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　　 （2）第 2 実験系歹叮

　　 第 2 実験系列 で は ．次元外移行課題 を 用 い て ．学 習 を

　 困難 に して い る 要因 を 分析 し．そ うし た 要 因に よ る学 習

　 妨害効果を低減す る手続を見出す こ とを 目的 とした 。 そ

　 して ，不適切な刺激要素 か ら適切な刺激要素 へ の 注意反

　 応 を 迅 速 か つ 円滑 に ス ウ ィ ヅ チ す る た め の 条件 に つ い て

　 検討 した 。

　　 実験 4 で は 鯛体内要因 と次元 の 優位性，また は 弁別容

　 易性 との 関連 で ，実験 5 で は 優位な次元 へ の 移行学 習 に

　 お け る転移 の 影響 に つ い て ，実験 6 で は 不適切次元数 の

　 操作 との 関連 で 検討 を 加えた 。

　　 その 結果，形次元 の 優位性が 示 さ れ （実験 4），移行

　 事態 に お い て．形が適切次元 とな る時，注 意反応 の ス ウ

　 ィ ッ チ が ス ム
ー

ス に 行 わ れ （実験 5 ），形 が 不適切 次元

　 で あ る 時，逆 に ス ウ ィ ッ チ が 遅 れ る こ と （実験 6 ） が 示

　 さ れ た 。 さ らに，過 剰訓練に よ り学習 の 妨害効 果 が 認 め

　 られ た 。 不適切次元を 除去 し た り （実験 6 ），適切次元

　 を付 加 した り （実 験 7） す る こ とに よ り，学 習 を 円 滑 に

　 か つ 容 易 に 遂 行 で きる こ とが 示 され た 。

　　   第 3 実験系列

　　 第 3実験系列 で は ，単
一

刺激 要 素学習か ら複合刺激要

　 素学 習へ の 移行学 習で あ る Component 移行課 題 を用 い

　 て ，刺激 の 選 択 過程 の 検討 と複数 の 刺激要 素へ の 反 応の

　 形成 過 程 を 分析 し た 。

　　 実験 8 と実験 9 で は 普通児 と 精 神 遅滞児 に つ い て

　 large−N ア プ ロ ーチ に よ り検討 し，実験10で は ，就学

　 前 の 自開症児，精神遅滞児お よ び学習障害児22名の 臨床

　 例 に つ い て smal1
−N ア プ ロ

ー
チ に よ り検討 し た D

　　 そ の 結果，年少児 ほ ど one −look 的反 応 を 示 し．年長

　 児 に な る ほ ど multiplc −look 的反応 が 儉 くな る こ とが

　 示 された （実験 8 ）。 MA4 歳 お よび 5 歳 の 精神遅滞児

　 は ，正 刺激反 応 型 お よ び偶然水 準反 応 型 の 比 率 が 普通児

　 よ り も高 い 値 を示 した （実験 9 ）。さ らに ．臨床 例 に 関

　 して．実験 8 ，9 同 様 の 刺激選択得点，反 応 パ タ ン の 分

　 析 に 加 え，群 別 （障 害別 ，MA 別 ，　 IQ 別 ） に よ る検討

　 を 行 っ た （実験1の 。

　　 普通児群．精神 遅 滞児群，症例児 の 資料 か ら，注意 の

　 E隔は MA の 要 囚 に よ る 影響 を 受げ，発達水準 の 増加 に 伴

　 い ，S −R 連合型反応 か ら one −look 型，さらに は mu1 −

　 tiple ．100k 型 反 応 へ と 移行す る こ と が 示 唆 され た 。

　筑波大学

　　教 育学博士

井田 範美　精神 遅 滞児 に お け る　Montessori ’
s　 sensory

　　　　　principles に 関す る実証 的研 究 ： モ ン テ ッ
ソ

　　　　　一
りの 教具及び教授法の 実験 的検討

　本研究｝M　MONTESSORI 　METHOD の うち．　 SEN −

SQRY 　METHOD を中度精神遅滞児 に 適 用 し，そ の 実

践 的方法を 検討 す る 過程 で ，教授原 理 と し て の 　SEN −

SORY 　 PRINCIPLES の 有効性を 実証 す る こ と を 目 的

として い る。具体的対象 として は ．  感覚教具 の 原理 及

び そ の 学習 シ ス テ ム へ の 展開，  同一性 ．対 比 性 及 び 類

似性 の 方法原理，  three 　period　lesson
，   感 覚機能 の

活坩原理
一

感覚刺激 の 孤立化 か ら感覚 間 の 連 合機能，

単純刺激か ら複合刺激，  感覚 的手続 に 基 づ く知的 学習

の 原 理一
文字学習，数学習な どで あ る 。

　以 ド，主 な 結 果 に つ い て 要 述 す る 。

第 1 部 （序論）第 1章〜第 3章　省路

第 2 部 （・感覚教具 の PR 工NCIPLES 及 び その 展閑に 関

す る実証的研究）

第 2 部第 1章　個 々 の 感 覚 教具 の 原 理 に つ い て 検討 し，

刺激体 の 配列．杲示 の ］
’
1夫 に よ っ て ，遅滞児 は 1司MA 水

準 の 普通幼児 と の 比較 の 結果 の 多 くは 近 似 的傾向 が 得 ら

れ た。

　self −contrQI 　 of 　 error は 集中機能．認知機能が 不可 決

と推察 され，教 具及 び 教授法 の
．．・
層 の 工 夫 が 示 唆 さ れ

た 。 感覚 レ ベ ル の 概念形成 に は 模倣学習 が有効で あ り，

また対象児 の 興味 ・口的が 教具活動．教具 目的に 適合 す

る と き，テ ン シ ヴか つ 集中的遂行が 観察され た 。

第 2 部　第 2 章　触筋覚一視覚で は，教具操作を 通 して

両感覚間 の 連合及 び転移 の 有効性が 示 唆 さ れ た。視覚
一

聴覚 で は ，絵 カ
ード及 び three 　 period　 lessonを 使用

し，聴覚的遂行の 劣位 が 把握 された D

第 2 部　第 3 章　  形 ，大 き さ，色　  文 字 な どに よ る

弁別学習 シ ス テ ム の 巾に ．教具 の 原理 を 含む 諸方法原 理

を 導入す る こ とに よ り，シ ス テ ム の 法則 性 に 注意 を集中

させ る 指導法 の 有効性 が 示唆 され た 。

第 3 部 （感覚的学習の PRINCIPLES に 関す る実証的

研究）

第 3 部 第 1 章 第 1節 文字 の 弁別的マ
ッ チ ン グ 訓練

で は 練習法 の 工夫が 示 唆 され た 。 文 字呈 示 法 と して ．視

覚だけの 方法 と視覚 に 書写 を加 え た 方法 とで は ．呈 示 文

字 の 再 認，再生の い ず れ の 場合 で も，呈 示 法 の 前苫 よ

りも後者 の 方 が 良好な結果 を示 し 「書 く」 こ との 先行 的

指導法 を 実証 し た Q ま た three 　period 　Icssonの 原 理 を

適 用 し て ，文 字 の 視覚 的，聴覚的呈 示 を 行 っ た 後 の 結 果

で は，視覚再 認，聴覚再 認，聴覚再生 の順 で 乎均反応率

の 低下 を 観察 し た 。

第 3 部 第 1 章 第 2 節 砂 文字学習 に よ る 達 成 は 視

読 ， 書写，触読 の 順 で あ っ た 。 砂文字 は 文字版 に 枠組 が

な い た め に ．触筋覚 の コ ン ト ロ
ー

ル が で きず，触読 は 非
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常 に 困難 で あ っ た 。

　砂文字版 の 短所を 補 うみ ぞ 文字版 （試作） の 試行 の 有

効性が 得 られ た 。 さ ら に み ぞ 文字版 で は，文字形 の 触覚
一

視覚 の 転移 が 示 され た。

第 3部　第 2章　 MONTESSORI の 数学習 で は 言語 と

の 有機的活 用 が重視され るが， 「具体約抽象化」 の 指導

原 理 の ・
方 的 操 作 で は な く具 体 と 抽象 の フ ィ

ードバ
ッ

ク 的操作 の 重要性が 示唆された 。 感覚的手続 に よ る ア プ

ロ
ー

チ 例と して ，  計数操作な らび に 計算操作で は，計

算棒の 有 効 性 が 実証 さ れ た 。   数 の 保存な らび に 多少判

断で は，同MA の 普通幼児 に 比較して み せ か けの 形態 に

よ る 知覚判断 に 影響 さ れ や す い 。   数 と諸感覚 の 結合 で

は ，感覚刺激 の 呈示法 と感覚事物 の 系 列化 へ の 工 夫 が 示

唆され た 。

　 以 上 第 2 部及 び第 3 部を 通 し て ，同 MA の 普通幼 児 と

の 比較か ら，刺激 ・呈示 の 工 夫 に よ り，教 具及 び 教授法

の ］Ut，glの 有効性が 示唆 された 。

　東京 都 立 大学

　　文学博十

岩立志津夫　幼児言語に お け る 語順 の 心 理 学的 考 察

　本論文は ，テ
ープ ・Y コ

ーダ に よっ て得られた複数 の

子 供 の 資料 の 分析 と幼児 に つ い て な され た 実験 に よ っ

て ，子供 の 言語発達 に 見 られ る変化を 「語順」 とい う視

点か ら明 らか に し て い る o

　第 1 章 か ら第 4 章 に お い て は ，本研究 と関連 の あ る内

外 の 諸研究 が 概観 され，第 5 章 に お い て は．本研究 の 口

的に つ い て 述 べ られ た 。

　第 6 章 で は ，Schlesinger （1971）の 言畠順説を 検討 す る

ため に なされた 1人 の 賂児 に対す る縦断的研究 に つ い て

報告 され て い る 。 他動詞 文 の 分析 の 結果．語順 の
一

般的

傾向は ． Schlesinger の 語 順説 な支持 し て い な か っ た。

しか し ，
い くつ か の 動詞 で は そ の 動詞独 自の 語順 が み と

め られ た。

　第 7 章 で は ，幼 児 言 語 に お け る い くつ か の 文法 の 適否

が 論じられた D

　第 8 章 で は ，第 6 章 の 補 足 と して ，他動詞 以 外 の 述 語

を 用 い た 文 の 認 r頂が 分析 さ れ た。主 な 結 果 は 次 の 通 りで

あ る 。   各述語で の 修飾要 素 の 数 は 月 齢 の 増加 と と もに

増 え て い く。  各述 語 で の 一定 の 語順 は 月齢の 増加 と と

もに で きて くる。

　第 9 章 で は，第 6 章 同様，Schlesinger の 語順説 を 検

討す るた め に 2 歳 5月 か ら 3 歳 9月 まで の 5人 の 子供 の

発話 が 録 音 され 分 析 され た 。 分析 され た の は 第 6 章 同様

他動詞文 で あ っ た 。 主 な 結 果は 次 の 通 りで あ る。  5 入

の
一
丁
一
供 の 総合的な語順傾向は ，Schlesinger の 語順 説 を

支持 して い た 。   しか し，個 々 の 子供 の 結果 は 必ず し も

Schlesinger の 語順 説 を支持 し て い な か っ た 。

　第 10章 で は，林部 （1976） が 提出 した単文 理 解 の 4 段

階説を 検討す るた め に ，同
．一

の 被験児 に 対 して 2 つ の 実

験が実施 された 。 主 な結果 は 次 の 通 りで あ る 。   格助 詞

を 正 し く理 解 し た反応 は 4 歳前後 か らは じ ま る 。   格助

詞 を 正 し く理解 し た 反応 が 生 じ る 以前 に ，意味的関係に

よ る反応，す な わ ち 語 順 ス トラ テ ジ ーに よ る 反応 が 生 じ

る 。   語順 ス ト ラ テ ジーに よ る反応が 3歳半前後 か ら 4

歳 に か け て は じ ま る が，こ れ と密接に 関係 して 格 ス トラ

テ ジ ーも使 わ れ は じ め る こ と が 被験児 の 誤解答 の 分析な

ど を通 して 示 され た Q 格 ス トラ テ ジ ーとは，名 詞旬 が あ

る とそ れ を優先的に 動作主格とす る もの で ． 1名詞句文

で も生 じ ， 他 の 名詞旬 と の 詣順 を 考 え な く と もよ い 。

　第 11章 の 総合 的 考察 で は．ま ず研究 の 流 れ と結 果 の 要

点 に つ い て 述 べ られ，そ の あ と総合的視点か らの 考察 が

な さ れた Q 主 な考察 は 次 の 通 りで あ る 。

　
一一・

文中 の 平均語数 の 増加 に 関 して ． 
・一文 中 の 平均語

数は 言 語発達 を み る 場合 の 基 礎的尺 度 で ，発達 に と もな

っ て 増加す る 。   平均語数 の 増加 こ は ，修飾 要 素 の 増加

が その 背景 に ある 。   ただ し ， 平均語数 の 増加 は ， 修飾

要素の 増加 か らだ け で は 説 明で き な い 。 語数 の 増加 に は

言語処理 能力 の 向上 が 深 く関与 し て い る 。

　 語 順 に 関 し て t   日本語 は 語 順 に 関す る 制 限が 弱 い 言

葉で あ る の に ，日本語習得の 初期相 で は な ん らか の 語順

が み とめ られ る 。   ただ し，語順 の 現われ方 は 単純 で は

な く，次 の 4 つ の 発達段 階 が 考 え られ る 。 第 ！段階 ： 語

順 の な い 段 階 。 第 2 段 階 ：特定格 に よ っ て 語順が決ま ら

な い 段 階 Q た だ し，個 々 の 述語 で は それ ぞれ独 自の 語順

が あ る場合 もあ る。第 3 段 階 ： 特 定格（倒 えぱ，動 iiFl．）

に よ っ て 謡順 が 決 ま る 段階。 第 4 段階 ： 格助 詞 に よ っ

て ，言語理 解 や 言語発話 が可能 に な る段 階 。   本研 究全

体 か らみ る と，第 6 章 で 不 備 が 指 摘 され た Schlesiiコger

の 語順説は ．全面的 に 否定 され る べ き も の で は な く．あ

る時期 （上記の 第 3 段階） に 限定すれ ば，そ の 時期の 語

順を適切 に 説明す る こ とが で き る 。

　京者！s丿く学：

　　文学博 士

高木　修　態度構造及 び 態度 と行動 の 関係 の 研究

　態度 に 関 し て 多数 の 研 究者 が 共通 して 仮定 す る こ と

は，  態度が い くつ か の 成分 か ら構 成 され，一
定 の 方 向

で 構造化 され て い くこ と，お よび，  態度 が そ の 保持者

を方向づ け，対象に 向け て あ る 特定 の 仕方 で 反応 させ る

こ と，で あ る 。 こ の 論文 は．こ れ ら 2 つ の 基 本的な 態 度

特性を 調査に 基 づ く経験 的 資 料 に よ っ て 確 認 し，そ の 特
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