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教育心理学と実践活動

学校の 中の 発達性協調運動障害に つ い て

　　　　一 視覚効率か ら見 た読み の 問題
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　　There　are 　children 　who 　show 　difficulties　in　1110tioll　fullCtiOIIs　although 〔hey　 are 　Ilot 　backward 　in

intellectual　ability 　or　language，　arld 亡hey　do　not 　have 　a　disease　related 　t〔〕motion 　functions　inchldirlg
important　sense 　disorder　Qr　paralysis，　etc ．　 This　dlsorder　is　called 　I〕evelopmental 　Coordination　Dis−

order （DCD ），　which 　causes 　troubles 　ill　learning　and 　everyday 　activity 　of　children ．　 It　has　been　the　latest
that　the　disorder　recQgnized 　as　the　word

“
clumsy

”
up 　to　Iコo “

i　came 　to　be　recogllized 　as　an 　independent

disorder　among 　internati〔｝11aI　official 　classification 　systeTn ．

　　In　this　paper ，　as　an 　infiucnce　tぐ冫DCD 　learlling，　we 　will 　lnel ／tioll　about 　cooperative 　motion 　problems
of 　eyeballs 　and 　reading 　ability 　and 　we 　will　introduce　research 　results 　that　it　is　confirmed 　that　more 　thall

half　of　children 　with 　difficulty　in　readillg 　ability 　have　pr〔〕blell／s　with 　co ｛〕perative　motion 　of　an 　eyebalL

In　addition ，　it　is　reported 　that　the　problelns　with 　these　coQperative 　Ino 亡ions　cause 　a　decline　secondly 　in

selfrecognition 　or 　social 　competence 、　and 　we 　think　psychological 　educatioll 　supPor 亡is　greatly　necessary
for　each 　one ．

　　Key 　Words ： developmental　coordination 　disorder，　reading ，　visual 　ef 「icicncy

　知的能力 や 言語 に遅 れ が な く ， また 主 要 な感覚の 障害 あ る い は麻痺 な ど の 運動機能 に 関わ る疾患 が な い に

も関 わ ら ず，運動技能 に 困難 さ を示す子 ど もた ち が い る 。
こ の よ う な障害は発達性協調運動障害 （DCD ）と

呼 ばれ ， 子 ど もの 学習 や 日常生活 に お い て 問題 を 生 じ さ せ て い る。従来 か ら 「不器用」 と い う言葉で 認識さ

れ て い た こ の 障害 が
， 公式 の 国際的な分類体系の 中で ， 独立 し た障害 と し て認識さ れ る よ うに な っ た の は，

ご く最近 に な っ て か ら で あ る n 本稿で は，特 に ，DCD の 学習 へ の 影響 と して ， 眼球 の協調運動 の問題 と読み

能力 に つ い て 言及 し ， 読み に問題が あ る子 ど も の半数以 ヒに 眼球 の 協調運動 の 問題 が 確認 された とい う調査

結果 を紹介 した 。さ ら に ，こ の よ うな協 調運動 に お け る問題 が 2 次 的に 自己認知 や社会的有能感の低下 を生

じ させ る と い う報告も あ り ，

一
人 ひ と り に 応 じた 心理教 育的援助 の 必要性 が 大 きい と考 え る。

　キーワ ード ：発達性協調運 動障害 ， 読み ， 視覚効率

1　 は じめ に

　発達性 協調運動障害 （Developniental　 Coc）rdinati 〔ln　 Dis−

order ；以 「
・，　 DCD とい う）と い う言葉は ， 知的能力や言語の

発達の 遅れ や，主要な感覚 の 障害，あ る い は 麻痺 な どの

運動機能 に 関 わ る 運動伸経 の 損傷 が な い に も関わ らず ，

運動技能 に お け る困難 さ を 示 す もの と し て使わ れ て い る

〔Gubbay ，1985 ；llall，198S）。跳 ぶ こ と や，階段 を ヒが リ ドり

する こ となどの粗大 な運動 や ， ボタ ン を留め た り， 指で

「は さ み 」や 「きつ ね」を作 っ た り ， 箸を 上乎 に 使 っ た り

す る こ と な ど の 手先 の 微細運動 が うまくい か な い と い っ

た，学習や家庭や学校 で の 日常的な課題 の 遂行 ， 環境 の

操作 に お い て の 困難で あ る 汰 田 、2eOO 。
こ の よ う に ，身

体的 に も知能的 に も正常 で あるに もか か わ らず，運動能

力 が 劣 っ て い る た め に 生活上 の パ フ ォ
ーマ ン ス に も困 難

が 生 じ た り， 学習上 に 困難 を 示す子 ど も に 対 し て ， 臨床

家 た ち は LO世 紀 初 頭 以 来，関 心 を 寄 せ （Hendersun ら，

1998）， 小 児神経学 ， 小 児医学 ， 体育教育学 ， 運動学 ， 心

理 学，神経心 理 学，作業及 び機能療法，とい っ た様々 な

専門領域 に お い て
， 議論 さ れ て き た。

　Lippitt（1926 ） は ， 「r一ど もに お け る筋協調の ま ず さ」

に 関心 を示 し，「困難 さの 原因 は，神経 シ ス テ ム の 状態 に

あ り，
こ れ は 忍耐強 い ト レ ーニ ン グ と ケ ア に よ っ て の み

改善 で き る」 と述 べ て い る 。 OrtOn 〔1937） の 「発 達性失

行症 〔deve1・pmentaldySl ）raxia ）」あ る い は 「異常 な 不器用
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さ 〔clumsiness ）」は ， 大脳半球 の 機能 的優位 の 未確立 に 起

因す る と考えた 。 その 後 Walton ら （1962）や Gubbay ら

（1965） に よ り不器 用児 （Clumsy　Chi］dren） と し て報告さ

れ ， こ れ が今目まで の 子 ど もの 不器 用 さ に 関す る 研究 の

出発点 と し て 位置 づ け ら れ る こ と に な る 儼 村，2uo2 ）。 従

来神経学 の 領域で は ， 微細な脳損傷が運動協調 あ る い は

運動企画 の 困難 さに 対す る病因で ある とす る考えが 主流

で あ り，「発 達 性 失行症 と失 認 （agnosia ）1 〔IValtonら．

1962），「微細脳性（celebral ）障害」（Wigglesw 。rth ，1963），「微

緇脳（brain）障害」（Clements，1966）， 「微細脳性麻痺 」（K ・ ng ，

1963） な ど の 用語の使用 は そ の こ と を推測さ せ る 。

　体育教育 も協調運動障害を持 つ 子 ど もや 青年に 関す る

長 く多様 な歴史を有 し て い る 。 Johnson〔1932 ） は ， 指導

や 学習 を行 い や す くす る 目的で ，
こ れ ら の 子 ど も た ち を

同種の グル ープ に分 け る 試 み を行 っ て い る。知覚 障害や

知覚運動障害 に 対 す る 関心 は，1960年代 に 特 に 広 が り

（Ayres．1960ほ か ）， 運動 と認知発達 との 関係が た び た び強

調さ れ て き た。

　同時 に 治療教育 に 強 く関心 が 集 ま り， Frostig（1968，

1969） ら の 知覚運動 プ ロ グ ラ ム が注 目 さ れ る よう に な っ

た。Cratty（1975〕もまた運動障害者 の 運動 パ フ ォ
ーマ ン

ス を 向上 さ せ る た め の プ ロ グラ ム 開発を行 っ て い る 。 ま

た 近年で は ， 協調運動 そ の もの に 対す る診断 ， 治療 ， 教

育 に 関す る 研究 に 加 えて ，協調障害を持 つ 子 ど も た ち が

経験 し て き た 心 理 社会的困難さ に関す る様々 な研究が 行

わ れ て きて い る （∫。 ngmans ，1999）。む しろ予後 か ら考える

と ， 子 どもたちの 自己有能感等 の 問題 が よ り重要視 さ れ

つ つ あ り，心理 教育的援助が求め られ て い る と言える 。

　わ が 国で は こ の ような子 ど もた ち が 教室 に 在籍 し， 学

校教育や 社会生活の 中で様々 な 困難に出会 っ て い る と認

識さ れ る よう｝弔な っ て きた の は ，
ご く最近 の こ とで あ る 。

本稿で は協調運動 の 困難を示す子 ど もたち に つ い て ， 先

行 研究 か ら 定義や 分 類 等に つ い て 論 じ ， さ ら に 子 ど もた

ちの学習 と DCD との 関わ りか ら眼球運動 に 関 する調査

を紹介 し
， 援助 の 必要性 に つ い て 述 べ る こ と とす る 。

2　用語 と定義

　子 ど もた ち の 運動 の 問題 は，こ れ ま で様々 な方法 で 記

述 さ れ，定義 さ れ て き た。

　「発達性失行症」は こ の運動に お け る 不器用さ を表現す

る の に もっ と も よ く使 われ て き た 用語 で あ る。 こ の 用語

は ， 成人 の 神経学が そ の 起源 で あ る が
，
DCD 児た ち が 経

験す る運動学習／企画の 問題 を表現 す る の に 神経学者

〔Denckla，1984，1992） や セ ラ ピ ス ト （Cermak ，　19B5ほ か ），神

経心理学者 （Dewey ，1995）た ち は ， よ り特定的 に 用 い て い

る 。 こ れ ら の 運動 企 画 の 問題 は，時 と して 身体感覚情報

の 統合の困難 さ （Cermak ．⊥991） あるい は運動系列及 び選

択 （Miyahara ら、1995）に よ る と考 え ら れ て い る。こ の 用 語

は ，
DCD と たび た び 入れ替わ る よ う に 用 い られ て きた

が ，「失行症」は ， 特 に 運動あ る い は運動企画 の機構 に 関

係 す る，よ り特 定 の 用 語 と い う感 じ が あ る 〔Dewey ，

1995）。Cermak 〔2002＞ は発達性失行症 の た め の診 断基準

に つ い て の 定義 と共通認識 を説明す る こ とは ，
これ まで

専門家や親た ちの 様々 な グ ル
ープ に よ っ て い ろ い ろ な 用

法 が もた ら され た こ と も あ っ て ， 困難で あ ろ う と述 べ て

い る 。

　一
方「先天的不器用 さ（c・ ngenital 　maradr 。 roitness ）」， 「身

体的 ぎ こ ち な さ （physical　awkwardness ）」， 「不 器 用 さ 〔clum −

sineSS ）」と い っ た よ うな用語は ， 行動 をお お ざ っ ぱ に 表す

もの の ，状態 に つ い て の わ か りや す い 理 解は もた らす も

の で は な い 。 特 に ， 多 くの 専門家た ち に よ っ て長 い 間 ，

頻繁 に 用 い られ て きた 「不器用」 や 「不器用児症候 群」

と い っ た用語 は ， 動 きその もの で はな く子 ども自身 に 関

係づ け ら れ る危険性 （Polatajke ，1995）か ら次第 に 用 い られ

な くな っ て き て い る 。 こ の こ とは ， 障害 を持 つ 子 どもに

関す る 用語 の 心理的影響 に つ い て の 今日の 認識 と
一

致し

て い る （Ilart，1999 ）。

　 こ の ように様 々 な用語 が 用 い られ て きた状況 の 中で ，

1994年 に カ ナダの オ ン タ リオ州 で 行われた合意会議 に お

い て ，運動 に お け る不器用 さ を持 つ 子 どもた ち に 関わ っ

て い る国際的な研究者か ら な る グル ープ が
， 「発達性協調

運動障害 ：DCD 」 と い う用語 を用 い る こ と に 同意 し た。

「DCD 」は，実践者や研究者が こ の 複雑な状態を よ り完全

に 理解す る と きまで の 暫定的 な用語 として は適切 な もの

（Cermak ，2002） と い える。 こ の 用語 を使 うこ との 利点 は，

「発達性失行症 〔dyspraxsia＞」の よ うな理論的論争の歴史

をもた らさず ， また 「微細脳機能障害」 の よ う に
， 原因

論を暗に推測 させ る もの で もな く， 理論的 とい う よ りは

実践 的 で あ る と い う こ と で あ る。し か し な が ら わ が 国 で

は 「発達性協調運動障害」 とい う用語 が こ れ まで ほ と ん

ど使用 さ れ て お らず
一

般 に 理 解が得 ら れ て い な い こ と ，

ま た ， こ の 用語は決 して観察可能な障害の特徴 を意味 し

て い ない とい う点 か らわ が 国 に お け る適切な用語 の 検討

の 必要性 を求 め る宮原 （1999） の 指摘は，熟考 に 値す る 。

　 こ の よ う な 子 ど も の 運動発達 に お け る 問題 が ，公式 な

分類体系の 中で 独立 し た 障害 と して 認識 さ れ る よ う に

な っ た の は，ご く最近 に な っ て か ら で ある。 こ の 分類体

系 の
一

っ が American 　Psychiatoric 　Association （以 下，

APA とい う） に よ る DSM 系で あ り ， も う
一

つ が World

Health　Organization （以 下，　 WIIO と い う） に よ る ICD 系

で あ る 。 こ の両体系分類 は この 症候群に対し て 「発達性

協調運動障害」及び 「運動機能 の 特異的発達障害 （Specific
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Developlnelltal　DlsDrdel’Qf　Motor　Functioll：SDDMF ）」 い う異

な る名称 をそ れ ぞ れ与え て い る が，両者 と も に 核を 同 じ

くす る障害を取 り扱 っ て い る こ とは明 らか で あ る。

　 APA の DSM −IV （1994 ）に よ れ ば，　 DCD の 不可欠な特

徴 は ， 「運動協調 の 発達 に お ける著 しい 障害」で ある 。 そ

して診断に対 して は TABLE 　1 に 示 した よ うに い くつ か

の 付加的基準が
一

致 し な け れ ば な ら な い 。

一．・方， WHO の

ICD 系で は，　 ICD− 9 で 特 異的運 動遅滞 （Specific　 M ・ t・ r

Retardation） と し て 登場 し ，
　 ICD −10 （1992） に お い て 運動

機能 の 特異的発達障害が定義 され て い る 。

　 こ れ ら両分類 系 の 「発 達性協調運動障害」 と 「運動機

能 の 特異的発達障害」は概念的 に 同 じ で あ る が，運用 に

あ た っ て違 い が 生 じ る可能性が あ る 佃 巻．El躙 中）。すな

わち，DSM −
［Vの 発達性 協調運動障害 の 場合 ， 精神遅滞を

持 つ 子 ど もは一般 に 不器 用 で あ る場合が多 い が ， 著 し く

不器用 で学業成績や 日常生活の 活動 を著し く妨げて い る

こ とが あ れ ば，精神遅滞 と発達性協調運動障害の両方を

診断を す る こ とが で き る。
一・方，ICD −10の 運動機能 の 特

異的発 達障害 の 場合 ， 発達性協調運 動障害の 診断 に 当

た っ て IQ は 70以上 で ある とい う制限条件が付 され て お

り ， 精神遅 滞 との 両方 を
．
診断 で き な い こ とに な る 。

3　 発達性協調運動障害の 分類 と合併症

　DSM −IVで は ， 発達性協調運動障害 の 下位分類 は提 唱

され て い な い
。 し か し な が ら運動障害の サ ブ タ イ プ の 問

題 は，何年に もわ た っ て 検 討 され て きた。Gubbay ら

〔1965 ＞は，これ らの 子 ど も た ち に 失行 と失認 の 様 々 な程度

とサ ブ タイプが あ る と樶告し ， サ ブ タ イ プ の存在を認め

て い る。Ayres 〔1965，1972，　 i97’7，1989）は学習障害児 の 感

覚統合に お け る サ ブ タ イ プ を扱う中で ， 発達「生失行 を
一

貫 し て サ ブ タ イ プ と し て 扱 っ て い る。Cratty 〔1994） は ，

運 動障害 の 領域 に お け る研究と実践 の 歴 史を ま と め ， そ

の 中で ， 「不器 用児症候群」 の サ ブ タイ プ として ， 「運 動

失調症 （aLaxicsyndr ・ me ）」， 「低緊張症 〔hyputonicsyndr 〔）me ）」

「緊張症（tension　syndrorne ）」，1失行症 （dyspraxicsyndromc ）」

「手 に よ る書字 〔manua1 ・graphic 　 syridr ・ me ）」「視
一
知覚 の不

器 用さ」を報告 して い る 。 ま た川崎 （19．・99）は，臨床経験

に 基 づ い て ，失行 （運 動 の 選 択 や 順 序 だ っ た 遂 行 の 困難／ チ グ パ

グ な行 動）， 協調運動障害（身休各部 の運 動が 協調 しな い こ と／ ス

ム ー
ズで な い 運 動 ），姿勢保持 の 障害 （随意的／反射 的 に 身体 各

部 の 協 調 した 構え が で きな い こ と）， ごく軽度 の筋力低下， 身体

図式 の 障害 〔体 性感覚系 の 障害 を含 む ），視知覚障害 ， 眼球運

動 失行 を報告 して い る 。

　合併症 に つ い て は，先 に 述 べ た よ うに DS　M …IVは ， 精

神遅滞の併存を認め て お り，も し両障害 の 基準 が 満 たさ

れ れ ば両力 の 診断 が な さ れ る。し か し広 汎性発達障害 （自

閉症圏 障害 ）の 場合は，DCD の 診断は除外 され るとして い

る。しか しなが ら太 田 （20Dl ）は，実際の 臨床 の 中で 高機

能 自閉症 圏障害 と りわ け Asperger症候群で は DCD の

合併が し ば しば認め られ る とい う報告 を紹介し，今後 の

議論 の 必要性を指摘 し て い る 。 ま た ， 川崎 （1999）は ， 注

意欠陥／ 多動性障害 あるい はア ス ペ ル ガー症候群の 子 ど

も に 対 し て ， ソ フ トな神経学的徴候検査 （5課 題）と補足検

査 〔3 課躑 ， 神経心琿学的検査 （1〔1課題 ウ ェ ク ス ラ ー式動 f乍

性 知能検査課 題 な ど を 含む ）を実施 し， 障害種別 ご との 運動障

害 を明 らか に し て い る。注意欠陥／多動 匪障害を持 つ 66

人 の 子 ど も は ，
ソ フ トな神経学的微候に関す る検査 の 内，

積木模様 ， 組み合わ せ の 成績が 悪 か っ た 。 ア ス ペ ル ガ ー

症候群 を持 つ 子 ど も 4人 は ，
っ ぎ足歩行 ， 積木模様 を遂

行 で きない こ とが 多 い 。しか し， 個人差が あ り， 結論 は

TABLE 　l　 運動発 達障害 また は 不器用症候群に っ い て の判断基準 〔太田，2001）

DSM −IVに お け る運 動能力障害 （Motur 　Skills　Disorder ）

315．4 発達性 協調運動 障害 （Developniental　C （＞ordinati 〔｝n 　Disorder）

A ．運 動 の 協調 が 必 要 な 日常の 活 動 に お け る行 為 が，そ の 人 の 生 活 年齢 や 測 定 きれ た 知能 に 応 じて 期待 され る もの よ り
．
卜分 に ド手 で あ る 。こ

　れ は運 動 発 達の 弔程標 の 著明 な遅 れ （例 ：歩 くこ と ，這 う こ と ，座 る こ と ），物 を落 と す こ と，
“
不 膿用

”
，ス ポ ーツ が ト手．　 書 く こ と が

　下手，等で 明 ら か に な るか も しれ な い 。
B ．基 準A の 障 害が 学業成 績や H 常の 活動 を著明 に 妨害 して い る 。
C ．こ の 障害 は

一
般 身体疾 患 （例 ：脳性麻痺，片麻痺，筋 ジ ス トロ フ ィ

ー
〉に よ る もの で は な く，広 汎 性 発 達 障 害 の 基 準 を満 た す もの で もな

　 し 

D ，精神遅滞 が 存在 す る場 合，運 動 の 困 難 は そ れ に伴 う もの よ り過 剰 で あ る。

ICD−⊥0 に お け る

F82 運 動 機能 の 特 異 的発 達 障 害 （Specific　Deve ］opmental 　Diserder 　of 　Motor 　Function ）

A ．標準化 され た 微細 また は粗大 な協 調運動 の 検査 に お け る評 点が，そ の 小児 の 暦 年齢 を も と に し て 期待 さ れ る 水準 か ら，少 な くと も2 標 準

　偏差以 下で あ る。
B ．基 準A 喧 の た め に ，学 業成績 あ る い は 日常生 活 の 活動 に 明 ら か な 支障 を き た して い る こ と。
C ，神経学 的障害 の 所 見 は な い 。
　 　主要 な除外基準 ：標 準化 され た検査 を個別 に 施行 して，IQが 7C）以 下。
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保留され て い る．田巻 （印刷 中） は こ れ らの研究を紹介 し

た 上 で ，合併症診断の難しさと今後 の 研究 の 必要性 を指

摘 して い る 。
い ずれ の研究 も併存す る障害あ るい は合併

症 が 臨床的 に 認 め ら れ る と し な が ら， さ ら な る検討 の 余

地が あ る と す る も の が 多 い 。

4　 出現率 と症状

　DSM −IVに よれば，　 DCD の 出現率は ， 5 歳か ら 11歳ま

で の 年齢 に お い て 約 6 ％で あ る と考え ら れ て い る。しか

し な が ら他の 研 究 で は ， そ の 出現 率 に ば らつ きが あ り

22％ に まで 範 囲 は 及 ん で い る （Kadesj ・ ら，1999）。
　 DCD の

出現率推計の 困難さ は ， これ ま で の 用語の 混乱 と定義 ，

診断基準が明確 で なか っ た とい う経緯 も大い に 関係し て

い る と考 え ら れ る 。 例 え ば ， Cermak ら （2002）が指摘 し

て い る よ う に ， そ れ ぞ れ 調査 に よ り設定 さ れ て い る cut

−
off 値が異な っ て お り， こ の た め に DCD と特定 さ れ る

子 ど も の パ ーセ ン テージが異 な っ て い る の もそ の
一

つ で

あ る 。 Hendersonら （1992）は15パ ー
セ ン タイル を用 い て

い る の に 対 して ，Gubbay （1975）は clumsy と して の 学齢

児の サ ン プ ル に 6パ ーセ ン タ イル を選択 して い る。と い

うの は予備調査 に お い て 子 ど もた ち自身や両親，教師が，

この 割合 の 子 ど もた ち に重大な運動の問題があ る と考え

たか らで あ る。こ の ほか に も出現率 に 影響 を与 える要因

と して ，タ イ プ の 違 い
， ア セ ス メ ン トの 方 法 の 違 い

， 及

び文化の 違 い が散見さ れ る。

　臨床的出現数 に 関す る 調査 結果 の 多 くは ， 男子 の DCD

に よ り高 い 発生率 を示 し ， 例え ば ， Tailor（199 ）は ， 3 ：

1の 男女比 を報告 し て い る。また Mis＄una （1994）は ，教

師か ら見 た 運動困難児 に お い て ， 5 ： 1 の男女比 を報告

し て い る 。

一
方で ， Maland （1992）らの 研究 で は ， 男女間

に お け る 均等 な分布 が報告 され て い る。 こ の 性 差 に つ い

て は，文化 の 影響も推測さ れ る 。 例え ば ， Revie ら （1993）

は ， 教師に よる ， 協応性の 低 い 男子 と女子 の 特定 の 割合

に つ い て 比較 した。教師が clumsy と特定し た女子 は ， 男

子 に比べ て ， 運動協応が 明らか に 劣 っ て い た 。
こ の こ と

は，診断 に お い て 女子 は男子 に 比べ て よ り重 い 運動の困

難 さ を基準に す る こ と が必要で あ る とい う こ と を意味す

る 。 性差 はまた ， 協応性 を ア セ ス メ ン トす る課題 の 特性

に も影響 さ れ る か も し れ な い
。 Yarmolenko （1933） は ，

8歳 か ら15歳 まで の 子 どもたち に ，多 くの 活動 に お い て

性差 が 見 ら れ た と報 告 し て い る。一
般 に，女子 は よ り微

細 な 協応性 の 使用 を必要 とす る活動 に優れ ， 男子 は ， 粗

大運動 あるい は 筋力 を必要 と す る課題 に 優れ て い る。し

た が っ て ， 微細な 運動 ス キ ル に 重 き を置い た テ ス トの 場

合， 女子 は概 して有利で あ り， 男子 は よ り 「問題あ り」

と 判定 さ れ る こ と に な り，一
方； テ ス トが 筋力 や 粗大運

動 に 重 き を置い た 場合は ， 逆 の 結果 と な る （Jongniansら，

1998）。

　DCD の 症状 に 関し て
， 田巻 （印刷 中〉は 2 つ の ポ イ ン ト

を指摘 し て い る 。 ひ とつ は ， 年齢層に よ っ て 症状 が 異 な

る こ とで あ り，もうひ と つ は 粗大運動や微細運動が全体

的 に 障害 され る わ け で は な く ， 部分的に不器 用 とい う点

で あ る 。 ひ と つ 目の ポ イ ン トに つ い て ，永松，是枝ら （1996）

は 75，000名余 の 小 学生児 童を対象 と し た 教師 へ の ア ン

ケ
ー

ト調査 の 申で ，不器用児 と考えられ る107名の デ
ー

タ

を基に各学年に お け る不器用 さの特徴 に つ い て 述 べ て い

る。 こ れ に よる と 「バ ラ ン ス 」「追視」「注視」に 関わ る

項 目の 該当率 は学年進行 と と も に減少 した 。 「ボ タ ン か

け」「は さ み の 使 い 方」とい っ た項 目も学年進行 と と も に

減 少 したもの の 「手先 の 不器用 さ 」 は各学年を通 し て 高

い 該当率で あ っ た 。

一・
方 ， 「ボール ゲ

ー
ム が 苦手」 「鉄棒

が 苦手」「マ ッ ト運動 が 苦手」とい っ た 身体 協応性 に 関わ

る運動 の 問題 は，学年が高 く な る に つ れ て顕在化す る傾

向が 見 られ た 。
こ の学年進行に伴う臨床像の 変化 に つ い

て ， ゆ っ くりとした変化 で あ りな が らも子 ど もた ち が

個 々 の 運動 ス キ ル を 獲得し て い く こ と と ， 学年が高 くな

る に した が い 体育的内容 の 難易度が高度 に なる とい うカ

リキ ュ ラ ム ［1の 問題 を 指摘 し て い る 。

5　 発達性協調運動障害と学習
一特に 読みの 問題 と視覚

　効率に つ い て 一

　〇rton ら （19．　3．　7） は ， 動 き の 学習 に お け る 困難 さ に は，

身体運動 と同様 に 発語や書字等 も含 まれ得 る と述べ た 。

同様 に ，DCD が 多 くの 学習場面 に お い て 影響を 与え る こ

とが 知 られ て い る が ， その 中で読み 書 き学習 へ の 影響要

因 の
一

つ と し て 眼 球 運 動 の 問題 が あ る （Langaas ら、

1998〕。 DCD の診断の中核的な症状は ， 非協調性で ある 。

それ 故 に ， 眼球運動 の 協調性 も，他 の 活動組織 と 同 じよ

うに 障害を受 けて い るで あ ろ う と CerInak （2002）は推測

し て い る 。 ま た ， 川崎 （1・9．・99）もそ の サ ブタイプ研究 の 中

で
， 眼球運動 の 問題 を 報告 し て い る。

　そ もそ も，口常に お い て わ れ わ れ が受け取 る情報の 8

割以上 は視覚に依存 して い る とい わ れ ， 日常生活 に お い

て 視覚系は 重要 な役割を果 た し て い る 。 視機能 は大き く

門 灘 慧1讐蒿嬲 欝
FIGuRE　1　視機能シ ス テ ム （Scheiman： 1994

，
　 Griffin：

　　　　1977を 整 理 ）

一 169一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

教 育 心 理 学 年 報 第 43集

FIGuRE　 l の よ う に 整理 で き る が，そ れ ぞ れ の レ ベ ル で

様 々 な問題 が 生 じ得る 。 そ の中で 眼球運動 の 問題 は，視

覚 「青報を適切 に 取 り込 む 備 二 ，2002 ；前田，1993）と い う点

で 影響 を及 ぼ す こ とに な る 。

　読み の 問題 と眼球運動 に つ い て の 研究 は，Abercom −

bie ら（1963 ）が，読み障害 の 子 どもが印刷 され た 線を追 う

際 ， 眼 に 不規則な動 き が現れ る こ と を見 つ けた こ と か ら

1960年代 か ら読み 障害 と 眼球を動か す筋肉で あ る外眼筋

運動に つ い て の 研究が 多 くなされ て きた。眼球運動 を司

る外眼筋に は一．E直筋 ， 下直筋 ， 内直筋，外直筋 ， 上斜筋 ，

下斜筋の 6種類 が あ り， こ れらの 微妙 な共同運動 に よ っ

て ， あ る もの を見 つ め た と き，物体 が 両眼 の 黄斑部に 正

しく結像 して初め て ， は っ き り し た物体像を と ら える こ

と が で き る。 こ の よ うな外眼筋の 共同運動に は ， 脳 神経

の複雑な協調作用 が 前提 と な る。 こ れ らの 外眼筋 の働 き

に よ っ て 起 こ る 眼 球運 動 は非共同性眼球運動 と共同性眼

球運動 に 区別 され，共 同性眼球運動 に は ， 1）固視 ：中

心窩 に 目標像を 安定し て 写 す ， 2）衝動性眼球運動 （サ ッ

カ ー
ド）；中心窩 を素早 く視覚対象に向け る ， 3 ）滑動性眼

球運動 ： 目の 前を視覚対象物が ゆ っ くりと 動 く と き ， 視

覚対象の 速度に合わ せ て 眼 で追視す る ， 4）視運動性眼

球運動 ：す ばや く動 い て い る視物 の安 定 し た像を維持す

る ， 5）前庭性 眼球運動 ：
一

時的 な頭 の 動 きが あ る と き

安定 した像 を維持す る ， の 5 つ の タ イ プ か ら成 る。

　読 み の 際 の 眼球運動 は ， 主 と し て停留個 視 と同義，読 み

に お い て は 停留 と す る ） とサ ッ カ
ードの 繰 り返 しで あ り，特

に サ ッ カ ー ドは読み に お け る重要な 眼球運動 で あ る と い

われ る。英文 の 読書 実験 に よると，1／4秒 ご と に 1回 の

サ ッ カ ードが起 こ る場合が 多い と され て い る。サ ッ カ
ー

ドそ の もの は 1／20秒 ほ どの 速 さ で あ り， サ ッ カードの 準

備 に 1！5秒 ほ ど か か る た め に
，

1 秒間 に 4 回程度の サ ッ

カードが観察さ れ る こ と に な る。ま た サ ッ カード中は，

文 字 が 知覚 さ れ な い と 考 え ら れ て お り， サ ッ カ ード と

サ ッ カードの 間の 停留中 に， 3 〜 4文字程度 が 同時 に 認

知 され る。停留位置は 文字上 に あ る場合が 多い が，文字

間 で 停留す る場合 もあ る と い われ て い る e

一
般 に 読 む 課

題 が 容易 で あ れ ば停留 回 数 は 減少 し ， 課題 が 困難で あ れ

ば増加す る と い われ て い る 。 停留か ら次 の サ ッ カー
ドは，

こ の 停留部分 を通 り越 した先 の 文字 を目指 して 行なわ れ ，

読み 中の サ ッ カ ードの大 き さ は 文字数で 2 〜 8文字 と い

わ れ て い る （斎田，］993）。

　 Elterman ら（1980）は，健常成人 1 名 と，読 み に 問題 の

な い 7歳 の 多動児 1名， そ し て 7 歳の読み障害児 5名を

対象に ， 模擬記号 テ キ ス ト（1 行 に っ き 5 っ の 系列 か らな る 5行

の テ キ ス ト ：眼球 運動か ら埋 解 の 要因 を排 除す るた め に 設 け られ た

条 件） と 当該児童 の 読 み の 能力 よ り も 1年低 い 水準テ キ

ス ト，一一
致 した テ キ ス ト， 1年高 い 水準テキ ス トを読 ま

せ
， 読解時の 眼球運動 を 記録 し た。 5名 の 読 み障害児の

う ち の 2 名の 児童 に は ， 模擬記号 テ キ ス ト，通常 の テ キ

ス ト と も に 異常な 眼球運動 が 記録 され ，
こ の うち， 1名

の 男児 に は 1行 を読み 終え て 下 の 行 に 移 る 際 に
， そ の ま

ま左水平方向 に 眼球 を移動 させ て行頭に戻 り，そ の 後 に

垂直力向 に 眼 球 を 移動 させ て 次 の 行 に 移る な ど の 異常が

認 め られた。また 1人 の 女児は ， 知的 に は 正 常な範 囲 に

あり，教示 も十分 に 理解 して い る に も か か わ らず，実験

者が文字を ひ とつ ひ と つ 指 し示 して も，適 切 に 眼球 を運

動 さ せ る こ と が で き ず ， また ， 行を 読 み 終 え下 の 行 に 移

る 際 に ， 検査者 が 下 の 行 の 最初 の部分 を指 し示 して も ，

下 の 行 の 終 わ り佑 端 ）か ら少しずつ 段階的に 前の ほ う （左

端） に 戻 る とい う様 に しか 眼球を動か せ な い な ど の 異常

が認め られ た 。 こ れ らの 結果 をも と に 不適切 な 眼 球運動

が読み に 影響を与え て い る こ と を指摘し た 。

　読み障害児 の 眼球運動 に 関 す る 欧米 の 研究 で は ， 読 み

障害 児 は サ ッ カ ードの移動範囲が 小 さ い 上 に その 頻度 が

高 く，また戻 り運動 （読 み の 方向 と は 逆 方向の サ ッ カ ー
ド） が

多い こ と を 示 し た 報告 （Marton ら，1990）や ， 読 み障害児の

読書時 の 目の 動 きが大き くぎく し ゃ くし て お り，眼球 の

コ ン トロ ー
ル が 難 し い と い う報告 〔1’av ］id｛s．1981） が ある 。

Pavlidis（1981）は 眼球運動 そ の もの が 読 み障害 の 原 因 で

あ る と した。そ れ に 対 し て ， Olson ら（1991）は ，
　 Pavlidis

（1980 の 実験 を追試 した と こ ろ同様 σ）結果が得 られ ず ， 実

験 の 被験児 に 偏 りが あ っ た と批判 し，眼球運動 の 問題 は

読 み 障害 の 結果 として 現 れ る とす る立場を取 っ て い る 。

同様 に ，Brown ら （1983）は 読 み 障害児 と健 常児 の グル ー

プで 眼球運動 を比較 し ， そ の 結果 ， 読み障害児に 眼球運

動 の 異常が 見 られず，健常児 と よ く似 た 眼球 運動 が 見 ら

れ た と報告した 。

　わ が 国 で は， こ の ような子 どもた ち の視機能 の問題 に

っ い て は医療関係者や少数 の vision 　trainer らに よる事

例報告等 は 散見 さ れ る もの の ， 学校教育の 中で ， 眼球運

動 や 視 知覚能力 と読 み 能力 に つ い て 調査 した もの は ほ と

ん ど見 られ な い 。そ こ で ， 小学校児童 の読み能力 と眼球

運動及 び 視知覚能 力 の 関係 に つ い て 調査 し，さ らに 読 み

に 困難 を示す児童 の 視機能 に よ る分類 を試 み る 目的 で 実

施 さ れ た 著者ら の 調査 に つ い て ， そ の 概要を紹介す る。

6　 読 み能力 と視機能 に 関す る調査 の 概要

（1） 方法

［対象児］

　小学校第 3 学年 に 在籍 す る75名 （男児 41 名，女 児 3，1名 ；

8歳 3ヶ 月
一9歳 2 ヶ 月1 を対象児と し て 選定し た 。 なお 対 象

児 に は特別 な 眼疾患 に よ る視機能障害 を持 つ もの は 含 ま
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れ て い な い こ とを ， 眼科検診の 記録及 び養護教諭か ら の

聞 き 取 りに よ り確認 した。

［手続き］

1） 読 み 能力 の 測定

　読 み能力 の 測定 に 「標準　読書能力診断テ ス ト　 BI

型 （1・3 学年 用 ）」 の テ ス ト 1，テ ス ト 2，テ ス ト 4 と 「標

準 　読書能力診断 テ ス ト　 BII型 （L3 学年 用 〉」の テ ス ト

2 を横書 き に 変更 して こ れ をテ ス ト3 と し，実施 した 。

テ ス ト 1 ・テ ス ト4 の 合計点 か ら は ， 「語の認知」が ， テ

ス ト 2 は 「文の 理 解」が測定さ れ た。テ ス ト3 は 「文 の

理 解 ・横読み」 と した。

2）眼球運動 の 測定

　眼 球運動 の 測定 に 「Devel （〕pmental 　 Eye　 Nlovement

Test （DEM ） Ver　1」 似 ドDEM ）を実施し た 。 この DEM

は，プ レ テ ス ト， テ ス トA （縦読 み ）， テ ス トB 〔縦読 み），

テ ス トC （横読 み1 か ら構成 され て い る。テ ス トA ・テ ス

トB は そ れ ぞ れ 4｛，の 数字（LO 字 × Lt列 ）の 音読 に 要 した時間

が 測定さ れ ， テ ス トC は ， 同様に80の 数字 （5字 × 16行1の

音読 に 要 した 時間 が 測定 さ れ る 。テ ス トC 瞳 読み ） に お

ける エ ラーは 4種 類 に 分 け ら れ て お り ， ネーミ ン グ エ

ラー ［Substitution　errors 〔s エ ラ
ー
）］，数字 の とばしエ

ラー ［OMissiOII　erros （〔〕 エ ラ ー〕］，数字の 付 け加え， 繰

り返し読み エ ラー ［Addition　errors （a エ ラー）］， 連続か

ら外れ て 読む エ ラ ー ［Transposition　err て）rs 〔t エ ラ ー）］

で あ る。

　 テ ス トA と テ ス トB の秒数を合計し た数値が縦読み ス

コ ア とな り， また テ ス トC の 秒数 とエ ラ ー
数を公式 ［テ

ス トC の 秒数 × （80 ／ 8  ．0 エ ラ ー＋ a エ ラ ー〉］に よ り換算

した 数値が横読み ス コ ア とな る 。 テ ス トC の エ ラーを合

計 した数値 （s＋ n ＋ a
．1−t エ ラ

ー
｝ が トータル エ ラー

数 と

な る 。

3）視知覚 ス キ ル の 測定

　視知覚ス キル の 測定 に 「Test　 of 　Visual−Perceptual

Skills（non ・mQtor ）
− Revised」似 ドTVPS ） を実施 した。

本検査 の 対 象年齢は 4 歳 1 ヶ 月 か ら12歳 11ヶ 月 で あ り，

次に 示 した 7 つ の 下位検査 か ら構成さ れ て い る 。

　 Visual　Discrimination（視 覚弁 別）

　 Visual　Memory （視 覚 記 憶 ）

　 Visual　Spatia1−Relationships 〔視 覚空 間関係 ）

　 Visual　Form −・Constancy （視覚恒常性 ）

　 Visual　Sequential．Memory （視 覚 連 続 記憶 ）

　 Visual　Figure−Ground（視 覚 に よ る図 と地の 識 別）

　 Visua】Closure （視覚 ク ロ
ージ ャ

ー）　　　　　　 1

　 な お ， ヒ記（1｝〜（3）の検査 に 加 えて ， 「教研式新学年劉知

能検査」 に よ P知能偏差値 （ISS） が 算出 さ れ た 。

  　結果 ・考察

1）読 み検査と DEM ・TVPS に っ い て

　実施 され た各検査の平均値 と標準偏差 は
，
TABLE 　2 に

あ る とお りで あ る。また読 み 検査 ， DEM （縦 横 ）お よ び

TVPS の 得点分 布を 確認 し た 後 ， 各 2 者間 の ピ ア ソ ン の

相関係数 を算出 し， 結果 を TABLE 　3 に 示 した 。 読み検査

得点合計 と DEM 曠 読 み ）の 問で は ，
　 r ＝ 〔）．54と，有意な

正値で あっ た 。 また同 じ く読 み 検査得点 と TVPS 得点間

で も r ＝O．47 （p く ．Ol）の 有意な相関 で あり，眼球運動 ， 視

覚検査 と もに 読み能力 との 間に相関が認め られ ， 読み 能

力 に 眼球運動 と視知覚能力 と も に 関係 して い る こ とが 示

された 。

　
一

方で ，TVPS と DEM との 間に は ，
　TABLE　4 に 示す

よ う に ， 統剖的に有意な相関関係 は得られな か っ た 。 こ

の 結果 は 眼球運動 と視知覚の 能力は 互 い に 独立性 の 高い

能力 と考 え る こ とが で き る が ， TVPS に 用 い られ た視覚

刺激が ， 衝動性眼球運動や滑動性 眼球運動 を そ れ ほ ど必

要 と しない 課題 か ら構成さ れ て い る こ と に 関係し て い る

か も しれ な い 。い ず れ に しろ両者 の 関係 をあつ か っ た先

行研究 は ほ と ん どな く，
さ ら に 詳細 な 検討 が 必要 と思 わ

れ る。

　 な お ， 本研究の対象児は す べ て通常学級に在籍して お

り， 軽度 を含め て 知的障害児 は含 まれ て い な い こ と か ら ，

こ れ ら の 結果 に 知 的発達 の 程度 を 加味す る こ と は適切 で

は な い と思 わ れ る 。 したが っ て 参考 まで で あるが ， 対象

児全体 の 読 み 検査結果 と知能偏差値 の 相関 は r ＝ 0．68で

TABLE 　2　 各検査 の 得点平均

n ； 75

読 み 検査 （164点中〉 DEM 縦 ・横 TVPS

　 131、0

（SD − 17．5）

37，8　 5  ．8

（9，3）　 （9，3〕

74．6

（14．6）

TA 肌 E　 3 読み検査 とTVPS ・DEM 間の相関
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1ド 75

TVPS

得点 合計

…
「
．．．．．．一一．一一．．

：　 縦読 み．

DEM
−．．’．一一．．一．一i．．・」幽．」・
　 　　 横読 み

読み検査 0．47淋

… o．33“ ＊ 0．54木 ＊

TABLE 　4　 DEM とTVPS の 相関

’“
pく ，01

n＝75
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有意 Cp＜ 、〔u ）で あ り，　 TVPS 得点 と 知能偏差値 の と間 に

も有意 な相関 〔r；｛〕．46，p ＜ ．〔）1＞が 認め ら れ た が ，　 DEM 得

点 と の 間 に は有意な 相関 は 認 め ら れ な か っ た 。

2 ）読 み に困難を 示 す 子 ど も に つ い て

　読み に 困難 を示す子 どもの 視機能を検討 す る た め に ，

読み検査合計点が ［平均
一 1SD の 得点以下］に 該当す る

子 どもたちを読み に困難を示す グル
ープ と した。なお こ

の 数値 を選択 した 根拠 は
，

ほ ぼ 1学年以上 の読み能力 の

遅 れ に該当す る か ら で ある。こ の グル
ープ に は12名が該

当 し ， 男女比 は 3 ： 1 で あ っ た 。 またグ ル
ープ の 読 み検

査得点 の 平均値は 100 ．4， 標準偏差は 10．9で あ る。

　読み に 困難 を 示 し た こ の グ ル
ープ の 児童 に つ い て

， 眼

球運動，視知 覚能力の 仮説的な組み合わ せ か ら FIGURE　2

に 示 し た 4 つ の タ イ プ を想定 し， そ の 分布を確認し た 。

な お こ こ で は DEM お よ び TVPS の 全 体 平均
一 1SD

の 得点以下 を そ れ ぞ れ の 低得点の cut −off 値 と し た。読

み の 困難 なグル
ープ 12名 の うち ， DEM ，

　TVPS の ど ち ら

か が低得点の 子 ど も は 11名 が 該 当 し，そ の うち DEM 低

得点 に 該当す る子 どもは 7 名， TVPS 低得点に該当す る

子 ど も は 4 名 で あ り，両方 が 低得点 で あ る もの は 該 当者

が い な か っ た 。 ま た 。 TVPS と DEM の どち ら も低得点

で な い もの は 1 名 で あ っ た。 こ れ ら の結果 か ら ， 読 み に

困難 が 認 め ら れた 12名 の うら，11名に 視機能 に関わ る問

題 が考え られ ， そ の うち の 7 名 に 眼球運動の 困難 さ が 認

め られた。

　本調査で は ，か な り高い 割合 で 読 み の 困難 を示 す 子 ど

も た ち に 視覚の問題が 認め られ た が，今後 の 課題 も
’
い く

つ か 考 えられる。

　まずひ とつ は，読 み の 問題 に 関す る研究 は 数 多 くあ る

中で ， 読み障害の 原因と し て か な り広 く認識 さ れ て い る

の は 音韻 処理過程の 問題 で あ ろ う。 また Griffin〔1997）は

読み障害の原因 と し て さ ら に ア レ ル ギ
ー

な ど を含 め た第

3 の 問題 が 存在す る と報告 し ， さ ら に こ れ ら を併せ 持つ

子 ど もたち に っ い て 述 べ て い る。本調査 で は ， 視機能以

外 の 要因 が 調査 項 目 に 含 まれ て お ら ず ， 今後，総合的 な

解釈 が 必 要 と 考え ら れ る。

FIGURE　2 読み に困難を 示 す 子 ど もた ち の タ イ プ

　 2 点 目 は
， 今回 の 調査 で使用 した DEM で は 眼球運動

の 下位分類 に関す る デ ータ は 得 ら れな い 。したが っ て 主

に 読書 に 関す る 眼球運動研究で 指摘さ れ て い る サ ッ カー

ドの 問題 か ， 発達性協調運動障害 に 関す る研究 で報告さ

れ て い る滑動性眼球運動 （Langaas ら ，199S）が 関係 して い

る の か の 識別 は本研究 で 論 じ る こ と は で き な い
。 これ に

つ い て は 新 た な 測 定 方 法 の 検討 が 必要 で あ る 。

7　 心理教育的援助の 必要性

　 子 どもた ち の 協調運動の 問題が ， 読み に お ける眼球連

動 に 限 らず書字や計算 とい っ た 多くの 活動 に 影響 を 及 ぼ

す こ と は容易 に 想像 で きるが， こ の ような状況が 二 次的

に 社会的 ， 情緒的 ， 行動 的な問題 を引き起 こす こ と が 明

ら か に な っ て きて い る。Jollgmans（1999）は 199〔｝年以降の

協調運動障害児の 自己 認知 に 関す る 研究 レ ビ ュ
ー

の 中 で ，

身体的 ， 社会的 ， 学業的自己認知 に つ い て述べ て い る 。

協調運動 に 問題 の あ る子 ど もた ちは， 5 ， 6歳 に は 自己

の身体的問題に気づ い て お り，こ の 子 ど もたち は思春期

に な っ て も身体的問題 へ の 認識が継続 して い る と多くの

研究 が 報告 し て い る。一
方，こ の 身体的 な 自己認知 と社

会的有能感 の関係 に つ い て は今の と こ ろ調査結果は
一

致

し て い な い 。Jonglnan（ユ999）は
， 級友 か ら の 受容 に お け

る認知 が健常児に比 べ て低 い と い う報告 （Sch〔エemuker ら．

1994） と 運動協 調 の 苦手 な 子 ど もの 好 ま し い 対 入 関係が

確認 さ れ た と い う報告 （Willoughby ら．1995）を紹介 し， 子

ど もの パ ーソ ナ リテ ィ
ー

特性 と親 や 教師，友人 た ちの 態

度 に 強 く依存 して い る の で は な い か と推測し て い る 。 ま

た協調運動 に 問題 の あ る 子 ど もの うち 読字 に も問題 の あ

る 子 ど も は ， 身体的， 認知的領域の 両面 で低 い 自己認知

を示 した と Jongrnan自身 の 研究 （1996 ）の 中で報告 して

い る 。 ま た 田巻 喞 刷 中）は，発達性協調運動障害 に 関す

る研究 を レ ビ ュ
ーす る 中 で ，

DCI ）児 の セ ル フ ・エ フ ィ カ

シ の 重 要性 と体育教 育 の 変 革 の 必 要性 を指摘 し， 小 林

（1993．2eOl ）や 太 田 〔2001 ） も運動面で の 援助課題設定 に 当

た っ て の 原則 と し て
，

ポ ジ テ ィ ブ な評 価 ， 積極的参加 と

自我意識の 向 上 ， 興 味 と適切 な課題難度の 設定 ， 自己 達

成感 の 向上 を 指摘 し て い る。少 な くと も，従来 の 体育教

育 的方法論 の み で は ， この よ うな子 ど も た ち の援助 は困

難で あ る と い え る 。 脇調運動 に 困難 を持つ 子 ど もた ち の

よ り深 い 琿解 と正確 なア セ ス メ ン トの 実施 に 加 え ， 運動

教 育や教科学習お よ び心理 的 ， 社会的問題 を十分に考慮

した 援 助計 画 の 作 成 と実 施 が 不 可 欠 で あ ろ う 。
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