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位置関係 の 把握 ， 構成順序の決定の 4 つ の 観 点 か ら分析

す る必要 が あ り， 特に行為の結果 は要素間 の位置関係 を

把握するための 探 索活動 の状態と関連 させ て 検 討す る こ

との 必 要性を 示 し た
。

　 第 2 部で は，健常児及 び知能障害児 を対象 と し て ，構

成行 為の発達を実験的に検討 した。まず前半で は ， 人物

画や幾 何図形描画の課題 を与え，課題 遂行 の特徴 と そ の

獲得過程 を分析 した 。 知能障害児を対 象 とした実験の 結

果か ら，構成目標 の 設定 ， 表現 され る搆成要素 の 種類，

そ れ ら の 位置関係 に つ い ては概 ね MA 相当の健常児 の

結果 と類 似 して い る が，表現順 序で は 非 合理 的 な順序が

や や 多 い 傾向 に あ る こ と ， 搆成要素の 欠落や位置 関係 の

崩れが み ら れ た者で は，表現 の 崩 れ に 関 す る認識が 不十

分 で あ る こ と を明 ら か に した 。また獲得過程の分析か ら

は ， 描画行為 を適切 に 遂行す る た め に は，実際 の 描画 を

は じ め る前に の ち の 描画結果 に 表現さ れ る位置関係 を予

測 す る ，
い わ ば仮描画 と呼 べ るよ うな作業を行 う段階が

必要 で あ る こ と を明 ら か に した 。 こ れ らの こ とか ら ， 構

成行為に お い て は ， 構成要素 の 位置関係を事前に 決定 す

る た め の探索活動 の 獲得 が 極め て 重 要で ある と考えられ

た。

　 以 上 の 結 果 を受け て ， 第 2部 の 後半 で は， 顔の 中に あ

る 8 つ の部分を配置 して 顔 を構成す る課題を与え，構成

要素間 の位置関係 を把握 するた め の探索活動の状態を詳

細 に 分析 した 。 そ の結果，知能障害児 の中に は ， 探索活

動 そ の も の の 生起 が 悪 い た め に構成が 崩れ る者が多数存

在 し た 。 と こ ろ が ，搆成行為 に お け る探索活動が 不十分

な者で も， 探 索目標が よ ワ明確 に 示 さ れ る課題 を与 え る

と活発な探索活動が生起 し，課題 を正 し く解決 で き る場

合が 多 くみ ら れ た。そ こ で
， 探索活動を生起 させ るため

の 言語教示 と そ れ に 方向性 を与 え る 言語教示 を組合わ せ

て 与 えた と こ ろ ， 多 くの 者 で 構成行為 に お い て も探索活

動が 適切に 行 われ るように な り， 行為が改善 された。ま

た ， 言語教示 を与 えて も課題遂行に お け る探索活動 の 必

要性 を認 識せ ず ， 改善が み られな い 者 に は ， さ らに 自ら

の 行為を認識の 対象 と し て と ら え られ る よ うな手だ て を

施す こ と に よ っ て，改善 を導 い た 。

　第 3 部で は研究全体 を総括 し， 構成行為の 発達的変化 ，

構 成行 為過程の 心理学的構造 ， 知能障害児 に お け る構成

行為の 特徴 とそ の 獲 得過程 な ど に つ い て考察を行 っ た 。

特に ， 知能障害児 に み られ る構成行為 の つ ま ずき は行為

遂行 中 の 探索活動 が 適 切 に 行 わ れ て い な い こ と に起因 す

る こ と を強調 し， そ の克嚴に は構成 目標 と なる対 象 や自

己 の 行為過程 の イ メ ージ を有効 に 利用 す る た め の 階層的

プ ラ ン ニ ング機能 の 獲得が必要 で あ る こ と を指摘 し た。

　 東北大学

　　 教育学博士

国分 充 「精神遅滞児 ・者の バ ラ ン ス の 多要因的 ・多水

　　　　　 準的解析」

　 本研究の 目的は
， 精神遅滞児 ・者の バ ラ ン ス の 実態 を

明 らか に す る と と も に その 障害 の 要因を解明 し，要因 に

見合 っ た改善指導法の 手掛か りを得 る こ とで ある 。

　 まず、精神 遅滞児 ・者の バ ラ ン ス の 実態 を ， 粗大運動

中の バ ラ ン ス で あ る動的バ ラ ン ス （平 均 台歩 き）と静止 姿勢

を保持 す る際の 静的バ ラ ン ス （片 足立 ち ｝ と の 2面 か ら調

べ た 仲 軽 度を 中心 とす る精 神 遅滞児 ・者 6歳 か ら51歳 192名 ）。

測定の結果 か ら，精神遅滞児 ・者を 4群 の バ ラ ン ス タ イ

プ に 分 け た 。 す な わ ち
， 動的 ， 静的 い ずれ の バ ラ ン ス に

も大 きな問題 の な い 者 （  群 ：64％），静的 バ ラ ン ス に 障害

が あ る と見 られ る者 （  群 ： 8 ％），動的 バ ラ ン ス に 障害

が あ る と見 られ る者 （  群 ：11％）， 動的，静的 い ず れ の バ

ラ ン ス に も障害が あ る と 見 られ る者（  群 ：17％ 〕の 4群 で

あ る。こ の ような バ ラ ン ス タイ プ の 分け方 の 妥当性 は，

1 〜 6 年 に わた る バ ラ ン ス の 縦断 変化を調 べ た結果 か ら

も支持 さ れ た 。 そ して ， 精神遅滞児 ・者の 生活年齢 ， 精

神年齢，臨床 型 ， 始歩期 と動的 ， 静的バ ラ ン ス との 関連

及 び健常児 ， 視覚障害児 ， 聴覚障害児 と精神遅滞児 ・者

の バ ラ ン ス の 比 較 か ら，
バ ラ ン ス に 問題が あ る と見な さ

れ た 3 群の うち ，   群 は行動調整能力 の 障害，  群 は姿

勢反射 の障害 ，   群は視覚系 の機能 の問題が バ ラ ン ス 障

害の 要因 とし て推定さ れ た 。

　以 下 ， こ こ で 推定 さ れ た 要因に つ い て ，それ らの意識

的 ・自動的 ， 反 射的と い う多水準 的構造に も留意し て ，
バ ラ ン ス と の 関連 を調 べ た 。

　まず， 精神遅滞 児 ・者の 行動謌整能力を motor 　imper−

sistence 　testで 瀾定 し （6歳 か ら51歳 129名 ）， それ と平均台

歩 き，片足立 ち の成績 と の 関連 を見 た とこ ろ ， 前者で は

関連が明瞭で な い の に 対 し ， 後者で は，行動 調整能力が

低 くな る に つ れ て その 成績 も低 くな る と い う傾向が明 ら

か で，バ ラ ン ス タ イ プ の   群 に は行動調整能力 の 低 い 者

が 多 い こ とがわ か っ た 。 こ う し て，  群 の バ ラ ン ス の 問

題 は行動調整の 問題 と結 び つ い て い る の で は な い か と い

う推定 が確か め ら れ た 。 また ，   群 を始め と す る行動調

整能力が 低 い 者 で は ， 外的な ・直観的 な手段 を用 い て行

動の十全な発現 を助 け つ つ
，

バ ラ ン ス の 改善 をは か る こ

とが 重要 で あ る こ とが 台上 で の 片足立 ち の 測定 か ら示唆

さ れた。

　次に ，精神遅滞児 ・者の傾斜反応 等 3種 の 姿勢反射と

バ ラ ン ス との 関連 を調 べ た ｛6〜51歳，の べ 14銘 ）。 そ の結

果，精神 遅滞児 ・者で は バ ラ ン ス の 基礎 を な す 姿 勢反射

及び運動 系 に は粗大な 障害は な く，見 られ る の は正常か
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らの 軽微 な偏位 と い う程度 の もの で あ る こ とが 示 さ れ た 。

しか し ， そ の 偏位 とバ ラ ン ス と に は関連が 見 られ ，（鰭

は
一

般 に バ ラ ン ス に係 る姿勢反射 に軽 い 障害の見 ら れ る

者た ち で あ る こ と が 判明 し た。 こ うし て ，   群の バ ラ ン

ス の 問題 は姿勢反射 の 障害 と結び つ い て い る の で は な い

か と い う要因に関す る推定が確か め られ ， また ， 彼 らに

あ っ て は 日常の活動量 を意識的 に増 やす必要 の あ る こ と

が学校 で の 活動量 に 関す る万 歩計 に よ る測定 の 結果か ら

示唆 された。

　最後 に ， 精神遅滞児 ・者の視覚系 の 機能 に つ い て ， 視

覚清報の 取 り込 み を保障す る 眼球運動機 能 〔視運 動性眼 振

と前庭動 眼 反 射の 測 定 ：IO〜2ユ歳 51名 ）と取 り込 ん だ視覚情報

をバ ラ ン ス 保 持 に 利用 で き て い る か ど うか と い う こ と

〔3 つ の 視 覚条件 下 （  中 心視 情報 の み ，  周 辺視情報 も あ る， 

遮 眼）で の 立位 姿勢保 持時 の 身体動揺の 測 定 ：ID〜Z1歳 44名）の 2

つ を調 べ た。そ の 結 果，  群，  群 の 者 は そ の 多 くが 眼

球運動 や視覚情報 の利用 に 問題が ある者で あ る こ とが 示

さ れ た 。 しか し， 行動調整能力 ， 姿勢反射 な どの 要因 の

排除が ， こ こ で対象と した被験者 に つ い て 十分 なし得ず ，

そ の た め こ の 点を確定す る の は 今後 に 残 さ れ た 。

　東北大学

　　教育学博士

麻柄　啓
一　「ル

ー
ル 学習 を促進す る事例 の タ イ プ と そ

　　　　　　の メ カ ニ ズ ム に 関す る研究」

　全体 は 8 章か らな る 。 第 1 章 か ら第 4 章で は ル
ー

ル に

支配 され て い る
一

群 の 事例 をどの よ うな特徴 に 着 目 し て

ど の よ う に 型 分けす る か を扱 い
， 型 分け され た事例が

ル ール の 学習に及ぼ す効果 を実験的 に 確 か め た。第 1 章

で は Rosch，　E．らの 言 う事例 の 典 型性 に 関す る 理論 を枠

組み として 用 い た。ル
ー

ル を教示す る場合に ， 典型性の

高 い 事例を用 い る場合 と ， 典型性の 低 い 事例 を用 い る場

合の学習効果 の違 い を検討 し た 。 そ の 結果 前者 の 事例 の

方が事後 テ ス トの 課題解決 に と っ て有効で あ る とい う結

果 が 得 られた 。 こ れ は従来の 「典型性効果」と呼ばれ る

現象を ル
ー

ル 学習事態 に お い て も確 か めた も の とな っ た。

　第 2章 か ら第 4 章 に お い て は
， 事例 を 「日常生活場面

で生起 して い る事例」 と 「そ うで は な い 事例」に分け た 。

前者は細谷純 （1970） の 「発展例」の 提案に 基 づ くもの で

あ る 。 3 つ の 学習内容 （ル
ー

ル ）に 即 して実験 が 行 わ れ

た。そ の 結果発展例 を用 い て ル
ー

ル を教示 す る と学習者

は事後テ ス トに お い て 他の発展例に 関す る問題 を解決 し

や す くな る と い う結果が大筋で得 られた 。

　 「事例の 典型性」「発展例」 とい う観点 は こ れだけ では

お 互 い に 何 ら接 点 を 持 っ て い な い
。 ま た事例 の 型 分 け が

こ れ ら 2 つ の観点で 十分な わ け で は な い
。 そ こ で第 5 章

で は整理 の枠組み と し て ，
ル ー

ル と と も に 事例が 提示 さ

れ た と き に，学習者が そ の事例に っ い て
“
も っ と もだ

”

と感じ る か
“
意外だ

”
と感 じる か に着目して ， 前者を「もっ

と も事例」後者 を 「意外事 例」 と暫定 的 に 名 づ けた。 こ

の枠組み は ， 「事例の典型性」「発展例」と い う枠組み よ

りも概 括度の高 い 枠組み で ある。続 い て 5章で は関連す

る過去 の 研究結果 を レ ビ ュ
ーし て ， そ れを こ の枠組み か

ら整理 し た 。

　 と こ ろ が こ の ような枠組 み で 整理 を試み る と
，

一
見 し

た と こ ろ矛 盾した現 象 に ぶ つ か る こ と に な っ た。ある場

合 に は も っ と も事例 に 即 し て ル ール を教え る ほ うが効果

的な の に対 して ， 別の場合に は意外事例に 即 して ル
ー

ル

を教え る ほ うが効果的な よ うに 見 え る の で あ る。第 6 章

で は こ の 点を整理 す るた め に ひ と っ の 説明モ デ ル を提出

した。それ を 「2 段階結 合モ デ ル 」 と名づ け た 。 ある事

例 （事実 ）と と も に ル
ール が教示 さ れた場合に ， 学習者が

そ の ル ール を ど れ だけ
一

般 的な もの と して 用 い る こ とが

で きるか に つ い て は 2 つ の結合が ポ イ ン トに な っ て い る

こ とを指摘して，それ らを「事実結合」「カ テ ゴ リ
ー結合」

と名づ け た 。 前者 は提示 さ れた事例 に関す る陳述 を学 習

者が 事実 と して 受け入 れ る か ど うか に か か わ る もの で あ

る。後者は提示 され た事例 を上 位概念（ある い はカ テ ゴ リー）

に 属す る も の と し て 受 け入 れ る か ど うか に か か わ る もの

で あ っ た 。 第 6章 で は，
レ ビ ュ

ー
した過去 の研究結果 を

含め て 1 章 か ら 4章 で 行 っ た実験結果 を こ の 2 段階結合

モ デル に よ っ て 考察 し た。ご く
一

部の結果 を除い て ， こ

の モ デ ル で整合的な解釈 が 可能で あ っ た 。

　第 7章 で は ， 第 6章の 考察 に 基 づ い て ， 教授場面 に お

ける事例 の 効果 的 な 用 い 方 と そ の メ カ ニ ズ ム に つ い て論

述 し た。そ し て も っ と も事例が有効か ， 意外事例が有効

か は ， 学習目標 （事 後 テ ス トで 求 め られ る課 題 の 内 容 ） に 関し

て ， 学習 者 が 「誤 れ る特 殊化 の ル ・バ ー （誤 ル ール 〉」 を所

有 し て い る か 否 か と い う学 習者 の 内的 な条件 と交互 作用

を持 つ こ と を示 し そ の メ カ ニ ズ ム を考察 した 。

　第 8 章で は事実結合を強め る 方法 に 関 し て ひ と つ の 提

案 を行 い ，その 効果 を実験 的 に 検討 した 。 そ の結果仮説

ど お りの 結果 が 得 ら れ ， 意外事例 を 用 い て ル ール を教示

す る際の ひ とつ の指針が得られ た。

　筑波大学

　　心理 学博士

東條 　吉邦　「自閉症 児 に お ける大脳 の 左右 半球機能差

　　　　　　 に 関す る 研究」

　本研究は ， 文字情報処理 に関す る行動と併せ て脳 波を

指標 と し た 生理 心 理 学的技法 に よ り，自閉症児 に お け る

大脳 の 左右半球機能差 の 問題 を検 討 した も の で ある 。
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