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第 4 章 言語と認知 

第篤 草 原因に関する 最新の医学的研究 

んの 10% については原因がわかった 結節性硬化りあ が 、 残りの 90% は 

わかっていない。 しかし、 有望な学説は 数多くあ る。 現在可能性が 

高いと考えられる 理論は、 胎生期に神経系の 発達異常があ ったとす 

るものであ る。 神経系の発達異常は、 小脳・辺縁系・ 大脳皮質にみ 

られると考えられているが、 なぜ発達異常が 起こるのかについては 

わかっておらず、 遺伝的要因・ 胎生期や出産時の 傷害，神経伝達物 

質などさまざまな 原因が予想されている。 遺伝要因については 明確 

になっている 部分があ り、 社会性の障害を 示すいろいろな 障害の 一 

つとして自閉症が 考えられている。 

自閉症の原因となる 異常がまだみつかっていないということは、 

重要な問題であ る。 追試をしても 同じ研究結果が 出るということは 

ほとんどないのが 現状であ る。 決定的な結論が 出ないということは、 

自閉症という 症状を示す原因がいろいろあ り、 この中に広汎な 障害 

を含んでいるのかもしれない。 

自閉症の原因はまだ 解明されていないが、 いくつか明らかになっ 

た 点もあ る。 自閉症は、 生物学的な原因によって 起こるものであ り、 

同 - の家族内に、 2 人目の自閉症 児 が生まれる可能性はほとんどな 

い。 両親の扱いが 悪かったから、 自閉症になったのではないことは 

断言できる。 

自閉症者の最も 顕著な特徴は、 言語と認知の 面に現れている @ こ 

とばのあ る自閉症者の 言語障害は多種多様で、 問題も大きい。 この 

言語障害には、 代名詞の反転や ェ コラリ ア などがあ る。 代名詞の反 

転は、 精神分析では 自我の危機の 現れと考えられ、 ェ コラリアは、 

行動療法では 抑制すべきものとして 否定的に捉えられてきたが、 現 

在でも、 社会的交流の 場で意味論的・ 語用論的なアプローチが 重視 

されているため、 このような誤解を 拭えないでいる。 言語の問題は 、 

自閉症についてまわる 問題であ るため、 十分検討しなければならな 

  

自閉症者の情報理解には、 優れた面と劣った 面の両方があ る。 イ ヴ lJ 

えば、 あ る特定の事柄については 優れた記憶力を 示し、 道筋、 天気、 

あ ちこちのレストランのメニュ 一などは非常によく 覚えていたりす 

る。 このように突出した 能力があ るので、 自閉症 児は jI, 常 以上の認 

知能力があ ると思われがちであ る。 

しかし、 このように部分的に 優れた能力があ る d 方で、 別の面で 

は認知に大きな 障害があ ったり、 たとえ機械的な 記，憶は優れていて 

も、 意味を記， 隠 する能力に問題を 抱えていたりする。 このような 弱 
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点があ るために、 自閉症者は協調，性がなく、 わがままであ ると誤解 

される恐れがあ る。 例えば、 子どもが好きな 遊びに夢中になってい 

るとき、 名前を呼ばれても 振り向かないのは、 彼が知らん ふ りして 

いるからではなく、 一つのことから 他のことへ注意を 転換できない 

ためであ る。 しかし、 周りの人からは、 自分勝手で人の 言 う ことを 

きかないと思われてしまう。 自閉症にどんな 認知障害があ り、 どん 

な 能力が保たれているかについては、 かなりの研究成果が 上って い 

る 。 この章では、 言語と認知に 関する能力と 障害について 述べる。 

Ⅰ 言語能力 

自閉症 児は 、 言語発達が遅れる。 かつての研究では、 自閉症 児の 

50% に意味のあ る会話能力が 育たないとされていた (Rutter, 1978c) 。 

現在では、 35 一 40% と言われているが、 話しことはが 獲得されても、 

風変わりで特殊な 言語になりがちであ る。 学齢双の自閉症 児と ダウ 

ン症 児を比 校した Tage 圧 FIusberg(1993) によると、 自閉症児は獲得し 

お言語を有効に 使いこなせないという ，単語を言うことや 語を並べ 

て文に構成するという 点ではダウン 症 児 と比べて遜色ないが、 意味 

論 的側面 "(W ダ W: 語彙の発達、 辞の意味 ) や語用論的側面，， (@ タ lJ: 社会的に召   

" を使 う ) に障害が認められた。 

言語の意味論的側面 

自閉症 児 が会話で使 う 単語は限られており、 学習した語彙をすべ 

て使 う ことがない。 両親は、 何百もの単語を 言えるのに、 なぜ会話 

I0 り 

では使わないのだろうか、 と不審に思う。 

この他に、 代名詞の反転や ェ コラリアなど、 特異な言語症状が 認 

められる。 代名詞の反転とは、 " 私 " の代わりに " あ なた " と言っ 

たり、 他の人を指すのに " 私 " と言ったりすることであ る。 青年期 

になると、 " 私 。 、 " あ なた " など、 代名詞でⅠ 平 ぶのではなく 名前で 

言 う 傾向があ ることを、 Lee, Hobson, Chiat(1994) が報告している。 

代名詞の反転は 、 長ずるに従って 目立たなくなっていくが、 一生続 

くものであ る。 

聞いた単語、 あ るいはかつて 身にしたことばを 言 うェ コラリア ( 反 

響片語 ) は 、 話しことはを 獲得した自閉症 児の S5 拷に認められる 

(Schuler,P ㎡ :zant,1985) 。 かつて行動主義者たちは、 ェ コラリアを好ま 

しくない自己刺激行動と 捉えていたが、 現在では、 コミュニケ - シ 

ョン手段であ り、 言語発達を促す 大切な要素だと 考えられている。 

「即時的エコラリア」は 、 耳にした語や 句をその場で 繰り返すため 

わかりやすいが、 「遅延エコラリア」は、 数時間ないし 数 ケ 用後に 

出現するため、 ェ コラリアかどうかということがわかりにくい。 テ 

訳註 

* 意味論 

片語学において、 統語や形態的特徴によって 伝達される   憩 昧を研究 

する分野 ( クリスタル・ D. 苦 、 杉ド ・， rW 「・紺野駅、 鵬 味戸 辮判 、 内村 占店 、 

1993) . 

* 語用論 
」語学において、 」謂を社公的交流で 用いる際の選択や 制限、 コミ 

ュニケーション 行動において、 柑ア ・に ザえる ・ ; 語の効宋などを 研究す 

る分野。 
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レビや 映画で聞いたことはを 繰り返すのも、 「遅延エコラリア」の 

一種であ る。 大人が忘れてしまったようなことはでも、 自閉症児は 

確実に覚えているし、 あ る会話場面で 耳にした、 ちょっとしたこと 

ばも繰り返して 言えるほどの 記憶力をもっているが、 場面や状況に 

そぐわないのであ る。 

  言語理解については、 固いとか字義通りだとか 言われる。 つまり、 

意味的な流れの 中で言語を理解することが 困難なのであ る。 この意 

味論的な理解の 障害は、 高機能自閉症者にとって 大きな問題となっ 

ている。 なぜなら、 高機能自閉症者は、 いろいろなことができるの 

で 何でも理解できると 思われてしまいがちだが、 実際はそうではな 

いからであ る。 見当はずれな 反応をするため、 言 う ことをきかない 

とかサボっていると 思われてしまうが、 本当は言われていることが 

理解できないのであ る。 

語用論的側面 

社会的言語や 語用論的障害は、 いつも指摘される 問題であ る 

(Tage 旺 Flusberg, 1989) 。 ことはのあ る自閉症者の 会話は、 かなり 偏 奇 

している。 的外れな話題について 事細かに、 しかも何回も 繰り返し 

て 話したり、 突然話題が変わったり、 他の人の話題を 無視したり、 

会話がちぐはぐになっても 取り繕うことができないなどであ る。 

やたらと細かいことばかりにこだわるというのは、 自閉症者の会 

詣 でよく見られる 特徴であ る。 例えば、 日付，年齢・ 住所・電話番 

号をしつこく 聞いたり、 旅行の話をしているときに 山の高さは何フ 
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イートか 、 メートルで言うとどのくらいかなどと 質問したり、 久し 

ぶりに故郷に 帰った話をしていれば、 どこで生まれて 誕生日は何月 

何日だというようなことにこだわってしまい、 会話の流れを 止めて 

しまうのであ る。 

一つの話題を 何度も繰り返すということもよく 見られる。 自閉症 

者の興味は偏っているため、 会話の相手を 辞易させてしまう。 バス 

や飛行機や電車の 時刻表の話しかしないこともあ る。 話題は奇妙だ 

が 、 自閉症者の単一思考がよく 表れている。 

あ る人が提供した 話題を独占してしまうこともよくあ る。 そして、 

他の人たちが 話したいことや 興味をもっていることがわからずに、 

勝手に話題を 変えてしまったりする。 会話が成り立たなくなったと 

き、 健常な人ならなんとか 取り繕お う とするものだが、 自閉症者は 

そういうことができない。 自分の特殊な 興味だけしかわからず、 周 

りがみえないということが、 自閉症者の大きな 特徴であ る。 

Tager-Flusberg(1993) は、 自閉症者は、 社会的会話の 暗黙のルール 

がわからないのだと 言 う 。 自閉症者は、 他人が自分とは 違 う という 

ことが理解できないのであ る。 社会的な会話のルールを 理解したり、 

他人の興味を 理解したりできないところに、 語用論的問題があ る。 

2  情動の表出と 理解 

HobSon(1992) は、 自閉症者は人の 感情を受け取ったり 理解したり 

することが困難で、 これが言語障害以上に 大きな障害だと 述べ、 こ 

のことを明らかにするためにいくつかの 実験を行なった。 自閉症 児 
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に 何枚かの顔写真を 見せると顔の @; 口家 ではなく、 被っている 帽チ に 

よって分類したが、 同じ写真を同じ 1Q の精神遅滞 児 に見せると顔で 

分類したという。 また、 感情的な声を 聞かせて、 それに対応した 顔 

の写真を選ばせたところ、 やはり障害がみられたという。 これらの 

結果は、 自閉症 児 に視覚の問題があ るから起こるのではない ，なぜ 

なら、 自閉症 児は、 話しことばを 学習する双に 数字や文字を   覚えて 

しまうのだから‥ 

  方 、 自閉症 児 が奇妙な感情 表 ・現をすることもよく 知られている ， 

不安なときにゲラゲラ 笑ったり、 はっきりした 理由もないのに 泣、   

たりすることがあ る。 知的障害児 や 縫帯 児た 比べ、 自閉症 児は、 否 

定 的な感情表現をしたり、 状況にそぐわない 表現をしたりしやす レ       

目 が合ったときに は ほ笑んだり、 他の人が笑いかけたときに 笑顔で 

返すということは、 自閉症児ではあ まりみられない。 

ダウン症と比較して、 自閉症児は指示に 従って表情を 作ることが 

できないと、 № ve3and,Tuna 田 Kot0ski,Pearson,Brelsfold,orte 曾 on, 

Chen (1994) らが報告している‥表情をみてまねることはできるが、 

モデルがないとその 表情を作れないという。 

白閉 yd; 者の感情の f 宅解や 表 は，ほ ついては、 まだ ト 分にわかって い 

ない‥複雑に 交錯する人間の 感憤というものを、 自分自身も含めて 

理 僻することは、 自閉症者にとって 難しいことなのであ ろう．微妙 

な感情を表現できない 自閉症者は、 不安が強いようにみえる．表面 

に現れた感情が、 その底にあ る感情を必ずしも 反映していないこと 

もあ る   

憶
 

コ
 
Ⅰ
 

-
@
 

ま
 一
口
 

3
 

 
 

  

  

自閉症児の記憶には、 いろいろ興味深い 問題があ る。 よく注目さ 

れるのは、 機械的記憶の 側面であ る。 普通の人にはあ まり意味がな 

いと思われるようなバスの 運行 表 とか皇族の家系などを、 詳細に記 

，憶 していることがあ る。 また、 視覚的証，憶にも 優れていて家庭内の 

物品の配置がわずかでも 変わっていると、 すぐに気づく。 反面あ る 

側面には障害があ り、 Bouche 「と㎏ 而 s(1989) は、 自閉症者が同じこ 

  

  

  
  

とを何回も質問するのは、 前にも質問して 答えを聞いたということ 

を覚えていないからだろう、 と推測している。 また、 指示されたこ 

とに従えないのは。 行動に移す双に 忘れてしまうからではないかと 

も言われている。 自閉症者が機械的証，憶に 優れていることは 誰しも 

認めるところだが、 記憶の別の側面に 障害があ るということに 関し 

ては、 対象とした自閉症者の、 診断基準・方法論・ 結果の解釈など 

によって異なった 結論が出ている。 

2 年ほど前、 記憶研究の分野で 自閉症と健忘との 関係が話題にな 

ったことがあ る。 健忘の患者は、 正常な知能をもっているが、 側頭 

集中部や間脳，の 損傷により記憶の 障害を呈している。 自閉症者が 

正常な学習能力をもっていることを 除けば、 自閉症と健忘の 記憶障 

害が似ているという 研究者もいる。 自閉症と健忘の 比較は、 側頭葉 

を破壊したサルが、 自閉症に似た 症状を示すという 研究報告から 始 

まった ( 海馬と乳頭体の 損傷 )(Bacheva № r, 1994  ; Boucher, Warn@ngton, 
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