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　従 っ て ，視覚
一

運動機能 を 視覚走査 酌認知 と手 躁作的

認知 に 分け て 検討す る こ との 妥当性が確認され，脳性 マ

ヒ 児の 視覚一運動機能 の 特徴が 明 らか に され た。

　次に，視覚走査的認知 と手操作的認知 の 問題が発達障

害に よ る の か ，学 習 障 害 に よ る の か が検討さ れ た。

　視覚走査的認知 に お い て は ，脳性 マ ヒ 児 は 発達の 遅 れ

は認め られ な い 。手操作的認知 に お い て は ， 健常児は 7

歳 か ら 8 歳 の 時期 が 断差的な 発達 を示す発達の 臨界期 で

あ る が ， 脳 性 マ ヒ 児で は そ れ が 9 歳 か ら10歳 の 時 期 で あ

り，約 2年の 発達 の 遅れが認め られ る 。 そ して ， 手操作

的認知 の 遅 れ は 年少児 に お い て 顕著で ある が，年齢 の 増

加 に つ れ て
， そ の 差 は 減少す る とい う発達的傾 向 が認 め

られ た 。

　学習 の 障害に よ る 要 因 に つ い て は，回転的図形構成，

図
一

地関係，構成 の 手掛 り，運動機能の 観点か ら検討 さ

れ た。

　健常児は 回転的構成 と非 回転的構成 の 差 は な か っ た

が，脳 性 マ ヒ 児は 回 転的構成 の 方が 非回転的構成 よ り明

らか に 困難で あ っ た。

　 さらに ，脳性 マ ヒ 児は健常児に 比較 し て ，背景図（地 ）

を効果的に 利用 で きず，む しろ背景図 に よ つ て 図形構成

が 妨 害 され る。

　そ して，図形構成 の 手掛 りと し て 与え られ た 条件を 活

用 で き ず，手 掛 り と し て 与え られ た 部分を 全体に イ メ ー

ジ 的 に 対応操作す る こ とが困難で あ っ た 。運動障害の 程

度 と図形構成 と の 間に は有意 な 相関関係 は なか つ た 。

　結論 と して，脳 性 マ ヒ 児 の 視覚
一

運動障害は 視覚走査

的認知すなわ ち認知 （Recognition） の 障害 で は な く，

手操作的認知す な わ ち，認知 し た もの を動作的 に 表現
・

再生す る 構成 （Reconstruction ） の 障害が 基本的な問題

で あ る こ とが 明らか に さ れ た 。

　 そ して ，構成障害 の 要因 と し て，発達 の 障害 と学習 の

障害の 要因を 考慮す る こ と の 必 要性が 示 唆 さ れ る，

　九州大学

　　數育学博 士

田 崎敏昭　社会的影響 に 関す る研究

　本研究 は 二 部 よ り 成 る。第 1部 は 社会的影響 の 結果 と

して お こ る 同調現象に つ い て ，そ の 生 起 の 要 因，同 調 者

へ の 反応，同調過程 の 心理 的 メ カ ニ ズ ム の 解 明 を 目的 と

し た もの で あ る。第 n 部で は，社会的影響の 背景 とな る

勢力 を と りあ げ，研 究 の 対 象を 学級集団に 絞 り，まず児

童 ・生 徒並 び に 教師の 勢力の 源泉 を 明 らか に し，そ れ が

学級集団の 地位構造や 集団機能 に ど う影響 し て い るか を

究明す る 。

〔第 1部 　同調 の 研 究〕

　 1　 同調 の 要因

　（1） 認知 レ ベ ル で の 同 調研究 は 多い が，行動 レ ベ ル で

の 研究 は 少な い 。集団で の 箱作 り とい う作業過程で そ の

行動 に 他者 か ら圧力が か か る と同調行動 が 起 っ た 。さ ら

に ，そ の 同調行動 は ，適応的，内向的性格 ， 高い 集団誘

引性 な どに よ り促進 さ れ る こ とが わ か つ た 。

　  　親和欲求 ， 達成欲求 は 同 調 の 重要 な 促進要因 で あ

る。しか し，こ れ らは 単純 に 作用す る の で は な く，川力

の 源泉 （権威者か 仲間か ） と交互作用 し て 同調を促進し

て い る こ とを実験的に 明 らか に した 。

　 2　 同調者，逸脱者に 対す る知覚 と感清

　人 工 暗空間 内で お こ る任意 の 対象 の 主 観的距離判断 と

客観的距離と の 誤差を 測 る 「距離知覚装置 」を作 っ た。

自分の 意見に 同調 した者，自分か ら逸脱 した 籍 の 写真を

装置内で 定 位 さ せ る と，前 若 は 客 観 的 位 置 よ り遠 くへ 置

く者 と近 くに 置 く者に 分 か れ るが ， 後者は 遠 く へ 定位 さ

せ る 者 が多か つ た 。こ れ は ，被験著が逸脱者 に 対 して は

負 の 感情を 負荷 し，同調 者に 対 して は 正 と負、両 方 の 感

情 を 負荷す る者 が あ つ て，こ の 感情 が 知覚に 影響 した 為

と考察され た 。

　 3　 同調 に 関す る 緊張低減仮説

　今 口，同aSIC関 し て斉合論に よ る説 明 は最 も
…

般的 で

ある 。し か し，同調 に よ る他者 との 斉合 は，自己 内部 と

の 不斉合 で もあ る 。
に もか か わ らず 同 調現象 が お こ る の

は，自己内部 と の 不 斉合 よ りも他者との 不 斉合を 回避す

る 何か が あ る と考 え られ る 。 そ の 何か を 内部緊張 の 差 と

考え， 「他者との 不斉合 （非 同調）は 自己内部 との 不斉

合 （同調） よ D内部緊張 が 高 い で あ ろ う」 とい う仮説を

た て た。Crutchfieldタ イ プ の 実験後 同調 し た 課題 と

非1司調 の 課題を 想起 させ た とこ ろ，後者 の 方 の 想起率が

高 か つ た 。想起を Zeigarnik効果 とす る なら，非同調

に お い て 内部緊張が高い こ とに な り，
上 記の 仮説 は 証明

され た。

〔第 1部　社会的勢 力 の 研 究 〕

　 1　 児童 ・生 徒 の 勢力資源 とそ の 効果

　児童 ・生徒を 対象 に した 調査 の 結果を因予分析 し，畏

怖，指導性，親和 性 ， 明朗性，外見性，優越性，業績 と

い つ た 7 つ の 勢力資源因子 を 抽出 した。こ れ らの 勢力資

源 が，学級内に お け る 勢力地 位 とどうか か わ り合 っ て い

る か を 検 討 した と こ ろ，勢力地 位を 確保す る 為に 必要な

資源 （親和性，明朗性） と地位 上 昇を 規定 して い る資源

　（指導性，優越性，業績） に 分 か れ る こ とがわ か っ た。

　 2　教師 の 勢力資源 とそ の 効果

　 児童
・
生徒が認知す る 教師の 勢力資源 を 明 らか に す る

た め ， 小，中，高校生 を 対象 に 調査 を行 い
， そ の 結果を

因子分析 し て，親 近 ・受容，外見性，正当性、明朗性 ，
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罰，熟練性，参照性 の 勢力資源 囚 子を 抽出 した。まず ，

発達 との 関係を み る と， 発達が 進むに つ れ ， いずれ の 勢

力資源も教師に 対す る 付与 の 程度が低くな っ て い た 。次

に ，教 師 の PM 式指導類型 との 関係を み る と，　 PM 型指

導の 背景に は 熟練性，正当性，親近 ・受容，参照性 の 勢

力資源が，P 型指導 の 背景に は 罰 の 勢力資源が 児童 ・生

徒 に よ り認知 され て い た 。ス ク ール ・モ ラ
ール との 関係

で は
， 教師の もつ 親近 ・受容，正 当性 ， 明朗性，外見性

な どの 勢力資源 は 児童 の モ ラ
ー

ル を高め る が，罰の i勢力

資源 は そ れ を 低下 さ せ る と い うこ とが 明らか に な っ た 。

　 筑波大学

　　教育学博士

都築繁幸　聴覚障害児 の 単語 の 視記
．
億に 関す る実験的研

　　　　　究

　本研究は ，聴覚障害 児の 単語 理解及 び 単語習得過程 を

明 らか に し て い くた め 1・こ 言語学習の 視覚 蓮 動同路に 焦点

を あ て な が ら，文字 と い う情報 が 盲語 的 に 符号化 され て

い く側面 に 著 日 し ， 聴覚障害児 の 単語 の 視記憶 に 関す る

基礎的な検討 を 行 うこ と を 主 要 な 目的 と し た 。

　実験 1 − a ， 1− b で は ， 刺激の 属性iに 着目し て 直後

一一
括再生法 で検討し た 。 その 結果，記銘材料 の 関係づ け

の 基礎 とな る 手が か り，知識の 休系の 差異に お い て ，聴

覚障 害 児 と 健聴児 と で は 異 な っ て い る こ と を 推察し た 。

　実験 2 − a
， 2 − b，2 − c で は ，プ ロ ーブ法 を 用 い

て リ ス ト要因 と プ P
一ブ の 型 と の 関 連 か ら検討 し た D そ

の 結果，実験 1 と ほ ぼ 同様な結果を 得た 。

　実験 3 − a ，3 − b ，で は ， 呈 示 順序 に よ っ て ひ きお

こ され る 体制 化 に つ い て 検 討 し た 。 そ の 結果，呈示順序

に 従 っ て ，系列内の 構造 的特性を 予測制御す る 能力 の 程

度 に 基づ い て 新 し く呈示 され た 項 目 と前項目との 関係づ

け へ の 手 が か りが 規定 され て い る も の と推察 し た 。

　実験 4 で は 、系列の 長 さ を規定す る単位 と して 「文節」

を と りあげて 検討 した 。

　実験 5 − a ， 5− bで は 、記 銘 材 料 の 概念 に 属す る 単

語 の 想起量 が 記銘の 意図 と 情報処理 の 深 さを操作され た

時 に どの よ うな効果を もつ の か を 検討し た 。 そ の 結果，

聴覚障害児 に お い て は ，実験 事 態 で 新 た に 項 目が 呈 示 さ

れた時 に ，それ を 処理 し て い く様式を変更す る こ とが健

聴児 よ りも困難で あ ろ うと推察 し た D

　実 験 6 − a ， 6− b で は ，言語学習に 及 ぼ す物語文構

成 活 動 の 効果を 検討 し た が ，そ の 効果は 認 め られなか っ

た 。

　実 験 7 − a ，7 − b で は ，再 認 記
．
［意に 及 ぼ す文脈効果

を 検討 し た 。 そ の 結果．同
一

文脈条件が 他 の 条件 よ りも

再 認 数が 多 く，文 脈 が 異 な る と 再認 成 績が 悪 くな る と い

5文脈効果 が 示 され た 。

　実験 8 − as 　 8 − b で は ，カ テ ゴ リー名呈 示 が 再 生 を

捉進す る か ど うか を検討 し た 。 そ の 結 果，手が か りの 有

無 の 変 化 の 要因が 再生 に よ り大 ぎ く影響 を 及ぼ し て い る

こ とが 示され た D

　実験 9 −
a ．9 − b で は，先 行経験 と し て 文章化経験

が 促進効果 を もつ か ど うか を検討 し た 。 その 結果，作文

群や短文群 の よ うな先行経験 と し て の 文章化経験 を もつ

群 の 方 が 再 生 が す ぐれ ，そ の 効果 が 示 され た 。

　実験 10− a ，10− b で は ，学習課 題 に 対 す る一
定 の 構

え．を形成 させ て．そ の 際に と られ る ス ト ラ テ ジ ー
と 課 題

要因 と の 関 係 を検討 し た 。 そ の 結果，先行 の ス ト ラ テ ジ

ーに 対す る意識性が 後続 の ス F ラ テ ジ ー
に 何らか の 影響

を 及ぼ し て い る こ と が 示唆 され た。

　以 上 の 実験結果 よ り，聴覚障害児 は，記銘時に 後 で 想

起 す る ため に 何をなすべ きか とい う目標志向的な態度，

あ るい は ，于続的知識が 十分に 形成 され て い ない と考 え

られ た 。 ま た，聴覚障害児 の 処理水準 が 「浅い 」 た め

に ．みか け上，再生能力が 劣る よ うに 見え る が ，想起す

る 際に 何 らか の 外的な 手が か りが 与え られ る と再 生 は 促

進 され る こ と が 推測 され た 。

　 こ れ らの 点は ，従来 の 「欠陥対補償仮説論争」 に 対 し

て 「意味処理的」 な観点を 導入 し て い く こ と の 必要性を

示唆 し て い る 。

　本研究 で 得 られ た 知 見 を 従来 の 語彙指導 と の 関連 で 議

論 した 結果，単語法 よ りも文章法の 方 が 効果的 で あ ろ う

と 推察 され た 。

　今後 の 課題 とし て ， 誤反応 の 分析，発達差 に 関す る 記

憶理論 に 基づ くア プ ロ
ー

チ ，発達的齪点か らみ た 学 習様

式 の 変化 の 検討な どが 挙げ られた 。
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金子康朗　日本語 に お け る 文の 処 理方略に つ い て ： 表層

構造上 の 両義文を 手掛 か り と して
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南 出 江 津子　乳児 の 行動 と母子 の 応答性の 関係 ：泣 きの
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