学

校で ある 。 質問紙法を用 い て い るが，選択肢に よ る 回 答

に 自由記述 に よ る 回 答が 加 え られ る よ うに な っ て い る。

　 結果に つ い て は ，全体的 な考察に 加え て ，小 ・ 中学生

別，男女別．特殊学級設置後2 年未満校 ・2 年 以 上 校

別，農村 ・都市別な どの 検討が，個々 の 項 目ご とに 行わ

れ て い る 。

　　「特殊学級の 子 どもた ち をい じめ た り、か らか っ た り

した こ とがあ りま すか 」 で は ， 「あ る 」の 回答率 は 小学

生に 高 く （小27．　4一中6．7），「特殊学級 の 子 ど も た ち に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ひ
い じめ られ た り，い た ず らされ た こ と が あ り ます か 」で

も・ 「ある 」 の 回答率 は 小 学 生 に 高か っ た （小33．・7一中

11．　8）。 しか し 「特殊学級 の 子 どもた ち と友 だ ち に な っ

て あげ た い と思 い ます か 」 で の 「な っ て あげ た い 」 の 回

答率 は ，小学 生 に お い て ，か な らずし も低 くは な か っ た

　（小56，6一中40．8）。

　特殊学級設置後 2 年以上校の 小学生 は ，2 年未満校の

小学生に 比 べ て ，以下 の 項 目で 「あ る 」 の 回答率が高か

っ た一
（ ）内は 「2 年以上校 」 と 「2 年未満校」 に

お け る 「ある 」の 回 答率。「特殊学級の 子 どもた ちを，い

じめ た り，か らか っ た りした こ とが あ ります か 」 （34．6
− 14．　7），「特殊学級 の 子 ど もた ち に ，い じ め られ た り．

い たずら さ れ た こ とがあ りますか 」（35．5− 31，0）， 「特

殊学級の 子 どもた ち の した こ と で ，感心 した こ と が あ り

ますか 」（68．　8− 61．1）， 「特殊学級 の 子 ど もた ち が 困 っ

て い る時．め ん ど うを み て あげた こ とがあ り ま す か 」

（15．4− 11．6）。

　 「特殊学級の 于 どもた ち と．と もだ ちに な っ て あげた

い と思 い ますか 」 で は．「な っ て あげ た い 」 の 回答率は ，

特殊学級設置後 2 年以上 校 （55．　1％） よ りは 2 年未満校

（58．5％）に お い て ．よ り高い 傾向が 認め られ た 。 こ の

傾向は，中学生の場合に ．よ り明確 に 認 め ら れ た （32．　6
− 48，7）。

　尾島 ら （1966） も，障害を もつ 子 どもに 対す る一
般 の

子 ども ・父兄．障害児 の 父兄 な どの 意識調査 を す る 中
で ，一般の 児童生徒 を障害児 との 接触の度の 高い 群 と低

い 群 に 分け ， 両群間 の 意識の 差異を 比較検討 し て い る。

「接触高群 」 とは，特殊教育諸学校 に 隣接す るか ，特殊

学級を 設置し て い る小 ・中学校 の 在学者 と し， 「接触底

群」 とは ，上記 の 条件 を備 え て い な い 小 ・中学校在学者

と規定 し て い る 。

　全 日本特殊教育研究連盟 （1964 ）の 質問紙 とほ ぼ 同 じ

もの が 用 い られ て い る が ， 「友 だ ち に な っ てあげた い と

思 い ます か 」で は，「思 う」の 回答率 は．接触高群 に お い

て ，低い 傾 向が見られ た 。

　遠藤ら （1968）は，特殊学級と普通学級 の 接触度の 異

な る 学校 の 在学生 お よび 卒業生 の．精神薄弱者に 対す る

意識を比較検討 して い る 。中学校 2 年生 と高校 2 年生を

調査対象 として い る が，こ の 調査対象 は ，以下 の 3 群 に
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分け られ て い る。

　既設A 群
一特殊学級が設置さ れ て い て ，特殊学級と普

通学級の接触度の高い 小学校 ・中学校 に在学 した （しつ

つ あ る ）生徒 。 既設 B 群
一特殊学級が設置さ れ て い る

が，特殊学級 と普通学級 の 接触度 の 低 い 小学校 ・中学校

に在学 した （しつ つ あ る ）生徒 。 未設置群
一
特殊学級未

設置小学校 ・中学校に 在学 した （しつ つ あ る）生徒 。

　接触度に つ い て は ， 教室，校舎 の 出入 口，遊び場 など

物理的条件 に 加え て ．通学や教育活動を通 じて の 両学級

子 ど もの 交流状況 を考慮して判断 して い る。

　質問紙法 に よ り，精神薄弱 の 発生原因｝こ つ い て の 意

見，精神薄弱者 の 諸能力の 評価，性格特性 に つ い て の 認

知，社会参加に つ い て の 意見，な どに 関す る質問項 目が

含 まれ て い る 。 結果 の 処 理 にあた っ て は 、 因子分析法等

が 適用され て い る 。

　結果 の 考察 を 通 して ，以下 の こ とが 結論づ け られ て い

る 。 特殊学級 の 子 ど も と接する こ とに よ り，直接的な 影

響 を 受け る と思 わ れ る態度 の 側面 と して は，接す る こ と

に よ っ て 比較的客観的に で きる よ うに な る 知的水準で の

認知判断 （た とえ ば諸能力の評価）の 面 と感情的側面（た

とえば 性格特性 の 認知
一 一か k らず し も感情的側面 とい

えない が，感情的要 因が強 く反映 して い る）が あ る 。

　 特殊学級 の 子 どもと接 して も．直接的 な 影響 を 受け に

くい 態度 の 側面 と し て は ，単 に 接す る だ けで は ，得 る こ

と の で きな い よ うな客観的知識 （た とえば障害 の 発生原

困に つ い て の知識等） と
一
般的な価値観や社会認識に 基

づ く側面 （た とえば 生活費補助 や 社会参加に つ い て の 意

見）が あ る．と し て い る 。

　森田 （1972） は ，小 ・中学校普通学級の 子 ど も とそ の

母親 の ，精神薄弱者 に 対す る 意識 に 関 し て 調査 し，親子

の 意識の 関係 に つ い て 検討 して い る 。 子どもの 在学す る

学校 14校の うち 半数 は 特殊学級設 置校で あ り．他 の 半数

は特殊学級未設置校で ある 。 質問紙は ， 全 日本特殊教育

厨究連盟 （ユ962） の もの を参 考に 作成 され，母親用 の 質

問項 目 と子 ど も用 の 質問項 目は ，内容上 ほ ぼ 対応させ て

あ る 。

　 回答は 無記名 で あ る が，質問 紙 に 番号が付 され ，個 々

の 子 ど もとそ の 母親の 両者 の 回答は 比較対照 で き る よ う

に な っ て い る。15項 目か らな る質問項目 に は，い ず れ

も，　「は い 」，「ど ち ら と もい え な い 」，「い い え 」 の 3 つ

の 選択肢が あ っ て ， 回答 が 「好意的反応」，「中 立 的 反

応」，「非好意的反応」 の 3 段階 で 評定 され る よ うに な っ

て い る 。

　 主 な 結果 を 要約す る と以下 の 通 りで あ る 。 特殊学級設

置校の子 ど もは ， 未設置校 の 子ども よ りも好意得点 が 高

か っ た。しか し， 「ち え の お くれた子 は もともと悪い こ

と （は ん ざい ）をする素質があ る よ うな気 が します か 」，

「ちえの お くれた 子 の こ とを考えるの もよ い が，もっ と

一般の 人の 生活 の こ とを先に 考え た方 が よ い と思 い ます

か 」などの 項目で は，未設置校 の 子 どもの ほ うが 高 い 好

意度を示 した。

　子 どもの 場合 とは 逆 に ，特殊学級設置校の 母親 は ， 未

設置校の 母親 よ りも好意得点が低 か っ た 。 特 に 「精神薄

弱児 の 教育 に お 金を つ か うよ りは ，そ の お 金 を優秀児の

教育に まわ す方が よ りよ い と思い ます か 」，「精神薄弱児

の こ とを考え る の も よ い が、も っ と
一

般 の 人 々 の 生活 の

こ と を先 に 考え た 方 が よ い と思 い ます か 」 な どの 項 目で

は，設置校 の 母親 の ほ うが，よ り低 い 好意度を示 し た 。

　母親 と子 どもの 反応の 一致度の 比較的高か っ た の は ，

「学校に ち え お くれ の 子 の 為 の 特殊学級があ る こ とに は

反対で すか 」，「精神薄弱児に お 金をつ か うよ りは ，その

お 金を優秀児 の 教育 に まわす方が よ り良い と 思 い ま す

か 」，「国や社会は精神薄弱児の た め に まだ十分 な こ とを

し て い な い と 思い ます か 」 な ど （母親用），一般的 な 社

会的判断で 答える項 目に お い て で あ っ た 。

　母親 と子 ど もの 反応 の
一

致度 が 比 較的低か っ た の は ，

「精神薄弱児 に は 同情す る が，何 か か か わ りを持つ こ と

は さ け たい と思 い ます か 」，「お 予さん を．精神薄弱児と

い っ し ょ に遊ぼ せ た り．席を並 ば せ た りさせ た くな い と

思い ます か 」， 「精神薄弱者に は犯罪や問題行動をお こ す

素質が あ る と思 い ますか 」 （項 目10） など （母親用），

自己 との 現実的なか か わ りを意識して 答え る項目に お い

て で あっ た 。

　な お，上 記項 目10に お け る母親 の 好意反応 「い い え 」

の率は 32、5％で あ っ た が，子 どもの 好意反応 「い い え」

の 率 は 7工．5％で あ っ た。子 どもの 場合，学年 が 進む に つ

れ て （小学校 4 年生 ， 6 年生 ． 中学校 2 年生），好意得

点が高 くな る が，母親 の 場合，子 どもの学年の 高い 母親

ほ ど好意得点が低い 傾向が 見 られ た 。

　和 田 （1980）は ， 全 日本特殊教育研究連盟 （1964） の

調査後15年 目に，ほ ぼ同 じ質問紙を用 い て，小 ・中学校

普通学級 の 子 どもの ，精神薄弱者に 対す る意識 の 時代的

変化を調査検討 した が，時代経過 に 伴 う好意度の 上昇は

認 め られ て い な い 。

　 なお ，全 日本特殊教育研究連盟 （1962＞ と森田 （1971）

の 各調査結果 か ら， 「遺伝」 と 「犯罪性」 に 関す る 社会

意識 の 時代的変化を見 て み る と ， 「精神薄弱は ， すべ て

遣伝 に よ っ て なる の だ と思 い ますか 」 （全 日本特殊教育

研究連盟） で は， 「い い え」は 46．3％で あ っ た が， 「精

神薄 弱 児 は 皆 ん な 両親 の 素質を 受け つ い で そ うな っ た の

だ と思 い ますか 」　（森 田）で は，　「い い え 」は 63．4％と

な り． 質問内容に 若干 の 相違はあるが ， 好意反応の 率は
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高ま っ て い る。しか し， 「犯罪者 ・ 売春婦 ・非行少年の

なか に 多くの 精神薄弱児 （者） が い るの は，もともと彼

に は犯罪性 や 問題行動を お こ す性質があ るか らだ と思 い

ます か 」 （全 日 本特殊教育研究連盟 ） で は、 「い い え」

は 56．　6％で あっ たが ， 「精神薄弱者 は 犯罪や問題行動を

お こ す素質があ る と思 い ます か 」 （森 田） で は ， 「い い

え 」 は 32．5％とな り，好意反応の 率の 低下が見 られ る。

　精神薄弱者に 対す る社会意識に 関す る諸調査 の 結果 か

ら も．精神薄弱者 に 対する誤 っ た 理解，好 ま しか らぬ 態

度 が，社会意識と して存在す る事実が 認め られ た 。

　精神薄弱老 との 接触が，そ の 社会意識 の 形 成 や変容 に

作用 する こ と は 確 か な よ うで あ る。た だ し，特殊学級と

関わ っ て 生活す る等の 接触条件が ，一
概 に ，精神薄弱者

に 対 す る理 解推進，態度改善 に 作用す る わ け で は な く，

時に は，そ の 理 解 ・態度 の 水準 の 低下 も認め ら れ て い

る 。 そ の よ うな 接触条件が ，社会意識 の あ る面 に は ，効

果的に 作用 しや すい が J あ る面 に は 作用 しに くい と い う

事実 もある 。 接触の 効果を．楽観的 に 期待す る こ とは で

きな い こ と が 調査結果 か らもうか が えた 。

　偏見解消 へ の 接触の作用 は．接触 の 仕方，偏 見 の 程

度，偏見 の 側面 な ど の 諸条件 に よ っ て 規定 され る も の と

思われ る が ，そ の 作用 の 機構に つ い て は，い まだ 十分 に

明 らか に され て い な い 。

お わ りに

　精神薄弱児 に 関す る 過去 の 心 理 学的研究は ，

一
般 の 子

どもと の 画一的 な 比較研究 に．い た ず らに 多 くの 努力を

は ら っ た 。 「精神薄弱児群」 と 「普通児群」 の 2 つ の 群

を ． 糖神年齢段階等 で
一
致させ て設定 し，心 理 学的実験

や 検査を適用 し，そ の 結果か ら見出 された両群間 の 些細

な平均値的差 異 を．過 大 に 問 題 に す る こ と も少 な くな か

っ た。

　 こ の 種 の 研究等か ら導き出 され た 「精神薄弱児 の 心 理

学的特性 」 に つ い て の 認識に 基づ い て ，精神薄弱児と い

わ れ る子 どもと一
般 の 子どもの 間 を不 連続視す る児童観

が 形成 され た 。くわ え て ，そ の 種 の 比 較研究を 通 して ，

精神薄弱児 とい わ れ る個 々 の 子 ど もの 個性軽視 が 助長 さ

れ た こ と も懸念され る 。

　今 日．心 身 の 障害 を 個性 の
一

部 とみ なす考え方が，し

だ い に
一

般化 しつ つ ある。同種 の 障害をもつ 子どもが共

通 に もつ 心理傾向を問題に す る こ と以前に ，個 々 の 子 ど

もの 個性理解を徹底する こ と の一環と して．障害をもつ

子どもの 個性理解を深め る駅究が ，大 い に 進 め られ て し

か るべ きで あ る 。

　過去 の 学校教育 は，精神発達に 障害 の ある 子 ど もの 多

くを除外 し．あ るい は 例外者 と位置 づ け て 存在 した。そ

の た め，学校教育 は，すべ て の 子 どもに 適用で きる普遍

的な原理 ・原則を備えた 方法を具体化する こ とが で きな

か っ た e そ の 結 果，教師 を は じめ とす る 教育関係者で さ

え．精神薄弱児とい わ れ る子 どもと， そ の 子 どもの 教育

を，い たずらに ，異常視 し，特殊視す る 児童観 ・ 教育観

を身 ｝こ つ け る こ とに な っ て しまっ た 。 す べ て の 子 どもに

適用 で きる普遍的な教育方法を明確 に す る た め の 研究を

積極的 に 進 め る こ との 必要性 は高い e

　心身に障害を もつ 子 ど も と一般 の 子 どもの 分離 を極力

無 くして教育を進め よ うとす る統合 ・交流教育 の 推進 に

多大 の 努力 が は らわ れ つ つ あ る 。 統合 ・交流教育に は ，

それを通 して ，心身に 障害をもつ 子どもに 対する一般の

子どもの 理解を推進 し よ うとい う意図 もあ る。学校教育

に お い て 、精神薄弱児とい わ れ る子 どもをは じめ とす る

心 身障害児に対す る，一
般 の 子どもの 正 しい 認識を育て

る教育方法 の 研究を急が ね ばならな い
。 それ は ， 個 々 の

人間の 尊厳性を認め る人間観を育 て る教育的方法 の 究明

で もあ る。

　統合 ・交流教育等 に よ る，障害を もつ 子 ど もに 対す る

一般 の 子 どもの 意識の 高ま りを ，客観的に 測定す る 方法

を 明 ら か に す る こ と も また ．數育心理 学的研究 に 課 せ ら

れた 課題 で あ る。
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