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狭 義 の 高機 能 (1() ≧8 5) 広汎 性発 達障害 ( H F P D D ) の あ る児童 ･ 生 徒 23 人

( 検査施行 時平均月齢 1 1 2 .9 ケ 月 : 男 2 0 人
､

女 3 人 : 自閉性障害5 人 ､ 特定不

能 の 広汎性発 達障害 1 0 人 ､
ア ス ペ ル ガ

一 障害 8 人) と 年齢 ､ 性 ､
IQ ､ 言語性

I Q ､
動作性 IQ お よ び 両親 の 社会経済状況 を マ ッ チ ン グさせ た 定型 発達を して

い る児童 ･ 生 徒 2 3 人に つ い て 道徳性検査 お よ び他 の 諸検査 の 結 果を 2 群間 で 比

較検討 した ｡

イ ラ ス ト付 の 質問文 に よ り道徳性 の 内面化 レ ベ ル を評価 す る 内面形 成 ( 総

合 と因子 分析により抽出され た 3 つ の 下位項目 ､ 思 い やり ･ 自己確 立 ･ 生活規

範よ り な る) にお い て H F P D D 群 は c o n t r ol 群に 比 して 有意に総合 ､ 思 い やり
､

生活規範 で標 準得点が 低 か っ た ｡ 有意差の み られ た 3 つ の 項 目 で マ ッ チ ン グの

指 標 と し た 項 目 と道 徳性 検 査 の 結 果 に お い て 影 響 が 大 き い と 予 想 さ れ る

w e c h sl e r l n t ellig e n c e S c al e fわr C hild r e n -ⅠⅠⅠ ( W IS C - ⅠⅠⅠ) の 群指数 の 言 語 理解 ､
下

位項 目 の 理解を共変量 と した共分散分析 で 2 群の 道徳性検査 の 結果 を比 較 した

と こ ろ ､ 思 い や り で 理解を共変数と した 場合以外は やは り 2 群 間で 有意差が 認

め られた ｡

内面形成 の レ ベ ル は 4 段階に分かれ て お り ､ 各項 目 で年齢に は 依存せず 両

群 と もに ほ ぼ レ ベ ル 3 ( 規範遵守型) 以上 と な っ て い た が
､

レ ベ ル 4 ( 自立愛

他型) に 達するも の は特 に H F P D D 群で少 なか っ た ｡ これ は 年齢を重 ね て も コ

ー ル バ ー グの 後慣習的 ･

原 理 的水準 に達す る も の は稀で ある と い う こ れ ま で の

定型発 達児 ･ 者の 報告 と
一

致 して い た ｡ 思 い や り で H F P D D 群 の 7 名 が レ ベ ル 2

( 他者 指 向型) と な っ て い た の が 際立 っ て い た ｡ こ れ に 関 して は
､

H F P D D 群

にお い て は 共感能 力に 問題 が あ り
､

思 い や り で は他 の 項 目 に 比 して こ の 能 力を

要求 され る ､ ある い は 自己確立 や生活規範に 関す る こ と は 日 常生活 上 あ る程度

明示 化 され た ル ー ル と な っ て い て わか り やすく ､ 身近 に 接す る も の か らた び た

び 注意を受 ける機会が 多 い が
､ 思 い や り に 関 して は 具体的なア ドバ イ ス を受 け



る機会が 少 な い と い う ､
2 つ の 理 由が 関連 して い る と 思われ た ｡

H F P D D 児 は
､ 特 に傷害､ 窃 盗 な ど明示 化 され て い る ル ー ル に 関 して い え

ば
､

ほ ぼ規則遵守 の レ ベ ル 3 に あ り ､ 少 なく と も単純 に 禁止 され て い る行為だ

と 知 ら なか っ た と い う理 由 で触 法行為 に 至 る と い っ た こ と は 考え にく く ､
これ

ま で の 報告 を参考 に す る と
､ 好奇心や 衝動 と自 己統制 の バ ラ ン ス な ど他 の フ ァ

ク タ
ー が 大きく影響 を与 えて い る と推測 され た ｡

短文 に対す る 4 件 法 の 選択肢 に より道徳行動 の 実現度を評価す る行動傾向

( 内面形成と 同様 に総合と 3 つ の 下位項目 よ り なる) で は 全て の 項 目 で 有意差

が み られ な か っ た o 原 因 の
一

つ と し て は
､

メ タ 認 知 に 障害が あ る と 云 われ る

H F Pl) D に 自 己 申告 に よ る 評 価を し て も ら っ た こ と が 考 え られ る ｡

一

方 で
､

H F P D D 児 は
一 度獲 得 した ル ー ル は杓子 定規 と い え る ほ ど に遵守す る と い う の

も よく云 われ る と こ ろ で あり 実情 を反映 して い る可能性 もある と 思われた ｡

H F P D D 群 内で
､

.L l の 理論 通過群 と不 通過群 ､ 下位診 断 ､
ウイ ン グ の 分類

( 孤 立型 ､ 受動型 ､ 積極奇妙型) で 道徳性検査 の 項 目 にお け る有意差 は み られ

なか っ た ｡ 狭 義の 高機能 で あ る限 り P D D の 下位診 断や 外 面的行動様 式 に よ る

分類 と い っ た 下位分類 に こ だわらず に H F P D D と い う広 い 枠組 み で 捉 え る こ と

で よ い と思 われ た｡

道徳性 検査 と W IS C J u の 関係 で は
､

H F P D D 群で は 内面形成 と群指数 の 言

語 理解 ､ 下位項 目 の 知識 や理解と い っ た言語能 力 に 関す る項 目が 有意な相 関を

示 し
､

2 群間 の 相関 の 差 の 検定で も有意差が み られ た ｡ H F P D D の ある児童 ･ 生

徒に お い て は 断片的 で は ある が W IS C -ⅠⅠⅠ の 言語能 力と 関連す る項 目 と道徳性検

査 の 項 目 間で 有意な相 関が み られ る の が 特徴的で あり ､ 定型発 達を して い る 児

童 ･ 生徒 で は そ の よう な相関は み られ な か っ た ｡ こ の こ と か ら定型発 達を して

い る 児 童 ･ 生 徒 に お い て は 言 語 能力 の み と は 大 き く 関連 し な い 道 徳性 を

H F P D D を有す る児童 ･ 生徒で は 比 較的優れ た 言 語能 力 で 補お うとす るが
､

共

感 など何 らか の 不 足 に よ り 全体と して 定型発 達を して い る児 童 ･ 生徒と有意な

差が で て しま うと推 察された ｡

道徳性検査 と新版 s - M 社会生活能力検査 の 各項 目 の 関係 で は H F P D D 群で

内面形 成の 総合と全社会生活指数 (s (〕) ､ 内面形 成の 総合と 身辺 自立 s() ､
内

面形成 の 総合 と集団参加 s(〕､
内面形成 の 思 い や り と全 s(〕､

内面形成 の 思 い や

り と集団参加 s(〕で H F P D D 群 で有意な相 関が認 め られ ､
か つ 2 群間 の 相関係数

の 差 の 検定 で も有意差 が 認 め られ た ｡ 内面 形成 の 総合 ､ 思 い や り と 集団参 加

s () に 有意な相 関が み られ る こ と に 関 して は
､ 道徳性 の 内面化 が 成 熟 して 初め

て 集団参加 が 可能 となり
､

ま た集団参加 を重 ね る こ と で 道徳性 を 内面 化が 進展

す る と い う ､ 双方 向性 の 過程 が想定され た ｡

定型発 達 を して い る児童 ･ 生徒で は今回の 研 究 で施行 した 諸検査 に よ り道

徳性 の 内面形成水準 を推 し量 る こ とは 困難だ っ た が
､

H F P D D の ある 児童 ･ 生

徒に お い て は ､ 新版 s - M 社会生活能力検査 の 全 s(〕､
W I S C -Ill の 理解 ､

w IS C -

III の 知識 と い っ た項 目 に よ り あ る程度は道徳性 の 内面形成の 水 準 を推測す る こ

とが 可 能 で あ っ た ｡ こ れ らに より 治療 教育 ･ 医療上 の 有用 な示 唆をえ る こ と が

で きた ｡




