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826　精神遅滞児の 言語発達

　　
一

語獲得過程 の分析t−一

　　　　 愛知県 コ ロ ニ
ー

発達障害研究所

　　　　　　　　　　　 　　　　　　 二 　宮　　　昭

827 精神遅滞者施設 に お け る ケ ア の パ タ ーソ に 関 す る

　　 研究皿

　　　　 愛知県 コ ロ ニ ー
発達障害研究所

　　　　　　　　　　　　　　　　　 冨 　安　芳　和
828 精神遅滞者 施 設に お け る ケ ア の パ ターソ に 関 す る

　　 研究皿

　　　　 愛知県 コ ロ ニ ー
発達障害研究所

　　　　　　　　　　　　　　　　　 小　塩　允　護

829　精神薄弱冫巳の 言己t．9：

　　
一体制化ス トラ テ ジ ーの 効果 に 見 られ る 発達的変

　　 化　（2＞一　　　　大阪教育大学　島　田　恭　仁

830　精神遅滞 児 の 　rhythmic 　movement 　に お け る

　　 tempOral 　 aCCUraCy

　　　　　　　　 宮崎県門川 小学 校　新 　原　と も于

831 重度精神薄弱児 の 自傷

　　
一

施設収容児の 調査　（3｝一

　　　　　　　　　　 国立 秩 父学園 沼 尾 孝 平

832 ス テ ッ プ 可変型教材 を用 い て の Th の 教授方 法 に

　　 関す る臨床訓練　 1

　　
一ス テ ッ

プ 可変型教材の 開発
一

　　　　　　　　　　　　 激徳大学 宇佐月 浩

833　行 動 模 倣 を 特徴 と し．た 多動 ・
発達遅滞男児の症例

　　　　　　　　　　　　 京都大学 吉 村 順 子

　826 （二 宮）に 鈴岡 （聖徳園） よ り， 対象児 の 象徴遊び

の 変化 に つ い て質問 が あ り．観察開始直後は 他者 と遊ぶ

こ とが で きな か っ た が ，3 〜 4 か 月後に は 他者と役割を

持 っ た 遊 び が 可能 とな っ た とい う回答 が あ っ た 。 沼尾

（国立秩父学園） か らは ，Th との ラ ポ ー 1 ゆ え の 発語

の 増加 と絶対 的 な 言語発達 との 区 別 が な され た か とい う

質問 が あ っ た。そ れ に 対 して ．共同研究者の 中根 が 対象

児 と
一

緒 に お り，C3 以降閧 わ りは 密 に な っ た が ，細 か

な イ ソ タ ー
ラ ク シ

三
ソ の 分析 は現在進行中との 回 答 が な

され た 。

　827 ・828 （冨安 ・小塩）に 対 して ，沼尾 よ り， 1 ．居

住者中心 の ケ ア パ タ ーV の 変化 は 何 に よ っ て もた らさ k、

る と考 え るか ，職 員の 意識 か ，それ ともよ り大 きな制度

の 差 か ？　2 ．同 じ重度棟問 で ，得点 の 大 きな開 きが あ

る とい うが ．その 理由は な ん と考え る か とい う 2 つ の 質

問がな され た 。 小塩 よ り，・直接的 な ケ ア は 職員個人個

人 の 意識 よ りむ し ろ制度 上 の ケ ア パ タ ーソ が 具体的 な ケ

ァ 行動を規定 して い る 。
。2 つ の 重度棟聞で 大 ぎく異な

っ て い る の は RCMS の 得点 ，つ ま リケ ア パ タ ーン で あ

る。　と の 答 が な され
1
た 0

　 829 （島 田 ）， 831 （沼尾） に 対 して ．末岡 （北海道教

育大） か ら， 「精神遅滞児」で は な く 「精神薄弱児 」 と

し た 理 由 と ， 829に 対 して ，MA ・IQ が normal で CA
が 同 じ対象者との 比較 の 必要性 に つ い て の 2 点 の 質問 が

な され た 。 それ に 対 して島田 は ，。特 に 理 由は な い が ，

題 目に 用 い た 「薄弱」は 慣用的表現。「遅滞」の 方 が 望 ま し

い と思 う。 。 健常児 の 対象群 は 今 回 の 発表で は 時間そ の

他 の 都合 で と る こ と が で ぎなか っ た 。と回 答が あ っ た。

　830 （新原）に 対 して 冨 安 （愛 知 コ ロ ニ ー
） よ ワ．

tapPing も stepPing も motor で あり，各 々 ．perception

課題，motor 課題 と 言 うの に は 無理 があ る の で は と い う

質問 が ．迫 （岡 出 大学） か らは 刺激間間隔 の 長短 で 2 つ

の 課題 の 成績が変動するの で は とい う質問 が な された 。

新原 は ． 。 リ ズ ム 知覚 の 能 力 そ の もの を運動を通 さず に

測定す る こ とは 困難なの で ，で き るだ け運動能力 の 関 与

しな い 課題 と して タ
ッ

ピ ン グ を 選 ん だ 。・普通児 を 対象
と し た 予備実験に お い て 誤差 が少な く安定 し て い る と い

うこ とで 900msec を選ん だ との 回答が な さ れ た 。ま

た．天 羽 （日女 大 ） か らは ，1 ．感覚系の 障害 か ， 運動

系 の 障害か は 脳波 レ ベ ル で 調べ られ る 。 2 ，研究と訓練
は 分け た 方が い い と い う助 言が あ っ た 。

　831 （沼 尾） に 対 し て ，内田 （鹿児島大） よ り，自傷

発現の メ カ ニ ズ ム に関与す る要因 に つ い て の 質 問 が あ

り．沼尾 よ り，言語．歩行 ，対 人 関 係 の 能力 の 各 々 が 影

響 し て い る と．経験及 び 結果 か ら 考え る 。各入 そ れ ぞ れ

に と っ て 異 な っ た もの が要因 とな っ て い る と の 回 答 が な

され た。

　S32 （宇 佐 川） に 対して ，二 宮 よ り，人材教育 よ り 教

材開発 の 方 が 有効 で は ない か と の 質問が なされた 。そ れ

に 対 し て，障害児教育で は教材開発 は 非常 に 重要，特に

Th が 初心者 で は 良 い 教材が重要だ が ， その 後 は 資質，
経 験 に よ る 差 が大 きい ，従 っ て 相互的 に 検討して い く必

要が あ る と同答がなさ れ た 。 また，天 羽 か ら．教材 の 進

歩発達と教授者 の 質の 関係は 関連 し 合い 乍ら変化す る と

の 意見が 出 された。

　833 （吉村） に は ，鈴岡 よ り，症児 の 要求表現 に つ い

て の 質問 が あ っ た 。　　　　　　　 （吉　村　順　子）
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