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　心 理 学
一

般 に つ い て み れ ば 、心 理 学 の 研 究 と い う もの

は 人 間 を対 象 と して 行 う も の と 当 然 の ご と く考 え られ て

い る。
一

方、行 動 分析 で は 、動 物 と入 間 の 行動 の 間 に 種

を 超 え た 連 続 性 を み と め 、特 に そ の 基 礎 研 究 に お い て は 、

実 験 の ほ とん ど は 動物を用 い て お こ な わ れ て きた 。 従 っ

て 、現 在 の 行 動 法 則 は 動 物 実 験 に よ っ て 打ち 立 て ら れ た

もの と言 っ て も 過 言 で は な い 。

　動 物 実 験 に よ っ て 確立 さ れ た 行 動 法 則 は、確 か に、応

用 行 動 分 析 と し て 現 実 の 社 会 に お い て 人 間 に 適 用 され、

そ の 有 効 性 が 実 証 さ れ て い る し、ま た 、ス キ ナ
ー

の 「Sc

ience　and 　Human　Behavior」　や 　「Verbal　Behavior」｝こ 見

られ る よ う な広 範 な 人 間 の 現 象 に つ い て の 説 明 に お い て

も一定 の 成 功 を 収 め て い る。

　 と こ ろ が 、皮 肉 な こ と に 、1960年 代 か ら始 ま っ た 人 間

行 動 の 実験的研究 は、実 験 室 の 中 で の 人 間 の 被 験 者 は 動

物 と同 じ行 動 を 示 さな い こ と を 明 らか に した 、そ の
一

例

は、特 定 の 強 化 ス ケ ジ ュ
ー

ル に 対 す る 反 応 で あ る 。た と

え ば 、FI ス ケ ジ ュ
ー

ル に 長 く さ ら さ れ て い る と動 物 は

典 型的 に FI ス キ ャ ロ ッ プ と 呼 ば れ る特 徴 的 な 反 応 を 示

す が、人 間 で は、、連 続 した 高 反 応を示 すか ある い は 低 頻

度 反 応 を 示 す か の ど ち らか に 分 か れ て し ま う。

　 こ の よ うな 問 題 を抱 え なが ら も、行 動 分 析 の 領 域 に お

け る 人 間 を 被 験 者 と した 実験的研究 お よ び 研 究 促 進 の ム

ー
ブ メ ン ト （JEAB，　 EAHB　 JournaD は、確 実 に 増 加 して

き て お り、Hyten　an．d　Reity（1992）は，JEAB に お け る

人 間 を 被 験 者 と した 基 礎 研 究 の 割 合 は 、 1990 年 代 中

に 50 ％ を超 え る だ ろ うと 予 測 して い る。

　 た だ 、こ の 増 加 傾 向 は 、必 ず しも 研 究 者 が 実 験 的 人 間

行 動 分 析 の 有 用 性 を 認 識 した か ら とい う こ とで は な く、

動 物 研 究 に 対 す る 社 会的 圧 力や 制 限 の 強化、あ る い は ま

た 、研 究 政 策上の 問題等 に よ る動 物 研 究 の 減 少 を 反映 し

て い る 面 もあ る．，従 っ て 、根 本 的 な 問 題 、す な わ ち、人

間 を 被 験 者 と した 基 礎 研 究 は 果 して 可 能 な の か 、とい う

問 題 は 未 だ 解決 さ れず に 残 っ たままで あ る。た だ し、こ

の 「基礎 研 究 」 とい う 言 葉 に は 2 つ の 意 味 を も た せ る必

要 が あ る だ ろ う．一
つ は、種 を超 え た 普 遍 的 な 行 動 法 則

を 構 築 す る た め の 基 礎 研 究、も う
一

つ は、人 間 独 自の 行

動 法 則を構築す る た め の 基礎研究 で あ る。

　 以 下 で は ま ず、実 験室 に お け る 動 物 と 人 間 の 行 動 の 違

い を も た ら して い る と思 わ れ る要 因 に つ い て 検 討 し、次

に 実 験的行動分析 に お い て 今後考慮すべ き問 題 に つ い て、

若 干 の 考 え を 述 べ る。

〔実 験 に お け る動 物 と人 間の 違 い の 源 泉］

1．言 語

　　　多 くの 筆 者 が 指 摘 して い る よ う に 、決 定 的 な 相 違

　　　で は あ る が、動 物 行 動 と人 間行動の 違 い を安易 に

　　　言 語 の 有 無 に 帰 す 風 潮 は ど うだ ろ う か。

2 ，履 歴

　　　こ れ も 人 間 に よ る 基 礎 研 究 を難 し く し て い る 大 き

　　　な 障 害 で あ る。履 歴 に よ る variabi ［ityの 統 制 は 、

　 　 　
一

般 の 心 理 学 で は 多標 本 に よ る統 計 処 理 で 行 っ て

　　　い る 。一事 例 デ ザ イ ン に よ る 研 究 は 可 能 だ ろ うか。

3 ．

　 こ れ ら の 違 い に、

同 じ結 果 が 出 な い の は 当 然 か も しれ な い 。た だ し、

よ うな 違 い が あ る か らと い っ て 、動物実験 に よ る 行 動法

則 の 有 効 性 が 弱 め ら れ る わ け で は な く、か え っ て 、人 間

を 被 験 者 と し た 独 自 の 基 礎 研 究 の 必 要 性 に つ な が る もの

で あ る 。 刺激 等 価 性 や ル
ー

ル 支配 行動 の 研究 は 人 間 に よ

る基 礎 研 究 が 可 能 で あ る こ と を示 し て い る。

［こ れ か ら の 実 験 的 人 間 行 動 分 析 が 考 慮 す べ き 問題 ］

　 1 ，小 空 間 （実 験 室 ） か ら 大 空 間 （室 外 ） へ

　 2 ．微 視 的 行 動 か ら巨 視 的 行 動 へ

　 3 ．contingency か ら cont ［guity へ

　 4 ．非 言 語 行 動 か ら言 語 行 動 へ

　 5 ．個人 （装置対被験者）か ら社 会 （対 人 関 係 ） へ

　 6 ．個人 差 の 再発見

こ の よ う な 研 究 の フ レ
ーム ワ

ークの 移 行 は 、日 常 性 の 中

で の 生 々 しい 人 間 の 行 動 を 分 析 す る た め の
一

つ の 可 能性

で あ る。しか し、こ れ も こ れ ま で の 研 究 方 法 を 変 え た り、

実 験 的 統制 の 厳 密 さを緩 め な け れ ば で きな い と い う も の

で は な い と 思 う。人 間 を 理 解 す る た め に 実 験 的 行 動 分 析

が や らな け れ ば な らな い こ と は まだ 沢 山 残 っ て い る は ず

で あ る 。　 One　 button　 press 　 is　 worth 　 1000　 words ！

　 　 　 　 　 　 　 　 　 引 用 文 献

Hyten，C，，　＆　Reily，M．P，　（1992），　The　renaissance 　of

　 the　experimental 　analysis 　of 　human　behaviDr，　The

　 Behavlor　Analyst，　15，　［09−114，

実験環境

　 直 接 的 な 比 較 は 可 能 だ ろ うか。論 文 で は よ く動 物

　 実 験 の データ と人 間 の データが 同 等 に 扱 わ れ て い

　 る け れ ど も、実 験 環 境 に は 大 き な 違 い が あ る。

　　　  反 応 ク ラ ス の 相違

　 　 　   強 化 子 の 問 題 一確 立 化 操 作

　　　  定 常 状 態

　 　 　 　 　 　 　 さ ら に 系 統 発 生 的 な 相 違 を 含 め る と、

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 こ の

3
N 工工

一Eleotronio 　Library 　



The Japanese Association for Behavior Analysis(JABA)

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Assooiation 　for 　Behavior 　Analysis （JABA ｝

．
覧

喬 次 知 的 活 動 の 行 動 分 折
　 長谷川 芳典

（岡 山大学文学部）

　本 発 表 は ，思 考， 問 題 解 決，創 造 性 な ど
“
高 次 知 的

活 動
H

を め ぐ る 諸 問 題 を 行 動 分 析 の 見 地 か ら と ら え 直

す た め に 提 言 を 行 な う こ と を 目 的 と す る （こ こ で 対 象

と す る
”
高 次 知 的 活 tz　

’
に は 明 確 な 境 界 は な い が ，比

轍 弾 純 な 弁 別・見 本 合 わ せ な ど の 課 題，あ る い は 純

粋 な 言 語 行 動 な ど は 含 め な い も の と す る ．）．

1 ．高 次 知 的 活 動 に つ い て の 研 究 の 現 状

一
’
IQ が 20 も版 だ ， ℃ ○ 訓1練 は 創 造 力 を 高

　 め る
”

と い っ た 抽 象 的 か つ 包 括 的 な 一般 能 力 を 仮 定

　 す る に は 重 大 な 疑 義 が あ る．
・

種 々 の 計 量 心 理 学 的 研 究 に よ っ て ，高 度 に 分 化 し た

諸 能 力 間 の 相 関 は そ れ ほ ど 高 い もの で な い こ と が 明

　ら か に さ れ，　
”
包 括 的 な一

般 能 力
”

の 存 在 は 理 論 的

　に も実 用 的 に も は な は だ 疑 わ し い も の で あ る こ と が

　
は っ き り し て き た （Baer，1993．　 p．1−2．）．

・
科 学 的 で あ る と 印 象 づ け る た め の 方 便 と し て ， 自 ら

開 発 し た 訓 練 法 を 脳 の 一部 の 機 能 暢 蕚波 に 閲 連 づ け

　て 宣 伝 す る 事 例 が 多 い ［例 え ば ，　
”
右 脳 を 鍛 え る

　（品 川 嘉 也 〉
卩’
，　

凵
間 脳 を 鍛 え る （七 田 眞 ）

’「
，あ

　
る い は

」’
ミ ッ ドア ル フ ァ 波 を 出 す （志 賀一

雄 ）
”

］．
・こ れ ま で の 一

般 向 け の 創 造 性 開 発 に つ い て の 提 言

　
は ，抽 象 的 で 非 実 証 的 な も の が 多 か っ た ．一

例 を あ

　げ れ ば ，　
”
創 造 性 の 前 提 は 「問 題 意 識 」 で あ り，そ

　
れ は 「え ら い こ ・

っ ち ゃ 」 と い う 切 迫 感 と 「や る 気 」

　で 醸 成 さ れ る （日 本 生 産 性 本 部 創 造 性 開 発 委 員 会，

　197i）
”

な ど と と い う 表 現 が 見 ら れ る ．
・市 川 （1989，1993 ） が 提 唱 し た ，　

”
認 知 カ ウ ン セ リ

ン グ
H

は ，　
」’
主 と し て 「何 々 が わ か ら な く て 困 っ て

い る 」 と い う 人 に 対 し て ，認 知 心 理 学 の 「情 報 処 理

的 人 間 観 」 と，臨 床 心 理 学 で の 「カ ウ ン セ リ ン グ 。
マ イ ン ド」 と を 融 合 さ せ る こ と に よ っ て 、個 に 応 じ

た 指 導 を は か ろ う と す る こ と
”

で あ る と い う．わ か

ら な い 人 を わ か ら．せ る た め に ，果 た して 「醐 処 理

的 人 間 観 」 が 必 要 で あ る の か ，検 討 す る 必 要 が あ る．

2 ．行 動 分 析 学 的 な 考 え 方

一“
知 能

”
と い う言 葉 を 使 う こ と に よ 。 て ，

H

賢 い 行

動
”

と い う 分 類 的 記 述 が， 賢 さ を 示 す 行 動
・

と し、

　っ
”
賢 さ

H
と い う 実 態 を 暗 黙 の う ち に 仮 定 す る 記 述

　
に 変 わ り，さ ら に

惘
賢 さ に よ っ て 生 じ る 行 動

”
と い

　う繃 的 記 述 へ と 変 身 し て しま う獺 論 法 的 な 問 題

　 点 が あ る （並 木 他 ，1989，p．334．）．
・

ス キ ナ ー自身 は ．思 考 を あ くま で 行 動 と し て と ら え，

　行 動 に 先 だ っ て 思 考 が あ る と の 考 え を 否 定 し た．
’

ス キ ナ
ー

は ・思 考 過 程 澗 題 解 決，創 造 性 な ど に つ

　
い て ・靴 自分 の 立 場 を 表 明 し た だ け で あ り，翻
の 貢 献 は し て い な い と の 評 価 も あ る （Ri、h，11，．19

　 93，　p．139−150．），
『
行 動 分 析 的 な 見 方 が ア ブ ・

一
チ の し カ・た や 研 究 の 方

　向 性 に ど の よ う な 違 い を 与 え る の か を
“
乱 数 生 成

”

　行 動 を 例 と し て 論 じ る （長 谷 川 ，1994，pl42 −159）．
  言 語 的 教 示 に 頼 ら な い ，  行 動 の 結 果 に 応 じ た フ ，

　
一

ドバ
ッ ク を 与 え る ，  行 動 を 変 え る た め の 具 体 的

　方 策 を 提 起 す る （単 な る 解釈 に 終 わ ら な い 〉 ，な ど

　 の 特 長 が あ る ．

3 ．何 を め ざ す か ，
・“

わ か る
”

と は ど う い う こ と か ，行 動 的 に 表 現 し て

　 み る．

喫 際 的 腰 求 （た と え ば
昌’
幾 何 の 証 明 が で き る よ う

　
に な る に は ど の よ うな 訓 練 が 可 能 か

H
と か ，　

”
新 し

い ア イ デ ア を 生 み 出 す 力 を 高 め る に は ど う し た ら よ

い か
”

） に 答 え る 行 動 的 プ ロ グ ラ ム を 提 示 す る ．

　 　 　 　 　 　 　 　 　 引 用 文 献

Bae「・亅・（1993）・C・esti ・itr・・ nd ・di・ erg ・nt 　 tbi 。ti。g ，

　
A　tssk−specifi ・　 ・pPr ・s ・h・NJ ・ L… r ・ ・ d ・ E・1b、 um 　 A、 ， 。 、i、 t ， ，．

谿 川 芳歟 1994）滋 散 鰓 考 と 翁呼蹤 ・ 乱 粧 噺 動 の 鞭 要

　 因の 実 験 的 分析．翻 造 盤研 究 ，le，142−159．

酬 伸
『

（1989）・認 知 カ ウ ・ セ リ ン グの 鰓 と 展 開 ．心 騨 禰 ，
　 32，　421−437 ．

市 川 伸
『

（編 ） q993 ）・学 ffejtX69inh 　7 ン t・．y ン グ 冤 哩

　学 と 煮 淳の 距 た 虐 接京 ．ブ レ ー
ン 出版．

並 木 博
’
軈 方 哉 ・若 山 達 子 ・渡 ms 子 （198・）．知 能 、［，」、川 隆 ．

杉 本 助 男 （9 ） fidid・ifハ・ N − ・ 久 培 颶 ．、，．24，．，63．］．
日 本 生 灘 本 部 鵬 性 醗 委 員 会 （197D ，入 雌 と蠅 吻 覦 ．
　 日 本 生 産 性 本部 ，

Richelle・M・N・（1993）・e・S・∫ki… r ’R ・・PP． 。 i、、、．　 U．K．：

しav ・ e ・d・ E ・ lb … Ass。・i・tes ．　 PP．139．150．
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日 常 生 活 に お げ る 人 間 の 行 動 心 理 学

樋 口 義 治

愛知 大 学

、

百昌

1，

⊃

ilj9

　
丿

b

’

　 上 記 の テ ーマ に つ い て 考 え る た め に 、今 和 次 郎 の

「考 現 学 」 、 D ．モ
ー

リ ス の 「マ ン ウ オ ッ チ ン グ 」 、

そ し て 著 者 の 考 え る 「マ ン メ ジ ャ リ ン グ 」 と い う 考 え

方 を 紹 介 し た い 。

　 考 現 学 ： 彗 星 の よ う に 現 れ 、一斉 を 風 扉 し て 忘 れ 去

ら れ て い く。考 現 学 に つ い て は こ の よ う な 印 象 が あ る。

考 古 学 に 対 抗 し 、現 在 を 明 ら か に す る と い う 今 和 次 郎

の ね ら い は 現 在 に 通 じ る も の が あ り、今 で も と き お り

そ の 言 葉 を 目 に す る 。考 現 学 は 、考 古 学 が 先 史 考 古 学

と 歴 史考古学 と あ る な ら ば 、 考現学 に も 未 開 考 現 学 と

文 化 考 現 学 と あ る が 、考 現 学 は 主 と し て 文 化 考 現 学 で

あ り 、 も っ ぱ ら 現 代 の 文 化 人 の 生 活 を 対象 と し て 研究

し よ う と い う も の で あ っ た 。 こ れ は、今 和 次 郎 が 長 く

日 本 民 俗 学 の 柳 田 國 夫 の 弟 子 で あ り、今 が 都 市 の 民 俗

を や り た い と 言 っ た こ と か ら 柳 田 國 夫 と 喧 嘩 、 破門 さ

れ た と い う 経 歴 か ら も 、 今 和 次 郎 が 何 を ね ら って い た

か が 解 る の で あ る 。

　研究 の 方 法 と し て は 、採 集 と 統 計 で あ り、現 在 の 風

俗 に 直 接 ぶ つ か り 、 そ の 観 察 、 筆 記 、 ス ケ ッ チ 、 写 頁

な ど で 材 料 の 採 集 を や り、 そ れ ら を 収 集 す る こ と か ら

出 発 す る 。 そ し て 特徴的 に は 、 採集 あ る い は 統計 は い

つ も 生 活 し た ま ま の 状 態 で や る の を 原 則 と す る。 こ の

部 分 は 非 常 に 重 要 で あ り、今 回 の テ
ー

マ に 関 係 し て い

る。

　 マ ン ウ オ ッ チ ン グ ： エ ソ ロ ジ ー （行 動 生 物 学 ） は 、

K ．ロ
ーレ ン ツ を 中 心 と し て 、 主 と し て 動 物 の 本 能 行

動 を 対 象 と し て 、 そ の 体 系 を 構 築 し て き た 。人 間 の 本

質 を 学習 に あ る と 考 え る ア メ リ カ 型 行動 主 義 に 対 し て 、

む し ろ 人 間 の 可 塑 性 （学 習 ） よ り も 固 定 性 に 着 目 す ぺ

きで あ る と の 視 点 か ら 研 究 を 進 め 、多 くの 成果 を 発表

し て き た 。始 め 鳥類 、 そ し て そ の 他 の 動物 を 対 象 と し

て 、 最後 に 人間 に ま で 到 達 し た 。 人間 を 対象 と し た と

き 、 従 来 ヒ トの 行 動 を 扱 っ て き た 行 動 主 義 心 理 学 とぶ

つ か り 融 合 し た 。エ ソ ロ ジ ー
が 人 間 を 扱 う と き、特 に

ヒ a
一

マ ン エ ソ ロ ジ ーと よ ん で い る。人 間 の エ ソ ロ ジ

ー
を 研 究 し て い る 第

一
人 者 は ア イ ブ ル ーア イ ベ ス フ ェ

ル トで あ る 。 モ し て 、

一
般 向 け に 大 き な 反響 を 呼 ん だ

の が D ．モ ー リ ス の い う マ ン ウ t ッ チ ン グ で あ る。こ

の マ ン ウ ォ ッ チ ン グ と い う 考 え 方 が 著 者 の 言 う マ ン メ

ジ ャ リ ン グ の 直 接 の 引 き 金 で あ る 。 と い う よ り本 来 マ

ン ウ ォ ッ チ ン グ に は 、
マ ン メ ジ ャ リ ン グ 的 な も の も 包

含 さ れ て い る e そ の 意 味 で は 、何 も 仰 々 し く、こ と さ

ら マ ン メ ジ ャ リ ン グ な ど と 言 わ な くて も よ い の で あ る。

し か し 、マ ン ウ ォ ッ チ ン グ の 基 盤 は エ ソ ロ ジ
ー

で あ り 、

そ の 行動解釈 は 基 本的 に は 本 能 概 念 を 中 心 に 据 え る。

行 動 を ま ず 固 定 し た も の と し て 考 え る 。 と こ ろ が 、
マ

ン メ ジ ャ リ ン グ は 行 動 心 理 学 を 基 盤 と し て 、 行 動 解 釈

は 学習 を そ の 中心 に 据 え る 。 す な わ ち 、 行動 は 変化 す

る と い う 観 点 に 立 つ の で あ る。

　 マ ン メ ジ ャ リ ン グ ： そ の 特 徴 は 以 下 の ご と く で あ る。

  マ ン メ ジ ャ リ ン グ が 対 象 と す る の は 主 と し て 現 代 人

の 行動 で あ る

  方 法 的 に は、ア ン ケ ー
ト 調 査 で は な く、観 察 を 主 と

す る が 、単 な る 観 察 で は な く、対 象 と す る 行 動 を 実 際

に 数 え る 。

  日 常 生 活 場 面 で の 個 体 の 行 動 を そ の 対 象 と す る 。

  マ ン メ ジ ャ リ ン グ は 以下 の 3 つ の 総 称 で あ る 。

　 　 。マ ン ウ ォ ッ チ ン グ ： 見 て

　 　 ・ マ ン メ ジ ャ リ ン グ ： 数 え て

　 　 ・マ ン チ ェ ン ジ ン グ ： 変 え て み る

　 す な わ ち 我 々 は 、 日 常生 活 に お い て 人 間 の 行 動 を 観

察 す る こ と に よ り テ ー
マ を 得 て （マ ン ウ ォ ッ チ ン グ ）、

次 に 、対 象 の 行 動 を 数 え る （マ ン メ ジ ャ リ ン グ ） そ し

て そ こ で 得 ら れ た 法 則 が 確 実 で あ る か ど う か を 、 日 常

生 活 場 面 で 他 の 個 体 を も 使 っ て 、条 件 を 変 え て 生 じ る

か ど う か を 確 か め る （マ ン チ ェ ン ジ ン グ ）。こ の こ と

に よ り 、 マ ン メ ジ ャ リ ン グ が 達 成 さ れ た と い え る 。

　 今 回 の テ
ー

マ で あ る 、 　「人 間 行 動 の 分 析 」 の 基 本 は

現 に 生 活 し て い る人 間 が ど の よ う な 行動 を と る か 、ま

た そ の 行 動 に は 法則 性 が あ る か か ら 始 め る こ と が 必 要

で あ り、 そ の 法 則 の 基 本 は 学習 と考 え る 事 が 妥 当 で あ

ろ う。何 故 な ら 、 も ち ろ ん 本 能 行 動 を 持 っ て 我 々 人 間

は 生 ま れ て く る の で あ る が 、人 間 を 人 間 た ら し め て い

る の は、文 化 で あ り、学 習 行 動 で あ る か ら で あ る 。

　　　　　　　 　　文献

今 和 次郎 1971r 考 現 学 」 今 和 次 郎 集 　ドメ ス 出 版

O．モ
ー

リ ス 1987 「マ ン ウ オ ッ チ ン グ 」 藤 田 統 訳 小 学 館

樋 口 義 治 199Z 「マ ン メ ジ ャ リ ン グ 」 愛知大学 文学 諭 叢

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 第 豆00 輯
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発 達 に 障 害 を もつ 人 々 へ の 応 用 行 動 分 析 的 ア プ ロ ー チ
　　　　　　　　　　　　 そ の 新 し い 展 開 を め ぐ っ て

L 障 害 に 閲 わ る 人 々 の 現 状

　 こ れ ま で 本 報 告 者 は 、就 学 前 や 就 学 後 の 自 閉 症 や 精

神 遅 滞 男童 ・生 徒 を 中 心 に 閲 わ っ て き た 。そ こ で 「言

語 技 能 」 や 「ア カ デ ミ ッ ク ス キ ル 」 な ど の 指導 （例 え

ば 、渡 部 ・衛 藤．1992＞ や 地 域 生 活 技 能 の 指 導 （例 え ば 、

渡 部 ・山 本 ・小 林 ，1990）　を 行 っ て き た 。 そ こ で は 、発

達 障 害 を も つ 人 々 に 行 っ た 訓 練 効 果 の 般 化 と 維 持 の 問

題 に つ い て 関 心 を 払 っ て き た 。 ま た そ の 一方 で 、心 身

障 害 児 通 園 施 設 な ど で の 療 育 活 動 に 携 わ っ て き た （渡

部 ・
野 呂 他 ，1ggo）。

　 こ の よ う な 活 動 を 行 う な か で 、近 年 の ノ
ー

マ ラ イ ゼ

ー
シ ョ ン や 障 害 を も つ 人 々 の 自 己 決 定 の 論 議 が 盛 ん に

な さ れ る よ う に．な っ て き た と き、い くつ か の 点 に つ い

て 考 え る よ う に．な っ た。第 1 点 は 、先 に 紹 介 し た よ う

に 、こ れ ま で 障 害 を も っ 子 ど も た ち に 主 に 通 所 と い う

形 態 で 指 導 を 行 っ て き た。 そ し て 、指 導 プ ロ グ ラ ム を

計 画 す る と き に 母 親 等 の 意 見 を 参 考 し て き た が 、概 し

て 対 象 者 本 人 や 母 親 は 受 け 身 的 な 側 と し て 存 在 し て い

る よ う な 感 が あ っ た 。第 2 点 は 、年 齢 が 低 か っ た り、

他 害 な ど の 問 題 行 動 を も っ て い た り、障 害 の 重 く言 語

的 な 表 出 も
・
十 分 で な い 場 合 に 、彼 らの 意 志 決 定 を ど の

よ う に 導 き 出 し 自 己 実 現 の た め の 援 助 を 行 って い く の

か と い った こ と で あ っ た 。

　 　 　 　 　 　 　 　 渡 部 匡 隆

愛 知 県 心 身 障 害 者 コ ロ ニ
ー

発 達 障 害 研 究 所

　 　　　　　　　　　　2 ．応 用 行 動 分 析 の 訓 練 図 式

H ．注 目 す べ き 視 点

　 こ れ ら の 問 題 を 考 え る と き に 、次 の 2 つ の 流 れ に 注

意 す る 必 要 が あ ろ う。 第 1 点 は 、生 活 の 質 （QOL ）

の 行 動 的 定 義 に 基 づ い た 個 々 の 人 々 の 選 択 性 の 拡 大 と

い う 観 点 （望 月 ・野 崎 ．1993） と 、 日 常 環 境 下 で 行 動 が

成 立 し な か っ た 場 合 に 、 日 常 環 境 そ の も の を 訓 練 の 射

程 と す る と し た 応 用 行 動 分 析 的 な 訓 練 図 式 の 確 認 （山

本 ．1992）　で あ る 。

1 ．個 人 の 選 択 性 の 拡 大

　望 月 ら は 、生 活 の 質 と し て の 生 活 を、　「行 動 」 と い

う 個 体 と 環 境 と の 間 の 能 動 的 な 関 わ りの 集 積 と して 捉

え て い る 。 そ し て 質 を、　
昌’
個 人 そ れ ぞ れ に と っ て 正 の

強 化 で 維 持 さ れ る 行 動 の 選 択 性
一t

の 多 寡 を 示 す と し て

い る 。 ま た 、こ れ ら の 実 現 の た め に 必 要 な 条 件 と し て 、

行 動 の 選 択
’
匪 が 個 人 に 保 障 さ れ て い る こ と と し て い る。

　山 本 は 、 日 常 環 境 下 で の 行 動 の 維 持 と 般 化 の 問 題 を

克 服 す る た め に 、対 象 者 を 取 り 巻 く日 常 環 境 の 改 善 ま

で も訓 練 の 射 程 と しよ う と し た 。 こ れ ま で 、 日 常 場 面

で 行 動 が 成 立 （安 定 ） し な か っ た 場 合 、 主 に 対 象 者 の

問 題 に 帰 さ れ る こ と が 多 か っ た。 し か し な が ら、 日 常

場 面 で 行 動 が 成 立 し な か っ た 場 合 に 、 シ ミ ュ レ ーシ ョ

ン 訓 練 に よ る 日 常 環 境 で の 行 動 の 成 立 条 件 の 分 析 す る

と と も に 日 常 環 境 を 改 善 し て い こ う と し た の で あ る 。

皿．大 い な る 転 換

　 障 害 を も つ 人 々 や そ の 家 族 の 積 極 的 な 参 加 や、意 志

決 定 な ど の 問 題 を 考 え る と き に 、先 の 視 点 は 大 き な 意

味 を も っ て く る と 考 え る 。ま ず、障 害 を もつ 人 々 や そ

れ に 近 し い 人 々 は、正 の 強 化 に よ っ て 環 境 と の 関 わ り

を 保 障 さ れ た 存 在 で あ ろ う。 そ し て 、そ の 選 択 性 を 保

障 し、行 動 が 安 定 し な い 場 合 に 環 境 的 な 調 整 を 行 う も

の が い わ ゆ る 訓 練 者 や 指 導 者 で あ る こ と が 指 摘 で き る 。
そ し て 、応 用 行 動 分 析 的 ア プ ロ

ー
チ は 、 こ れ ら を 進 め

る た め の 方 法 論 と し て 確 立 し う る の で は な い か と い う

こ と で あ る 。

　 例 え ば、先 に 示 し た 通 園 施 設 で は 、 日 常 的 な 療 育 は

も ち ろ ん 、幼 稚 園 や 保 育 園 で の 統 合 保 育 、交 流 保
．
育 や

巡 回 相 談 、ま た は 個 別 指 導 に つ い て 通 園 施 設 の 指 導 A

が 、個 々 の 子 ど も た ち の 変 化 や 母 親 の 要 求 に 随 伴 し て

個 々 に 提 供 で き る よ う に 取 り計 ら っ て い た。 こ の こ と

に よ っ て 、個 々 の 意 志 決 定 や 選 択 性 の 拡 大 し、障 害 を

も つ 人 々 が 正 の 強 化 に よ っ て 維 持 さ れ る 存 在 に な る と

考 え ら れ る 。

　 つ ま り、今 後 こ れ ら の 観 点 に 沿 っ て 、発 達 に 障 害 を

も つ 人 々 へ の 訓 練 や 指 導 、並 び に 環 境 設 定 そ の も の を

再 構 成 す る 必 要 が あ る と 考 え る 。 も ち ろ ん 、こ れ ら の

た め に は 制 度 的 な 改 善 を も 考 慮 す る 必 要 が あ ろ う。 し

か し な が ら、も っ と も大 き な 改 善 は 、障 害 を も っ 人 々

や そ れ に 近 しい 人 々 は 、訓 練 を 積 極 的 に 利 用 す る 消 費

者 で あ り、訓 練 者 や 指 導 者 は 、 そ れ ら の 人 々 が 正 の 強

化 で 維 持 さ れ る よ う に 援 助 を 提 供 す る 役 割 の 確 認 で あ

る 。加 え て 、こ れ ら の 提 供 者 が 行 動 が 成 立 し な い 条 件

を 分 折 し 環 境 に 要 請 し て い く こ と で あ ろ う 。
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発 達 遅 滞 児 の 問 題 行 動 に お け る 機 能 分 析 の 概 要

　　　　
一 嫌 悪 手 続 き に よ ら な い 問 題 行 動 の 低 減

’

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 藤 　 原 　 義 　 博

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （上 越 教 育 大 学 ）

〈 問 題 行 動 に 対 す る 捉 え 〉

　 最 近 で は い わ ゆ る 問 題 行 動 や 不 適 切 ・
不 適 応 行 動 に

代 わ っ て
“
cha 工lenging 　 behavior ”

と い う用 語 が 用 い

ら れ る こ と が 多 い 。 こ の 用 語 は 、問 題 行 動 や 不 適 切 行

動 に 比 べ 比 較 的 ニ
ュ
ー

ト ラ ル で あ り、当 該 者 （治 療 者

や 教 師 な ど ） の 注 目 を そ の 行 動 が 個 人 に 属 す る も の と

一様 に み な す こ と の 代 わ り に 、自分 た ち が 解 決 す べ き

課 題 （chaLlenge ）と み な す 意 を 持 つ 。 そ の 我 々 に と って

の 課 題 と は、何 が 行 動 を 統 制 し て い る 環 境 要 因 な の か

を 知 る こ と で あ り、そ れ に よ って ど うす れ ば 我 々 が 援

助 し よ う と して い る 人 々 に よ り よ い 生 活 を も た ら す よ

う に で き る か を・知 る こ と で あ る （Repp．1993 ）。

〈 問 題 行 動 の 機 能 の 重 視 〉

　 問 題 行 動 に お け る
“
問 題

”
は 、個 人 の 生 命 や 健 康 に

及 ぼ す 影 響 の 外 に 、多 く は 他 者 を 中 心 と す る 環 境 に 与

え る 影 響 や 機 能 か ら 発 生 す る。 ま た、 そ れ が 問 題 行 動

の 強 化 ・維 持 要 因 と し て 機 能 す る 。 そ こ で 、問 題 行 動

の 理 解 や 対 処 に．は、 問 題 行 動 の 機 能 や 強 化 ・維 持 要 因

に 焦 点 を 当 て た ア プ ロ
ー

チ が 重 視 さ れ る。 こ れ ま で 、

こ う し た 視 点 に よ る 分 析 か ら、問 題 行 動 の 代 表 的 な 機

能 仮 説 と し て （］つ 正 の 強 化 仮 説 、（2）負 の 強 化 仮 説 、（3）

自 己 刺 激 仮 説 な ど が 提 出 さ れ 、ま た 、維 持 要 因 と して

（D 感 覚、（2）注 目、（3）逃 避 、（4）事 物 の 要 求 機 能 が 指

摘 さ れ て い る 、，さ ら に 、こ う し た 問 題 行 動 の 機 能 が 、
± t 　　　

コ
va 尸

コ
ミ ュ ニ ケ

ー
シ ョ ン 行 動 が 未 発 達 な 発達 障 害 児 に

と っ て 非 音 声 コ ミ ュニ ケ ーシ ョ ン 行 動 と し て 機 能 し て

い る こ と が 指 摘 さ れ て い る （Carr ＆ Durand ，1985 ）。

　 そ こ で 、問 題 行 動 の 低 減 に 向 け て 、こ う し た 個 々 の

機 能 や 強 化 ・維 持 要 因 に 対 応 し た ア プ ロ
ー

チ が 試 み ら

れ 、特 に 機 能 的 コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 訓 練 に 代 表 さ れ る

機 能 等 価 性 パ ラ ダ イ ム か ら の 介 入 が 成 果 を 上 げ て い る 。
〈 問 題 行 動 の 機 能 お よ び 維 持 要 因 の ア セ ス メ ン ト 〉

　問 題 行 動 の 機 能 や 維 持 要 因 を ア セ ス メ ン トす る 方 法

に は 大 別 し て 、（1）間 接 的 分 析、（2）記 述 的 分 析 、（3）実

験 的 分 析 の 3 つ が あ る。

（D 間 接 的 分 析 ：1 質 問 紙 に よ る 評 定 尺 度 で あ る MAS

（lotivation 　 Assessment 　Scale ）や 構 造 的 面 接 な ど の 間

棲 的 な 方 法 に よ る 機 能 の 推 定。

（2）記 述 的 分 折 ： ベ タ 記 録 、イ ン タ ーバ ル 記 録 、 ス キ ャ

ッ タ
ープ ロ ッ ト、マ イ ク ロ コ ン ピ ュ

ー
タ に よ る 分 析 な

ど、自 然 観 察 に よ
「
る 分 析 。

（3）実 験 的 分 析 ： 推 定 さ れ る 様 々 な 先 行 条 件 と 結 果 条 件

を 実 験 的 計 画 的 に 操 作 し て 機 能 を 分 析 す る ア ナ ロ グ ア

セ ス メ ン トや シ ュミ レ ーシ ョ ン に よ る 分 析。

　 問 題 行 動 の 機 能 や 維 持 要 因 を 査 定 す る 上 で 、（1）（2）

は 実 用 的 な 方 法 で あ り 仮 説 を 立 て る に は 有 効 で あ る が、

（3）で そ の 仮 説 が 検 証 さ れ て は じめ て 信 頼 性 ・妥 当 性 が

確 認 さ れ る。 そ こ で 、最 近 の 研 究 で は 、（D （2）（3）の 手

順 で 実 施 さ れ、そ の 結 果 に 基 づ い て 介 入 方 法 が 決 定 さ

れ る。 こ れ が
”
問 題 行 動 の 機 能 分 析 （functional 　 anal

ysis ）
”

と 呼 ば れ る ア プ ロ
ー

チ で あ る 。
〈 問 題 行 動 の 機 能 分 析 〉

　
”
問 題 行 動 の 機 能 分 析

”
と は 、機 能 的 ア セ ス メ ン ト

の 一
種 で あ り、問 題 行 動 の 生 起 に 闃 連 し て い る 環 境 要

因 を 同 定 し、 そ の 要 因 を 実 験 的 に 操 作 す る こ と に よ っ

て 、そ の 要 因 と 問 題 行 動 と の 機 能 的 な 関 係 を 明 ら か に

す る こ と で あ る （ArndDrfer ＆ Miltenberger ，1993 ）。こ

れ は、　「な ぜ そ の よ う に 行 動 す る の か 」 の 答 え を 環 境

要 因 に 求 め 、そ の 要 因 操 作 に よ っ て 問 題 行 動 の 生 起 を

制 御 し た と き に 初 め て そ の 答 え を 得 た と す る 、行 動 分

析 の ア プ ロ
ー

チ そ の も の と 言 え る。

〈 機 能 分 析 的 ア プ ロ
ー

チ の 問 題 点 〉

　 現 在 、機 能 分 析 の 定 義 や 理 論 的 基 盤 お よ び 方 法 論 が

一
貫 し て お ら ず 、そ の 信 頼 性 ・妥 当 性 に 問 題 を 残 し て

い る 。 ま た 、問 題 行 動 が も つ 複 雑 な 複 数 機 能 を 査 定 す

る に は 限 界 が あ る。 さ ら に 、研 究 レ ベ ル か ら 臨 床 レ ベ

ル へ の 移 行 を 進 め る 上 で 、多 大 の 時 間 と 労 力 を 要 し、

コ ス ト 面 実 用 面 で 解 決 す べ き 問 題 が 多 い 。
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NDRA 技 法 の 発 展 可 能 性

　　 内　田 　一　成

（柬京 成 徳 大 学 人 文 学 部）

　 【NDRA と は？ 】　NDRA （拮 抗行動 の 自然 的

分 化 強 化 ：natural 　 differen 七ial　 rreinforcemen 七 〇f
al 七ernative 　 behavio 「〉 は，　自然 的 感 覚 ・知覚 強化

刺 激 に よ っ

1
て 統 制 さ れ て い る 行動 症 状 を 適 応 行 動 に

変 換 さ せ るた め に 開 発 ・
発展 さ れ た臨 床技 法 で あ る

（Rincover　 etal ．，lt979；内 田 ， 1986 ， 1987 ，1988 ，1989 ，

苴990 ，1993）。臨 床 指針 は
“

感覚 ・知 覚 消 去 に よ っ て

標 的行動 の 自然 的 感 覚 ・知覚 強化 刺 激 を 検 出 し ， そ

れ と 同 種 類 の 刺 激 事象 が 自然 に 随 伴 さ れ る 適切 な 拮

抗行 動 の 出現 機会 1を設 定 す る
”

と い う こ と で ， こ れ

に は 十 分 な 信 頼 性 が 確 認 さ れ て い る （内 田 ，1989）。

　　【自然 的感 覚 。知 覚 強化刺 激 の 検 出 法 】　記 述行

動 分 析 に よ っ て 標 的行 動 に 随 伴 し て い そ う な 自然 的

感 覚 ・知 覚強化刺 激 種 を 推定 し ， そ の 随伴 が な さ れ

な い よ う な 消去条 件 を 設 定 し， そ の 検 出 を 行 う。強

化 刺 激 種 を 特 定 し 難 い 場 合 に は 複数 の 感 覚 。知 覚 消

去条件 を 交 互 処 理 計 画 法（a 随 erna 斜 ng 　 trea 七ment

design ）に 組 み 込 む と よ い。　 こ こ で 注 意 し な け れ ば

な ら な い こ と は 消 去効果 を 罰 的効 果 や 特 殊 な DRO

効 果 と 混 同 し な い こ と で あ る。標 的 行 動 の 範 晴 な ら

び に 行 動 型 ご と の 推定 随伴 事 象 と そ の 遮断 方法 の 概

要 は Table 星に 示 し た通 り で あ る。
Table　1　自醐 覚 ・知 鬪 盥 化靼蠍 の 咄 右法とNDRA 手続きの 娵

　 範 疇 　 　 　 行 艶 型 　 　 　 　 　 　 va定 随 伴 甲 象 と そ の 9UZ 方 法

・
至
〜
し

匡「
；

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
「
「
．

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4
ン を 示 す か ， 遮蔽 物 や 当 該 事 物 の 前 を 素通 り し た り ， ｝　 1

全 く 別 の 場 所 に 座 る ）。

　 【NDRA の 適 用 】　 標 的 行 動 の 自然的 感 覚 ・知 　．1

覚 強 化刺 激種 が 検 出 ざ れ た ら ， 次 の 指 針 に 従 っ て 適 　　　高

切 な 拮 抗 行 動 を 選定 す る。  標 的 行動 と 同 種 類 の 自　 lt　 に

然的 感覚 ・知 覚強 化刺 激 が 随 伴 さ れ 得 る 適切 な 社 会 　｝　 と

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ，1
的 行 動。   発 達 水 準 な い し は 行 動 水 準 か ら 見 て，容　 11i　　等
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 E

易 に 形成 可能 で あ る 適 切 な 社 会的 行動。 　　　　　　　　　 こ

　標 的行 動 の 範 晴 な ら び に 行 動 型 ご と の 随 伴 事 象 に 　　　 う

対 応 し た NDRA の 選 定 拮 抗 行動 の 概 要 は Tablel

に 示 し た 通 り で あ る。 拮 抗 行 動 の 形 成 方 法 は 通 常 の

獲 得 促 進 技 法 と し て の 不 連続 試行 法 に よ る が， ND
RA の 臨 床 的 基 礎 研 究 段 階 の 現 在 に あ っ て は NDR

A の 純 粋 効 果 を 看 取 る た め 1自 発反応 が 生起 し た 時

点 で 人 為 的 に 無強 化 事 態 に し て い る。 こ の 段 階 で は

NDRA 事 態 を 全 生 活 状況 に 拡 張 し た り ， 拮 抗行 動

の 高 次 化 を 図 っ た り す る 種 々 の 変 法 が 可 能 で あ る 。

　 【NDRA の 臨床効 果】　 こ れ ま で の 適 用 例 で は

速 効 性 ， 行 動 変換 効 果，効 果 の 持 続 性，刺 激 般 化 効

果 ，反 応 般 化 効果 に お い て 従 来 の 行 動療法 技法 に は

認 め 難 い 卓越 し た 臨 床 成 績 が 得 ら れ て い る。 こ の う

ち 卓 越 し た 刺 激 般 化 効 果 は 自然 的 強 化 随 伴 性 が そ の

虱

月

そ

そ

・、

 ． ．
三

 
診

廴

建
5

き
江

NDRA に お い て 選 定 し た 拮 抗 行 助

る

る

る

る

せ

せ

せ

移

さ

さ

さ

行

行

行

び

走

走

走

飛

を

を

を

こ

如

題一
ー

輪

輪

力

番

三

三

グ

甌

て

て

ン

つ
つ
り

を

蹴

蹴

て

上

を

を

し

の

旅

球

回

：
を

子

り

り

輪

の

だ

だ

駆

　

　

　

亀

い

い

や

隠

漕一
た

を

を

パ

し

ル

ル
レ

ダ

ダ

転

列

ベ

ベ
回

配

項

璋一
ブ

カ

ンヤ

幅

輸

グ

ジ

ン
子の

三

三

り

亀

碧

荘

漕

智

萋
燕

を

を

を

罷

器
器

儡

助

髭
蠡

籔

籔

盃

小

　

　

　曽b

型

型

型

ー

、
、
、
部

d44

願

に

に

に

長

言
驫

突

突

突

二

入

入

入

睫

薯
轟

左

左

左

左

嶽

激

漂
楹鑼

讒
離

（

る

す

く

雛
緊

か

行

ち

そ

講
・

込

 
伺

し

グ

ネ

で

瑳

ン
髭

穴

て

 
鍵

指

ネ

を

れ

に

繋
・

ン

や

そ

た

　一
で

ビ

バ
手

し

」
レ

と

ら

ラ

転

ち

力

回

ば

潜

曽
一
ト

グ

ヤ
・

〃

チ

カ
ネ

テ

ク

ん

ピ

グ

ス．ヘ

カ

三

ビ

ン゜
ガ

カ

琴

〃

ビ

リ

木

フ

藍

欝

滑

用

険

装

装
野

　

を

を

を

を

器

器

袋

　

　

動

手

眼

勘瑤
篶

　

型

で

、
小

ジ

　

　

に

ン

テ

に

骨

ポ

カ

甲

突

ス

　

の

λ

に

ン

手

右

手

ハ
両

左

両

澂

戯

撤

面

　

鯏

朝

感

刺

刺

　

動

　

遅

覚
肉

覚

覚

　

筋

　

肢

視

上

聴

鯉

一「「「｝皿皿 「「　 …「「一・

鑼雛
一

　繍
面

面

場活

場

生

集

常日

作

着雄好蝿物炬勤齪に碗飼激刺触

一一　一・ 「一皿

加 

欝覊
砂

講
状

黥
覗

弸

糖
綬
辮

図

ra

翫

 

驢
拡

灘
ル

）一茜
桝

澱

口

典

邸

蛇

に

鷹

編
位

面

ド鰹
纏

常

常

ン厚砂鮓耽視

り
　

　

　

り驚
鵬

爪

横
註

‘

5

属

‘

恥
n　　
n

」
l　　　
n　
Lk

“

　

kC

　　．
I　
C

障
dIm

．
uI

．

yO

　

　巳

drDdD
　
I　　「」

b　
Pr

　
6

し

り

き

き

か

　
つ

す

振

つ

叩

指

腕

手

手

曙

鴫

 

05

慂

叩

即

即

IR

己
8r

“

吐

c

 
蹣
廿

何

貯

 

肱

「一幽

む咬を郎胆背手

性

性

性

一
＝

同の

同

同

斬

り

ひ

弔

序

序

用使

願

顛

・
閉

閉

齟

器
席

ロ

の

座

蛇

戸

黼搬

黼瞰

勘行傷目

蹴雕

廴

　常 同行動 や 自 傷 行 動 の よ う な 自然的 感 覚 強 化 統 制

下 行 動 の 場 合 に は そ れ ら の 生 起 頻 度 を 直接 測定 す れ

ぱ よ い が，同
一

性 保 持行動 の よ う な 自 然 的 知 覚 強 化

統 制 下 の 行 動 の 場 合 に は 検 出 条 件 問 の 等 価 性 を 考 慮

す る 必 要 が あ る （得点 2 ： い つ も と 同
一

の パ タ ーン

を 忠 実 に 再 現 す る か ，
パ ニ ッ ク を 起 こ し て 遮蔽 物 や

当該 事物 を 押 し 退 け よ う と し た り ， 叩 い た りす る。

…
　（中 略 ）…　得 点 1〕： 全 面 的 に い つ も と 違 う バ タ ー

決 定 因 に な る こ と， ま た 広 範 な 反 応般 化 の 様相 は N
DRA が 自閉症 の 行 動 機 構 を 原初 的な 自然 的 感 覚 ・

知 覚 強 化 統 制 か ら 社 会 的 強 化統制 へ と布置 転 換 を 図

る 証 左 に な る こ と を 示 唆 す る。 他 症 状 へ の 汎 用 ，行

動 変換 後 の 布 置 転 換 過 程 の 検 証 が 今後 の 課 題 で あ る 。

　 【文 献 】　 1993年筑 波大学 博 士 論 文 ， な い し は 拙

著 「自閉 症 児 の 常 同 行 動 に 関 す る 行動 病 理 学的 研究 」

（風 間 書房 ， 印刷中 ）に よ る 。
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　　行 動 的 問 題 の 動機 づ け と 反 応 間選 択
一

日 常 場 面 に お け る 逃 避行 動 を め ぐ っ て
一

大 石 幸 二 　 （筑 波 大 学 心 身 障 害学 研 究 科 ）

ノ た り ，

ζ・知

・て 適

｛の 自

」
社 会

，容

黙

囘

物

酌

照

塒

α

慟

乱
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轍

り う

鋤

N
，

図

行

る。

拙

究 」

1 ．逃 避 行 動 の 機能 分 析

　 1 ．機能 分 析 的 ア プ ロ ーチ

　 Durand （1990） や そ の 他 ，数多 く の 行 動 分 析 家 が 、

高度 の 深 刻 な 行 動 障 害 （ severe 　 behavior ρ roblem ）

に っ い て 、そ の 機能 に 注 目 し た こ と は ，画 期 的 で あ る

と 同 時 に 当 然 の 帰 結 で あ る と 言 え よ う 。以 降 、機 能 的

等価 ア プ ロ
ー

チ や 機 能 的 コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン 訓 練 は ，

こ れ ま で の 行 動 的 問 題 へ の ア プ ロ ーチ に と っ て 替 わ ろ

う と し て い る の で あ る 。

　 Durand （1990 ） や Durand 　 and 　 Cri 皿 mins （1992） の

動 機 づ け 評 定 尺 度 （mo 亡ivation 　 assessmen 亡 scale ： M

AS） で ．感 覚 （ sensory ） 以 外 の 諸 機 能 に っ い て は ．

そ の コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 機 能 が 比 較 的 簡 易 に 同 定 さ れ

る よ うで あ る 。本 稿 で は 、逃 避 （escu ρ e） に よ り動 機

づ け られ 、維持 さ れ る 行 動 に つ い て 検 討 し て み た い 。

　 Durand （tg90） は 、ア セ ス メ ン ト 手 法 に っ い て 、2

× 2 マ ト リ ッ ク ス を 用 い て 説 明 し て い る が 、大 石 ぐi11

ρ rint ） は 、　 MAS ．ABC チ ャ
ート、ア ナ ロ グ ・

ア

セ ス メ ン ト に よ り 機 能 分 析 を 行 っ て い る　　　　　　　　　　　　　　　　　 o

し か し．機 能 は 単 一な の か ？ 　あ る い は 複 合 的 な 機 能

を 有 す る 行 動 と 等 価 な 行 動 を ど の よ う に 同 定 す る か ？

と い う 問題 は 出発点 か ら つ き ま と っ て い る の で あ る 。

　 2 ．機 能 的 等 価 反 応 と 臨 床 的 ジ レ ン マ

　 逃 避 機 能 を・有す る 行動 は 必 ず し も 深 刻 な 行 動 障害 の

か た ち を と る と は 限 ら ず、む し ろ 日 常 環 境 に 卑 近 で 、

教 師 や 保 母 の 手 を 煩 わ せ て い る こ と が 多 い 。こ の よ う

な 軽 度 の 行 動 的 問 題 に 対 し 、機 能 的等価 ア プ ロ ーチ が

必 要 か 、に っ い て は 議 論 の 余 地 が あ る と こ ろ で あ る 。

　逃避 機 能 を 有 す る 代 替 行動 と し て 「分 か り ま せ ん 」

（亡ac 亡） や 「教 え て 下 さ い 」　（mand ） と い う反 応 型 を

機会 利 用 型 指
．
導法 （ incidental 亡eaching ） や 時 問 遅

延 法 （亡ime　delay　procedure ） を 組 み 合 わ せ て 、指導

す る。先 行研究 （ Carr　and 　Durand ，1985 ） で も 、自

験 例 （大 石 ，in　print ） で も ．置 換 （ reρlace） が 起

こ る こ と が 分 か っ て い る 。そ して 、当 初 の 行 動 的 問 題

の 抑制 も 実 現 す る 。と こ ろ が ，こ れ に よ り 課 題 難 度 （

t
’
ask 　difficrulty） の 制御 を 、効 率 的 に 行 う こ と は 、

時 と 場 合 に よ り ，か え っ て 難 し く な り ，あ く ま で こ の

行 動 の 動 機 づ け ・
維持 要 因 は 逃 避 に 終 息 し て し ま う。

こ の 種 の 問 題 に 関 す る 比 較 研 究 は ．ま だ 数 が 少 な い 。

ll．逃 避 行 動 の 動 機 づ け と 反 応効 率 性

　 1 ．反 応効率 性 と 反 応 間 選 択

　 Carr （1988 ） は ，反 応 間 の 機 能 的 等 価 性 に 注 目 し 、

効 率 性 （efficjency ） が 治療的 ア プ ロ ーチ の 「鍵 」 と

な る こ と を 示 唆 し て い る 。Horner ，　 Sprague ，　 O
’
Brien

．and 　 Heathfield （1990） お よ び Horner 　 and 　 Day　 q9
91） は ．こ の 効 率 性 を ．  身 体 的 努 力、  強 化 ス ケ ジ

ュ
ー

ル ．  反 応 一強 化 問 時 間 か ら 定義 し て い る 。実 際

効 率 的 で な い 反 応 は 個 体 に は 選 択 さ れ ず ．効 奉 的 な 告

価 ク ラ ス の 反 応 が 選択 さ れ る （Sprague　 and 　Horner ，

1992） 。 こ の こ と が 臨 床 的 に 問 題 と な る の は 、効 率 的

な 等 価 ク ラ ス の 反 応 が 、場 合 に よ っ て は 行動的 問 題 で

あ る 可 能性 が あ る か ら で あ る 。Sprague 　 and 　 Horner （

1992 ） の 研 究 で は 、ひ と っ の 行 動 的問題 を ブ ロ ッ ク す

る こ と で 、当 該 の 行 動 は 抑 制 さ れ る が 、等 価 反 応 ク ラ

ス に 属 す る 他 の 行 動 的 問 題 が 副 次 的 に 増加 し て し ま う

こ と を 検 証 し て い る 。ま た 、大 ff （in ρrint ） も 逃 避

行 動 の 減 弱 を は か ろ う と し て DRI 手 続 き を と っ た と

こ ろ 、標 的 行 動 の 減 弱 は 達 せ ら れ た も の の ，マ イ ル ド

な 逃 避 反 応 へ の 置 換 を 同 時 に 観 察 し て い る 。　（こ れ は

機 能 的 等 価 ア ブ ロ ー
チ で は な い ．）

　 2 ．随伴性 の 予 測 と 自 己 制 御

　非 言 語 の ケ ー
ス に つ い て 検 討 す る な か で 、と く に  

反 応
一

強化 間 時 間 に 注 目 し て 、結 果 に 対 す る 予 測 性 を

促 進 で き る よ う 努 め て い る 。こ の ア プ ロ
ー

チ は 、逃 避

行動 の 場合、逃 避 の 動 機 づ け ・維持 要 因 そ の も の を 除

去 で き な い か ．と い う 考 え に 根 ざ す も の で あ る。実 際

に は 、等 価 反 応 を 教 え る 替 わ り に 、強 化 ア セ ス メ ン ト

（ preference 　 identification ） と 強 化 事 態 と の 相 互

作 用 に モ ニ タ リ ン グ ・シ ス テ ム を 加 え て ．自己 制 御 を

促 進 す る も の で あ る 。

川．日 常 環 境 の マ ネ ジ メ ン ト と 維 持 ・
般 化

　最 後 に．日 常 場 面 を 視 野 に 入 れ た 場 合 に ひ と っ 厄 介

な 問 題 が 浮 か び 上 が る 。そ れ は 人 的 環 境 の 反 応効 率性

の 問 題 で あ る 。 等価 反 応 形 成 や そ の 行動管 理 の よ う な

非 嫌 悪 的 な 行 動 支 援 よ り も 、罰 的 対 応 の 方 が 効 率 性 が

高 く、日 常 の 人 的 環 境 は そ の よ う な 反 応 間 選 択 を 生 じ

や す い と い う こ と で あ る 。維 持 ・般 化 の 問 題 を 検 討 す

る た め に 生 態 学 的 検 討 を 今 後
一

層 進 め ね ば な ら な い 。
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発 達 遅 滞 児 の 問 題 行 動 に 対 す る 機 能 的

　　　 ○ 平 澤 紀 子

く新 潟 県 立 高 等 養 護 学 校 ）

1 ．は じ め に

　 伝 達 技 能 に 乏 し い 遅 滞 児 で は、問 題 行 動 が 非 音 声 コ

ミ ュ ニ ケーシ ョ ン 行 動 と し て 機 能 し て い る こ と が あ る 。

そ こ で 、問 題 行動 の 機 能 分 析 に 基 づ い て、 同 定 さ れ た

機 能 と 等 価 な 機 能 を 果 た す コ ミ ュ ＝ ケ
ー

シ ョ ン 行 動 を

形 成 す る 機 能 的 コ ミ ュニ ケ ーシ ョ ン 訓 練 が 提 唱 さ れ て

い る （Durand ，1990 ｝。そ の 成 果 は 、広 範 囲 な 研 究 で 一

致 し て お り、 問 題 行 動 へ の 非 嫌 悪 的 ア ブ ロ
ー

チ と し て

注 目 さ れ て い る 。 ま た 、機 能 的 コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン 訓

練 の 前提 お よ び 必 要 条 件 （Le ．，機 能 等 価 性、効 率 ） な

ど、そ の 理 論 的 根 拠 も 蓄 積 さ れ つ つ あ る 。

　 筆 者 は、課 題 場 面 で 問 題 行 動 を 生 起 さ せ て い る 遅 滞

児 に 対 し て 機 能 的 コ ミ ュニ ケ ーシ ョ ン 訓 練 を 適 用 し、

訓 練 効 果 を 追 試 す る と と も に 、 コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 行

動 の 伝 達 性 か ら、そ の 置 換 ・
維 持 条 件 を 検 討 し た （平

澤 ・藤 原 ，1993 ＞。本 報 で は 、 こ の 報 告 か ら、機 能 的 コ

ミ；ニ ケ ーシ ョ ン 訓 練 の 課 題 に つ い て 述 べ て い き た い 。

2 ．課 題 場 面 の 機 能 的 コ ミュ＝ ケ
ー

シ ョ ン 訓 練 の 概 要

　 ユ ）対 象 児

　 言 語 に 遅 れ を 持 ち 、課 題 場 面 で 問 題 行 動 を 起 こ し て

い た 発 達 遅 滞 児 2 名 。 S1 ： CA（9 ：1）、 言 葉 は 話 せ な い 。

つ ば は き、奇 声 な ど を 起 こ す。 S2 ： CA（4 ：10 ＞、単 語

は い く つ か 言 え る 。 大 声、 つ ば は き な ど を 起 こ す 。

　 2 ） MAS と 観 察 に よ る 問 題 行 動 の 機 能 の 推 定

　 MAS （Motivati ．Dn 　Assessment 　 Scale ；Durand ，199

0） に よ り 、 問 題 行 動 の 優 先 的 機 能 （  注 目 要 求、  嫌

悪 事 態 か ら の 逃 避、  物 や 活 動 要 求、  感 覚 ） を 推 定

し た。 そ の 結 果 、総 て に 逃 避 機 能 が 推 定 さ れ 、 S1 の

奇声 に は 感 覚 機 能 も 推 定 さ れ た 。ま た 、 問 題 行 動 は 難

し い 課 題 で 生 起 す る が 、援 助 が あ る と 生 起 し な か っ た。

　従 って、援 助 の 無 い 難 し い 課 題 が 嫌 悪 事 態 で 、そ こ

で 起 き て い る 問 題 行 動 は 逃 避 機 能 を 持 っ と 仮 定 さ れ た。

　 3 ＞ 機 能 分 析 場 面 1に よ る 問 題 行 動 の 機 能 の 検 証

　先 の 仮 説 を、正 答 率 40 ％ 以 下 の 難 し い 課 題 で 援 助 の

有 無 か ら な る 条 件 に ．よ り 、 条 件 交 替 デ ザ イ ン で 検 討 し

た 。そ の 結 果 ・ 逃 避 機 能 が 検 証 さ れ た。

　4 ）問題 行 動 と 機 能 的 に 等 価 な 反 応 の 決 定

　機 能 分 析 か ら、 両 児 の 問 題 行 動 は 難 し い 課 題 に よ る

嫌 悪 事 態 か ら の 逃 避 椴 能 を 持 つ と 分 析 さ れ た 。 ま た 、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　驚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　111
　　　コ ミ ュ ニ ケ ー

シ ョ ン 訓 練 　　　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旨

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 逵
　　 　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　 署
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

．
千

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 li
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 き
こ の 嫌 悪 性 は 援 助 に よ り低 減 す る と 仮 定 さ れ た 。 そ こ 1

で、援 助 要求 行 動 を 難 し い 課 題 に よ る 嫌 悪 性 を 低 減 す 1
　　 　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　 ｛
る こ と に 関 し、問 題 行 動 と 機 能 的 に 等 価 な 反 応 と し た 。

．’i
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 l
　 5 ）問題 行 動 と 機 能 的 に 等 価 な 反 応 の 形 成 手 続 き

　難 し い 課 題 で の 対 象 児 の 無 ・誤 反 応 生 起 時 に 、援 助 　．1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1
要 求 行 動 を モ デ リ ン グ か 身 体 的 介 助 に よ り 形 成 し た 。　 ｝

そ の 際 に 、援 助 要 求 行 動 の 生 起 に は 即 時 に 援 助 を 与 え、
：1

問 題 行 動 の 生 起 に は 援 助 を 与 え ず 課 題 を 遂 行 さ せ た 。　 1
　6 ）訓 練 お よ び 維 持 効 果 　 　 　 　 　 　 　 1
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ．哇

　両 児 と も 援 助 要 求 行 動 は 確 立 し、直 接 的 な 介 入 な し　i
・ 避 簾 を 持 つ 問 題 行 動 ・ 鰍 し た．感 覚 鯱 も紹
定 さ れ 騎 声 は 黻 し な か 。 た 。な お 、課 題 。 試 行 錯 ｛
誤 反 応 や 標 酬 ・ 援 腰 求 行 動 も 観 察 ・ れ ・． さ ら 。 、i
援 助 の 特 定 化 に よ る 伝 達 性 の 操 作 か ら、援 助 要 求 行 動

の 伝 達 性 が 援 助 の 誘 発、即 ち 強 化 効 率 を 規 定 し、訓 練

効 果 の 維 持 に 影 響 す る こ と が 示 峻 さ れ た 。

3 ．今 後 の 課 題

　 1 ） 感 覚 機 能 へ の 対 処

　 社 会 的 機能 に 感 覚 機 能 を 合 わ せ 持 つ 問 題 行 動 へ の 対

処 は 検 討 さ れ る 必 要 が あ る 。 逃 避 と 感 覚 機 能 を 持 つ 奇

声 は 消 失 せ ず、 こ れ は 援 助 要 求 行 動 が 逃 避 と 等 価 な 機

能 を果 た せ た が 、感 覚 機 能 を 果 た せ な か っ た た め と 推

察 さ れ た 。 本 パ ラ ダ イ ム か ら は、奇 声 に よ る 感 覚 と 等

価 な 感 覚 を も た ら す 器 具 な ど の 使 用 を 要 求 す る コ ミ ュ

ニ ケ
ー

シ ョ ン 行 動 が 考 え ら れ る が 、可 能 で あ ろ う か ？

　 2 ）波 及 効 果 の 分 析

　 問 題 行 動 の 低 減 だ け で な く、標 的 外 の コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 反 応 の 生 起 が 示 す よ う に 、 コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン

行 動 が 環 境 に 統 制 機 能 を 持 ち 始 め る こ と で 、新 た な 随

伴 性 が 生 み 出 さ れ る 可 能性 が あ る 。従 っ て 、問 題 行 動

と コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 行 動 の 機 能 等 価 性 と い う
一義 的

な 効 果 の 他 に 、そ の 波 及 効 果 の 分 析 が 必 要 で あ る。 こ

れ に は、複 数 の 反 応 群 の 査 定 お よ び 子 供 の 行 動 変 化 を

独 立 変 数 と し た 指 導 者 の 行 動 変 化 の 査 定 が 考 え ら れ る 。

　 3 ） 訓 練 分 脈 を 越 え た 置 換 と維 持

　 先 の 伝 達 性 の よ う に 、置 換 さ れ た コ ミ ュニ ケ ーシ ョ

ン 行 動 が よ り確 実 に 強 化 を 誘 発 す る の に 必 要 な 条 件 、

さ ら に 、誘 発 し な い 場 合 に は 問 題 行 動 が 強 化 さ れ な い

条 件 を、遅 滞 児 と 環 境 側 の 双 方 で 分 析 す る 必 要 が あ る 。

藁
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ワ
ー

クシ ョ ッ プ 　H

障 害 児 に お け る 機 能 的 言 語 行 動 の 成 立 条 件

実 験 室 的 研 究 の 成 果 と 今 後 の 課 題

そ こ

減 す

し た 。

き

援 助

た。

与 え 、

た 。

な し

も推

行 錯

ら に 、

行 動

訓 練

の 対

奇

機

推

等

つ

な

と

と

ミ ュ

，・？

ナ
ー

ヨ ン

随

動

的

こ

゜
工

　一
丁

　

戔

匕を

t る。

／　ヨ

卜、

企 画 ・司 会 　 加 藤 哲 文 （土 浦 短 期 大 学 〉

話 題 　 提 供 　 松 岡 勝 彦 （筑 波 大 学 大学 院 ）

　 こ れ ま で に、障 害 児 に 対 し て 様 々 な 訓 練 プ ロ

グ ラ ム や 訓 練 技 法 が 開 発 ・実 践 さ れ て き た が 、

と り わ け、言 語 行 動 に 着 目 し た 研 究 が 質 ・量 と

も に 充 実 し て き て い る。

　 前 回 の 行 動 分 析 学 会 第 U 回 大 会 に お い て 、
「 言語 行動 の 機 能 化 ・

般 化
・

自発 性 」 と 題 し た

ワ
ー

ク シ ョ ッ プ （企 画 者 ： 伏 見貴 夫 氏 ） が 開催

さ れ た が 、 こ こ で 討論 さ れ た 内容 は、   日 常 生

活場 面 に お け る 言 語 行 動 の 制 御 変数 の 同 定、  

そ の た め の 観 察 デ ー
タ の 蓄 積、  実験 的 行 動 分

析 に よ る 言 語 行 動 の
“
機 能 化

”
に つ い て の 再 構

成 な ど の 必 要 性 が 指 摘 さ れ た 。 こ れ ら を ふ ま え

て 、言 語 行 動 の 機 能 化 を 促 進 す る た め の 方 法 論

の 構 築 を め ざ し て 、 い か に し て 実 証 的 な デ ー
タ

を 提 出 し て い く か が 今 後 の 課題 と さ れ た 。

　 そ し て、 基 礎 的 ・実 験 的 ア プ ロ
ーチ の 必 要 性

と し て は 、   実 験 室 や 訓 練 室 で 得 ら れ た 知 見 は

B 常 場 面 の あ る べ き 環 境 を 先 取 り し た も の で あ

る （望 月 ，1993 ） か ら、環 境 場 面 の 不 備 を 指摘

す る 材 料 と な る、   障 害 児 へ の 指 導 方 法 の 確 立

や 貢 献 と と も に、単 に 有 意 義 な 治 療 技 法 を 生 み

出 す だ け で は な く、人 聞 の 行 動 の 理 論 の 基 礎 を

構成 す る （ホ
ー

ナ
ー ・ダ ン ラ ッ プ ・

ケ
ー

ゲ ル ，
1992 ） こ と が あ げ ら れ て い る 。

　
一一

方、障 害児 の 言 語 行動 に 関 す る 臨 床 的 研 究、

実 験 的 ・基 礎 的 研 究、　お よ び 理 論 的 研 究 と が 分

離 し て い る 現 実 も あ る。 そ れ ぞ れ の ア ブ ロ
ーチ

に 対 し て は 、 以 下 の よ う な こ と が 指 摘 さ れ て い

る 。  実 験 室 や 訓 練 室 で 形 成 さ れ た 行 動 が、 H
常 場 面 で 般 化 し な い こ と が 多 い 。   臨 床 場 面 で

の 研 究 は 、 明 確 な 方 法 論 の も と で の 行 動 の 相 関

分析 や 因 果 分 析 が な さ れ て い な い 。   実 験 的 研

究 と 臨 床的 研 究 を 包括 す る た め の 理 論 的 研 究 が

き わ め て 少 な い。

　 こ の よ う な 指 摘 に 対 し て 、基 礎 的 な 研 究 か ら

ア プ ロ ーチ す る 者 と し て は 、実 験 場 面 で 得 ら れ

た 知 見 の 日 常 場 面 へ の 汎 用 化 の 限 界、 日 常 場 面

を シ ミ ュ レ
ート化 し た 実 験 場 面 に お け る 環 境 刺

・井 上 雅 彦 （
’
兵 庫 教 育 大 学 ）

激 設 定 の 限 界 な ど の 問 題 点 を 解 決 し て い く 必 要

が あ る。

　 ま た 、障 害 児 の 教 育 現 場 や 実 践 現 場 で の 直 接

的 な 訓 練 や 指 導 だ け で は 、指 導 方法 や 技 法 の 洗

練 化 に は 限 界 あ る だ ろ う し、 訓 練 や 指 導 の 効 率

性 か ら い っ て も あ る 程 度 の 汎 用化 に 耐 え ら れ る

指 導 方 法 や 技 法 の 開 発 が 望 ま れ る と こ ろ で あ る。

　 そ こ で 、今 回 の ワ
ー

ク シ ョ ッ プ で は、実 験 室

的 に 障 害 児 の コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 行 動 の 成 立 条

件 を 明 ら か に す る 目 的 で 研 究 を 進 め て い る 2 名

の 話 題 提 供 者 よ り、実 験 的 研 究 に よ り 得 ら れ た

結 果、お よ び そ の 臨 床 的意 義 や 理 論 的 展 望 を 語

っ て も ら う。報 告 さ れ た 実 験 的研 究 を 足 が か り

に し て 、 フ ロ ア
ーか ら の 活 発 な 発 言 を 期 待 し な

ら、 こ の よ う な ア プ ロ
ーチ の 貢 献 度、 そ の 成果、

方 法 論 に っ い て の 課 題 に つ い て 検 討 し て い き た

い 。 そ の 際 に、 理 論 的 な 背 景 を も う
一度 確 認 し、

伏 見 ら （1993 ＞ が 提 案 し た よ う な 言 語 行 動 の 機

能 化 ・般 化
・

自 発 性 と い っ た 観 点 か ら も 検 討 し

て い き た い Q

［参 考 文 献 ］

伏 見 貴 夫 ・野 呂 文 行 ・加 藤 哲 文 （1993 ） ： 言 語
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自閉症生徒の 道具 に対す る要求言語行動の 獲得

　　　
一 機能的一

致 に基づ く代替道具の 要求 一

　　松岡勝彦

（筑波大学 大 学 院 ）

　 1 ．は じめ に

　　近年，発達障害 児 に 関 する 言語の 研究 は 要求 言語行

　動 （マ ン ド ）を中 心 に 数多 くの 報告 が な さ れ て い る 、

　しか しな が ら，こ れ まで の マ ン ドの 形成訓線 は，訓線

　者の 指示 に 従 っ て ，対象児が 「○ ○ を くだ さ い 」 と い

　う反 応を生起 さ せ る と い う，い わ ゆ る 御用学習場面を

　想定 し た もの が 多 く，対象児 自身 が 周 りの 状況に基づ

　
い て ，要求す べ き物品を特定化す る 反応 に つ い て は あ

　まり 検討 され て こ な か っ た．

　　
一方，機能 的 な マ ン ドの 獲得訓練 の

一
っ と し て ，状

　況 に 応 じ て 必要 と な る 「道 具 」 を要求す る 訓練 に つ い

　ての 報告が な され て い る （Sigafoos ，　 Reichle ，　and

　
Doss ； 1990な ど ）．Savage −Rumbaugh 　and 　Rumbaugh

　（1978） は ，チ ン パ
．
ン ジーを被験体 と し，道具 を要求

す る 場面 を 考案 して ，要求 反 応 の 客観的 判 定を可能 に

　 した ．

　 ま た ，障害児 ・者 が 柔軟 に 言語を使 用 で きな い ため

に ・自 傷 行 動 （S・h・・ed ・r ，　S・h・・ed ・。 ，　S。ith，。，d
Dalld・rf ・1978） や 攻 撃 f働 （T・lkingt 。n

，
　 H。11，

and　Altman ，1971）な ど の ような 不 適切 な 行 動 を起 こ

しや す い と い う こ と も 指摘され て い る （McQueen ，
Spence ・Garner

・ P・］eeira ，　and 　 Wi… r ，1987）．館

す れ ば，柔 軟 に 言 語を使 用 で きれば ，こ れ らの 不 適 切

行動 は 軽減 さ れ る 可能性 が あ る と 言 え よ う．

　そ こ で 本研 究 で は，柔 軟 な 言語 の 獲得 に 困難を示 す

自閉症生徒 1名 を対象に ，自 分 自身 が 周 りの 状 況 に基
つ い て ，必 要な道 具を柔軟 に 要求 で

’
き る よ うに 訓 練 を

行う．具体 的 に こ こ で は ，対象生徒か 最初 に要求する

道具 が な い 状 況 も設定 L ，そ の 場合 e・ は ，そ れ と機能
的 に 等 価 な代替道具 を要求可能 にな る よ う に 訓練 を 行

う．そ し て ，そ の 形 成に 必要 な 条件 を 明 ら か に す る こ

と を試 み る，

　
ま た ．実験場面 で 形 成 した 言 語行動 を 日 常 場面 で 機

能化 さ せ る た め の 応用的研究 の 必要性 が指摘され て し、

る 仙 本 ・1987） こ と か ら演 験 場 面 で 形 成 さ れ 斌
替道具 に 対す る 要求 反 応 の 般 化 の 言乎定 も行う．

II．方　法

　⊥蠍 対象生徒 は，communicative な 言語 の

使用 に 困 難を示す自閉症男子 生 徒 1 名 （小林 ， 1960の

教育的 診 断 基準 に よ り，自閉症 と の 診断を受 け た，以

下 S 君 と 略 称す る ）と し た．訓練開 始 時 の 生活年齢は

14歳 10か 月で あ っ た．ま た，精神年齢 は 新版田中 ビ ネ
ー
知能検査 に よ り 測 定 され ，5 歳 2 か 月で あっ た．

　2　　　
r
　

「
首　： Table　 1 に 示 し た 6 っ の 実験

刺激 及び 6 っ の 道 具 を 用意 し た．

Table　1 本研 究で 使用 され た実験刺激及 び 道具

「
亀」匸
§」醒．
ー．」［
是

｝
厚レ「
「

§
歴

凄．
」匹

羣
L
ヒ

’
P

じ．
　」
き

暑
くー
　

ー
ー
謇

孛

〜

ー

実験 刺 激 道　具

　　　　A ．キ ャ ラク ター入 り絵
セ ッ ト1　 B ．机上 にこ ぼ れ た水

　　　　C ，キ ャ ラ入 り絵 と 貼付 用 台紙

a ．は さ み
b ．ふ きん
c ，の り

　 　 　 　 D ．ダ ン ボール

セ ッ ト2　 E ．落書 き

　 　 　 　 F ．写真 と貼付 用 台紙

d ，カッ ター
e ・ア イ ツ ン ユ

f ．セ ロ テ
ー

プ

　 3　　　　 ベ ー
ス ラ　ン 〜プ ロ ーフ 2 　 ’1 ブ ロ

ッ ク は 12試 行 と し，1ブ ロ ッ ク中 に セ ッ ト1 の 道 具 を

要求す る 試 行，セ ッ ト 2 の 道 具 を 要 求 す る 試行 が 6 試

行ず っ ラ ン ダ ム に 配列 さ れ て い た．さ ら に 各 6 試 行中

3 試行 は 対象生 徒によ り最初 に 要求 さ れ る 道具 が あ る

試 行 （第 1 要求道具存在条件 ） で あり，残りの 3 試行

は そ の 道具 が な い 試 行 （第 ユ要 求道具 非 存在条 件）で

あ っ た ．

aslEtsagEEE
  教示者 は ，対象生徒 に 「

こ れ をロロ し て ね 」 と教 示

し，実験刺 激 を提 示 す る ，

  対象 生徒 は ，要求充足者 の と こ ろへ 移 動 し， 「OO
を く だ さ い 」 と道 具 を要求す る．

  要 求 充足者 は ， 「は い ，ど う ぞ 」 と 応答 し，対象 生

徒 に 道具 を渡す ．

  対象生徒 は，道具を受 け取 っ た ら，教示者の と こ ろ

へ 戻 り，指示 され た作業 を 行 う，

  教示 者 は． 「 じ ょ う ず に ロ ロ で き た ね J な ど と言語

的 賞賛 や 握 手な ど を随伴 させ る．
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1吾の

〕 の

以

1は
’
ネ

鑵 il 久 着 旦 　 冫

；験

ユ

一
ノ

ロ

を

試

中

る

行

で

一
下

こ）

E

5

亙
口

  ，  は第 1 要求道具 存 在条件 に 同 じ、

  要求 充 足 者 は ，　
「な い よ 」 と 応答 す る ．

  対象生徒 は ，　
「△ △ を くだ さ い 」 と 代替道具 を要求

する ．

  要求充足者 は ， 「は い ，ど う ぞ 」 と応 答 し，対象生

徒に 道具を渡 す ．

  対象生徒 は，道 具を受 け 取 っ た ら，教 示 者 の と こ ろ

へ 戻 り ， 指示 さ れ た作業 を 行 う，

  教 示 者 は ， 「じ ょ う ず に ロ ロ で きた ね 」 な ど と言 語

的賞賛や 握手な どを随伴させ る ．

⊥ L）＿meZL 　6 っ の 実験刺激 の 各 々 に 対 して 1 つ ず

っ 道具 を 要 求 す る訓 練 を 行 っ た ．

＿g22＿厘 1ラ　 ン ： 先述 した 手続きに 従 っ て ，ベ
ー

ス ラ イ ン の 測定 を 行っ た．代替 道 具 の 要 求 反 応 が 生 起

しな い 場合，訓練 1が 導 入 さ れ た．

　 3　 1JI　 1＿L セ ッ ト 1の 実験刺激 に 対 して 代替道具

を含む 複数の 道具 を使用す る 訓線 が 行 わ れ た．例 え ば，

キ ャ ラ ク ター・入 り絵に対 し て，は さみ と カ ッ ター
を使

っ て 作業する訓練 が 行われた．

」L4⊥ ヱ旦 二 血 ベ ース ラ イ ン と同様 ．

盥 誌 要求文脈 に お い て ，言 語 を用 い て 代替

道具を要求す る こ とが可能 に な る よ う に プ ロ ン プ トー

フ ェ イ デ ィ ン グ （prompt −fading）技法 を用 い て 訓練 を

行っ た．但 し，セ ッ ト1 の 実験刺激 に 対 し て 代 替道 具

を 含 む 複数 の 道 具 の 要求 を 訓 練 し た．

並
・プ 2 ： ベ ー

ス ラ イ ン と同様．

ーヱユ」投化ヱ
’
ロ
ープ ： 疑似 日常 （図 画 工 作 ）場 面 に お

い て ，こ れ ま で に 形 成 し た 代 替 道 具 の 要 求 反応 が 生 起

する か に っ い て 般化 ブ ロ
ーフ を 測 定し た．

する代替道具要求反 応 に っ い て は ， 訓練 2 の 導 入 後 は

4 ブ ロ ッ ク 連続 100％ の 正反応率 を示 し た ．

　般化 プ ロ
ー

ブ と し て疑似日常場面 に お い て，こ れ ま

で に 形成 した代替道具 の 要求反応 が 生起す る か に っ い

て 測定 し た，正反応率 は ，71％ （5／7）で あ っ た ．第 1

試行，第 2 試行 に お い て プ ロ ン プ トが なされたが，そ

れ以降 は 正 反 応が続 い た ．

　 （：）
　 　 　 　 訓

li罷
練

BASE 　　訓 　　PRO θE　1　訓 　　　@PROBE 　

　 　練　　　　 　

　 　　1 　　　　 　　2　
　
口
』O − e

R ［ −

  1

｢H

一 一一 一 H

皿 ． 結 　 果 　S 君の 正 反応率の推移を Fig ， 1
に 示

た ． ベ ー ス ラ イ ン 期 で は 2ブロ ッ ク と も に 50 ％ の正

応 率 で あ っ た， こ こでは， 代 替 道 具の 要 求 反応は

ら れな か っ た ． 訓 練 1 で はセ ット 1 の実験刺激 に

し て 代 替道具を含む 複数 の 道 具を使 用 する訓 練
を

っ た ． し か し ，プロ ー ブ1 期 では ベ ー スラ イン 期

同 様 ， 正 反応率 は 2 ブ ロ ッ クとも 50 ％ であ っ た ．

求 充足者による「ない よ 」 の 後 ， 代 替道

を要 求 すること はなか っ た， 　従 っ て ， 訓練 2 が

入 さ れ た ， 訓 練 2 では要 求 文脈 に お い てプ ロ ン プ

ー フ ェイ テ ィング 技 法 を 用 いて訓 縲 が行 われ た ，

ット 1 の実験 刺激 に 対し て 代 替 道 具 を 含 む 複数

道具
の
要
求に っ いて 訓 練が 行 わ れ た ， 　 フ ’ロ ー ブ

  ﾅ は t セッ ト 1 と セッ ト 2 の 全 体 で 第 【ブ ロ ッ ク か

，第4 フ ロック にかけ て100 ％の 正反 応 率を 示 し

．ま ， 末訓 練 の
セ

・
ソ

2 の 実 験

激 に 対 1 罷 H、＿＿ 晋 ／ ／ … フ ロ ッ ク

　　　　 　　

Fig ．1 　 S 君の正反応 峯 の唯 捗 IV ． 考 　 察

　 本 研究 の結果， 対象生徒 は 最初に 要求す る 道 具が な

い と きに は， そ れ と 機能的 に 等 価な 代替 道 具 を 要 求 す

るこ と が可能にな った ．セッ ト1 の 実 験 刺激に 対 し て

複数 の道 具 を使 用さ せ た 訓練1 の みでは ， 代 替道具 の

要 求 反 応 は生 起 し な かった ． しか し ， そ の後，要 求 文

脈に お けるアロ ン プ ト ー フェイデ ィング技法 を用 い た

訓 練2 を 導 入 す る こ と で ， 未 訓 練 の実 験 刺激 （ セッ ト

2 ） に 対 し ても代 替 道 具を含んだ 複 数の 道 具 の 要 求 が

可能に な った，この よう に 未 訓 練の刺 激 に 対 して も 代

替 道 具の 要 求 反 応 が可 能 にな った要 因と して，あ る 1

っ の刺激 に対して 2 っの道具を 使 用 した 結 果 ，それ ら

ﾌ 道 具間の機能 的 な 等 価関係が 成 立 し た こと （ 訓 練 1

さ らに要 求 文脈 で そ れら を 要

することが可能 に
なっ た こと（訓 練 2 ） が 考 え ら

る， 　 ま た， 般 化プロ ー ブで は ， 「 図 画 工作場 面

とい う 疑 似日常場面 を 設定し ，その場
面
にお け る 代

道 具 の 要 求 に っ いても検 討 を加 え た．そ の 結 果 ， 』

象生徒は か なり高 い 正 反応率 （ 71 ％）を 示 し た

こ の こ と は ， 代 替 道 興 の 要 求 を訓 練し

本研究

効果 を 少 な く と も あ る程度は 示す も の であ る と 考

られる． 謝 　辞 　 本 研 究 を行う に あ た り

指
導頂

き

した筑
波
大学 心 身 障 害 学系 の野呂文 行 先 生 に深く感 謝 致 しま す
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自 閉 症 児 に お け る 疑 問 言司質 問 に 対 す る 応 答 行 動 の 成 立

　　　　　　　
一3 真 刺 激 へ の 応 答 か ら 実 際 場 面 へ の 応 答 に 関 す る 予 備 的 検 討 ．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 井 上 雅 彦

　　　　　　　　　　　　　　（兵 庫 教 育 大 学 障 害 児教 育 実 践 セ ン タ ー）
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些厂｛
漣

F

歪−
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　 1．は じめ に

　　
「あ る場所 で第 3者 が何 か を 食 べ て い る 」 とい う状況

　の 中 で質 間者 の 指 さ しな しに 「何食べ て る ？」 「誰 ？」

　とい っ た質問に 適 切 に 応 答 す る ため に は、音声質問 と現

　前の 事 象の 両 者 に 注 目 し、現前の 事 象の 中か ら質 問者が

　要求 す る情 報 を選択 で きる こ とが 必 要 で あ る。 こ の よ う

　な応 答 行動を機能 的に 分 析 す る ため に は、音声質問 を 文

　脈刺 激 と した 条 件性条 件 性 弁 別 とい う随 伴 性 の 枠 組 み か

　らと らえ て い く必 要 が あ る （望 月 ・野 崎，1994）。小 川 ・

　井 上 ・藤 田 （1994） は 自閉 症 児 3 名を 含 む発 達 障害 児 4

　名 に 写真刺 激 に 対 して 「誰 」「何 」「ど こ 」疑 問詞 に よ る音 声

　質 問の 応答行 勁 の 指導を 行 い、未 訓練 の 他 の 写 真刺 激に

　対す る 般 化 に つ い て 報 告 した
。

　　しか し写真 刺 激 に お け る応 答 行動 の 成 立 は 必 ず しも実

　際場 面で の 応 答 行動 の 成 立 を保 証す るもの で は な い 。本

発 表 は小 川 ら （1994） の 研 究 に 参加 した 自閉症 児 3名 の

　うち実 際 場 面 で の 応 答 行 動 が 困難 で あ っ た H 児 に つ い て

　実際場面 に お け る 応 答 行動 の 成 立 に つ い て 報 告 す る 。

　2 ．方 法

　 蠍 ⊥ 養 護 学 校 小 学部 6 年 に 在籍す る男 子 生 徒、H

児 （CA・ll：OO，　］VA・3：10）。指導 開始 時 は 要 求 等に マニ
ュアルサ

インと コミュ ニケーションユイドを併用 して い た （現在 は 音 声 も併 用） e

　黜 盤 盤 「あ る 場 所 で 人 物 が 物品 を 扱

っ て い る 」 とい う人、物品、場所 で 構成 され た写 真 刺激

を 用 い 「誰 」「何 」「と
’
こ 」疑問詞 に よ る 音声 質問 が 行 われ た。

質問形 式 は 「動 詞→疑問 詞 」形 式 と さ れ た （例 ： 食 べ て るの

は 誰 ？）。指導 は 図 1に 示 した よ うに 、まず 「場所 」 「人

物」　「物 品」 の 要 素 写 真 1枚 が 提 示 され コミニ ュケーシヨンエイド上

の 図形 シ ン ボル 選 択 す る 前訓 練 が 行 われた （B ） 。 次 に

音声 質問 と 写真 刺 激 の 提 示 に よ っ て 要 素写 真を選択 す る

訓 練 が行 われ た （C ）。ただ し音 声質 問に 対 して は視 覚

プロ ン プ トが使 用 され 視 覚 プ ロ ン プ トは 後に 除去 され た 。
結果・標 的行動 の 表 出 が 可 能 に な P （D ＞、未 訓 練の 写

真刺 激 （B の み は指導され て い る ）も応答 可 能 とな っ た。

　齦 」1 るテ ス ト　BL テ ス ト　び プ ロ
ーブ

実際 場面に お い て 各 疑 問詞 質 問が 行 われ た 。 テ ス ト場 面

は 大 別 す る と 先 に 写真 刺 激 で の 指導を行 い 、写 真刺 激 で

は 応 答 が 可 能 な場 面 （写真 訓 練 刺 激 ） と構成 要 素 （「場

所 」 「人物 」 「物 品 」 ） は既知で あ る が 写真 刺 激 で は応

答行 動を指 導 して い な い 場 面 （未訓練 刺 激） 、 本人 の 行

為場 面に 対して質 問す る 場 面 （本 人 刺激） に 分けられ た 。

各刺激条 件 は そ れ ぞれ 4 〜5 場 面か らな っ た。

　「　 訓 　1　 に お ‘ る　　 T2 　・
図 1 の よ う

に 実 際場 面に お い て、質問 対 象 とな っ て い る実際場面 の

写真 刺 激を他 の 写真刺激 の 中か ら選 択 させ た （F ＞。

述

：1．
｝

表 1 実際場 面に 用 い られ た 刺 激 事 態

人　　物 品　場 所　　行為

A　写 真 訓 練

Al 写 真 訓練

A2 写 真訓 練
A3 写真 訓練

B　写真 未訓 練

Bl 写真未訓 練

B2 写真 未 訓 練

　 母

F 先生

　 母

　 母

N 先 生

1 先 生

0 先生
B3 写真 未 訓 練 （般化 ） N 先 生
B4 写 真 未訓練 （般化 ） 1先 生
C　本 人 刺激　　　　　　本人
C1 本人刺 激　　　　　　本 人
C2 本 人刺 激　　　　　 本人
C3 本人 刺激　（般 化 ）　 本人

ミカン　 階 段

ミ加 　 階 段

リ刀
“
　 階段

ミカン　 散髪 屋
パ ン　 自動 車

ウド ン 廊 下

ジ ュ
ー
ス　スーパ 一

バ ナナ　 階段

リンゴ 　 自動 車

バ ン　 階段
ミ加 　 　自動 車

バ ナナ　廊 下

リン1
”
　 散髪 屋

る

る

る

る

る

る

　

　
る

る

る

る

る

べ

べ

べ

べ

べ

べ

う

う

べ

べ

べ

ベ

ベ

食

食

食

食

食

食

拾

拾

食

食

食

食

食

B3，B4，C3は訓 練 後の み 評 価 を行 っ た もの

　 「　
−
II　 l　　に お 1 る　　　Tl 　T3 　 ．音声質

問 と 同時に 疑問詞 に 対応 した 応 答 カ テ ゴ リーの 写 真刺 激

3 枚を 追 提示 し、場 面 に 応 じた 写真 刺激を 選 択 させ た

（E ）。最初の 介 入 （T1 ） で は 5 場 面 中 1 場 面に 対 し

て の み、2 度 目の 介 入 （T3 ） に お い て は 2 場 面 に っ い

て のみ 行 っ た 。

　「 人 1 　 に お l 　 　 T4 　 「誰 」質 問 に 関

して 「本 人刺 激 」 4 場 面 中 3場 面に 対 して 直接訓 練 を 行

っ た 。

3 ．結果

　図 2 に 各刺 激条 件 に お け る正 答数 を示 した。

　
TI に 続 くプ ロ

ーブ 1 で は 「何」 に 対 して の みす べ て

の 刺激条件 で 正 反応 の 増 加 が 見 ら れ た。T2 に 続 くプ ロ

ーブ 2 で は 「写真 訓 練刺激」 の 正 答 は増加 した が、そ れ

以外 の 刺 激 条件 で は 正 答 は 「何」 に 対 して の み とな っ た。

また 未訓練 刺激の 2 度 目の 介入 （T3 ） 後 は、未介 入 で

あ っ た 2 場面 （B3，B4）に 対 して 、ま た 「本人刺激 」 の

「ど こ 」 に 関 して 正 答 が増 加 し た。T4 は 「誰 」質 問 に

つ い て 、 3 場 面 （C，　C1，　C2）の み 行 わ れ た が、その 後 の プ

屯
｛丁自

一 16 一

｛＝
賞
唾

琶

ー己
蕭
丁厂．
イ．‘
ぼ

』．
〜
曼
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一
乙

　

　

行

た

・
つ

ロ
ーブ 4 で は．未 介入 の C3に お い て も正 反 応 が 生 じた。

4 ．考 察

　 「写真訓練．刺激」 で は、実際場面 を 見本 刺激 と して 質

問対象 とな っ て い る 実際場 面 の 写 真刺激 を他 の 写真刺激

の 中 か ら選 択 させ る こ と で 実 際 場 面 で の 正 答 が増加 した。

「写 真訓 練 刺 激」 に 関 して は 写 真 刺 激 の 応 答 が 既 に 可 能

で あ っ た こ とか ら （D ）、実 際 場 面 と写真 刺 激 の
一
致関

係を形 成 す る こ と で （F ）、実 際場 面で の 応 答 （A ＞ が

可能 に な っ た と考 え られ る （図 1 ）。 「未 訓 練刺激」 で

は事 前 に 成 立 して い た の は B の み で あ り、音声質 問 と同

時に 要素写真刺 激 を選 択 させ る こ とで （E ） 、実際 場 面

で の 応 答 （A ） が 可能 に な っ た と考え られ る （図 1） 。

　 「写 真 訓練 刺激」 で の 介 入 （T2 ） 訓練 後、

「未訓 練刺激 」、　「本 人 刺 激 」 に お け る正 答 数 の

増加 は み られ なか っ た。 「未 訓 練刺 激」 「本人 刺

激 」 は矢 印 CI．　 D は テ ス トされ て お らず、こ れ が

未成 立 で あ っ た可 能 性 が あ り、こ の こ とが 刺 激 ク

ラ ス の 成 立 に 影響 した と も考 え ら れ る。

　また未訓練刺 激 の 2度目の 介入 （T3 ）後 は 未

介入 の B3，B4、　「本 人 刺 激 」の 「ど こ 」 に 関 して

正 答 数 が 増加 した 。 こ の こ とは B の み しか 訓 練 し

て い な い 刺 激 と 訓 練 さ れ た 刺 激 との 間に 機 能 的 刺

激 ク ラス が 形 成 された こ と を示 唆 して い る。

　本発表 は 写 真 刺 激 へ の 疑問詞 質 問に 対 す る応 答

行動 の 実 際 場 面 へ の 転移 に お い て 、実際場 面 の直

接訓 練 な しで 成立す る 方法 に っ い て 、い くつ か の

可能 性を 示唆 した。今 回 取 り上 げた疑問詞 質 問 に 対 す る

応 答 行動が 日常的な コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン の 中で 機 能 して

い くため に は 文脈刺激と して の 音 声 質問に 対す る さ らに

細 か な分 析 （語順 や疑 問詞 以 外 の 部 分 ）が 必要 と な る 。

また般化 に お い て も今 回 提示 され た よ うな 刺 激 ク ラ ス を

主 軸 に した訓 練の う ち どの ル ートか らの 指導が 効 率 的 か

検 討 して い く必 要があ る。

　本発 表 の 事 例 は 小 川 倫 央 氏 （岡 山障 害者 職 業 セ ン タ
ー

）

の 修 士論 文 の
一部 と して 行わ れ た もの を筆 者 が 加 筆 した

もの で あ る。
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発 逮 遅 滞 児 の 学 校 で の 課 題 場 面 に お け る 問 題 行 動 の 低 減

　　　　　　　　　　　　　　　
一教 師 と 子 供 の 双 方 の 伝達 行 勦 の 改 善一

　　　　　　　　　　　　　　　　　〇 平 澤 紀 子 　　　・　　藤 原義博

　　　　　　　　　　　　　　 （新 潟 県 立 高 等 養 護学 校 ）　　（．上 越 教 育 大 学 ）

　 1 ，は じ め に

　　学 校 に お い て は、教 師 の 指 導 的 要 求 が 子 供 の 行 動 を

　規 定 す る こ と が 多 い 。特 に 、教師 の 課 題 要 求 や 課 題 の

　難 し さ は 嫌 悪 刺 激 と し て 機 能 し．．子 供 は そ れ を 逃 避 ・

　回 避 す る た め に 問 題 行 動 を 起 こ して い る 場 合 が あ る。

　そ し て 、そ の よ う な 問 題 行 動 に 対 し て 教 師 は 課 題 を 中

　断 す る 傾 向 に あ り、結 果 と し て 問 題 行 動 を 強化 し、維

　持 す る 循 環 が 生 み 出 さ れ て い る （Carr 　 et 　 al ．，199D 、，

　
一一

方 、藤 原 （1993 ）は 、健 常 者 と 遅 滞 児 の コ ミ ュ ニ ケ

　
ー

シ ョ ン 特 黴 と し て 、音 声 言 語 が 主 な 健 常 者 か ら の 伝

達 に 対 し て 遅 滞 児 は 理 解 に 困 難 を 示 し、明 確 な 伝 達 技

能 に 乏 し い 遅 滞 児 に 対 し て 健 常 者 も 理 解 に 難 渋 し て い

る こ と を 指 摘 し て い る 。こ の こ と か ら、  教 師 の 課 題

要 求 が 理 解 あ る い は 遂 行 困 難 な た め に そ れ が 嫌 悪 刺 激

と し て 働 く、  明 確 な 伝 達 技 能 を 持 た な い 子 供 は 問 題

行 動 に よ っ て そ れ を 逃 避 ・
回 避 し、そ れ は 、問 題 行 動

を 強 化 し 維持 す る 教 師 の 対応 に つ な が る と 推 定 さ れ る c

　 従 っ て 、  教 師 の 課 題 要 求 を 明 確 に す る 、  子 供 に

問 題 行 動 に 替 わ る 明 確 な 伝 達 行 動 を 形 成 す る、  伝 達

性 を 高 め る た め に 物理 的 環 境 設 定 を 整 備 す る、 と い う

教 師 と 子 供 の 双 方 の 伝 達 行 動 の 改 善 に よ り、先 の 循 環

は 阻 止 さ れ 、問 題 行 動 を 低 減 ・防 止 で き る と 考 え ら れ

る 。 そ こ で 本 研 究 は、学 校 の 課 題 場 面 で 逃 避 機 能 を 持

つ 問 題 行 動 を 起 こ す 遅 滞 児 に 対 して 、教 師 と 子 供 の 双

方 の 伝 達 行 動 を 改 善 し、問 題 行 動 の 低 減 を 査 定 し た 。
2 ．方 法

　 1 ） 対 ．象児

　 普 通 小 学 校 情 緒 障 害 学 級 4 掌 年 に 在 籍 す る 10 歳 3

カ 月 の 精 神 遅 滞 男 児 で 、言 葉 の 教 室 に お け る個 別 指 導

場面 に お い て 問 題 行 動 を 頻 繁 に 起 こ し て い た。

　 言 葉 は 話 せ な か っ た ，前 年 に 課 題 の 援助 要 求 カ ード

の 使 用 や 写 真 に よ る 課 題 選 択 の 集 中指導 を 受 け て い た

が 、学 校 で の 使 用 機会 は な か っ た 。慣 れ た 場 面 で の 簡

単 な 言 語 指 示 は 理 解 で き た
。 津 守 式 発 達 検 査 の 結 果 は、

運 動 δ：9、探 索 3 ：G、社会 3 ；1、言 語 3 ；5、生 活 5 ；llで あ っ た。

　 2 ） 実 施 期 間 ・実 施 場．
．
面 ・教 師

’

　平 成 5 年 5 月 か ら 9 カ 月 間、小 学 校 に 併 設 さ れ た 言

葉 の 教 室 で の 、週 1 回 （4 。 分 ） の 個 別 指 導 時 間 に 指

導 者 1 名 が 参 加 し、担 任 教 師 に 対 し て 指 導 ・助 言 し た 。
担 任 教 師 は、 4 月 か ら 対 象 児 を 担 当 し た。

　　3 ） MAS に よ る 問 題 行 動 の 機 能

　　問 題 行 動 の 機 能 評 定 尺 度 （MAS ） を 翻 訳 し た もの

　に よ り、教師 に 言 葉 の 教室 に お け る 問 題 行 動 を 評 定 し

　て も ら い 、逃 避 機 能 を 持 つ か ど う か を 推 定 し た 。

　

　　

　
　

　 そ の 結 果 、い ず れ の 行 動 に も、逃 避 機 能 が 推定 さ れ

た。ま た、大 声 に は 要 求 機 能 が 、床 黒 板 叩 き や 反 復 的

発 声 に は 感 覚 機 能 が 併 せ て 推 定 さ れ た 。

　 4 ） 教 師 の 課 題 要 求 の 査 定

　 課 題 に 閲 連 し た 指 示 ・促 し を 課 題 要求 と 定 義 し た。
事 前 場 面 の ビ デ オ （40分、 3 セ ッ シ ョ ン ） に よ り、課

題 要 求 を   課 題 内容、  生 起 機 会、  課 題 要 求 の 総 頻

度 に 対 す る 音 声 指示 の 割 合 （％）、  指 導 場 面 の 物 理 的 環

境 設 定 （教 師 と 対 象 児 の 位 置 、教 材 の 位 置 、課 題 ス ケ

ジ ュ
ール 、課 題 量 ・遂 行 時 間 ） の 4 点 か ら 分 析 し た。

　 そ の 結 果、援 助 が 必 要 な 難 し い 課 題 が あ る
一方、課

題 要 求 機 会 は
一

定 し て お ら ず 、音 声 指 示 は 75％を 占 め 、
物 理 的 環 境 設 定 も一定 し て い な か った。

　 5 ） 対 象 児 と 教 師 の 双 方 の 伝 達 行動 の 改 善

　 明 確 な 伝 達 技 能 を 持 た な い 対 象 児 に は 、問 題 行 動 の

生 起 機 会 が 機 能 的 に 等 価 な 伝 達 行 動 の 指 導機会 に な り

K る 。そ こ で 、 MAS の 結 果 と 併 せ て 、各 問 題 行 動 の

生 起 時 の 先 行 ・結 果 事 象 の 記 述 分 析 に 基 づ き、問 題 行

動 と 機 能 的 に 等 価 な 指 導 目標 を 泱 定 し た。 そ の 際 の 技

能 と して 、使 用 経 験 の あ る 写 真 ・文 字 ・絵 な ど の カ ー

ド の 使 用 を、モ デ リ ン グ か 身 体 的介 助 に よ り形 成 し た 。

　教 師 の 課 題 要 求 は 、　「な に を 」　「い つ 」　「ど の よ う

に 」　「ど の 程 度 」 遂 行 す れ ば よ い の か を 明 確 に す る こ

と を 目 標 と し た。 そ し て 、物 理 的 環 境 設 定 の 整 備 や 対

象 児 が 使 用 し て い る 理 解 可 能 な 写 真 ・文 字 ・絵 カ ード

の 使 用 に よ り、課 題 の 開 始 ・遂 行 を 明 確 化 し た。

　実 施 した 改善手続 き （Table2 ） は 、問 題 行 動 の 増減

を 指 標 と し、各 ス テ ッ プ ご と に 変 更 を 加 え た。 さ ら に 、
ス テ ッ プ 3 の 終 了 2 カ 月 後 に 、同

一
教 師 に よ り未 介 入

の 教室 場 面 に お い て 維 持 を 査 定 し た。
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教師 の 課 題要求
機会 （技能）

対 象 児の 伝 達
機会 （伎能 ）

問題 行動の 生起

Table 　 2 教 師 と 対 象 児 の 伝 達 行 動 の 改 善 プ ロ グ ラ ム

介入前 ス テ ップ 1 ス テ ッ プ2 ス テ ッ プ 3

定 ・教師 と対 象 児 の 位 置は 非
一

定
・

スケジ ・
・ルか ドや 教材 の 位置 は非 一

定・スケジ ュ
ー
励 一ド と課題 の 対応が不 確 実・

課題量や遂行 時間が不明 確

・
教師 と対象児は 対 座
・位置 を固定
・写真訪 ジ ・一効 一ドの 使用・
教材 の区 分 、ク佇 一

の 使用

〉
〉

・難 し課題 （書 字 、金 銭）
・
自由課題 （絵、ブ ロ ッ ク）

＞

＞

易 しい 課題 付 加　　　　 ＞

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ＞（計算機 ）
＞

＞

焦 ・機 会 は一定せ ず、音声 のみ の指 示が
ほ とん ど

・準備 （写真を 提示 ）
・開始 （写真、教材 の選 択）
・遂行 手順（教材区 分 、配置 ）
・終 了 （教材区分配置 、クィマー）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 〉

○質問 に お しえ て カ
ー
ドを 使用

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 〉

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ＞

○禁止 を告 げ る × か ド を 使用

・指示 に対 す る課 題選択 （漢字 ガ ド） ・開始 〔写真、教材の選 択 ）・
難 しい 課 題 で　助 　、

　 （お しえて カード 〉

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 〉

・
　 助以 夕 の　求 カードを付加

＞

＞

○ コ ミ、ニケーン，ンプ ．ク

　 　 ・お しえ て か ド

　　
・
教材 カ

ー
ド

　　
・
電車方

一
ド

　　
・さんぽカ

ー
ド

O コミ、ニケ
ー
ン』ンプ 7 ク

　 　
・
お しえ て カード

　　
・教 材か ド

　　
・さんぽ か ド

　　
・かわ って か ド

斗 ’課 題 　氷 に ・す る　声 、　　 、他・遂 尸
　の 離席 （室　に あ るお も誠

　　 材を と ろ うと　る な ど）や

↓低減
↑遂

’一
　 の 離　 は 　ノ’増 口

（窓か ら　
’
車 を み るが ・加）

↓低 減

↓
一

部 を 除 き低 減

　 （指導者 の
六

替 を　求）
→変化な し

↓低減
↓一部を除 き低 減

　 （指導者の 椅子 に座 る）
一

変化 な し

・突発 的な床 や黒板叩き、反復的 発声 →多 少 、減 少 した セ7 ン・ンあ り

　 6 ） 結 果 の 処 理

　 ビ デ オ 録 画 を 基 に 、， 10 秒 イ ン タ
ーバ ル 単 位 に よ る

  問 題 行 動 の 生 起 率 （X ）、生 起 機 会 単 位 に よ る   カ ー
ド

の 使 用 率 （％）お よ び   課 題 遂 行 率 （X）を 算 定 し、介 入 前

後 お よ び 教室 場 面 で 比 較 し た 、、

3 ．結 果

　
一

部 を 除 き、対 象 児 の 問 題 行 動 は 低 減 し、 カ ードの

使 用 は 安 定 し て 高 か く、課 題 遂 行 は 増 加 し た。 ま た、
指 導 者 と 教 師 で 差 は な か ・ た。 さ 6e ：、 こ の 結 果 は、
来 介 入 の 教 室 場 面 で 2 カ 月 後 も 維 持 さ れ た （Fig．　D 。
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4 ．考 察

本 研 究 は・教 師 と 子 供 の 腱 の 不 成 立 力・課 題 場 面 の

問 題 行動 の 生 起 に 関 与 し て い る と 仮 定 し、双 方 の 伝 達

敏 善 し た ・ そ の 躱 ・一
部 を 除 き澗 題 行 動 は 低 減

線 は問題行動 とuaeeegに 鞴 と齪 され た コ ミ。ニ ケ ー
シ 。ン行動

　し、課 題 遂 行 は 増 え、 こ れ は 教 室 場 面 で も 維 持 さ れ た t、

　　こ の 結 果 は 、課 題 場 面 で 逃 避 機 能 を 持 つ 問 題 行 動 を

起 こ し て い る 遅 覯 に 対 し て は 、そ の 理 解 ・
表 出 レ ベ

　ル を 補 う よ う な 援助 が 有 効 な こ と を 示 し て い る 。

　　即 ち、本 報 で は、事 前 ア セ ス メ ン ト に 基 づ い て ，物

理 的 環 境 設定 や 補 助 的伝逮 手 段 に よ り、課 題 要 求 の 伝

達 性 を 高 め た ・ そ れ に よ ・て 、理 解 困 難 と い う 嫌 悪 事

態 は 低 減 し、不 必 要 な 混 乱 は 解 消 さ れ、課 題 遂 行 か 促

進 さ れ た も の と 推 察 さ れ る。

　
−t

方、対 象 児 に は 、機 能 分 析 の 結 果 に 基 づ い て 決 定

し た 問 題 行 動 と 機 能 的 に 等 価 な 援助 や そ の 他 の 必 要 な

要 求 カ
ー

ド の 使 用 が 与 え ら れ た。 こ の 伝 達 行 動 は 教 師
の 的 確 な 対 応 に つ な が り．対 象 児 は 問 題 行 動 に よ ら ず

に 環 境 を 効率 的 に 統 制 で き、そ の 結 果、問 題 行 動 は 低

減 した も の と 考 え ら れ る、、

　 こ う し た 改 善 は ，特 に 指導 的 要 求 が 多 い 学 校 に お い

て 、よ り確 実 に 問 題 行 動 の 低 減 ・防 止 を 目 指 す 上 で 有

効 と い え よ う。今 後 は 、実 施 の 容 易 さ の 面 か ら、教 師

の 伝 達 行 動 の 改 善 の 単 独 効 果 も査 定 さ れ る 必 要 が あ る。
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ビ デ オ テ
ー プ ・ フ ィ

ー ドバ ッ ク に よ る発達 障害児 の 注 目行動 の 改善
　 　　

゜

島 田 　茂 樹

（筑 波 大 学 教 育 学 研 究 科 ）

1 ．目 的

　 中 学 高 校 段 階 の 発 達 障 害 児 の 主 な 教 育 目 標 の
一

つ は 、
自 分 の 行動 を モ ニ タ ー

し 、自 己 制 御 す る 能 力 を 獲得 し

使 用 で き る よ う に さ せ る こ と で あ る。集団場 面 で 個 別

介 助 な し に 自 分 の 行 動 を 自 ら 制 御 で き る よ う に な る こ

と が 自立 へ の 重 要 な 1 ス テ ッ プ に な る 。

　 わ れ わ れ は 発 達 障 害児 の 社 会 的 行 動 を 改 善 す る た め

に プ ロ グ ラ ム を 開 発 し 、そ の 効 果 を 分 析 して き た。そ

の
一

つ と して 中 掌 男児 に 対 す る ビ デ オ 映 像 フ ィ
ー

ドバ

ッ ク に よ る 指 導 の 有 効 性 に つ い て の 示 唆 を 得 た （中 野

　遠藤 ・1986｝。最 近 の 報 告 （Ke・ n
−D ・nlap 　et 、 L ，19

92） で も ビ デ オ 映 像 に よ っ て 小 学 生 の 行 動 改 善 が 促進

さ れ た こ とが 報 告 さ れ て い る 。

　本 研 究 は 、中 野 ら （1986 ） の 研 究 を も と に 、ビ デ オ

映 像 を 用 い た 訓 練 が 、発達 障 害 中 学 生 の 行 動 に 及 ぼ す

効 果 を 実 験 的 に 分 析 す る と と も に 、ビ デ オ 映 像 を 用 い

た 訓練 手 続 き の 洗 練 化 を 図 る こ と を 目 的 と し た 。
2 ．方 法

（1）対 象 児 ： 発 達 障 害 の 中 学 生 2 名 が 実 験 に 参 加 した 。
い ず れ も 中学 2 年 （13歳 ） で 、基 本 的 言 語 技 能 を も っ

て い た が 、知 的 に は 中度 遅 滞 の 範 囲 に あ っ た （表 1 ） 。

爾

　H 男

子

ヒ

塑
・

♀

」蔓1　対 象 児 の 概 要

壅 ユ麺 ＝コ
13歳

（中 2 ）

i
．
3歳

⊥ 上 2 ｝
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　 1
　　　 佃 中 ビ丕二 ］

　 H 男 の 行 動特徴 は 、 「〜を や れ 」 の よ う に 相 手 に 命

令 的 に 言 う 、自 分 の 好 き な こ と だ け を 言 い 相 手 の 話 を

聞 か な い 、課 題 に ．集 申 で きず 頻繁 に ア ク ビ を す る 、聞

き 取 れ な い ほ ど の 早 口 で 話 す 、な ど で あ る。M 子 の 特

徴 は 、他 人 の 名 前 が 言 え な い 、他者 か ら の 質 問 に 「教

え て あ げ な い 1 「秘 ff　コ な ど と 言 い 答 を 回 避 す る 、着

席時 イ ス に 足 を の せ る な ど、で あ る 。

（2｝ 場 画 ： 大 学 の 臨 床 実 験 室 （約 4m × 8mx2 ．5

m ） に 小 規模 の 学 級 場 面 を 設 定 し、2 名 の 対 象 児 と 4

名 の 大 学生 の 生 徒 役 か ら な る 6 名 の 小 集 団 を編 成 し た 。
小 欒 団 活 動 は 、火 曜 日 と木 曜 日 の 放 課 後 、約 1 時 間 、

中 野　 良 顯
．

（」二智 大 学）

　1 年間行 わ れ た 。カ リ キ ュ ラ ム 内 容 は 、 「あ い さ つ 」

　
「今 日 の 予 定 の 説 明 と 質疑 J 「 勉 強 」 「ゲ ー

ム コ
「 お

　や つ 」
「

そ う じ 」 　「お わ り の あ い さ つ 」 だ っ た。

　〔3｝ 標 的 行 動 と 測定 方法 ： H 男は 、小 集 団 活 動 中 、肘

　を 机 の 上 に 1 き 手 の 平 で 頭 を 支 え る 、イ ス に ふ ん ぞ り

　か え っ て 座 る 、自分 の 腕 時 計 を 見 て 教 師 に 注 目 しな い、

　課 題 中 あ く び す る 等 の 行 動 を 頻 繁 に 示 し た 。M 子 は 、
机 に 突 っ 伏 す 、足 を イ ス に の せ る 、足 を バ タ バ タ さ せ

　る 等 の 行 動 を 頻 繁 に示 し た 。ま た M 子 は 教 師 の 教 示 や

　メ ン バ
ー

の 発 言 内 容 に 関 す る プ ロ ーブ 質 問 に 答 え られ

ず 集 団 過 程 の モ ニ タ リ ン グ の 低 さ が 見 られ た。臨 床 会

議 の 話 し合 い で 、H 男 と M 子 と も 小 集 団 活動 へ の 参 加

を 高 め る に は 、姿 勢 を 正：し集 団 過 程 の モ ニ タ リ ン グ を

高 め る こ と を 当 面 の 目標 とす ぺ き こ と が 決 定 さ れ た 。
そ こ で 良 い 姿 勢 を 2 人 に 共 通 す る 標 的 行 動 と し て 選 択

す る こ と に し た 。共 通 の 標 的 行 動 を 設 定 す る こ と は 、
相 互 に モ デ ル と な り 、ま た 自 然 に 競 争 と な っ て 学 習 が

促 進 さ れ る だ ろ う と 推 測 さ れ た 。良 い 姿 勢 の 定 義 と し

て 、イ ス に 座 り、教 師 、仲 間 も し く は 課 題 に 注 目 し、
両 足 を 床 に っ け 、手 を 膝 の 上 か 体 の 近 く に 置 き 動 か さ

な い 行 動 、と 定 義 し た。

　 小 集 団 活 動 中 の 2 名 の 反 応 は 、遠 隔 操 作 カ メ ラ で す

べ て ビ デ オ 録 画 し た。標 的 行動 の 査 定 は 、VTR の 映

像 の 再 生 に よ る 観 察 に よ っ て 行 っ た 。 測 度 と し て は 、
10 秒 間 全 イ ン タ バ ル 記 録 法 を 用 い 、セ ッ シ ョ ン 開 始

直後 か ら 5 分 間 の 2 人 の 反 応 を 査 定 す る こ と に し た 。

｛4⊃ 指導 の 手 続 き ： ビ デ オ ・
ブ イ

ードバ ッ ク に よ る 訓

練 は 、カ リ キ ュ ラ ム 内 容 中 の 小 集 団 活 動 中 の 「勉 Wt　1
の 時 間 に 「 テ レ ビ 学 習 ll と称 して 行 っ た 。 テ レ ビ学 習

の 手 続 さ は 、中 野 ら （1986） の 方 法 を 若 干 修 正 し て 適

用 した 。

　グ ル
ー

プ リーダ ー
は 事前 に 、前 回 ま た は 前 々 回 の セ

ッ シ ョ ン の 録 画 映 像 の 中 か ら 、教 材 と し て 適切 な 社 会

的 行 動 例 と不 適 切 な 社会的 行 動 例 を 2 〜3 場 面 選 択 し

て お く。教 材 と し て は 、H 男 と M 子 の 両 方の エ ピ ソ
ー

ドを 取 り 上 げ た 。教材 と して の 映像 は 、1 場 面 30秒 か

ら 1 分 程 度 の 長 さ に し た 。ど の セ ッ シ ョ ン に も 、適切

な 行 動 例 を 必 ず提 示 す る よ う に し た 。こ れ は 、不 適 切

な 行 動 例 の も つ 嫌 悪 性 を 弱 め る た め で あ る 。

　ビ デ オ テ ープ フ ィ
ー

ドバ ッ ク の 手続 き は 次 の 通 り。
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  教 師役 は
「こ れ か ら テ レ ビ 学 習 を し ま す 。今 H は 、

勉 強 の 時 の 姿勢 を 勉 強 し ま す 」 と教 示 す る 。  ビ デ ォ

の 静止 画 像 を 提 示 して
「 〜 君 、写 っ て い る の 誰 ？ 」

と 質 問 し 、画 面 に 登場 す る 人 々 全 員 の 名 前 を 言 わ せ る 。

  「☆ ☆ 君 の 座 り か た を 見 て 」 と 言 い 、モ デ ル と な る

べ き 人 間 と 行 動 を 特定 す る 。  静 止 画 像 を 駆 動 さ せ る 。

  H 男 か M 子 を 指 名 し 「こ の 座 り か た は い い か な 」 と

た ず ね 、そ の 行 動 を 自 己 （他 者 ） 評価 さ せ る 。  適 切

な 行 動 例 の 時 は 、参 加 者 全 員 で 社 会 的 強 化 を 行 い 、，次

の 場 面 へ 進 む 。  不 適 切 な 行 動 例 の 時 は 、 「 と う 座 る

と い い か な 、や っ て み て 」 と 言 い 、そ の 場 で iE し い 座

り か た を リ ハ
ーサ ル さ せ る 。   「 ど う 座 る と い い か な 、

ttiっ て ご ら ん 」 と た ず ね 、正 し い 座 り か た を 言 語 で 説

明 さ せ る 。   正 し い 座 り か た の リ ハ
ー

サ ル を 反 復 さ せ 、

過 剰 学 習 さ せ る 。  次 の 場 面 に 進 む 。

〔5 〕 実 験 条 件 ： 実 験 は 20セ ッ シ ョ ン 行 っ た 。ベ ー
ス ラ

イ ン （BL ） 段 階 （6 セ ッ シ ョ ン ） で も テ レ ビ 学 習 を

行 っ た が 、こ の 段 階 の ビ デ オ 映．
像 の 再 生 で は 対 象 児 の

不 適 WIな 座 り か た が 写 っ て も 、教 示 や 結 果 を 与 え な か

っ た 。ビ デ オ
・

ブ イ
ー

ド バ ッ ク 〔VF ＞ 段 階 （6 セ ッ

シ ョ ン ） で は 、上 記 の 手続 き に よ る 指 導 を 行 っ た。フ

a
・
ロ
ー

ア ッ プ （FU ） 段 階 （8 セ ッ シ ョ ン ） で は 、B

L 段 階 と 同 様 に テ レ ビ 学 習 を 行 っ た が 、BL 段 階 同 様 、

蛋 勢 に つ い て の 教 示 も結 果 も 与 え な か っ た。

3 ．結 果

　 図 1 は 2 名 の 対 象 児 に ビ デ オ
・

フ ィ
ードバ ッ

ク を適 用 し た 結 果 の グ ラ フ で あ る 。BL 段 階 で

の 標 的 行動 の 生 起 は 、H 男 が 平 均 34．3％ 、M 子

が 3 ．9％ だ っ た 。VF 段 階 で は 、H 男 が 5L3 ％ 、

M 子 が 72 ．0 ％ に ま で 噌 加 し 、こ の 段 階 の 最 援 2

セ ッ シ ョ ン で は：ほ ぼ IOO％ に な っ た 。　 FU 段 階

で は 、両 者 と も ほ 19100 ％ で 維 持 さ れ た 。

4 ．考察

　 ビデ オ
・

フ ィ
ー

ド バ ッ ク を 適 用 し た 結 果 、2

名 の 対 象 児 の 良．い 姿 勢 と 注 目行 動 は 著 し く改 善

さ れ た 。不 適 切 な 姿 勢 の ビ デ オ 映 像 例 の 単 な る

提 示 で は 改 善 が 見 られ な か っ た が 、行 動 例 を 選

ん で 自 己 観 察 さ せ 、良 い 姿勢 と 悪 い 姿勢 を 自 己

評 f面 さ せ 、さ ら に 行 動 リハ ーサ ル を 行 わ せ る こ

と に よ り、適 切 な 行勤 を 獲得 し維持 さ せ る こ と

が で き る よ う に な っ た。

　 M 子 は 、ビ デ オ フ ィ
ー

ドバ ッ ク 段 階 以 後 、机

の 上 に 手 を 出 し か け て す ぐ 引 っ 込 め る 行 動 を し

ば し ば 自 発 し た．。こ れ は 自分 の 行動 を モ ニ タ
ー

し 不 適 切 な 行 動 を 自 己 制 御 して い た も の と 推 測

さ れ る。

　 H 男 は 、テ レ ビ 学 習 で 目 分 の 不 適 切 な 行 動 が 複 数 例

取 り挙 げ られ た セ ッ シ ョ ン で 、か ん し ゃ く を 起 こ し グ

ル
ー

プ リ
ー

ダー
へ の 攻 撃 行 動 を 自 発 し た 。こ の エ ピ ソ

ードは 、中野 ら （1986） の 指 摘 す る よ う に 、不 適 切 な

行動 例 の 提 示 は 本 人 へ の 著 し い 嫌 悪 刺 激 と な る こ と を

示 す も の で あ る 。

　 ビ デ オ 映 像 を 用 い た 譲 練 の 臨 床 事 例 は 少 な い 。今 後、

さ ら に 実 験 的 検 討 を 加 え る 必 要 が あ る 。
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一
言語遅滞児 に おけるア イ ・ コ ン タ ク トの 形成訓練
　　　　　　O 呉 如惠
（慶応 義 塾 大学社会 学 研 究 科 ）

　発達 遅 滞児 へ の 系統的教 育を進展 さ せ る一
っ の ス テ

ッ プ と して、ア イ 。コ ン タ ク トの 確立 が 用 い られ る 。

ア イ ・
コ ン タ ク トが 確立 され る と、も っ と 積極 的 な プ

ロ グラ ム 、例えば、非言語、言 語 、さ らに 機能的言語

な ど の 模倣 へ 進 む こ と が で き る （llarris，1975）。

　そ こ で 、本研究 は 自閉傾 向 の あ る 言語遅滞 の 男児 に

発話 訓 練 を 行 う と共 に 、そ れを促進 させ る た め に 、ア

イ ・コ ン タ ク トを形成す る こ とを 目 的 と して 行 わ れ た。

目 白勺

　視線 や 社会 灼 接触を回避す る 自閉傾向 の あ る男児 に 、
食物 強化子 を用 い て 、ア イ ・コ ン タ ク トを 増 加 さ せ る

こ と を試 み た 。

方
一
法

対象児

　訓練開始時、三 歳 の こ と ば の 遅 れ が あ る や や 自閉症

ぎみ の 男 児 （SA） 1 名。平 日 は 保育園 に 通 い 、月 に
一

回 リハ ビ リセ ン タ ー
に 通 っ て い る 。

訓練 期 間

　本訓練 は x　 199．2年 11月 18日 か ら 1993年 7 月 28H ま で 、

週 1或 い は 2 回 （火曜 日 と 水曜 日 ）行わ れた。
訓練場所

　水曜 日 は 慶 応 義塾大学大学院社会学研究科実習室 の

訓練 室 で 行 わ れ、火曜 日 は 対象 児 の 自宅 で 行 わ れ た 。

そ れ ぞ れ の 部屋 は 、図 1 、図 2 の よ う に な っ て い る。

コ ニコ
言川糠 室 モ ニ タ

ー
室

図 1 ・訓縹場 所 （実習室 ｝ 図 2 ・訓練 場 所 〔自宅 〉

　複数訓練 者間多層 ベ ー
ス ラ イ ン 法 を 用 い て 行 わ れ る。

★ ベ ー
ス ラ イ ン ：

　1 セ ッ シ ョ ン は 20 試行 か ら な

「
る 。訓練者 と対象 児

は テ ーブ ル を は さ ん で 向か い あ っ て 座 る。テ ーブ ル の

上 に 市販 の ス ナ ッ ク
“
カー

ル
”

を 袋 ご と 置 い て お く 。

た だ し、　
“
カ
ー

ル
”

は 対象児が一
口 で 食 べ 切 れ る よ う

に 、あ ら か じめ 4 等分 に 切 っ て お い た。

　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 1、川

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 セ ッ

　　　　　　 佐 藤 方 哉
　　　　（慶 応 義 塾大 学）　　　　　　　

7 ’

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 入
一コ

対象児 が 「くだ さい 」 あ る い は 手 を 伸 ば して
・
か 　 X

ル
”

を 要求す る と、訓練者は
“
カー

ル
”

を 1っ 袋 か ら　
1）　
”

出 して 、 掌 に 乗 せ て あげる。 こ の 後対象 児 は
“
カ ール

”　f ン

を 食 べ る が 、こ の 要求 か ら
・
カ ール

・
を 1コ に い れ る ま 　 ］g

で ve・1 試行 と し、そ の 間に
一eeで 6H を 合 わ せ れ ば、

か （

ア イ ・
・ ン タ ク トが 生 起 した と み な し、搬 を言己録 し

騨

た ・ な お 、 前試行 終了後 、5秒肚 経過 して 腰 求反
と ア

応 が 生起 しな か っ た 場合 は、　
U

カ ール
”

を 1 っ 袋 か ら　　
1

出 し、要求反応 を促 し た 。　　　　　　　　　　　　　 た‘

★訓練 ：

　　
“
カ ール

”
を強 化 子 と し て 用 い た 。 訓練 は 以 下 の 5

段 階 に よ っ て 進 め られ る 。

段階 1 ：

“
カー

ル
”

を 1 っ 袋 か ら取 り出 し 、 顔 の 下 か

　　　　 ら テ ーブ ル の 間 に 提示す る 。

段階 2 ：

“
先生を 見 て

”
と プ ロ ン プ トす る 。

段階 3 ： 目 の 高 さ あ た り ま で
“
カ ール

”
の 提示位 置 を

　　　　 上 昇 させ る 。

陰階 4 ：

“
先 生 を 見 て

”
と 再び プ ロ ン プ トす る。

段階 5 ： 訓練者 が
“
カ ー

ル
”

を食 べ て し ま う 。

　段階 1 か ら段階 4 に お い て は 2 秒 間反応 を待 ち 、 ア

イ ・コ ン タ ク トが 生起 した ら、直 ち に
“
カ ー

ル
”

を手

渡 し、強化す る。反 応 が あ っ た 時点 で そ の 試行 は 終 r
し、そ れ 以 上 の 段階 に は 進 ま な か っ た。

　訓 練者 A は セ ッ シ ョ ン 9 か ら、訓 練者 B は セ ッ シ ョ

ン 22か ら 訓練 に 入 り、訓 練者 C と D は べ 一
ス ラ イ ン の

みで あ っ た 。 訓練 は 平均 1．日 に 2 セ ッ シ ョ ン 行 われ た 。

☆ フ i・一ロ ア ツ ブ ：

　訓練終了 4 か 月 及 び 6 か 月後 に フ ォ
ー

ロ ア ッ プ の 調

査 を 行 っ た 。

糸吉 果

　各 セ ッ シ ョ ン に お け る 反応数をFig．ユ に 示 す 。 訓練

者A の べ
一

ス ラ イ ン に っ い て は、ア イ コ ン タ ク トが あ

っ た 試行数 は、そ れ ぞ れ 2、 3 、 5 、3 、 0 、 3 と安
定 して い た 。 訓練 に 入 っ て か ら の ア イ 。コ ン タ ク トが

あ っ た 試行 数は 12、20、20、」5、12、】7、18、20、20、
19、20、20と な っ て い る。Fig．1 か ら訓練 者 A が べ 一

ス ラ イ ン か ら訓練期 に 入 っ た 後、反応数が 急 激 に 上 昇

した こ と が わ か る 。

D

あ

回

禁

次

イヒ

魔
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型
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し
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“
カー

袋 か ら

カ ー
ル
”

れ る ま

れ ば 、

亨己録 し

要求反

爰か ら

ぐ
の 5

）下 か

．
置 を

ア

手

了

、

を

柊

ン ヨ

ノ の

／た 。

）調

「練

あ

安

が

20
、

　訓練 者 B は べ 一
ス ラ イ ン を 4 セ ッ シ ョ ン 行 っ た

。 各

セ ッ シ ョ ン 中 に 反応 が あ っ た 試行数 は、そ れ ぞ れ 2、

7 、
0 、8 で あ っ た 。 訓練者 B に お い て も、訓練期 に

入 っ た 後す ぐに 反 応 の 変化が 見 られ た。

　訓練者 A 、BIと も訓練期 に 入 っ た 後 で は 、訓練者 C 、

D へ の 般化 が 見 られ た た め 、訓練者 C 、 D は べ 一
ス ラ

イ ン の み を行 っ た 。

　 訓 練中 ア イ ・コ ン タ ク トが ど の 段階 に お い て 生 じ た

か を 示 し た もの が Fig．2 で あ る。訓 練 の 初期 に は 殆ど

段階 1、 2 で の 反 応 が な く、 段階 3、4 で 反 応す る こ

とが 多 か っ た。こ れ に 対 し、訓練終了時 に は 1 セ ッ シ

ョ ン 中 に 半数以上 が 段階 1で 反応 す る よ うに な っ て い

た．

　フ ォ
ー

ロ ア ッ プ を調べ た 結果、訓練者 A 、 B 、　 C 、

D の 順 に そ れ ぞ れ 1 セ ッ シ ョ ン 中 に ア イ コ ン タ ク トが

あ っ た 試行数 は 19、 20、17、17と 15、19、 t8、 14と 2

回 と も高 い 水準 を維持 して い る 。
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　 同 じ 日 に 複数 の セ ッ シ ョ ン を 行 うと 反応数 と 点数が

次第 に 低 ドす る 傾 殉が 見 られ た 。 それ は 、強化子 の 強

化力が 段 々 な くな っ た た め と 考 え ら れ る。

　 べ 一
ス ラ イ ン を と り 始 め た 頃 は 、対 象 児 は 殆 ど ち ら

，と と し か み な か っ た に 対 し、訓練 に 入 っ て か ら 、 反

応 の 持続時問 が 最 初の 頃 と比 べ る と長 く な っ た し、訓

練 ξの 目を じ っ と 見 る こ と も し ば しば あ っ た 。

　 さ ら に 、他の 場面 へ も般化 して い る か 否 か を調 べ る

た め、2 っ の 謂 査を した。 1 っ は 、被験 児 と輪 投 げ を

遊 ぶ 場面 で 調査 を 行 っ た 。 方法 は 、子供が 『輪投げ を

くだ さ い 』 と 言 う場面 で 実験 者 との ア イ ・コ ン タ ク ト

の 頻度を調 べ た 。 そ の 結果 は 平均70％ の 反応率 が 見 ら

れ た ，，

　もう 1．っ は、被験 児 が 実 習 室 A で ビ デ オ を 見 て か ら、
実習 室 B に い る 実 験 者 に ど ん な ビデ オ を見 た か を報告

す る場 面で の ア イ 。コ ン タ ク トの 頻度 を調 べ た 。 そ の

結果 は 平均 82％ の 反応率が見 ら れ た 。 こ れ らの 調査 か

ら般化 が 見 ら れ た と判断 で きる 。

引 用 文 献

］｛urr 〔s，S．　L．（1975）．Teaching　Ianguage 　to　nonverbal

children −with 　e 皿phasis 　on 　prob 韮e 皿　of 　generaliza ＿

しion．　　ノ『£ ρずンクo ／Pgl 匕CrV ／3t！／7e ／ノゑ　　82，565−580．
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申

状 況 に 応 じ た 言 行 一 致 行 勳 の 形 成 に 関 す る 予 備 的 研 究

　　　　　　　　　　　　
一自 閉 症 児 の 「 い く ／ い か な い 」 言 行 一致 行 動 一

　　　　　　　　　　　　　 〇 武 藤　崇 　　　　　　　　　　 小 林 重 雄

　　　　　　　　　 （筑 波 大 学 心 身 障 害 学 研 究科 ）　　　 （筑 波 大 学 心 身 障 害 学 系 ）

　 Mattews ，Shimoff ，and 　Catania （1987 ） は 言 行 一致 訓

練 で 形 成 さ れ た も の は 訓練 者 の 教 示 に 従 う行 動 と機 能

的 に 同
一

な の で は な い か と い う 問 題提 起 を し た。特 に、

対象 児 ・者 が 御 用 学 習 で の 長 い 訓 練 歴 を 有 し、 か つ 、
言 語 モ デ ル に よ る 言 語 訓練 歴 を 有 す る 場 合、そ の 可 能

性 が 高 い と 考 え ら れ る。

　 ま た、通 常 の 言 行 一
致 訓 練 は 行 動 の 生 起 ・制 止 が 標

的 行動 と し て 同 一
の 訓練 状 況 で は 扱 わ れ な い 。 そ の 場

合、行 動 の 生 起 ・制 止 は、訓 練 者 な ど の 訓 練状 況 自 体

が 文 脈性刺激 と な っ て 制 御 さ れ る か、あ る い は 前 試 行

ま で 強 化 さ れ た 反 応 ク ラ ス が 生 起 ・制 止 さ れ る か で あ

り、　
厂 〜し ま す 」

「 〜し ま せ ん 」 の 部分 の 言 語 化 は 非

言 語 行 動 に 何 の 制 御 力 も 持 た な い 可 能 性 が 考 え られ る 。

　 そ こ で 、本 研 究 は、行動 の 生 起 ・制 止 を標的 行 動 と

し て 同
一

の 訓 練 状 況 で 扱 い 、 さ ら に、対 象 児 の 言 語 化

に 選 択 性 を 設 定 し た 訓 練 方 法 で、物 品 の 「 あ る ／ な い 」

状 況 に 対 応 し た 「 い く ／ い か な い 」 の 般 性 化 し た 言 行

一
致 行 動 を 形 成 す る こ と を 目 的 と し た。

　 　　 　　　 　　 　　 　謹

【対 象 児 】公 立 小 学 校 特 殊 学 級 に 在 籍 す る 自 閉 性 発 達

障 害 児 1 名 （男 児 ，CA＝9 ：05，HA ＝3 ：05 ） 。 本 研 究 開 始 前

に 「 〜が あ る ／ な い 」 と い う 報 告 行 動 の 訓 練 を 受 け た

（武 藤 ・
小 林 ，1993 ）。

【教 材 ｝ ロ ボ ッ ト ・怪 獣 な ど の 模 型 18種 （対 象 児 が 持

参 し た も の を 含 む ）， そ の 名 称 の 書 か れ た カ ード24種

（実 際 に は 訓 練 場 面 に 簸 ロ ボ ッ ト ・怪 獣の 名

称 を 含 む ； た だ し，対 象 児 に は 既 知 の も の ）。ホワイ1・・

ボ t・ド （37 × 27cm ）。　「 い く 」 「 い か な い 」 と 書 か れ た

カ ー ド各 1 枚 ず っ （14 × 10an ； 裏面 に マグ ネッ ト・シートが 貼

ら れ た ）。

【セッ ティング 】模 型 が お い て あ る 場 所 と 対象 児 が 言 語 化 す

る 場 所 （机 ） と の 距 離 は 3m で あ っ た。机 上 に は 「囗 を

と り に 口 j と 書 か れ た 胸 イト
・
ボ
ー
ド と 「 い く 」 「 い か な

い 」 カ ー ド各 1 枚 ず っ が 置 か れ た。

【標 的 行 動 】   「 い く 」 言 行 一致 行動 ；
「 ○ ○ を と り

に い く 」 と 言 語 化 し た 後、 5秒 宋満 に 席 を 立 ち、言語化

し た 模 型 （○ ○ の 部 分 に 相 当 ） を 机 ま で 持 っ て 来 る （

模 型 あ り の 状 況 ）。　「 ○ ○ を と り に い く 」 と 言 語 化 し

た 後、 5秒 以 内 に 席 を 立 っ が、何 も 持 た ず、教 示 な し で

机 ま で 戻 っ て 来 る （模 型 な し の 状 況 ）。

  「 い か な い 」 言 行 一致 行 動 ；　「○ ○ を と り に い か な

い J と 言 語 化 し た 後、 5秒 以 上 席 に 座 り 続 け る。

　【手 続 き 】　 　　 　　　 　　 　　 　　 　　　 　　 　　
t
／

セッシ鼎 の 構 成 ；   模 型 の 存 在 の 確 認 …対 象 児 が 訓 練 室 に 1
入 室 直 後 に、 そ の 日 の 模 型 の 存 在 の 確 認 を 行 っ た。訓

練 者 は ロ ボ ッ トや 怪 獣 な ど の 名称 の 書 か れ た カ ー ド を

ユ 枚 ず っ 呈 示 し、 そ の 名 称 に 対 応 す る 模 型 を 鞄 や 箱 の

中 か ら 取 り 出 し 机上 に 工 っ ず っ 置 く。 対 応 す る 模 型 が 　1
な い 場 合 に は、対 象 児 は 「 な い 」 と 言 語 報 告 し た。全

て の 摸 型 に っ い て 確 認 し た 後、 そ の 机 を 3m 離 れ た 場 所 1

に 移動 し た。

  他 の 課 題 …本 研 究 に は 直 接 関 連 の な い 課 題 が 40分 間

行 わ れ た。

  言 行
一

致 行 動 の 形 成 訓 練 …15分 間 行 わ れ た 。

条 件 ； （ユma …机 上 の ホワイト
・ボ ード の 1 番 目 の 空 欄

に、訓 練 者 は ロ ボ ッ トや 怪 獣 な ど の 名 称 の 書 か れ た カ

ー
ド を 1 枚 呈 示 し た。対 象 児 は 「 い く 」 厂 い か な い 」

カ ードの い ず れ か を、 2 番 目 の 空 欄 に 入 れ、 ホワ仆 ・ボ ー

ド に 書 か れ た 全 て の 文 字 を 読 ん だ （例 え ば、　「 ば る た

de＃Lmm を と り に 瓢 」 ； 読 ま な い 場 合 は プ ロンプ トを

す る こ と と し た ）。読 ん だ 時 点 か ら の 対 象 児 の 行 動 を

測 定 し た。 10秒 経 過 し た 時 点 で 次 の 試 行 へ と 移 行 し た。

言 行 一
致 ・不 一致 に 関 わ ら ず、修正 は 行 わ な か っ た。

模 型 の あ る 試 行 と な い 試 行 は 1 ブ ロッ クの 中、4 ：3 の 割合

で 設 定 さ れ た。存在 し な い ロ ポ ッ ト ・怪 獣 な ど も 含 め

そ の 名 称 カ ー ド 全 種 類 使 用 し た。

2 言
t“一

　
一
　 融 　

…対 象 児 が 言 語 化 す る ま で の 手続

き は べ 獣 ラインと 同 一
で あ っ た。模 型 が あ る 状 況 の 試 行 で

厂 い く 」 を 選 択 し た 場 台 は、言 語 化 に 対 応 し な い 模 型

を 持 っ て き た 時 に 「 ち が う よ 。 ○ ○ で は な か っ た？ 」

と 訓練者 が 言 い 、再 試 行 さ せ る こ と と し た。模 型 が な

い 状 況 の 試 行 で 「 い く 」 を選択 し た場 合 は、　「 い か な

い 」 カ ードを 訓 練 者 が ポ インティンク
“

し、　「 い か な い 」 カ ー

ドを 選 択 さ せ る こ と と し た 。 さ ら に そ の 選 択 後、席 を

立 っ た場 合 に は 身 体 的 プ ロンプ トを し て 着 席 さ せ る こ と と

し た。模 型 が あ る 状 況 の 試 行 で 「 い か な い 」 を 選 択 し

た 場 合 に、 席 を 立 っ た 時 に は 身 体 的 プ ロンプ トを し て 着 席

さ せ る こ と と し た 。 存 在 し な い 模 型 の 名 称 カ ー ド は 6

種 類 の 中、　3 種 の み 使 用 し た 。

C3）．Z：．p：2：…存 在 し な い 模型 の 名 称 カ ー ド は （2）で 使 用

し ア

い

1

．
：丿

q
く

模

琶

も

立

オ

と
　

（
　

〜
　二己ロ
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コ

』

か な

｛室 に

，訓

ドを

箱 の

型 が

　全

湯 所

分 間

欄

力

奎

た

い 」

・ボ ー

蕪

J
°
トを

勍 を

し た。

た。

5ij　ft

≧ め

．手 続

；行 で

茣型

1

」

バな

n な

カ ー

暫を

と と

尺し

着 席

よ 6

E用

し な か っ た 残 り の 3 種 の み を 使 用 し た。 こ の こ と を 除

い て、（3）の 手 続 き は （1）の ベ
一
スラインの 手 続 き と 同

一
で あ

っ た。

　　 　　　 　　 　　 　 継

．pm …鯉 あ り の 試 行 で は・ 「○ ○ を と り に い

く 」 と 言 語 化 し た 後、 5秒 耒 満 に 席 を 立 ち・言 語 化 し た

模型 （oO の 部 分 に 相 当 ） を 机 ま で 持 っ て 来 る と い う

言 行
＿致 行動 が 全 試 行 で 生 起 し た。模 型 な しの 試 行 で

も、　「○ ○ を と：り に い く 」 と 言 語 化 し、 5秒 未 満 に 席 を

立 っ が、○ ○ の 言 語 化 と は 対 応 し な い 物 晶 を 持 っ て き

た （Ftg ．1）。 つ ま り、模 型 の 有 無 と い う 状 況 と 「 い く」

と い う 言 語 化 と：は 無 対 応 で あ っ た （Fig ．2）。

Q ）証 斑 動．訓．纏…模 型 あ り の 試 行 で は、　
「○ ○ を

と り に い く 」 と 言 語 化 し た 後、 5秒来 満 に 席 を 立 ち・言

語 化 し た 模型 を 机 ま で 持 っ て

来 る と い う 言 行
一致 行 動 が 全

試 行 で 生 起 し た。模 型 あ り の

試 行 で 「 い か な い 」 を 選 択 す

る こ と は な か っ た。模 型 な し

の 試 行 で の 第 ：［試 行 で、　「 い

く 」 を 選 択 し た の で、　
「 い か

な い 」 カ ー ド を 訓 練 者 が ボ イン

ティンヅ し、　「 い か な い 」 カ ード

を 選 択 さ せ た が、席 を 立 と う

と し た の で、身体的 プ ロンプ トを

し て 着 席 さ せ た。模 型 な し の

第 2 試 行 で、　 「い く 」 を 選 択

し た の で、 フ
゜
ロンブ トし 「 い か な

い 」 カ
ー

ド を 選 択 さ せ た が、

席 は 立 た ず、プ ロンフ
゜
トは 必 要 と

し な か っ た。．そ の 他 の 模型 な

し の 試 行 で は ．あ ら ゆ る プ ロンプ

トは 必 要 と せ ず に、　 「OO を と

り に い か な い 」 と 言 語 化 し た

後、5秒 以 上 席 に 座 り続 け る 言

行 一致 行 動 が．生 起 し た。

（並 …模 型 あ り の 試 行 で

は、（1）（2）と 同 一
の 言 行 一致

行 動 が 全 試 行 で 生 起 し た。模

型 な し の 試 行 の 名 称 カ ー ド は

（2）の 訓 繚 で 使 用 し な か っ た が、

未 訓 練 で も、　 「 ○ ○ を と り に

い か な い 」 と 言 語 化 し た 後、

5秒以 上 席 に 座 り続 け る と い う

般 性 化 し た 言 行 一致 行 動 が 生

国

り

Z

凵

QZO

臨

○今

国

鑑

匡
O

り

　
」

O

　
国

国

盈告
＝

⊃

Z

4

321

0

321

0

起 し た （Fig ．1）。模型 が あ る と い う 状 況 と 「 い く 」 と

い う 言 語 化 と は 正 の 対 応 で あ っ た （Fig ．2）。

　 　　 　　 　　　 　　 讌

　存 在 勲 ．模 型 と い う 刺 激 ク ラ ス の 中の 幾 っ か の 刺 激

と 「 い く 」 と い う 言 行 一致 行 動 と の 行 動 連 鎖 を 訓 練 し、

さ ら に、存 在 し な い 模 型 と い う 刺激 ク ラ ス の 中 の 幾 っ

か の 刺激 と 「 い か な い 」 と い う 言 行 一致 行 動 と の 行 動

連 鎖 を 訓練 す る こ と に よ っ て、刺 激 ク ラ ス の 未 訓 練 な

成 員 に よ る 般 性 化 し た 「 い く ／ い か な い 亅 言 行
一致 行

動 が 生 じ た と 考 え ら れ る。今 後 の 課題 の 1 っ と し て、

「〜が あ る ／ な い 」 と い う 報 告 行 動 が 、 こ の 般 性 化 し

た 言 行
一

致 行 動 の 形 成 の 必 要 条 件 で あ っ た の か ど う か

と い う こ と が 挙 げ ら れ る。

BAsELtNE TRAINING PROBE

（BLOCK ）

， 、、．、 儡 あ り ／ e しで の Sfi 一致 fitiの 1 起 fitt・鹸 き の 棒 グ ラ フ 麻 醜 を 示 し ・Utt の

棒 グ ラ フ は 幽 緯 を示 す ・

Fio，2　 mtU 前 後 の 「 掬 品 の あ る ／ な い 亅 状 況 と 「 い く t カ
ー

ド 選 択 反 「a と の m の e ・・V 叩ency
『

。P。。。s 。。1，。i。．縦 軸 は
・

い く 」 カ ード mth 反 mtrth 品 の あ る ・ 9fim で 衂 ・ た 9 ・猟 は
「 い く 」

カ
ー

ド 選 択 反 応 を 「 物 品 の な い 」 試 行 敗 で 潮 つ た 値 を 表 す ・
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璽 度 糟 神 遅 滞 児 の 言 語 理 解 の 獲 得

　 　 　 　 　
一 実 用 性 の 観 点 か ら

一

○ 藤 金 倫 徳

（福 岡 教 育 大 学 ）

　 鈴 村 健 治

（横 浜 国 立 大 学 ）

1 ．は じ め に

　 精 神 遅 滞 の 程 度 が 重 度 に な る に し た が って 、日 常 の

非 言 語 的 手 が か り の み で 様 々 な 活 動 を
．・i．分 に 行 う こ と

は 困 難 に な る 。他 者 の 言 語 刺 激 に 対 応 し た 行 動 が 求 め

ら れ る こ と が 多 く な る の で 、障 害 児 の 言 語 理 解 の 獲 得

は 重 要 な 指 導 課 題 の
．．一

つ だ と 言 え る （Hup 払 et　aL ，1986＞。

　 と こ ろ で 従 来 の
』
謡
’
語 理 解 の 揃 導 は 、一般 に 発 話 に 対

応 し た 刺 激 の 選 択 課 題 な ど の 形 態 で 行 わ れ る こ と が 多

く 〔．三 好 他 」989）、名 称 の 理 解 な ど で
一

定 の 知 見 が 得 ら

れ て い る 。

　 と こ ろ が こ の よ う な 指 導 に よ って ．・定 の 言 語 理 解 が

獲 得 さ れ た 場 舎 で も 、そ の 効 果 が 訓 練 場 而 に 限 定 さ れ

る 場 合 が あ る （Charlop，　 et　 a ］．1983）。さ ら に 、獲 得 し た 言 語

理 解 ス キ ル の 実 用 性 の 側 面 を
．1−．分 に 検 討 し た 先 行 研 究

は 見 あ た ら な い 、、

　 そ こ で 本 研 究 で は 、子 ど も の 物 品 の 入 手 可 能 性 拡 大

と い う 観 点 か ら 、こ の 指 導 を 行 う こ と を 試 み た 。従 来 は

要 求 、．：f 語 を 獲 得 さ せ る こ と に よ っ

』
c こ の 点 を 促 進 し よ

う と す る 試 み が 多 く 行 わ れ て き た が 、反 応 分 化 の 未 熟

な 子 ど も で は 他 ．の 方 法 が 必 要 に な る で あ ろ う 。す な わ

ち 本 研 究 で は 、他 者 の 言 語 刺 激 に 何 ら か の 行 動 （機 能 的

に は
「’
Yes”反 応 ）を 自 発 す る こ と で 、他 者 が 物 馳 を 供 給 す

る と い う と い う 随 伴 性 を 考 え 、言 語 理 解 を 促 進 す る こ

と を 試 み た 。そ の 方 法 で は 、子 ど も の 要 求 行 動 を 媒 体 と

し て 、言 語 刺 激 を そ れ に 対 す る 条 件 性 強 化 刺 激 ・弁 別 刺

激 と し て 機 能 さ せ る 方 法 で 行 っ た 〔藤 金 ・鈴 村 、1993）。

皿 ，方 法

　 1 ．対 象 児

　 対 象 児 は 昭 和 62年 3月 8 日 生 の 精 神 遅 滞 女 児 で あ る 。

訓 練 閉 始 時 の CA は 6歳 10 ヶ 月 で あ り 、津 守 式 乳 幼 児 精

神 発 達 質 問 紙 （（）
〜．臓 ）に よ る と DA が ユ歳 5．5 ヶ 月 、DQ が 2］．3

で あ っ た 。表 出 可 能 な こ と ば は な く 、要 求 で は 、他 者 の

手 を 物 品 の 方 向 に あ げ る クレ
ー

ンを 示 す の み で あ っ た 。言

語 理 解 で は 、絵 本 の 特 定 の 刺 激 を 措 さ し 、他 者 に そ の 名

前 を 言 う こ と を 要 求 す る 反 応 が あ っ た が 、選 択 課 題 で

正 答 を 示 す こ と は 困 難 で あ り 、理 解 が ど の 程 度 か を 正

確 に 判 断 す る こ と は 困 難 で あ る 。た だ し こ の 選 択 課 題

で も 正 し く 刺 激 を 指 し 示 す こ と が で き る 場 合 と そ う で

な い 場 合 と が あ る と い う 母 親 か ら の 報 告 も あ り、前 述
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し た Qlar】op ，　 et　 a】．と 同 様 の 現 象 が 起 こ って い る 可 能 性 も　　i
あ る 。　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ；

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ；
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 レ

　 2 ．方 法 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1

　 訓 練 は 原 則 と し て 週 1 回 、1セ 7 ショ ン約 50分 程 度 の 割 合 で 　　 ［

行 っ た 。　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 …

　 前 述 し た よ う に 子 ど も の 要 求 行 動 を 利 用 す る の で 、

訓 練 で は 子 ど も が 好 む と 母 親 よ り 報 告 さ れ た 、「コアラの マ　　…
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 トー

チ」、「
．
チョ コレート」、1

．
ポ テトチップ ス」、8セッ シi ンか ら 「ポ ンフ

’
」を 訓1練 　　 i

で 用 い た 。中 で も 子 ど も の 要 求 が 高 か った コアラの マ
ー
チを 　 ｝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1
主 に 使 肌 ・訓 儲 の 「コアラ」を 囎 さ せ る ・ と を 試 み た D 　 l
訓 練 の 詳 細 は 以 下 の 通 り ・ あ ・ ・　 　 　 　 i
1）へ

『一スライン測 定 ¢
・3 セ・ン・ン）・ 机 上 場 面 で の 選 択 課 題 の 形 　 1

態 ・ 指 示 実 行 。 糒 。 訓 瀦 。 言 語 鰍 。 対 肌 た 行 　1
鰤 性 起 す る か 否 か を 測 定 し た ．用 い た 轍 は 前 述 し 　 i
た 品 物 （・

・
ンフ
・
は 除 く ）で あ る ．　 　 　 　 　 i

2）訓 練 亅（1〜8セ’yy ヨ ン）： コアラの マ
ー
チ、チヲコレ

ー
トお よ び ポ テトチッ フ

’
ス 　　

．

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 i
を 子 ど も か 自 己 充 足 困 難 な よ う に 提 示 し た 。訓 練 者 は 　 　 ；

子 ど も の 要 求 が 生 起 し た 直 後 に 、そ の 物 品 の 名 称 を 音 　 　 1

声 で 提 示 し 、子 ど も の 要 求 を 充 足 し た 。な お 、2 セッン ヨ ン の 　 　 1

み 、子 ど も に 物 品 を 手 渡 す 直 前 に 、こ の 言 語 刺 激 を 提 示 　　 …

し た 。こ の 、テ， フ

・
で 提 示 し た の は t、アラの ，

一チに 対 す る rコァ 　 …
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 i
列 の み で あ る 。こ の こ と ば を 提 示 す る 際 、訓 練 者 の 手 を 　　 1
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ；
あ げ た 位 置 が 手 か か り に な る の を 防 ぐ た め に 、可 能 な 　　 1

限 り 子 ど も か クレーンで あ げ た 訓 練 者 の 手 を ．一・
旦 下 に 降 ろ

し 胤 態 ・ 臨 し た ．な お 、伽 ・ 配 列 ・ 、子 。 も が 物 　 i
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 l

．
品 を 見 て い な い と き に 、随 時 変 更 し た 。な お 、8セ ッ シ ョ ン か 　　 1
ら チi コレ

ーFと ポ テ1チッ フ

’
スに 換 え て 新 た に ポ ンプ を 提 示 し た 。　　 ：

・）訓 踟 ・− 1・セ加 ン）・ 2）と 購 で あ る が 、ポ ンプ の 要 勍 ・ 　 1
生 起 し た 際 に は 、「ポ ンプ 」を 提 示 し た 。な お ］0セ ブ油 ンか ら 、　　 i

子 ど もが 要 求 し た も の と は 異 な る 物 品 名 、す な わ ち コァラ 　 　 i
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 l

を 要 求 し た と き に 「ポ ンプ 」を 提 示 す る 機 会 を 設 け た 。　　　 ；

4）般 化 測 定 （H ・］2セ ッ ショ ン）： S）の 訓 練 の 後 に 、訓 練 を 行 っ 　　　…

て い な い 人 が 訓 練 者 に な り、般 化 を 測 定 し た 。　　　　　　 …

5）選 択 課 題 で の 言 語 理 解 の 測 定 （14セッショ ン〉： 訓 練 室 で コア

ラの マ
ー
チと ポ ンフ

’
を 用 い て 測 定 し た 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ！
　 3 ，評 定

　 訓 練 場 面 は 全 て VTR 録 画 さ れ て い る の で 、評 定 に は

こ れ を 利 用 し た 。訓 練 者 の 言 語 刺 微 提 示 の 直 後 に 「手 を

た た く （手 を あ げ る ）」行 動 が 生 起 し 始 め た の で 、こ の 行 　　　l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　 　

’
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 l
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｝

動 の 生 起 率 を 評 定 し た 。な お 、手 を あ げ る 行 動 と は 、子

ど も が クレーンで 一ヒ げ た 手 を 一．一
旦 降 ろ し た 後 に 、再 度 h げ

た も の で あ る 。た だ し 、クレ
ー
ンで 子 ど も が 上 げ た 手 が 十 分

に 降 り て い な い 状 態 で 言 語 刺 激 を 提 示 し た 場 合 が あ っ

た 。こ の 際 に は 、訓 練 者 が 再 度 言 語 刺 激 を 提 示 し た の で 、

こ れ で 手 が あ が れ ば 、そ の 試 行 で は 手 が あ が っ た と 評

定 し た 。な お 2名 で 評 定 し た 結 果 ベ
ー・

致 率 は 、88．D％ か ら

LUOC　 ．平 均 97．5％ で あ った 。

皿 ．結 果 お よ び 考 察

　 ま ず へ
t一

ス ラ｛ン測 定 の 選 択 課 題 で は 、2セ〃 ヨンが 50％、3セッ

ショソが D％ 、指 示 実 行 課 題 で も 0％ の 正 答 率 で あ った 。こ の

こヒ ノ シ ョ ンの 50％ の 内 訳 は 、コ アラの マ
ーチが 5〔〕％ 、チョ コ レ

ー
トが 100 易 、

ポ 卦 チッ プ スが 0％ で あ っ た 。た だ し 3セッショ ンの 同 様 の 課 題

で は 全 て に O％ の 正 答 率 で あ っ た こ と か ら 、こ れ ら の 言

語 刺 激 が 十 分 に 理 解 さ れ て い る と は 言 え な い
。

　 次 に 訓 練 期 1で は 、当 初 は 言 語 刺 激 の 直 後 に は 何 ら 行

動 は 生 起 し な か っ た が 、訓 練 が 進 行 す る に し た が って 、

ア ど も が 言 語 刺 激 の 直 後 に 手 を た た く よ う に な った

〔Fig．1，　 Table　 1）。こ の 言 語 刺 激 が 要 求 に 対 す る 条 件 性 強 化

刺 激 と な った と 同 時 に 弁 別 刺 激 と し て の 機 能 を 獲 得 し

た と 言 え る 。な お 2セツ泊 ンで は 、物 品 を 手 渡 す 直 前 に こ の

言 牆 刺 激 を 提 示 し た が 、何 ら 明 確 な 行 動 は 生 起 し な か

n た の で 、子 ど ．も の 要 求 行 動 の 直 後 に 言 譜 刺 激 を 提 示

t る 方 法 が 有 効 で あ っ た と 言 え る 。

　 8セッ油 ンか ら 新 た に ポ ンプ を 提 示 し た 。こ れ は 以 前 は コア

ラの ？
一
チ以 外 の 物 品 の 要 求 が ほ と ん ど 生 起 し な か っ た こ

と 、7セッシコン終 了 後 に ホ
’
ンプ で 遊 ん だ が 、こ の 際 こ の ポ ンフ

’

を 子 ど も が 好 ん だ た め で あ る 。そ し て 次 の 9セ ッシ ョ ンか ら 、
ポ ンプ の 要 求 の 直 後 に 「ポ 刀

’
」を 提 示 し 始 め た 。こ の セッ ン

コンで は 、「コアラ」に 対 す る 手 を た た く割 合 が 低
一
ド し て い る

が 、コアラの マ
ー
チの 要 求 が 3 回 で あ っ た こ と が 何 ら か の 影 響

’

を及 ぼ し て い る 可 能 性 が あ る 。

　と こ ろ で 、こ の セ ツ ）1 ンで ポ ンプ に 対 し て も 66．6％ 手 が あ

が る よ う に な っ た の で （Fig、2）、10セ
・
y　Uヨ ン で コアラの 要 求 に 対

し て 、3 回 「ポ ンプ 」を 提 示 し た 。こ の 際 子 ど も は dOO ％ 手

を あ げ た （Fig．1）。以 前 の 訓 練 で 、子 ど も が 特 定 の 物 L｝占 を

要 求 し た 際 に 訓 練 者 が 他 の 物 品 の 方 向 に 手 を あ げ る と 、

必 ず 子 ど も は 要 求 し た 物 品 の 方 向 に 訓 練 者 の 手 を 動 か

し た の で 、「コ アラ」と 「ポ ンプ 」の 弁 別 が 十 分 で は な い と 言

え る 。そ こ で 11セ ツ Vlンで こ の 誤 物 品 名 を 提 示 し て 子 ど も

が 手 を あ げ る と 、そ の 誤 物 品 を 訓 練 者 が 供 給 す る 操 作

を 尋 入 し た 。そ の 結 果 、コアラを 要 求 し た 際 の 「
．
ポ ンプ 」に 対

し て は 徐 々 に 手 が あ が ら な く な った （Fig．L　Tabtじ 2）。た だ

し 、ポ ンプ の 要 求 は 12セツ 泊 ンや 13セッ カ ンで は 生 起 し な か ’・

た の で 、こ の ポ ンフ

’
に 対 す る 「コ アラ 1は 不 明 で あ る 。

　 そ こ で i4．ヒ．ノシ 1ンで は 、コアラの ？
一
チの 箱 と ポ ンプ と を 提 示

し て 、訓 練 者 の 言 語 刺 激 に 対 応 し た 物 畆 に 子 ど も が 触

れ る か 否 か を 測 定 し た 。2 つ の 物 品 の 名 称 を 合 計 2t 回 提

示 し た が 、子 ど も は 対 応 し た 物 品 に 85．7％ の 正 答 率 で さ

わ る こ と が で き た 。し た が っ て 、い ず れ の 物 品 の 名 称 も

理 解 で き て い る と 言 え る 。11セ ツ 河 ンで の ポ ンプ の 要 求 は 2

回 の み で あ った の で 、誤 物 品 名 提 示 が 有 効 で あ り 、こ の

文 脈 も 言 語 理 解 促 進 に 利 用 で き る こ と を 示 し て い る 。

　 ま た 、新 た な 人 に 対 す る 般 化 測 定 で も 、こ の 手 を あ げ

る 行 動 は 100％ 生 起 し た 。

　 と こ ろ で 、13セ・1 ）1 ンで 、子 ど も が コアラの 7一チを 要 求 し た

際 に 、訓 練 室 に は な い 「アdX」を 提 示 し た と こ ろ 、
．
，F・ど も

は 手 を あ げ た 。母 親 に よ れ ば 、こ の アイスは 理 解 で き て い

る 可 能 性 が あ る こ と が 報 告 さ れ た が 、こ の セッショ ンで ユアラ

の マ
ー
チを 訓 練 室 外 に 出 し た 状 態 で （要 求 は 生 起 し て い な

い ）、「コアラ」を 2回 提 示 し た と こ ろ 、子 ど も は 乎 を あ げ 、コァ

ラの マ
ー
チを 食 べ た 。ま た 、要 求 が 生 起 し な い 状 態 で 「コァラ 1

を 提 示 し 、子 ど も が 手 を あ げ た 時 に は 、そ れ を 食 べ た が 、
手 が あ が ら な か

．’．1 た 場 合 に 物 品 を 差 し 出 し て も 、受 け

取 ら な か っ た 。手 を あ げ る 行 動 h・’　Yes反 偲 と し て 機 能 し

て お り 、子 ど も が 物 晶 を 目 で 見 る こ と が で き る か 否 か

に 関 わ ら ず 、そ の 物 品 名 に 対 し て （必 要 で あ れ ば ）、手 を

あ げ る 行 動 を 獲 得 し た こ と で 、物 品 人 手 の 可 能 性 が 拡

大 で き る と 考 え ら れ る 。
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　　　親指導パッケ
ージの作成と親の行動の課題問般化について

○ 細 谷 忠司 　 　 　 藤 田 継道 　 　 井 上雅 彦

浜 鰍 敵 学 大 学院 ）　 　 　 （兵 鰍 育 大 学 ）

1 ．問 題 と 目 的

行 鯲 容 の 理 論 に 基 づ く 親 指導 の 蹴 ；ま・196°年 頃

よ り数 多 く行 わ れ て い る 。近 年、行 動 変容 法 の 知識 や

技縦 パ 。 ケ
ージ し た 親 指 導 が・刮ll繭 果 の 般 化 と 維

持 に 関 し て 有 効 で あ る こ と が 示 唆 さ れ て き た 。

本研究 で は 従 来 の パ ・ ケ
ージ の 中 に 〔親 が 自 ら 課 題

を 選 択 し 、目標 を 設 定 し 、手 続 き を 作 成 し 子 ど も の 指

導 を す る 〕 内 容 勧 脈 、そ の 中 で 獲 得 し た 『 親 が 子 ど

も を 指 導 す る 行 動 』 が、パ ッ ケ ージ で は 訓 練 して い な

い 、他 の 課 題 へ の 般 化 に と っ て 有 効 で あ る の か 鹸 証

す る こ と を 目 的 と し た。

2 ．方 法

1） 参加者

　自 閉 的 傾 向 の 女 子 とそ の 母 親 ・ 年 齢 は 10歳 6 ヶ 月・コ

ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン の 不 成 立 、多 動 な ど が 主訴 と し て あ

げ ら れ た 。

2）親 指 導 パ ツ ケ
ー

ジ の 概 要

　親 指 導 パ 。 ケ
ージ の 鞭 を T ・bl・・！ に 示 す・親指 導

パ ッ ケ
ージ （勉 強 会 ）は 全 12時 間 で 構成 さ れ て い る。

T 、bl ，．1 に 示 さ れ て い る よ う ｛こ 、勉 強 会 ・ で は ・親 は

彳働 変 容 全 般 に わ た る 知 識 に つ し・ て 学 ぶ ・勉 強 会 2 で

は 、 ・呼 名 反 応 、 の 課 題 に つ い て 実際 に 子 と
’
も を 指 導

し な が ら 詣 導 の 技 術 を 学 ぶ．勉 強 会 3 で は 親 は 「課

　題 を 選 択 し、目 標 を 設 定 し 、手 続 き を 作 成 す る 方 法 」

　に つ い て 学 ぶ 。こ こ で は 「 着席 」 と 「靴 入 れ 」 の 課 題

が 課 題 翻 表 を 基 に 選 ば れ 、実 馴 ・ こ の 二 つ の 縄 に

　つ い て 、親 が 1ヨ標 を 立 て 手 続 き を 作 成 で き る よ う に さ

　せ た 。 指 導手 続 き の 作 成 に 際 し て は テ キ ス ト内の 作 成

方 法 の 説 明 と ・作 厳 ・ に よ り・親 が 自 ら 記 入 で き る

　よ う に さ せ た 、，勉 強 会 4 で は 親 は
「 自分 で 作 っ た 手 続

　き に 従 っ て 子 ど も を 指 導 す る ま で の 方 法 」 を 学 ぶ 。

　　勉強 会 1．2．3．4 の そ れ ぞ れ に 基 準 を 設 け・9ig に 達

　し た 段 階 で 次 の 勉 強会 に 進 む よ う に し た 。

Table ．1　勉 強 会 の 概 要

3｝測 定 方法

　ベ
ー

ス ラ イ ン （以下 BL）及 び プ ロ
ープ （以 下 P1 ．P2．

P3，P4）で は、勉 強 会 で は 全 く Wl［練 し な い 「バ ス ケ ツ ト

ボ
ー

ル 入 れ 課 題 」 を 親 に 実 施 し て も ら い 、勉強 会 で 獲

得 し た 親 の 行 動 が 他 の 課 題 に 般 化 す る の か を 確 か め た ・

初 め に ト レ
ーナ

ーは 親 に 対 し て
「 こ れ か ら バ ス ケ ッ ト

ボ ール 入 れ を し て も ら い ま す。 ど の よ う な 方法 を と っ

て も か ま い ま せ ん 」 と だ け 指 示 を 与 え た。親 の 行 動 を

測 定 す る た め に、親 の 行 動 を あ ら か じ め 決 め ら れ た カ

テ ゴ リーに 分 類 し、弁別刺 激 強 イ匕が 正 し く使用 さ れ

た 率 を セ ツ シ 。 ン ご と に 測 定 し た ・ 同 様 に BL と P で

「親 子 の 自 由 遊 び 、 の 様 子 も 測 定 し た・VTR に 録 画 し た

10分 間 の 蜘 か ら 4 − 9 分 ま で の 5 分 間 を 抽 出 し・全

部 の 親の 指 示 の 中 で 親 の 指 示 に 対 し て 子 ど も が 応 じ た

割 合 の 変 化 を 調 べ た 。 実 施 手続 き を Fig ．1 に 示 す 。

BL 　（ボ
ー

ル 入 れ 、自 由 遊 び ）

勉強 会 1 （3時 間 ）学 習

　　　↓　　　　　　　　一一一一一一一一一
　P 　1

勉 強 会 2 （2h）　 実 習

　　　↓　　　　　　　　
一一一一一一一一一

　P2

瞬 〔瓢 籌 導 一一一， ，
　　　　　　　．岬 ｝ 」＿ 〜 一  
涯 強蓋 ゑ＿雛 L 雛 ＿量

↓　　　　　　　　　
−P−一一一一一一・

　P　4

　　　　　　 Fig ．1　実 施 手 続 き

3 ．結果

〔1） ボ ール 入 れ 課 題 で の 親 子 の 行 動 の 推 移

  弁別 刺 激 と強化 が 正 し く 使 用 さ れ た 率

親 の 彳耡 の 推 移 を Fig ．2に 示 す・ ・ セ ・ シ ・ ン は 1°k

行 よ り な る ． 親 の 弁 別 刺 激 の 彳働 レ ノ弋
一ト リ

ー
は ・P2

（勉 強 会 2 終 了 後 ） ま で は ま ち ま ち で あ り、初 め か ら

両 手 を 持 っ て 援 助 を し た り 指 瀧 何舳 繰 り 返す こ と

が 多 か っ た 。勉 強会 3 以 降 は ゴ ール を 指 さ し な が ら

「 こ こ に 入 れ て 」 と一度 だ け 指示 す る 事 が 多 く な っ た。

SC…　VTR を 利 用 し た セ｝レフチェック　 FB・・トレ
ー
ナ
ー
の フa一ト

“
バ ック

勉強 会 　学 習 1実 習

・ 　 ☆ 　 一．−1麹 谿 全塑 輝 ．曙 賢一．＿一＿一一＿…一…一一・一…一一 一一一一…一・一一一．一．一・一．一一一一一．一一一．一’一… ．一一‘

互
一．”．一一“．“一一
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3 　 　 　 ☆

4 ☆ 　 手続 き の 作 成、及 び 実 際 の 指 導 と セルフチェック

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　課 題 　　　　　　　　　　　　　　@テキスト　sc　　F
　　　　 　 内

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　全般　　　　　　 　 　○　　　
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ッ ト
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ト
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三力

丁れ

P で
．

し た

全

） た

o
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、P2

か ら

こ と
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汐一
唱
一
⊃
冖
つ
…
つ
一
〇

　ま た、強化 の レ パ
ー

ト リーは、P3ま で は 親 は 子 ど も

が ボ
ー

ル を ゴー
ル に 入 れ て も反 応 し な か っ た り、言 語

の み で ほ め る こ と が 多 か っ た。勉 強 会 4 以 降 は 、　「 え

らい ね 」 と 吾 い な が ら 抱 い て あ げ る 等、言 語 と 動 作 を

台わ せ て 強 化 す る こ と が 多 く な っ て き た。 工 試 行 の 中

で 弁 別 刺 激 と 強化 の 両 方 が 正 し く 使 用 で き る よ う に な

っ た の は 勉強会 3 以 降 で あ っ た。

丁酊
L！　　 ？　；　1 1　　 　 　，　 L”　　 　 1ヒ　ヒ2　 13　層‘　 L5

　 　 　 　 　 　 セ ．ンシ ヨン 銀

（3） 社会的妥 当性 と 親へ の 調 査

  社会的妥 当性

　ボ ー
ル 入 れ 課 題 に お け る 親 の 行 動 の 社 会 的 妥 当 性 の

結 果 を Table ．2 に 示 す。 障害児教 育 の 経 験 者 と未経験

者 を 含 む 13人 に 対 して 、BL と 勉強 会 終 了 後 の VTRを 視 聴

して も ら っ た 。 親 が 子 供 を 指 導 す る 行 動 を 項 目ご と に

「 全 く そ う 思 う 」 か ら 「全 く そ う 思 わ な い 」 ま で の 7

段 階 で 評 定 し て も ら い、評定 の 増 減 を ＋ 　
一

± で 示

し た。数 字 は 評 定 者 数 で あ る。サ イ ン 検 定 の 結 果、 3

項目中 2 項 目 で プ ラ ス の 方 向 に 有意 な 変化 が 見 ら れ た。

こ の 結 果 よ り、筆 者 が 設 定 し た 客 観 的 な デ ー
タ と の 適

合 性 が み ら れ、客 観 的 デー
タ の 妥 当 性 が 確 か め られ た。

　 Table ．2　親 の 行 動 の 社 会 的 妥 当 性 の 評 定 結 巣

十 ±　 有 意 差

　 　 　 　 F ／g2 刺 激 と弾化 が 正 し く使 用 さ れ た塰

  子 ど も の 成 功 率 と ゴ ー
ル か ら の 距 離

　 ボ
ー

ル が ゴ ー
ル に 入 っ た 率 と 親 に ボ ー

ル を 渡 さ れ た

時 の ゴ
ー

ル と 子 ど も の 距 離 〔セ ッ シ ョ ン ご と の 平 均 〉

の 推 移 を Ng ．3 に 示 す。　 Bしで は ゴ ー
ル に 手 が 届 く距 離

で あ る に も か か わ ら ず ゴー
ル に 入 る 率 は 50 ％ 程 度 で あ

っ た。勉 強 会 3 以 降 は 距 離 が 伸 び、 し か も 成 功 率 が 上

昇 し た こ と で 、親 の 指導 の 妥 当性 が 確 か め ら れ た 。

1働

田

2Ee
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・
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  　ポ
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ル を 入れ さ せ るた め の手が か りは 、　　　 10　　0　　3
　 はっき りして い て わ か りや す し 

  　ボ
ー

ル が 入った と き は 子 ど も を 上手 に 　　　　　9　　2　　2
　 ほ めて い る。
  かか わ りは繰 り返 しが多 すぎ ず 適切 で あ る e 　　12　　0　　1

零

m

ゴ

ー
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阜
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の

詣

「　
　　
，　　　つ」　　
1　　　
0

竃 累

　 　 　 　 FF・）．3 子 と
．
も の 賎功 雍 と ゴール か ら の 距 麗

（2） 自 由 遊 び 場 面 で の 親 子 の 行動 の 推移

　 自 由 遊 び 場 面 で
’
の 「指 示

一
遂 行 行 動 」 の 生 起 率 を

Fig ．4 に 示 す。　 BLで は 親 の 誘 い か け に 対 し 子 ど も の 回

避 行動 の 割合 が 非 常 に 高 か っ た が、勉 強 会 3 以 降 は 親

の 誘 い に 応 じ て 遊 ぶ こ と が 多 く な っ て き た 。た だ し、

親の 指 示 の 頻 度 は そ れ ほ ど 変 化 が な か っ た 。

％ 　　 　　 　　 eL

l

：1
．．．．．．．．．．．1．．．．’

堯1』
　 　 t’　 1　 亀　 5

円

丁 ワ　 tO　 　　 　L」　 12　 　　 　圏］　 1‘
　 　 　 　 　 ヒツ シ コン融

F」04 自由 通 ぴ 噌 面 て
・
の 「指 示

一
遂 行 行 勘 」 の 生 虧 羽

　 ＋ は 介 入 前 に 比べ て 評 定 が 上 が った こ と を ．一は 評 定が下 が っ た こ と を 、
　 ± は変 わ らな い こ と を 示 し て い る。　 ＊ p く e．es 　 窯 末 p く 9．ee5

  親 へ の 調 査

　 パ ッ ケ ージ の 前 後 に 行 っ た 『親 の 主 観 的 幸 福 感 』 に

関 す る ア ン ケ
ー

トで は 「 子 ど も と 今 の 関 係 を ず っ と 続

け た い 」 等、19項 目中 16項 目 に プ ラ ス の 変 化 が 見 ら れ

た。ま た、 『 子 ど も の 指 導 観 』 に 関 す る ア ン ケートで

は 、　 「自分 の 指 示 に 子 ど も が 良 く応 じて く れ る 」
「子

ど も の 伝 え た い こ と が 良 く わ か る 」 等 、10項 目 中 す べ

て の 項 目 で プ ラ ス の 変 化 が 見 られ た 。

　 ま た、親 子 勉 強 会 に 対 す る 満 足 度 の 調 査 で も 内 容 ・

時 間
・
回 数 と も に 高 い 満 足 度 が 得 られ た。し か し、

「二 人 き り で 遊 ぶ の は 大 変 j 「課 題 を さ せ て い る と き

に 先 生 に 何 も 言 っ て も ら え な い の は 不 安 」 と い っ た、

行 動 の 測 定 に 対 す る 問題点 も 明 らか に さ れ た。

4 ．考 寮

　 結 果 に 示 さ れ て い る よ う に、勉 強 会 3 ， 4 で 行 わ れ

た 内 容 が 直 接 に は 訓 練 し て い な い 課 題 に 対 し て も 有 効

で あ る こ と が 示 唆 さ れ た 。 こ れ は、親 が 自 分 で 手 続 き

を 作 成 し、実 際 に 指 導 し、セルフチェックを 行 え る よ う に な り、

し た が っ て、未 知 の 課 題 に つ い て も 親 が 目 標 を 達 成 す

る た め に 、手 続 き を 修 正 し、よ り良 い 方 法 を 選 択 す る

こ と が 可能 に な っ た か ら で あ る と考 え られ る。

　 今 後 の 課 題 と し て は 、親 の 行 動 の 測 定 ・お よ び 評 定

方 法 の 開 発、親 の ニ
ーズ や 実 態 に 即 し た 適切 な 課 題 の

選 択 方 法 の 開 発 等 が あ げ ら れ る 。
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セ ル フ ・ コ ン トロ ー ル に及ぼす加齢 の 効果
　　　　　　　　　　　

一
高齢者 と大学生 の 比 較

一

　 　 　 ○ 北 川 公路

（駒 沢 大 学 人 文科 学 研 究科）
　 小野 浩

一

（駒沢大学文学部）
〔

　 セ ル フ
・

コ ン トロ
ー

ル の 研 究 に お い て 、　 「遅 延 さ れ

る 大 き な 報 酬 」 と 「遅 延 さ れ な い 小 さ な 報 酬 」 の 二 者

択
一

の 選 択 場 面 に お い て 、前 者 を 選択 す る こ と を 「セ

ル フ
・

コ ン ト ロ
ー

ル 」 、後者 を 選択 す る こ と を 「衝 動

性 」 と 定 義 し て い る 。

　正 の 強化 子 を 用 い た 研 究 に お い て 成 入 は 、 セ ル フ ・

コ ン トロ ール を 示 す が （Legue，1990） 、3 〜5 歳 の 子

供 は 衝 動 性 を 示 し 、男 の 子 は 女 の 子 よ り 衝 動 傾 向 が 強

い と い う 結果 が 得 ら れ て い る （Legue，1992 ）。ま た 、

18〜30歳 の 女 性 は 、た い て い セ ル フ
・

コ ン ト ロ
ー

ル を

示 し た と い う 結 果 が 得 ら れ て い る （Logue．ユ986）。

　 こ の よ う な 子 供 と 成 人 の 選 好 の 差 は 、加 齢 に よ っ て

生 じ る な ん らか の 変 数 に よ る も の と 思 わ れ る 。た と え

ば 、成 人 は 選 択 の 際、全体 と し て の 強 化 量 を最 大 に す

る よ う に 反 応 す る 傾 向 が あ る （Logue ．1986） 。ま た 、
こ の 1巽好 の 差 を 、言 語 の 発 達 、未 発 達 に 帰 す る 考 え も

あ る ．

　そ こ で 、本 研 究 は 、加 齢 の 効 果 を よ り 直 接 的 に み る

た め に 、高 齢 者 が こ．の よ う な 選択場面 に お い て ど の よ

う な 反 応 を す る か を 調べ る と と も に 学 生 の 反 応 と 比 較

し た 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 方 　 法

【被 験者 】　 男 女 高 齢 者 19名 （60〜76 歳） 、 男女大学

生 30名 （19〜23歳 ）。

【装 置 1　 木 製 の 反 応 箱 〔縦 32x横 33x奥 行 35cm） を 実

験 装 置 と し て 使 用 し た 。被験者 に 向 か っ て い る パ ネ ル

の 中 央 に 反 応 用 の ボ タ ン が 2 個、ボ タ ン の 上 に 緑 ・赤

の 色 光 刺 激 呈 示 ラ ン
．
プ 、下 段 に 強 化 子 出 口 が 2 箇 所 あ

る 。 2 つ の う ち の 1 つ の ボ タ ン を 押 す こ と に よ り、得

点 が 書 か れ て い る コ イ ン が 出 て く る 仕 組 み に な っ て い

る 。実 験 者 と 被 験 者 は 、し き い を は さ ん で お 互 い の 顔

が 見 え な い よ う に し た 。

【手 続 き 】　 2 つ の 強 化 量 の 違 う 条 件 （X ｛遅 延 強 化

量 IO点 ｝ ・Y ｛遅 延．強 化 量 20点 ｝ ） に 、高 齢 者 を 各 々

9 名 、10名 、学 生 を 各 々 10名 、20名 ず つ 割 リ あ て た 。

被 験 者 に は 、色光刺 激 呈 示 ラ ン プ を 点 灯 さ せ 、 反応ボ

タ ン を 押 して 手 続 き の 概 略 を示 し な が ら 「簡 単 な ボ タ

ン 押 しの ゲーム で す 。で き る だ け 多 く 得 点 し て く だ さ

い 。総 得 点 の 2 点 に つ き 1 円 を支 払 い ま す 」 と い う教

示 を 与 え た 。強 化 子 を 呈示 す る際 に 、ベ ル の 音 を 同時

に 鳴 ら した 。各 試 行 の 選択 場 面 に お い て 、緑 か 赤 色 ラ

イ トが 同 時 に 点 灯 し 、そ れ ぞ れ ラ イ トの 下 に あ る ボ タ

ン を 押 す こ と に よ り、遅 延 時間が 決定 さ れ た 。

　各被験 者 は 以 下 に 示 す 遅 延 時 間 の 異 な る 3 つ の 条 件

（Os ，
20s．O

’
s）の 実験 に 従事 した 。

　条 件 （0）： 赤 色 ラ イ トへ の 反 応 一強 化 子 2 点 を た だ

ち に 与 え た 。 ITI （試 行間間隔）12秒 。緑 色 ラ イ ト

へ の 反応
一

強 化 子 10 〔20〕点 を 50秒 遅 延 後 に 与 え た 。
IT 工 は IO秒 。

　条 件 （20）： 赤色 ラ イ トへ の 反 応 一強 化 子 5 点 を 20秒

遅 延 後 に 与 え た 。IT 工 IO秒 。緑 色 ラ イ トへ の 反 応
一

条 件 （0）と 同 じ。

　条 件 （O
’
）： 赤 色 ラ イ トへ の 反 応 一

強化子 ユ0 〔20〕 点

を た だ ち に 与 え た 後 、60秒 の ITI 。緑 色ラ イ ト へ の

反 応 一
条 件 （0）と 同 じ。

表 ユ．各 条 件 に お け る 遅 延 時 間 と 強 化 量

「
一

「 ，D

　 　 　 　 　 　 　 RIGHT

GREENRJGHT
、

ト
ー 一

Delay　　Amovnts　　　Delay　　Amounts

X （0）

　（20）

　（O
’
）

Os　　　2poilbts　　　50s　　　lOpoiロts

20s　　5points 　　　50s　　10points

Os　　10points　　　50s　　　IOpoillts

］

Y （0）

　 （20）

L （°
’
）

Os　　　2points

20s　　　5points

Os　　20points

50s　　　20points

50s　　　20points

5°s 　 2。P・ inし ・ 1

　　　　　　 」

　 3 条 件 の 実施順序 は 被験者間 で カ ウ ン ターバ ラ ン ス

を と っ た が 、赤 ・緑 ラ イ ト の 位 置 に つ い て は カ ウ ン タ

ー
バ ラ ン ス は と らな か っ た。

　 1 条 件 の 選択反 応 が 、左 右 の ど ち ら か に 対 し て 20試

行 中 16試 行 以 一ヒ （20試 行 中 の 80％ 以 ．ヒ ） の 偏 り が 生 起

し た 場合、あ る い は 、20試 行 中 に 16試 行 以 上 で 偏 り が

な く 、左 右 の 反 応 が 半 々 に な っ た 場 合 、そ の 条 件 を 終
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了 し 、休 憩 を は さ み 次 の 条 件 に 移 行 し た 。全 実 験 終 了

後 、被 験 者 に 獲得 し た 得 点 に 応 じ て 金 銭 を 支 払 っ た 。

た だ し 、高 齢 者 に 対 し て は 、獲得 し た 得点 に つ い て そ

の ま ま 報 告 し た が 、全 員 に 同 額 の 金 銭 を 支 払 っ た 。

待 っ て い た の に 対 し 、大学生 は 時間 ど う り か 、遅 刻 し

て き た も の で あ る 。高 齢 者 は 、大 学 生 よ り 「待 つ 1 と

い う こ と に 対 し 、抵 抗 が 少 な い の で は な い だ ろ う か 。

寺

．
フ

タ

牛

卜

診

占…

−

…
−
…

…
ー

1
」

ス

タ

試

起

が

終

　 　 　 　 　 　 　 　 　 結 果 と 考 察

　 最 終 20試 行 の セ ル フ
・コ ン トロ ー

ル へ の 反応率 を 各

披 験 者 、各 条 件 ご と に 求 め た も の が 表 2 で あ る 。

　 表 2 よ リ、セ ル フ
・コ ン トロ ール へ の 反応 率 が．5の

デ ータが 散見 さ れ る が 、そ れ ら の 被 験 者 の 多 く は 、右

と 左 の ボ タ ン を 交 互 に 選 択 し て い た 。高 齢 者 5 名 （S3

，4，12．15，19） が 、大 学 生 3 名 （S34．45．48） が 全 条 件

で ．5の 選 択 反
．
応 率 を 示 し た。ま た、X 条 件 の 条 件 （の，

（20）に お い て は 、高 齢 者 は ひ と り も 衝 動 性 を 示 さ ず 、

大 学 生 は 7 名 （S20，21，22．23，25，26，29） が 衝 動 性 を

示 し た 。大 学 生 と も に ち ょ う ど 半 数 の 被 験 者 が セ ル フ

・
コ ン トロ ール を 示 し た 。Y 条 件 の 条 件 （O），（2G）に お

い て は 、高 齢 者、大 学 生 と も に ち ょ う ど 半数 の 被験者

が セ ル フ
・

コ ン トロ ー
ル を 示 し た 。

　 表 2 の 各 被験者 の 最終反 応 率 を も と に 、条 件 ご と に

・F均 反 応率 を 算出 し た も の が 図 1 、2 で あ る 。

　 図 1 よ り 、X 条 件 で は 、条 件 （0），（20）に お い て 高

齢 者 の ほ う が 、セ ル フ ・コ ン トロ ール へ の 反 応 率 が 高

か っ た。つ ま り 、高 齢 者 が ．6以 上 の 平 均 反 応 率 を 示 し

て い る の に 対
’
し、大 学 生 は ．4以 下 の 平均反応 率 で あ っ

た 。ま た 、図 1 、2 の 比 較 か ら 明 ら か な よ う に 、高 齢

者 は 、X ・Y 条 件 と も に セ ル フ ・コ ン ト ロ ール へ の 選

好 を 3 し た 。一
方、大学生 は 、X 条件 で 衝動 性 を 示 し

た が 、Y 条件 で は セ ル フ ・コ ン トロ ール を 示 し た 。

　 高 齢 者 の 中 で 、右 と 左 の ボ タ ン を 交 互 に 選 択 し た 彼

験 者 は 、欲 張 り だ と思 わ れ た く な い と い う 理 由 か ら 交

fi1に 反 応 し た と い う 内 省 が あ っ た 。ま た 、実 験 の 待 ち

合わ せ 時 間 に 、高 齢 者 t’tl 時 間 、あ る い は 30分 前 か ら

1．0

o．8

β

4

0

　

0

平
均

反
応

率

O。2

0。0
　　　 （0）　　　　　　（20）　　　　　（O

’
）

　　　　　 条　　 　 件

　図 1．X 条件に お ける 高 齢者 と大学生 の

　　　 セ ル フ
・コ ン トロ

ー
ル へ の 平均反

　　　 応 率

表 2 ．高齢者 と 大 学 生 の セ ル フ
・

コ ン トロ ール へ の 反応 率

S　 　SEX　 AGE
　 　 　 　 　 　 　 　 COND
COND 　

− 一
ての

一一一
爾 丁

　

1　 　 f　 　 64
2　 　 f　 　 62
3　 　 f　 　 69
4　 　 f　 　 61
5　 　 f　 　 60
6　 　 f　 　 70
7　 　 f　 　 62
8　 　 f　 　 76

9　 　f　 　 65

10　 　 m 　 　 7Z
ll　 　 f　 　 63
12　 　f　 　 6⊥
13　 　f　 　 69
14　 　 m 　 　 72
15　 　f　 　 74
16　 　 m 　 　 66
17　 　f　 　 63
18　 　f　 　 66
19　 　 m 　 　 69

XXXXXXXXX

．
YYYYYYYYYY

．8　 　 　 ．5　 　 　 ．5
．95　 　 ．9　 　 　 ．5
．5　 　 　 ．5　 　 　 ．5
．5　 　 　 ．5　 　 　 ，5
．85　　　　　．85　　　　　．5
，5　　　 ．5　　 　 ．1
1．　 　 　 ．95　 　 1．
．85　　　　　，85　　　　　，15
0　　　　 ，95　　 ．1

，95　　　　 ，9　　　　　．15
1．　 　 　 ，95　 　 1．
．5　 　 　 ．5　 　 　 ．5
．15　 　 ．5　 　 　 ．1
．2 　 　 　 ．85　 　 　 ．2
，5　 　 　 ．5　 　 　 ．5
．85　 　 1．　　　 1．
，8 　　　　．85　　　 ．85
1．　　 　 正．　 　　

』1．
．5　 　 　 ．5　 　 　 ，5

20　 　f　 　 21
21　 　 f　 　 20
22　 　f　 　 21
23　 　f　 　 21
24　 　f　 　 20
25　 　 f　 　 21
26　 　f　 　 20
27　 　f　 　 21
28　 　 f　 　 21
29　 　f　 　 2Q

l？ 饗　ll
32　 　 f　 　 19
33　 　 f　 　 I9

黠 器　ll
ll 雲　19
38　 　 f　 　 20
39　 　 f　 　 20
40　 　 m 　 　 21
41　 　 m 　 　 21
42　 　 m 　 　 21
43　 　 m 　 　 21
44　 　f　 　 21
45 　 　 f　 　 21

46　 　 f　 　 22
47　 　 m 　 　 23
48　　f　　

．
23

49　 　 皿　 　 21

XX

×

XXXXXXX

…
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

．05　　　　　．1　　　　　　．95
0　 　 　 　 ．1　 　 1．
．15　　　　 ．05　　　　 ，1
．1　 　 　 ．1　 　 　 ．5
1．　 　 　 ．85　 　 D
ユ 　 　 　 0　 　 　 　 ．05
．05　　 ．15　 　 0
1．　 　　 1．　 　　 　 ．5
．85　 　 ．5　 　 　 ．5

0　　 　　 ．15　 　 ．5

L．　 　 　 ．95　 　 1．
1．　 　 　 1．　 　 　 1．
，5　 　 　 ．95　 　 1．

O　 　 　 　 ，5　 　 0
．5　 　 　 ．5 　 　 　 ．5
1．　 　　 1．　　　 ．9
．9　 　 　 工．　 　 　 ．5
1．　　　　　　 ．95　　　　　，05
L噛　 　 　 1．　 　 　 1．
．05　 　 ．5　 　 　 ．5
．2　　　　　　985　　　　　，95

1．　 　 　 ．95　 　 ．9
0　 　 　 　 19　 　 　 1．
．05　　　　　，15　　　　　・5
19　 　 　 1．　 　 　 ．L5
，5　 　 　 ．5　 　 　 ．5
．95　 　 工．　 　 　 1．
1．　　 　 ．95　 　 1，
．5　 　 　 ，5　 　 　 ．5
．5　 　 　 ．5　 　 　 ．2

［］ 高齢者
圜 大 学生

1．0

0．82U

　

4

AU

　

O

平

均
反
応

率

o．2

0．0

0

8 广「　．

6 ．．．：∫耐 ．．「．

毳
．：
…
：．…… 琴…i

：
…
．
……

2

鴛 擁

i三：．…．
．．膳

：難…
蟹
．
：…
．⊇

0
（0）

条
（20）

件
（0
’
）

図 2 ．Y 条 件 にお ける 高齢者と 大学生の

　 　 セ ル フ ・コ ン トロ ール へ の 平均 反
　 　 応 率

口 高齢者
圜 大学生
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疉
　

企業に行動 分析学 を導入す る ため に は

　　　　　（株 ）サ ン シス テム

　　　　　　　島宗　理

’

夢 と現実

　「行動分析 は 素晴 ら しい 」

　「行動分析学 こ そ 唯 一
の 科学的心理学だ」

　「認知心理学 で は 解決 で きな い 問題 で も行動分析 な

ら解決で きる」

　「行動分析学 で 世界 を救お う ！」

　行動分析学の 魅力 に 取 り憑 か れ、夢 と希望 に 満ちあ

ふ れ て 論文を あ さ り、指導教 官や 同僚 と議論 を して

日々 勉 学 を 進め て い る 学生 達 の 姿 は 美 しい 。私 も例

外で は な か っ た （と思 う〉。

　と こ ろ が
一

端大学 を出 て い ざ行動分析学を実践 し よ

うとす る と、世の 中の 現実 に い きな りぶ ちあた る こ

と も少 なくな い の で は ない だろ うか ？残念な が ら、
私 の 場合 も例外で は なか っ た。

「行動分析っ て 、何だか 冷 た い 」

「数 字 （デ
ー

タ ） ば か り重 視して 、人の 気持 ちを軽

視す る」

「大人な ん だ か らい ちい ち誉 め られ な くて も （強化

され な くて も） や るべ きこ と をや るべ きだ」

「フ ィ
ー

ドバ ッ ク ？そ ん な こ と は ユ 00 年前 か らや っ

て い る ！」

　他 の 人 は 自分 ほ ど行動分析学 に 魅 力 を感 じ な い の だ

と知 っ て 失望 す る 瞬間で ある 。 それ ど こ ろ が強い 抵

抗 を 示す 人 ま で 現 れ る 。 しか し、こ れ で 引き下 が っ

て は 男が すた る。い や行動分析家 と して も失格だ。

彼 らの 行動分析 に対す る抵抗 を分析 して、行動分 析
を受け入 れ る 確率 を高 め る環境変数を探 さなけ れ ば

な ら ない 。

　そ こ で 今回の 発表 で は、過去 1 年間 に 私 が （株 ）サ

ン シ ス テ ム とい う ソ フ トウ ェ ア 開発会社 で行 っ て き

た実践 の 中 で 、度重な る 失敗と数少な い 成功 か ら学

ん だ経験則をい くつ か ご紹介する e

経験則 1　 理論 は 反論を呼ぶ

ケ
ー

ス

　ソ フ トウ ェ ア 開発 は プ ロ ジ ェ ク トチ ーム を主 体 に し

て進め る こ とが 多く、開発 の盂否は リーダ の マ ネジ

メ ン ト能力 に かか っ て い る 。 と こ ろ が リ
ー

ダに は年

長 の 技術者が経験 が豊富だ とい う理 由だけ で 選 ば れ

る こ とが多い e マ ネ ジ メ ン トの ス キ ル と ソ フ トウ ェ

ア 開 発 の ス キ ル とが 全 く別 の ス キ ル だ と い う認識が

欠 け て い るせ い で あ り、こ の た め プ ロ ジ ェ ク トの 運

営 に問題 が 生 じや す い
。

　そ こ で 社内 の プ ロ ジ ェ ク トリー
ダを対象に 行動分析

学的なマ ネ ジ メ ン ト方法を教える ワーク シ ョ ッ プを

実施した 。 参加者 は の べ 9 名で 1週 間 に ユ時間の セ ッ

シ ョ ン を 3ヵ 月間行 っ た 。 ワ
ー

ク シ ョ ッ プで は行動

シ ス テ ム 分析 の 理論、標的行動 の 定義の 仕方、AB
C分析 （3項随伴性 の 分析）、標的行動の 測定方法、
チ ェ ッ ク リス トや フ ィ ードバ ッ ク な ど に よ る行動修

正の 技 法 な ど に つ い て講義を行 い 、なお か つ 参加者

が 担当 して い た プ ロ ジ ェ ク トで そ れ らの 技法を実習

させ た。

　1時間の セ ッ シ ョ ン で は 講義が 理論的 な こ と に な る

と参加者 の ネ ガ テ ィ ブ な コ メ ン トが 増 加 した 。 た と

えばABC 分析で 強化 の 話 をする と 「自主性」 や

「内的動機」 を 大 事 に す る べ きだ と い う よ うな討論
に なっ た し 、 チ ー

ム の 目標は企業の 目標 か ら トッ プ

ダ ウ ン 的に導 くべ きだと話 をする と 「い や 日本人 に

はボ トム ア ッ プ 方式 が適 して い る の で は ？」 とい う
議論に な りが ちだっ た。

分　析

　なぜ チ ー
ム の メ ン バ ーが 指示され た作業を遂行 しな

い の か、ど う して 目標設定 と フ ィ
ー

ドバ ッ クが 効果

的 な の か、そ うい っ た 「種明か し」を行動 の 原理 を

使 っ て説明す る の は 我 々 行動分析家の得意とす る と

こ ろ で あ り、興味 の あ る こ とで あ る 。 と こ ろ が プ ロ

ジ ェ ク トリーダの 興味 （あ る い は動機づ け） は こ こ

に はない
。 彼 らが 求 め て い る の は 手軽 に 効果を上 げ

る こ との で きる マ ネジ メ ン ト手法で あ り、そ の 仕組

み の 説明 で は ない の だ 。

　さ ら に 素人 は 「心」とか 「心理学」に つ い て 独 自の

理論 を持 っ て い る 。 行動分析学が提供する 「心」 の

説明が 自分 の もの とマ ッ チ しなけれ ば拒否反応が 起

こ る 。 具体的 に は、行動分析学 の 説明が 当 て は ま ら

ない ような状 況を懸命 に 探 して 反論す る 。 挙げ句 に

は こ ちらが提供する ア イ デ ィ ア をす べ て 否定す る こ

とに もな りか ね ない
。

こ うな っ た ら 最後、行動分析
家 の 負 け で あ る 。

今 で は私は理論的 な説明 は ほとん ど行 っ て い ない 。
相手が行動分析学的方法を受け入 れ 、その 上 で 理 論
に も興味 が あ る と、積極的に情報 を求 め て きた と き

の み徐 々 に 説明 を して い る。

経験則 2　知識 で は な く道具 を与 える

ケ
ー

ス

　前述 の ワ
ー

ク シ ョ ッ プで は実習と し て行動契約的な

マ ネジ メ ン ト手法を実施 し た。こ れ は各開発 チ ー
ム

が 週
一

回 の ミー
テ ィ ン グ を開 き、その 週 の 具体的 な
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卜
」

ー．

作業目標を決定 し、前 の 週 の 達成 に 関 して 各 メ ン バ

ー
に フ ィ

ー
ドバ ッ クを与える とい う方法で あ る 。 3

カ 月の ワ
ー

ク シ ョ ッ プ期間中、週間作業の 達成率 を

グ ラ フ に す る こ とも課題 に した （図 1 ＞。

　ワ
ー

ク シ ョ ッ プ終了後 は 、グ ラ フ の 提出を義務 づ け

る と い うよ うな特別な随伴性 は 設定 しなか っ た に も

か か わ らず 、ほ と ん どの 参加者 は ワ
ー

ク シ ョ ッ プ終

了 後 もこ の マ ネ ジ メ ン ト手法 を継続 して 使 うよ うに

な っ た 。

　 100

作
　 　 80
業
完 　 60
了

率　 40

／
　 　 20
％

　 　 0246810121416182022

　 　 　 　 　 　 　 週

図 L ワ
ー

ク シ ョ ッ プ参加者 が記 録 し た、
　　 あ る プ ロ ジ ェ ク トの 週 間作 業完了率。

分　析

　プ ロ ジ ェ ク トリー
ダ
ー

は現 実的 な問題 と し て、指示

した作業が 期待 して い る よ うに 完了 しな い とか 、メ

ン バ ーが 依頼 し た 仕事以 外 の 仕事 を （勘違い して 〉

や っ て しま うとい っ た 行動的 な 問題を抱えて い る 。

具体的 な 週間目標の 設定 と フ ィ
ー

ドバ ッ ク の 仕組 み

は、リ
ーダーに あ ま り手間 をか ける こ と な くこ う し

た問題 を解決す る の に 役立つ もの で あ っ た。自転車
がパ ン ク し た と き、当事者 に とっ て 必要 な の は 原 因

の 力学的 な説明で は なく修理 キ ッ トとそ の 使 い 方 で

あ る 。 与え ら れ た道 具 が簡単 に 使 え て 役 に 立 つ もの

で あれ ば道具を使 う行 動 は 自動的 に 強化 さ れ る 。

　さ らに 、工 夫 の 余地 を与 えると道具 が受け入れ られ

や す い こ と も分 か っ て きた 。 ワ
ー

ク シ ョ ッ プ 終了後

は 週間目標 の 書き方や フ ィ
ー

ドバ ッ ク の 方法な ど は

各リ
ー

ダ
ー

に任せ る よ うに した。す る と、 「こ こ を

こ う変え て み た ん で すけど、どうで しょ う ？」と い

う積極的 な行動 が現 れ て くる 。 こ う した行動が で れ

ば行動分析家 の 勝 ち で あ る 。　「そ うだね、その 方が

い い ね 」 と強化 して い く。

　こ の他に も私が 見つ けた経験則 に は以下の 様な もの

があ る 。

経 験 則 3　道具 の 作 り方を教え る

行動マ ネジ メ ン トの道具 を安定 して使うよ うに な っ

た ら、今度は．リーダー
の その 他 の 問題解決 に 役立

ちそうな道具 を提案 し、そ の 作 り方を教える 。 そ し

て 、彼ら の 道具作成行動 を コ
ー

チ する 。

経験則 4　行動測定 に 関する 不安 を取 り 除 く

　
一
般社会 で は能力や成績 の 測定は選抜 や 競争と関連

し て い る こ とが 多い
。 しが た っ て、行動 や 達成 を 測

定 しよ うと す る と きに、　「悪 く評価 され る」　「責 め

ら れ る」　「解 雇 の 危険」な ど とい っ た不安が 生 じ る

の は む しろ 自然 な反応 で あ ろ う。 こ れ に 対 して 行動

分析学で の 「測定」は 「選別」 の ため で は なく 「改

善」 の ため で あ る と、い くら口 で 説明 して もわ か っ

て は もらえな い
。 む しろ 、測 定結果が 測 る 方に も測

られ る 側 に もメ リ ッ トが あ る よ うな仕組み を体験 さ

せ る こ とで 、こ の よ うな不安を取 り除 い て い くこ と

が 有効 で あ る
。

科学 と工学、技術 と魔術

　 世 の 中 に は 説 得 の 上 手 な 人 とそ うで な い 人が い る。
私の 友人 で コ ン サ ル テ ィ ン グ をや っ て い る 人間 に も

ク ラ イ ア ン ト を口 説 い て 行動分析的 なサ ービス を売

る の が 上 手 な 人間 と そ うで ない 人間が い る 。 残念 な

が ら私 は ど ちらか と言 えば 後者に 属す よ うで あ る。
そ して 、で きない 人 間 に と っ て で きる 人 間の 行動 は

魔術 の よ うに 映 る もの で あ る。J リ
ー

グ で 三浦知義

の プ レ イを観て 「すご い な、天才的 だ な 」 と思 うの

と一
緒 で ある 。

　 「魔 術」 を行動的 に 解明 し、誰 もが 「天 才」に な れ

る よ うな環境 の 仕組 み （す な わ ち随伴性）を解明 し、

　「技術」 と して提供す る の が 応用行動分析学の 使 命

の 一つ で は ない だ ろ うか ？行動修正 に携わ っ て い る

人 々 は 「正常児」と 「遅滞児」 の 行動の ギ ャ ッ プ を

埋 め る作業を して 成功 して きた。コ ミ ュ ニ テ ィ 心 理

学 の 分野 で 活動 して い る 人達 もゴ ミ を投げ捨 て る

「常識 の ない 社 会」 と理想的 な社会の ギ ャ ッ プを埋

め よ うとして きた 。 こ れ まで に欠け て い た分野 の
一

つ は 「行動分析学を広 め る 天 才」 と 「行動分析学 を

広 め る 凡才」 との ギ ャ ッ プ を埋 め る 研究 で は ない だ

ろ うか ？い まだ に 「天才」の 行動は 「魔術」 の まま

で あ る。こ れ を 「技術」 と して確 立 す る た め に は 、
た とえば行動分析学 を 「受 け 入 れ る 」 と い っ た認知
的 な行動 の 科学的 な研究と、その 結 果を実践的 に応
用 し工 学的 なア プ ロ ーチ で トレ

ー
ニ ン グ プ ロ グ ラ ム

’

を開発す る ような協力体制が必要で ある 。 個人的 で

はあ る が 私の 失敗 と成功 か ら の 経験則 が こ の よ うな

研究の きっ か け に なればと願っ て い る。
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Verbal communities:  Their role in the

                        (Department of

 The  concept  of  a verbal  community  was  introduced

 by Skinner (1957) but very  little has been written

 since.  The special  properties of  verbal  communities

 have a strong  on  influence the majority  of  everyday

 human  behaviors but, despite this, there is no  overall

 framework to integrate the effects  of  verbal

 communities  with  the  other  complexities  of  human

 behavion The lack of  overall  framework makes  it

 difficult to control  and  interpret human behavior in

 both laboratories and  applied  settings  because the

 controlling  variables  are not  al]  taken  into account.

      I present here a  preliminary framewoTk which

 I have found useful  in analysing  the  different

 complexities  of  human  behavior,  in suggesting  a

 wider  range  of  possible variabtes  for experimentally

 controlling  human  behavior. and  in allowing  for

 more  realistic  applied  interventions. It is suggested

 that when  analysing  an>,  human  behavior, or  when

 attempting  to intervene  and  change  any  human

 behayior, the foL]owing six sources  of  contingencies

 need  to be taken into account.

 1. What might  be the effects  from  the physical
  env]ronment  for this behavior?

 2. What  other  contingencies  might  be present as

  alternative  behaviors? Are  there multip]e

  contingencies  which  are  having a subtle  efTect.

3. What  are  the immediate or  direct etTects  from

  people in the vicinity?  Are other  people having

  direct consequences,  acting  as  discriminative

  stimuli,  or  taking part in the behavior?

4. Are there  other  effects  present because  many

  people are  behaving in this way?  (additive
  metacon"ngencles)

5. Is there a history of  a  verbal  community

  maintaining  the behavior and  what  might  be the

  group advantages?  (a group which  reinforces  in

  a loose manner)

6. Does the centingency  reinforce  the  maintenance

 of  the  verbal  community  (a ritual  or symbolic

 behavior) rather  than  having a particular
 reinforcing  greup outcome?

analysisand  change  of  human  behavior

 Bernard Guerjn
Psychology, University ofWaikato)

     Each of  these  six sources  ot' control  involve
differen{ types of  variab]es  which  lead to different
behavioral interyentions forchnngin.g. bchavior. It is
suggested  that all six  t>,pes oi' contin.gencies  need  to

be considered  when  anai.vsins, and  changing  any

human  behavior.

      Source 1 is the studv  of  traditional  behavior

 analysis.  The  physical en"vironmenl  can  provide

 reinforcing  and  punishing eiTeets  and  thereby shape

 and  maintain  some  human  behavior. For example.

 food  sources  directiy maintain  a grcat dea] of  eur

 behavior when  the food is contin.oent  upon  the

 behavior. Peeling bananas is probably maintained

 by the etifect of  eating  the banana afterwards.

      Source 2 svas  first stated  explicitly  by Findley

 (1962) and  recent  summaries  are  by Evans, Meyer.

 Kurkjian, &  Kushi (19g8) and  Guerin (1994). Some

 control  over  behavior is only  apparent  by examining

 alternative  choices  vvhich  might  not  be present a{ the

 time.  People might  engage  in one  behas,ior without

 
"eiljoying"

 it because they are avoiding  another.

      Source 3 involves other  peeple providin.o
 clirect and  immediate effects.  Such interactions are

social  behavior but do  not  involve a verbal

community:  the  people rea]ly  on]y  extend  the

physicai environment  b>, mediating  any  of  the three

terms  of  a three-term  contingenc)'.  and  such

behaviors have therefore been called  uasi-social

behavior (Hake &  Vukelich, 1972),

     Source 4 is a  form  of  soeial  contingencv                                   LJ
which  also  does not  require  a  verbal  community.

Glenn (1988) has made  a  distinction between
contingencies  and  metacontingencies.  A meta-

con"ngency  refers  to the relatien  betxveen many

people behaving in a  particular way  and  the  effects

this has. If everyone  smokes  ci.garettes then this has
an  additiye  effect  that tobacco  companies  will

increase  their marketing  and  advertising  and  thereby

make  even  rnore  people smoke.

     Source 5 occurs  when  a group of  people
reinforce  loosely a wide  variety  of  behaviors which
other  people in their group produce, even  when

s
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those behaviors produced do not  directly reinforce
the  reinforcing  behavior for either  the individual or

the group as a whole.  Anthropologists call th[s

generalized exchange,  and  it forms the basis of  my

definitionefap mt( t.

     Such generalized shaping  of  group mernbers'

behavior aliows  many  other  useful  (and often  very

arbitrary)  contingent  relations  to emerge  svhich

otherwise  would  not  be possible. In particular. it

allows  the generalized group comp[iance  to be used

to shape  many  behaviors not  possible through  quasi-
sociafi behavior interventions (3) or through  leaving
it to the physical environment  to shape  (1). Verbal
communities  make  possible money.  Iaws. Ian.ouages,
seif-identity,  socially  constructed  and  fictitlous
knowledge, social  networks.  rumours,  and  music.

     Source 6arises because the shaping  and

malntenance  of  a  verbal  communLty  is usuaily

assoclated  with  varLous  
"ritual"

 behaviors <Guerin,
i992). These behaviovs should  not  be analysed  in
tcrms  of  2 or  3 because they  are not  maintained  by
the  obvious  individuai or  community  outcomes.

Rather. their  f'unction is to maintain  the group in
order  that alt the other  verbai  community

metacontingencies  can  work.  For example.  it would

be wrong  to analyse  the function of  eating  bread in
the Catholic Mass  as  an  additive  or  verbaL

community  metacontingency  invoiving food and  an

inereased intake of  nutrients.  Rather, it functions to
Enaintain  the verbal  communlty  for other  purposes,

At!LwLg!uijsLg[-sps}ggiggnexa1fd･

analysln.u  and  ehanging  the continuencies

in speeding  in motor  cars. We  need  to consider  all

the  fo11owing possib:e sources  of  contro[.

Finally,consider

involved

1. The  effects  of  the physical environment  when

  speeding  (getting pla¢ es  faster. the wind,  the

  sound  of  the engine.  the 
"feel"

 of  the road

  surface)

2, The etlbcts  of  mu:tiple  contingencies  C"choices")

  (avoidance of  catching  buses. cycling  or  talking

  to strangers  at bus stops)

3. The  immediate effects  from people in the vicinity

  (avoiding pedestrians, ignoring strangers  who

  shake  their fist at  you, using  other  drivers to

  gau-.ue your speed)

4. The additive  metacontingencies  of  rnany  peopie

  driving (trafficjams, air pollution)

5. What  the  verbal  cornmunity  says about  speeding

  (the law. passengers. the media  presentations
  about  speeding,  generalized social  punishers for

  speeding,  family views  on  speedin.q)

  plus the  verbal  community"s  atgMpaugggs.dvanta  es

(things gets done faster in a vehicuLar  society  and

help the entire  economy  and  standard  of  living)

6. The  ritual maintenance  of  the verbal  community

  rather  than  any  more  direct olltcomes  (ritual

  speeding  to maintain  adolescent  male  groups. or

  perhaps some  lonely peeple might  speed  to

  maintain  an  interaction with  poLice?)
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ラ ッ トの チ ェ
ー

ン 引 き 反 応 の Fl パ フ ォ
ー

マ ン ス に 及 ぼ す 強 化 遅 延 の 効 果
　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 中 島 　 定 彦

　　　　　　　　　　　　 （日 本 学 術 振 興 会 特 別 研 究 員 ／ 関 西 学 院 大 学 文 学 部 ）

、

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 方 　 法

被 験 体 　食 餌 制 限 下 で 餌 を 強 化 子 と し た 変動比 率 （VR）

　ス ケ ジ ュー
ル で の レ バ ー

押 し訓 練 経 験 の あ る ウ ィ ス タ

ー系 ア ル ビ ノ ・ラ ッ ト雄 8匹 。 予 備 訓 練 開 始 5日 前 か ら

摂 水 制 限 （1日 20分 摂 水 ）を 開 始 し た 。実 験 期 間 中 は セ
ッ

　シ ョ ン 終 了 直 後 に 飼 育 室 で 20分 間 だ け 摂 水 さ せ た。予

備 訓 練 開 始 時 ，約 120 日 齢 で 体 重 は 356〜482g，本 訓 練

終 了 時 の 体 重 は 493 〜590g で あ っ た。

装 置 　幅 195mmX 長 さ 220mmx 高 さ 200mm の 実 験 箱 。両 側

面 と 天 井 は 透 明 ア ク リ ル 板，正 面 お よ び 背 面 は ア ル ミ

ニ ウ ム 楓 　床 は ア ル ミ ニ ウ ム 格 子 で あ っ た 。縦 45mmX

横 35mmの 開 口 部 が 正 面 パ ネ ル 中 央 下 部 （下 端 が 床 か ら 5

0im ）に あ り，自動 給 水 装 跨 （D．　lmJカ ッ プ ）に よ り強 化 子

（水 道 水 ）が 呈 示 可 能 で あ っ た 。強 化 子 呈 示 時 に は 開 口

部 内 の 電 球 が 点 灯 し， カ ッ プ へ の 接 近 反 応 を 赤 外 線 セ

ン サ
ー

に よ り検 出 し た 。天 井 か ら は チ ェ
ー

ン が 1本 吊 り

下 げ ら れ て お り （左 側 面 お よ び 正 面 パ ネ ル か ら各 50mm ），

そ の 下 端 は 床 か ら 125mm で あ っ た 、．チ ェ
ーン 引 き 反 応 は

天 井 に 設 置 さ れ た マ イ ク ロ ス イ ッ チ に よ り 検 出 し た 。
セ ッ シ ョ ン 中，正 面 パ ネ ル 最 上 部 中 央 の 室 内 灯 が，強

化 子 呈 示 時 間 を 除 き．点 灯 し て い た 。実 験 箱 は 防 音 箱

に 納 め ら れ て お り，防 音 箱 内 部 の ブ ザ
ー

に よ って 2300

11z（100dB、　 Scale　 C）の 信
・
号 刺 激 を 呈 示 可 能 で あ っ た 。

手 続 き　 旧 1セ ッ シ ョ ン ．1週 間 に 6〜7 日 行 っ た 。

［予 備 訓 練 〕実 験 箱 へ の 馴 致 を 行 っ た 翌 日 か ら 2日 ，定

時 （FT ） 60秒 で 強 化 子 を 呈 示 し た 。 こ の と き チ ェ
ーン

引 き 反 応 が あ れ は 直 ち に 強 化 し た 。 20回 の 強 化 子 呈 示

を 2日 間 行 っ て チ ェ
ー

ン 引 き 反 応 が 形 成 さ れ な か っ た 個

体 に は 2 日 目 に 補 訓 練 を 実 施 し た 。

［本 訓 練 ］ チ ェ
ー．

ン 引 き 反 応 を 0，5秒 強 化 遅 延 の FI ス ケ

ジ ュー
ル で 訓 練 し た 。 1日 30強 化 で ，FI 値 を 10秒 （2日 間 ）

→20秒 （2 日 間 ）と 変 化 さ せ ，最 終 的 に FI30 秒 で 30 日 間 訓

練 した 。 そ の 後 ，強 化 遅 延 を 順 次 延 長 し （1→2→4秒 ）．

最 後 に 再 び O，5秒 と し た 。 各 遅 延 フ ェイ ズ の 長 さ は 15 日

間 で あ った 。本 訓 練 を 通 じ，半 数 の 個 体 は 遅 延 中 常 に

信 号 刺 激 が 呈 示 さ れ （chain 　 FI　 FT．），残 り半 数 は 呈 示 さ

れ な か っ た （tand 　 F【 FT）。な お ，強 化 子 呈 示 開 始 後 ，

接 近 反 応 が 検 出 さ れ た 時 点 か ら 2秒 間 を 強 化 時 間 と し，

そ の 後 ，次 の イ ン タ ーバ ル を 開 始 し た 。

実 験 の 実 施 に あ た り 北 ロ 勝 也 氏 の 協 力 を 得 た 。記 し て 感 謝 す る 。

　　 　　　　　　　 結 果 お よ び 考 察

　 以 下 の 各 指 標 に っ い て，各 遅 延 フ ＝ イ ズ の 最 終 5日 間

安 定 し た 成 績 で あ る と 判 断 し た 。  イ ン タ
ーバ ル 中 の

反 応 率 ： 30秒 の イ ン ターバ ル 中 に 出 現 し た チ ェ
ー

ン 引

　き 反 応 の 生 起 頻 度。   遅 延 中 の 反 応 率 ： 遅 延 中 （0〜O．

5秒 ，O．5〜工秒 ，1〜2秒，2〜4秒 に 分 割 して 計 測 ）に 生

　じた チ ェ
ー

ン 引 き 反 応 の 生 起 頻 度 。  曲 率 指 数 ： イ ン

タ
ーバ ル 中 の 反 応 パ タ ーン の 指 標 （Fry ，　 Kellehcr ，＆

Cook ，1960＞。  強 化 チ接 近 潜 時 1 強 化 子 が 呈 示 さ れ て

か ら カ ッ プ へ の 接 近 ま で の 時 間。  イ ン タ
ーバ ル 内 で

の 反 応 率 の 変化 ； イ ン タ ーバ ル を leの 区 画 に 分 割 し，

各 区 画 で の チ ェ
ー

ン 引 き 反 応 の 生 起 頻 度 。い ず れ の 指

標 も，セ ッ シ ョ ン 全 体 の デ ー
タ を 基 に 計 算 し，5日 閭 の

平 均 値 を 算 出 し た 。

　 各 指 標 に つ い て ，各 個 体 の 結 果 を 図 1〜5に 示 す 。 S

は 遅 延 中 に 信 号 刺 激 が 呈 示 さ れ た 個 体， U は 呈 示 さ れ

な か った 個 体 で あ る。0．5秒 遅 延 で の 単 独 点 は 2度 目 の

O．5秒 遅 延 で の 値 で あ る。い ず れ の 指 標 で も 個 体 差 が 大

き い が ，全 体 と し て 以 下 の 点 が 示 唆 さ れ る。  イ ン タ

ーバ ル 中 の 反 応 率 は 強 化 遅 延 が 長 く な る と 低 下 す る 。

  遅 延 中 の 反 応 率 は 遅 延 開 始 か ら 0，5秒 目 ま で 高 く，以

後 低 下 す る。  曲 率 指 数 は 強 化 遅 延 が 長 く な って も 大

き な 変 化 が な い 。  曲 率 指 数 お よ び 遅 延 中 の 反 応 率 に

つ い て ，信 号 刺 激 の 有 無 に よ る 違 い は 見 ら れ な い 。 

強 化 子 接 近 潜 時 は 強 化 遅 延 が 長 く な る と減 少 し，信 号

刺 激 を 呈 示 した 群 に 潜 時 が 短 い 個 体 が 多 い 。  イ ン タ

ーバ ル 内 で の 反 応 は ，時 間 経 過 に 従 い 徐 々 に 増 加 す る

と い う典 型 的 な FIパ タ
ー

ン を 示 し て い る。強 化 遅 延 が

長 い と 反 応 増 加 の 絶 対 的 勾 配 が 緩 や か で あ る が ，相 対

的 勾 配 は 変 わ ら な い
。 信 号 刺 激 の 効 果 は 認 め ら れ な い 。

（図 3の デ ー
タ は こ れ ら の 結 果   の 要 約 呈 示 と い え る ）。

　 な お 、図 5の 最 終 区 画 で の 反 応 率 と 図 2（遅 延 中 の 反

応 率 ），図 4（強 化 子 接 近 潜 時 ）の 各 デ ー
タ は，一

般 に，

  信 号 群 で は 信 号 刺 激 呈 示 後 直 ち に チ ェーン 引 き を 休

止 し，強 化 子 呈 示 位 置 に 接 近 して い る こ と，  無 信 号

群 で は チ ェ
ー

ン を 引 く た び に ，強 化 子 呈 示 位 置 に 接 近

す る と い う 行 動 が 出 現 し た こ と，を 示 唆 して い る。

　 　 　 　 　 　 　 　 引 　 用 　 文 　 献

F弓  W ．．Ke］leher，　R ．　T．，＆ Ceek．　L．（1960）．　A 　mathematical 　index　on
　fixed−lnterval　schedules 　of　reinforcement ．　 Jotirnal　of 　the　Experi・
　 tnental 　Analysis　ofBehm ’iOt’，3，　193−199、
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無 信 号 遅 延 強 化 と 時 間 配 分
　 　 　 　 田 島 裕 之

（東 北 大 学 大 学 院 文 学 研 究 科 ）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 目 的

　 行 動 は そ れ と 依 存 関 係 に あ る 強 化 子 に よ っ て 維 持 さ

れ る の か ，そ れ と も 時 間 的 に 接 近 した 強 化 子 に よ っ て

維 持 さ れ る の か と い う 問 題 は ，選 択 行 動 の メ カ ニ ズ ム

は 何 で あ る か と い う 問 題 と 不 可 分 の 関 係 に あ る ，選 択

行 動 の 基 本 的 プ ロ セ ス が 行 動 比 と 強 化 比 と の マ ッ チ ン

グ で あ る な ら ば ， ど の 強 化 子 を ど の 選 択 肢 で 獲 得 し た

か と い う こ と が 重 要 で あ る ，こ れ は ，強 化 が 時 間 的 接

近 に 基 づ い て い る と い う こ と を 意 味 し て い る ．一
方 ，

巨 視 的 最 大 化 理 論 （最 適 化 理 論 ） が 主 張 す る よ う に 全

体 的 な 強 化 を 最 大 に す る た め に は ，依 存 性 に 基 づ い て

選 択 が 行 わ れ る 必 要 が あ る ，そ こ で 本 研 究 で は 依 存 性

と 時 間 的 接 近 の 問 題 を 選 択 行 動 と い う枠 組 み で 検 討 し

た ．2 選 択 肢 場 面 に お い て
一

方 の 行 動 に よ って 準 備 さ

れ た 強 化 子 の 呈 示 が 無 信 号 で 遅 延 さ れ る 場 合 ，強 化 呈

示 時 に は も う一
方 の 行 動 が 生 じ て い る 場 合 が あ る ．こ

の と き ，強 化 子 に よ っ て 強 化 さ れ る の は そ れ を も た ら

し た 行 動 な の か ，そ れ と も 時 間 的 に 接 近 し た も う 一方

の 行 動 で あ る の か を 調 べ た ，行 動 の 測 度 は 反 応 数 で は

な く 時 間 と し た ， こ れ は ，反 応 数 を 測 度 と す る と 無 反

応 と い う 第 3 の 選 択 肢 が 生 じ て し ま い ，結 果 の 解 釈 が

困 難 に な る か ら で あ る ．同 様 の 理 由 で ，強 化 ス ケ ジ ュ
ール に は ，ス ケ ジ ュー

ル に 配 分 し た 時 間 の 長 さ に 依 存

し て 強 化 子 が 呈 示 さ れ る 変 比 率 時 間 （variable −

ratio −｛ime ；VRT ） ス ケ ジ ュ
ール を 用 い た ．選 択 肢 の 一

方 は 即 時 低 率 強 化 ，も う
一

方 は 遅 延 高 率 強 化 と し た ，

し た が っ て ，選 択 行 動 の 基 本 的 プ
．

ロ セ ス が 全 体 的 な 強

化 の 最 大 化 で あ る な ら ば ，遅 延 高 率 強 化 側 に 配 分 さ れ

る 時 間 が 次 第 に 増 加 す る こ と が 予 想 さ れ る ．し か し ，

選 択 行 動 の 基 本 的 プ ロ セ ス が 時 間 的 接 近 に 基 づ く マ ッ

チ ン グ で あ る な ら ば、時 間 配 分 は 時 間 的 接 近 に 基 づ い

て 算 出 し た 強 化 比 を 追 跡 す る 方 向 に 推 移 し て い く も の

と 考 え ら れ る ．

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 方 法

　 被 験 者 ； 心 理 学 専 攻 の 大 学 生 3名 ．

　装 置 ； 被 験 者 は ，弁 別 刺 激 お よ び 強 化 数 カ ウ ン タ ー

呈 示 用 の 14 イ ン チ デ ィ ス プ レ イ （三 菱 ，XC −1498CH ）

の 前 に 座 って 実 験 を 受 け た ，実 験 制 御 お よ び デ ータ 記

録 は タ イ マ
ー

ボ
ー

ド （日 本 ア セ ン ブ ラ ．タ イ マ
ーポ ー

ド H ） を 組 み 込 ん だ パ ーソ ナ ル コ ン ピ ュータ （NEC ，

PC −9901RA ） に よ り行 っ た ．机 の 上 に は コ ン ピ ュ
ー

タ

の キ
ー

ボ
ー

ド を 置 き ，そ の ス ペ ー
ス キ

ー
を 強 化 ス ケ ジ

ュール 切 り替 え 用 の 操 作 体 と し た ，

　 手 続 き ： 各 被 験 者 を ，キ
ー

ボ ー ド の ス ペ ー
ス キ

ー
を

押 す こ と に よ っ て ス ケ ジ ュール を 切 り替 え る こ と が 可

能 な 並 列 VRT18secVRTgscc ス ケ ジ ュ
ール に さ ら し た ．

切 り 替 え 遅 延 は な し と し た ．VRTgscc ス ケ ジ ュ
ール に

は 強 化 準 備 状 態 と 強 化 子 呈 示 と の 間 に 15sec の 遅 延 を

設 定 し た ，こ の 遅 延 は 無 信 号 遅 延 で あ り ．遅 延 に 対 応

す る 刺 激 呈 示 は な か っ た ．ま た ，遅 延 中 も 被 験 者 の 選

択 に 応 じ て 各 ス ケ ジ ュ
ール が 進 行 す る よ う に し た ．

VRT18see ス ケ ジ ュ
ール に は こ の よ う な 遅 延 は 設 け ず

即 時 強 化 と し た ．デ ィ ス プ レ イ 画 面 中 央 に は 8cmX

8cm の 正 方 形 を 表 示 し，被 験 者 の 選 択 し て い る ス ケ ジ

ュ
ー

ル に 対 応 し て そ の 色 が 変 化 す る よ う に し た ．被 験

者 S1 と S2 で は ，VRTI8sec ス ケ ジ ュ
ール を 選 択 し て い

る 時 に は 正 方 形 は 緑 色 ，VRTgscc ス ケ ジ ュー
ル を 選 択

し て い る 時 に は 正 方 形 が 赤 色 と な る よ う に し た ．被 験

者 S3 で は ，正 方 形 の 色 と 強 化 ス ケ ジ ュー
ル と の 対 応

は こ の 反 対 と し た ，強 化 時 に は 正 方 形 は 1秒 間 白 く な

り，画 面 上 部 に 表 示 し た 得 点 が 1 点 増 加 し た ，実 験 終

了 後 ，1点 に つ き 1円 を 被 験 者 に 支 払 っ た ，以 上 が 1 セ

ッ シ ョ ン の 手 続 き で あ る ，1 日 1セ ッ シ ョ ン と し ，被

験 者 Sl は 7 セ ッ シ ョ ン 、　 S2 は 5 セ ッ シ ョ ン ，S3 は 6 セ ッ

シ ョ ン 実 験 に 参 加 し た ．

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 結 果

　 VRTgsec ス ケ ジ ュール の 滞 在 時 間 と 強 化 が 占 め る 割

合 を 各 被 験 者 に つ い て 10 分 の ブ ロ ッ ク ご と に 求 め た ，

強 化 の 割 合 に つ い て は ，依 存 性 に 基 づ く方 法 と 時 間 的

接 近 に 基 づ く 方 法 と の 2 種 類 の 方 法 で 算 出 し た ．依 存

性 に 基 づ く 算 出 方 法 で は ，VRTISsec ス ケ ジ ュ
ール に

よ っ て も た ら さ れ た 強 化 子 は VRTI8sec ス ケ ジ ュ
ー

ル

の 強 化 子 ，VRTgs 巳 c ス ケ ジ ュール に よ っ て も た ら さ れ

た 強 化 子 は VRTgsec ス ケ ジ ュ
ール の 強 化 子 と み な し た ．

時 間 的 接 近 に 基 づ く算 出 方 法 で は ，強 化 子 が ど ち ら の

ス ケ ジ ュー
ル に よ る も の か と い う こ と は 無 関 係 に ，被

験 者 が VRT18sec ス ケ ジ ュ
ール 滞 在 時 に 獲 得 し た 強 化

子 は VRT18sec ス ケ ジ ュール の 強 化 子 ，VRTgsec ス ケ

ーri
「

ー
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F

ジ ュ
ール 滞 在 時 に 獲 得 し た 強 化 子 は VRTgsec ス ケ ジ ュ

ール の 強 化 子 と み な し た 、結 果 を Fig ．1に 示 す ．

　 被 験 者 Sl の 時 聞 配 分 は 全 体 的 に は か な り 不 安 定 で

あ る が 1 第 13 ブ ロ ッ ク 以 降 ，VRTgsec ス ケ ジ ュール 滞

在 時 間 の 割 合 は 漸 減 傾 向 を 示 し た ．被 験 者 S2 の 時 間

配 分 は 0 ．5 付 近 で 安 定 し て お り，ど ち ら の ス ケ ジ ュ
ー

ル に 対 す る 選 好 も 認 め ら れ な か っ た ．彼 験 者 S3 の

VRTgsec ス ケ ジ ュ
ール 滞 在 時 間 の 割 合 は 第 9 ブ ロ ッ ク

ま で 斯 増 傾 向 を 示 し ，第 10 ，ILl2 ブ ロ
ッ ク （第 4 セ

ッ シ ョ ン ） で は
一

旦 0付 近 ま で 低 下 し た が ，再 び 上 昇

し て 第 13 ブ ロ ッ ク 以 降 は 1付 近 と な った ．VRTgsec ス

ケ ジ ュ
ール の 強 化 の 割 合 は ，依 存 性 に 基 づ い て 算 出 し

た 場 合 は ，す べ て の 被 験 者 に お い て 常 に VRTgscc ス ケ

ジ ュ
ール 滞 在 時 間 の 割 合 以 上 で あ っ た ．時 間的 接 近 に

基 づ い て 算 出 し た 場 合 は ，被 験 者 S3 の 第 6 ブ ロ
ッ ク 以

降 を 除 い て ，VRTgsec ス ケ ジ ュ
ール 滞 在 時 間 の 割 合 を

ほ ぼ 下 回 っ て い た ．

　 F［g．2は 切 り 替 え 反 応 数 の 推 移 を 示 し た も の で あ る ．

被 験 者 Sl の 切 り 替 え 反 応 数 は 第 1ブ ロ ッ ク で 2 豊08 で あ

った が ， そ の 後 急 激 に 減 少 し ，rOO か ら200 程 度 で 安

定 し た ，S2 の 切 り 替 え 反 応 数 に は レ ベ ル の 増 減 が 認

め ら れ ず ，最 終 的 に 1000 か ら 1500 程 度 で 安 定 し た ．

S3 の 切 り 替 え 反 応 数 は 第 玉 ブ ロ ッ ク か ら 254 と 低 く 最

終 的 に 0 と な った ．

1．0
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 考 察

　 被 験 者 Sl と S2 は 全 体 的 な 強 化 の 最 大 化 に 失 敗 し た ．

被 験 者 Sl の 第 13 ブ ロ ッ ク 以 降 の 時 間 配 分 は 時 間 的 接

近 に 基 づ く 強 化 の 割 合 を 追 跡 す る 方 向 で 推 移 し て お り，

こ の 結 果 は 時 間 的 接 近 に 基 づ く マ ッ チ ン グ 理 論 の 予 測

と 一致 す る ，被 験 者 S2 は ど ち ら の ス ケ ジ ュー
ル に 対

し て も 選 好 を 示 さ な か っ た ．実 験 後 の 自 己 報 告 に お い

て S2 の み が 実 験 中
「
の 目 的 と し て 点 数 （金 銭 ） の 獲 得

を 挙 げ て い な い 点 か ら す る と ，こ の 実 験 で 用 い ら れ た

強 化 子 の 強 化 力 は S2 に と っ て 弱 す ぎ た と 考 え ら れ る ，

被 験 者 S3 は 全 体 的 な 強 化 の 最 大 化 を 示 し た ，S3 の 切

り 替 え 反 応 数 は 非 常 に 小 さ い た め ，第 6 ブ ロ ッ ク 以 降

で は 時 間 的 接 近 に 基 づ く 強 化 の 割 合 は 依 存 性 に 基 づ く

強 化 の 割 合 と あ ま り 遅 い が な か っ た ． し か し ，

VRTgsec ス ケ ジ ュール へ の 時 間 配 分 は 第 6 ブ ロ ッ ク 以

前 に も 増 加 傾 向 を 示 し て い る 点 ，第 10 ，H ，12 ブ ロ

ッ ク で ほ と ん ど の 時 間 を VRTISsec ス ケ ジ ュ
ール に 配

分 し た 後 1 第 13 ブ ロ ッ ク 以 降 は ほ と ん ど の 時 間 を

VRTgsec ス ケ ジ ュール に 配 分 し て い る 点 か ら す る と ，

そ の 選 択 行 動 の プ ロ セ ス は ど ち ら の 選 択 肢 か ら ど れ だ

け の 強 化 を 得 た か と い う こ と に 基 づ くマ ッ チ ン グ で は

な く，全 体 の 強 化 が ど れ く ら い で あ った か と い う こ と

に 基 づ く 強 化 の 最 大 化 で あ る と 考 え ら れ る ．
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LAG ス ケ ジ ュ
ー ル に

　　 　　 　　　 　　 　OI．Li岸直基

　　　　　　 （駒沢大学人 文科学研 究科）

よ る 反応変動 の 制御
　　ノJ丶野浩

一一一

（駒沢大学文学 部）

　生体 が 特定 の 随伴 性 に長 くさ らされ て い る と、変動
の 少な い 定型的 な反 応 を 示す よ う に な る。そ こ で 、随

伴性 を変化 さ せ る こ とに よ っ て 反応 の 変動性を増加さ

せ る 試 み がな さ れ て い る。LAGス ケ ジ ュ
ール を 使用 し

た 反 応 変動 の 研究は Schwartz （1980） に 始ま る。そ

こ で は 手続 き 的 な 制約か ら 反応変動 は 顕著 な増加を 示

さ ず、定型 的 な 反 応 の 頻度が 減 少 しな か っ た 。 そ の 後

の 研 究 （Page ＆ Neuringer，1985 ほ か ） で は 手続 き

を 部 分的 に 変更す る こ と で LAG ス ケ ジ ＝・　一ル に よ っ て

反応 変動 を制御 した 。 こ れ らの 研究 で 用 い ら れ た 被験

体 は ハ トで あ り、実験事態 は discrete−trial で あ っ

た 。本研究 で は ヒ トを対象 に し て フ リーオ ペ ラ ン ト事

態 に お け る LAG ス ケ ジ ュール の 下で の 反応 を検討す る 。

　　 　　 　　 　　　 　 方 法

　【被験 者】

　 大学生 ro名 （男子5名、女子 5名 ）。

　【装 置 】

　 0．7mXl ．5m の 部 屋 で パ ー
ソ ナ ル ・コ ン ピ ュ

ー
タ PC

・9801 （NEC製） を 使用 し た
。 反応 の 入力 に は 、 キーボ

ー
ド上 の 、横並 び か っ iつ の キ ー

を は さ ん だ 2っ の キ
ー

　（HとK、また は Jと L、ま た は Tと U） を 使用 した 。 完 了

反応 に ス ペ ース キ ー
を使用 した 。

　【手続 き】

　 被験者 は コ ン ピ ュ
ータ の 前 に 着席 した 後、次 の よ う

な教示 を 受 けた 。

　 H と K （あ る い は J と L 、T と U ） の キ
ー

を好 き な

　順序 で押 して くだ さ い
。 画面 に VERY　GOOD1 ！！ と い

　 う文字 が 出 て ブ ザ ーが 鳴 っ た ら ス ペ ー
ス キ ーを押 し

　て 下 さ い
。 そ うす る と 1点獲得 した こ と に な り ます。

　実験終 r後 に 得点 に よ り賞金 が 出ます の で 頑張 っ て

　 くだ さ い
。 そ れ で は ス ペ ー

ス キ ー
を押 して ス タ

ー
ト

　 さ せ て くだ さい ，，

　実験は 次 の 3 つ の フ ェ イ ズ か らな っ て い る。
フ ェ ．ゴ ズ 1 （ベ ー

ス ラ イ ン ）　 8個 の 反応 が 入力 さ れ た

後、そ の 系列 の 内容 に か か わ りな く、 50％の 確率で 強

化 す る 。 非 強化 の 場合 に は 反応 は 中 断 されずに 続 行 し

た 。

フ ェ 、イ ズ 2 （LAG ス ケ ジ ュー
ル ）　 8反応を 1系列 と し、

そ れ 以前 の 50系列 と 照 ら し 合わ せ て 同 じ系列を含 ん で

い な い と き に 強化 した 。 た だ し、 こ の フ ェ イ ズ へ の 移

行直後 に お い て は 最初 の 8反 応 を 強化 し 、 そ の 後、参
照す る 系列を徐 々 に 増 や して い っ た。例え ば、6系列

目の 反応 を した 後 は そ れ 以前 の 5系列が 参照 され 、 そ

れ ら の 中 に 同 じ系列が な い と き に 強化 した 。 こ の よ う

に して 51系列 目の 反応 を す る ま で 比 較 さ れ る 系列は 1

系列 づ っ 増加 して い っ た 。 51系列 目か ら後は 常 に 前 の

50系列 と比較 し た 。

Z エ イ ズ 3 （ベ ー
ス ラ イ ン ）　 フ ェ イ ズ 1と 同 じ。8個

の 反応が入力さ れ る 度 に 系列の 内容 に か か わ り な く、
50％の 確 率 で 強化子 が 提示 さ れ た 。

　 1セ ッ シ ョ ン は 2っ の キ ー
に 対す る反 応 が 800個 入力

さ れ る ま で 続 け ら れ た 。強化 は
“
VERY　GOOD ！11

”
とい う

文字 を画面 に 提示 し、そ れ と 同時 に ブ ザ ーを鳴 ら し、

得点を 1点加算 す る こ と で あ っ た 。
ス ペ ー

ス キ ーを押

す と ブ ザ ーが 停止 し画面の文字 も消 え た 。 ま た ブ ザ ー

が鳴 っ て い る と きの 反 応 は 入力 さ れ な か っ た 。

　 各 フ 」．イ ズ は 5セ ッ シ ョ ン 以 上 実施 した 。セ ッ シ ョ

ン が終了す る と画面 に
“
少 し休憩 しま す 　 1度部 屋 か

ら 出 て くだ さ い
”

と い う文字が 提 示 され た 。被験者 が

外 の 椅子 で 待 っ て い る間に 、そ の セ ッ シ ョ ン の デ ータ

　（異系列数 と強 化数 ） を 調 べ 、セ ッ シ ョ ン の 継続ま た

は フ ェ イ ズ の 変更 を決定 した 。 そ の 後、被験者 に そ の

部屋 に 入 っ て もら い 、次 の セ ッ シ ョ ン を 始 め た
。 1セ ッ

シ ョ ン の 所要時間 は約5分〜10分 で 、セ ッ シ ョ ン 間 の

休憩 の 長 さ は お よ そ 1分間 で あ っ た 。

［分析 ］

　 1セ ッ シ ョ ン 中 の 反応 を 8反 応 ず つ の 系列 に 分割 し、
1セ ッ シ ョ ン 中 の 異 な っ た系列数を変動 と して 扱 っ た 。

例え ば 右 の キ ー
に 対す る 反応 を Rと し、左 の i 一

に 対

す る 反応を Lと す る と、LRLRLRLRと い う系列 と同 じ系

列は LRLRLRLRだけ で あ る。　 RRLLRRLL とい う系列 と LLRR

LLRR と い う系 列 は 順序 が 似 て い る よ う に 見 え る が 異 な っ

た 系列 で あ る。結局 、 2の 8乗個 （256個） の 異 な っ た

種類 の 系列が 存在 し得 る。1セ ッ シ ョ ン に 800反応 が 入

力 さ れ る の で 、 100系列 を 分析す る。

　　 　　　 　　 　　 糸吉 果

　図 1に 反 応 変動 と強化数 の 推移を 示す。縦 軸 は 1セ ッ

シ ョ ン 中 に 何種類 の 異 な っ た 系列が出現 し た か 、また
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は 何度強化子が提示 さ れ た か を示 した も の で 、共 に 最

大値は 100で あ る。フ ェ イ ズ 1で は 、初 め 、反 応 は 変動

的で あ っ た が 、徐々 に 変動 が 減少 し、定型 的な反応を

示 す よ う に な っ た 。被験者 10を 除 く 9名 の 被験 者 は 、

フ ェイ ズ 2で は 反応変動 が 急激 に 増加 した （被験者 10は

変化が な か っ た ）。 フ ェ イ ズ 3で は 、被験者 1、2、3、4、

5に お い て 反応変動 が 急激 に減少 し た 。 被験者 6、7、8、

9は緩や か な 減少 を 示 した 。被 wa者 IOは 変化 を 示 さ な

か っ た 。

　 廴セ ッ シ ョ ン 中の 強化数は 、フ ェ イ ズ 1と 3で は 約 50

回だ っ た 。 フ ェ イ ズ 2で は 、 強化数は 図 に
一
＋
・
印 で 示 され

て い る と お り、自発 さ れ た 異系列数 に 近 い 値 を と っ た。

　　　　　　 　　　　 考 察

　 本研究 に よ って 明 らか に な っ た こ と は 強化子が ラ ン

ダム に 提示 さ れ る と反応 変動 は 減少す る が 、LAG ス ケ

ジ ュール の 導入 に よ って 反 応 変動 は 増大 す る と い う こ

とで あ る 。

　 こ の 結 果 は Page＆ Neuringer （1985）の 実験 5の 結 果

と
一

致す る 。 そ して こ の 結果は LAG ス ケ ジ ュ
ー

ル の 効

果 を discrete ．しrial か ら フ リーオ ペ ラ ン トへ 、ま た

種間 の
一

般性 へ と拡大 し た 。

　反 応 変動 と強化随 伴性 の 問題 を 扱 う と き反 応 変動 の

反 応 ク ラ ス は 何 か と い う こ と を考憲す る必要 が あ る。

反応 ク ラ ス と は、少 な く と も 1つ の 反応次 元 が 類似 し

て い る、ま た は 1司 じ機能 を もっ （同じ結果を 生 む ） 、

ま た は強化と 罰 の 効 果 を 共有す る 反応 の セ ッ トで あ る

（Malott ，　vehaiey＆Malott，1993）。 従 って 強化子 が 特定

の 反応 ク ラ ス に 属す る 反応 に 普遍的 に 随伴 す る と き、

そ の 特定 の 反応 ク ラ ス 内 の 反 応 は 増加 す る。と こ ろ が 、

LAG ス ケ ジ ュール は 強化 の 基準 が 変化す る 随伴性 で あ

る。基準 が 過 去 の 反応 に 依存 して 変化す る と き、そ こ

1こ 反応 ク ラ ス は 構成さ れ 得 る の だ ろうか 。頻度依存選

択仮説（Machado ，1992）で は、複数 の 種類 の 反応系列 が

均衡 的 に 強化 さ れ た 結 果 と し て 反応変動 が 増加す る と

し、反応変動が 1つ の ク ラ ス を形成す る とは考 え な い
。

さ ら に 消去 あ る い は強化率 の 減少 に 伴う反応変動 の 増

加 に っ い て も 、 別途考慮 し な け れ ば な ら な い 。 こ れ ら

の 悶題 に っ い て 、今後さ らなる研究 が 必要で あ ろ う 。
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入 間 の ス ケ ジ ュ
ー ル パ フ ォ

ー
マ ン ス （4 ）

一な ぜ 、F］ス ケ ジ ュ
ール で 低 反 応 率 パ

タ ン に な る か ？
・

　 　　　　　　　　　大 河内浩 入

　 　　　　　　（大 阪 教 育 大 学教育学 部 ）

　 固定時 隔 （FD ス ケ ジ ＝一ル 下 の 人 間 に お い て た び た

び 観察 さ れ る 、実験当 初 か ら の 一貫 し た 高 反 応 率 パ タ

ン は 、
“一

定 時 間 経 過 後 の 1 っ の 反応 が 強化 さ れ る
”

と い う
“
真 の

”
FI ス ケ ジ ュー

ル 随 伴性 に 、そ の 個 体 が

接触 し て い な い こ と に よ る （大 河内，1994 ＞ 。 で は 、

　
’‘
真 の

”
FI随 伴性接触 後 に 生 じ る 反 応 パ タ ン は 何 に 規

定 さ れ て い る の だ ろ う か 。 本 研 究 で は、標 準 型 FI ス ケ

ジ ＝一
ル で の 低 反 応 率 パ タ ン を 変容 さ せ る 実験手続 き

を 探 索 し 、低 反 応 率 パ タ ン の 制御 変 数 を 考察 し た 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 実 　 験 　 l

　 FI ス ケ ジ ュ
ール で は 、反 応 率 が 極 端 に 低 い 場 合 、強

化 率 も低 下 す る 。 に もか か わ らず 、個 体 が 低 率 の 反 応

を 選 択 す る の は 、実験 場 面 で 与 え ら れ る 強 化 子 の 強化

力 が 、そ の 個 体 に と っ て 小 さ す ぎ る た め で は な い だ ろ

うか 。強 化 力 を 高 め る に は 、例 え ば 、1 回 あ た り の 強

化璽 を 高 め る 、 ト
ー

ク ン と裏 打 ち 強 化子 と の 連 合を 強

め る 、 強化子 を 剥 奪 す る な ど の 方法 が 考 え ら れ る 。 実

験 1 で は 、 こ れ ら の 手 続 き の ど れ が 低 反 応 率 パ タ ン の

変 容 に 関 与 す る か を 検討 し た 。

〈 方 法 ＞

1 ．被 験 者 　 大 学 生 3 名。う ち 男 子 2 名 （S15 ．S16）。

2 ．装 置 　 パ
ー

ソ ナ ル コ ン ピ ュー
タ と タ ッ チ パ ネ ル つ

き デ ィ ス プ レ イ に よ り 、刺 激 呈 示 と パ ネ ル 押 し 反 応 の

検出 を 行 な っ た 。

3 ．手続 き

　 デ ィ ス プ レ イ 中央左側 に 呈 示 した 円 へ の パ ネ ル 押 し

反 応 を 強 化 し た 。 強 化 子 と 反 応 コ ス ト は 点 数 で あ り 、

そ の 数 値 を 円 の 上 部 に 表示 し た 。 点 数 は 100点 あ た り

O、5円 の 比 率 で 換 金 し、全 実 験 終 了 後 に 被 験 者 に 支 払 っ

た 。

　 実 験 条 件 と そ の 呈 示 順 序 、各 条 件 最 後 の 3 セ ッ シ ョ

ン の 平均 反 応 率 を Table　 1に 示 し た 。 セ ッ シ ョ ン は 1

回 約 20 分 。 通 常 1 日 に 4 セ ッ シ ョ ン 行 な っ た 。 各 セ ッ

シ ョ ン の 平均反応率 が 3 セ ッ シ ョ ン 連 続 し て 増加、ま

た は 減 少 す る 傾 向 が な く、そ の 3 セ ッ シ ョ ン の 平 均 反

応 率 の ± 20 ％ 以 内 で あ っ た と き 、次 の フ ェイ ス
“

に 移

行 した 。実 験 は 全 て FI90 秒 強 化 ス ケ ジ ；
一

ル で 行 な っ

た 。FI−rft100eO と FI−rftleOOO −R条 件 を 除 く 全 て の 条

件 で は、 1 強化 あ た り100 点 を デ ィ ス プ レ イ に 加算 し

た 。各 実 験 条 件 の 内 容 は 以 下 の 通 り で あ った 。

  Fi ：直 前 の 強化 か ら90秒 経 過 後 の 初 発 反 応 を 強 化 す

る 標 準 型 FI ス ケ ジ ュ
ール 。

  FI− rftlOOOO ： 1 強 化 あ た り 10000 点 を デ ィ ス プ レ イ

に 加算 。 強化 量 の 効 果 を 調 べ る た め の 条件 。

  FI−rftlooeo −R ： 1 強 化 あ た り ：00DO点 を デ ィ ス プ レ

イ に 加算 。 そ の 日 の セ ッ シ ョ ン が 全 て 終わ っ た 時点で 、

そ の 日 に 得 た 金 額 を 書 い た 紙 を 被 験 者 ‘こ 渡 し 、こ れ が

全実 験 終 了 後 に 支払わ れ る お 金 の 引換 券 に な る と教 示 。

ト ーク ン （得点 ） と 裏打 ち 強 化 子 （お 金 ） の 連 合 の 効

果 を 調 べ る た め の 条 件 。

  Fl −LH ：制限時間 （LH）っ きFI ス ケ ジ ＝一ル 。強 化 子剥

奪 の 効 果 を 調 べ る た め の 条 件 。こ の 条 件 で は 、極 端 な

低 反 応 率 で は 強 化 され な い た め、セ ッ シ ョ ン 中 に 強 化

子 剥 奪 が 行 な わ れ る 。そ の 個 体 に 初 め て こ の 条 件 を 導

入 す る と き や そ れ ま で よ り も短 い LHを 経 験 さ せ る と き

に は 、原 則 的 に 、直 前 の フ ェイ ス
“

の 最後 の 3 セ ッ シ ョ

ン の 強 化 間 隔 の 75 パ ーセ ン タ イ ル 値 か ら F ］値 を 引 い た

値 を LH 値 に し た 。な お 、S13 に こ の 条件 を 呈 示 し た と

こ ろ 、 強 化 数 、反 応 数 と も に 激 減 し た 。 し た が っ て 、

そ の 後 の Sl3 と 実 験 2 の 被 験 者 に は 、5 秒間 の タ イ ム

ア ウ ト （TO）っ き の 試 行 型 F ］−LH ス ケ ジ ュール を 行 な っ

た 。

  FI−D1400 ：各 セ ッ シ ョ ン が 0 点 か ら で は な く、−1400

点 か ら始 ま る 。 強化子剥奪 の 効果 を 調 べ る た め の 条 件。

こ の 条 件 で は 、セ ッ シ ョ ン 開 始 時 に 強 化 子 剥 奪 が 行 な

わ れ る 。

  F［−cost ：パ ネ ル 押 し 反 応 が 生 起 す る た び に 点数 を 1

点減点 す る 。

一
貫 し て 高 反 応 率 パ タ ン を 示 す 被 験 者 を

“
真 の

”
Fl随 伴 性 に 接 触 さ せ る た め の 条 件 。

＜ 結果 と考察 ＞

　 Sl5 は 、 FI−cost 条 件 の 履 歴 後 の 第 2FT 条 件 で 低 反 応

率 パ タ ン を 示 さ な か っ た の で 、分 析 の 対 象 外 と した 。

　Fl条 件 と 比 べ て 、F【
一一LH とFl−D14ee 条 件 で は 明 ら か

に 、Fl −rftleOOe とFI− rft1000e −R条件 で は わ ず か に 反

応 率 が 高 か っ た （Table 　 1）。FI−rftlOOOO 条 件 と

FI− rftlOOOO −R条 件 の 反 応 率 の 差 異 は ほ と ん と
．
な か っ

た 。 強 化 力 を 高 め る に は 強 化 子 の 剥 奪 が か な り 有 効 で 、

強 化 量 の 増 加 や ト ー
ク ン と 裏打 ち 強化子 の 連 合 を 強 め

る 手 続 き に は ほ と ん ど 効果 が な い と い え る だ ろ う。そ

の 個 体 の 動 因 水準 が 低 い な ら ば 、 強化子 の 剥 奪 処 理 を
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せ ず に 強 化量 を 高 め て も反 応 率 が ほ と ん ど 増加 し な い

の は 当 然 で あ ろ う 。 ま た 、裏 打 ち 強 化 子 の 強 化 力 自体

が 小 さ い の に 、 ト ー
ク ン と の 連合 を 強 め る 操 作 が 反 応

率 に 影 響 し な い の も う な ず け る 。

　　 　　 　　　 　　 実　 験 　 2

　 実 験 2 で は 、強化子剥 奪 量 とFI パ フ ォ
ー

マ ン ス と の

関係 を よ り 明 ら か に す る た め に 、LH の 大 き さ と 反 応 パ

タ ン と の 関係 を 検 討 した 。

＜ 方 法 ＞

1 ．被 験 者　 女子 大 学 生 3 名 。

2 ．手 続 き

　 第 2Fl 条 件 で の 反 応 率 が 高 か っ た Sl 丁を 除 く 2 名 に

対 し、以 後 の フ ユ．イ ズ で F卜 田 条件 を 行 な っ た

（Table　 D 。 S18で は 、Fl −LH16．69秒条 件 の 導 入 後 、ほ

と ん ど 無 反 応 に な る ま で 反 応 率 が 減少 し た 。 そ こ で
一

度 LH な し の Fl に 戻 し て か ら 、徐 々 に LH を IE、69秒 ま で

減少 さ せ た 後 、再 度 F【
−LH16．69 秒条 件 を 繰 り 返 し た 。

〈 結 果 と 考 察 ＞

　 LH の 大 き さ を 組 織 的 に 変 化 さ せ た S19 で は 、田 の 減

少 に 伴 い 、反 応 率 が 増 加 し た （Table　 1）。
一方 、LHを

増 加 さ せ て も 、反 応 率 は LH が 最 小 で あ る F 卜 L田 ．09 秒

条 件 の そ れ に 比 べ て ほ と ん ど 変 化 しな か っ た 。 Fig、1

が 示 す よ う に 、変 化 の 範 囲 は 小 さ い が 、上 昇 、下 降 の

系 列 に 関 わ ら ず 、LH が 大 き い ほ ど 強 化 後 反 応 休 止 も大

きか っ た 。以 上 よ り、LH の 大 き さ に よ って Fl パ フ ォ
ー

マ ン ス が 変 化 す る と 結 論 で き よ う。ま た 、こ の こ と は 、

人 間 の FI パ フ ォ
ー

マ ン ス の 個 体 間 変動性 が 強化 子 剥 奪

量 に よ っ て 記 述 さ れ う る こ と を 示 唆 す る もの で あ る 。

た だ し 、田 の 付 加 に よ っ て 、か え っ て 反 応 率 が 減少 し

た S18の 結 果 は 、LHを 強化子剥奪手 続 き と し て み な し、

使 用 す る に は 検 討 の 余 地 が あ る こ と を 意 味 し て い る 。
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Fig．1　実験 2 、Sl9 の 、LH の 大 き さ の 関 数 と し て の

強 化後 反 応 休 止 。白 丸 は 下 降 系列 、黒 丸 は 上 昇 系列 の

デ ー
タ で あ る 。 各条 件 最 後 の 3 セ ッ シ ョ ン の 平 均 値 を

爪 し た 。

Table　l 各被験者の 実験条件 とそ の順序 。 か っ この 中の 数値は、各条件最後の 3 セ ッ シ ョ ン の 平均 反応 率を 示 して い る。

フ ェイ ス
“

被験者

1 1 皿 V VI 皿

実験 lS13

Sl5

Sl6

　 　 F【

　 （．Tl）
　 　 FI

（376，93＞

　 　 FI

（5．38）

FI−rft10000 　FI−rft10000 −R

　 （．99）
F［
一・
cest

　 （．54）
F［−Dl400

（14．96＞

（．B8）
　 　 FI

（21，34）
　 　 FI

（4．60）

　 FI　 F［
−LH9．48

（．71）　　　　　（3．85）

ー

ー
ー

ー

実験 2　 S17

S18

S19

　 　 F［
（177．15＞

　 　 FI

（56．48＞
　 　 F【

（24，55）

Fl−cost

（22．　79）
F【
−
CQst

（4．15）
Fl−cost

（2．85）

　 　 F］

（42．62）

　 　 FI

（2．33）
　 F【

（．99）

Fl一しHl6，69

　 （1．52）

FI−LHI9．87

　 （1，37＞

FI−L旺7．96　Fl一しH2．21　FI一しH1．09　F］−LH2．21　F［
−LH7．96

　 （上．80＞　　　　　（2．41）　　　　　（5．丁1）　　　　　（5．93）　　　　　（5，16）
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ヒ トに お ける 複数選択肢課題 間の 選択行動の 研究 一2 ．課題内 の 選択行動 の 分析
一

　　　　　 鈴木修司

（北 海 道 大 学 大 学 院 文 学 研 究 科 ）

　　　　　　　　　　　 序 論

　鈴木 （1993 ） と鈴木 （1994 ）で は 、単
一

選 択肢課題

と複数選択肢課 題 問 の 選択行動 が 分析 さ れ た 。 そ の 結

果、強化量 の 大きな 選 択肢が 含まれ る 複数選択肢課題

に 対す る 選好 の 程 度 は 強 化量 の 大 きさ よ りも、そ の 選

択 肢 の 数 に、よ り依存す る こ と が 示 唆さ れ た。そ して 、

強化 羈：の 小 さ な選 択 肢 が 含 まれ る 複数選択肢課 題 に 対
’

して は、特 に 、選 好 も嫌悪 も示 され な か っ た。

　 こ れ ら 2 つ の 実 験 で 用い られ た確率 的 な 選 択 肢 は、

強化子が 与え られ る 確 率 で は等 しか っ たが 、そ れ らの

強 化量 は 異な っ て い た．．本研 究 で は、課題内 に お け る

選 択 肢 問 の 選 択 行動 が 分 析 し、課題 に 対す る 選好 と選

択 肢 に対
’
す る 選好 の 関係 に つ い て 考察 を行 う。本研究

の 主 な 興 味は 、　（1＞強化量の 相 対 的 な 違 い に よ っ て 、

確 率 的 な 選 択 肢 間 の 選択行動が どの ように 変化す る 力丶

（2 ）あ る種類 の 選択肢 の 数が 増加 す る こ と に よ っ て 、

その 種類 の 選択 肢 、言 い 換えれ ば、そ の 選 択 肢 の カ テ

ゴ リ
ー

に 対す る 選 択 率 が ど の よ うに 変化す る か 、と い

う 2 点 で あっ た．．

　　　　　　　　　　　 方法

　鈴木 （lgg3 ） と 鈴木 （1994 ） で は 、合計 3実 験 が 行

わ れ 、各 5 条件ず つ が 行 わ れ た tt そ の 内、本研究 に 於

い て 、分析 の 対象 と なる の は各 4 条件ず つ で ある 、、以

下 に 簡 単 に そ れ ら の 実験 の 方法 を 示す．

　被験 者 ： 3 実験 に 於 い て 、各30 人 ず つ の 北 海道大学

の 学 生 。

　装 置 ：NEC 社 製 パ ー
ソ ナ ル コ ン ピ ュ

ーター、
PC ・9801VM ，　 VX ，　 RX の 計 3台。

　手続 き ：分 析 の 対象 とな る 条件 に お い て 、被験者 に

提 示 さ れ た 選択肢 の 組 み 合 わ せ は 表 1 に 示 した。各実

験 に 於い て 用い ら れ た 選 択肢 で は 全 て 40 ％ の 確率に 従 っ

て 、強化 子が 与えられ た。表 1の lOp と は、強化量 が

10 ポ イ ン トで あ る 選択 肢 を示 し、他 の エ5p や 5p な ど も

同 様 で あ る 、、例 え ば、表 1 に表 され て い る 、10p ；エ5p
とは、 10ポ イ ン トの 強化量を与え る 選択肢 と15 ポ イ ン

トの 強 化 量 を 与え る 選択肢が 1 個 ず つ 、計 2個 が 被験

者 に 対 して 提 示 さ れ た こ と を示 す ，

　各選 択 肢 は、強化量 が 異 な っ て お り、 10p 選択肢以

外の 選 択肢の 強 化 量 に 応 じ て 、報 酬 大 ・選 択 肢 条 件 と

報酬小 ・選択肢条件が 設定され た。表 1 に は、各実験

ご とに 2 条件 が 示 され て い る が 、そ れ ぞ れ が 並 列 ス ケ

ジ コ、一ル と並列連 鎖ス ケジ ュ
ー

ル の 後期段階 にお い て 、

行 わ れた （尚、並 列連鎖 ス ケジ ュ
ール で 用 い ら れ た も

う
一・

方の 課 題 で あ る 単
一

選択肢課題 で は
、 10p 選択肢

が 1 個 だ け含まれ て い た）。即 ち、 1 つ の実験 内 の 各

被験者は 全 て の 条件 を経験 した の で、同 じ条件の 選 択

肢の 組 み 合わ せ を、そ れ ぞ れ 2 回ず つ 異 な っ たス ケ ジ ュ

ー
ル 内で 経験 した こ と に な る。

　表 1 に 示 され て い る よ うに 、全 て の 条件 に 於 い て 、

10p 選 択肢が 1 個 だ け含 まれ て い た。そ して 、そ の 他

の 選 択 肢 の 強 化量 や 選択肢 の 数 が 操作さ れ た の で ある。

本研究 で は、こ れ ら 10p 選択肢 以外の 選 択肢の 強化量

や そ の 数が 操作 さ れ る こ と に よ っ て 、そ れ らの 選 択 肢

に対 す る 選 択 が ど の 様 に 変化す る の か 、 を分析す る こ

とが 目的 と さ れ た 。

　被験者 に は、実験 前 に 教示が 与 え られ、　「出 来 る だ

け多くの ポ イ ン トを稼 ぐ よ う に 」 、と い う 目 的 と、

「各選 択 肢 に 於 い て ポ イ ン トが 与え られ る確率 は 独立

で あ る」な どの、実験 状況が 説明され た。各選 択 肢 は

その 種類毎 に 色分 け さ れ た カ
ード とい う形 で CRT 上 に

提示 さ れ 、各選 択 肢 の 強化量 とそ の 強化 が 与え られ る

確率 は、実験 中、常 に被験者 に提 示 さ れ て い た 。 そ し

て 、各選 択 肢 に対 す る 選択 は、そ れ ぞ れ に対応 した、

キ
ー

を 1 回 押 す こ と に よ っ て 、為 さ れ た。

　各条件は 僅 か な 時間 を挟 み 、連続的 に行 わ れ た。並

列 ス ケ ジ ュ
ール で の 2 条件 は 30試行ず つ 、並列 連鎖 ス

ケ ジ ュ
ー

ル で の 2条 件 は 40試 行ず つ 、行 わ れ た。

　　　　　　　　　　　 結 果

　図 1 と図 2 に 、各条件 に お け る 平 均 選 択 率 を示す。

図 1 は、表 1 の 報酬大 ・選択肢条件 に お け る、強化量

の 大きな 選択肢 に 対す る 平均選択率を示 す。一
方、図

2 は、表 1 の 報酬小
・
選択肢条件 で の 、強 化 量 の 小 さ

な選 択 肢 に対 す る 平均選択率を示 す。縦軸 は 、平均選

択率を示 し、横軸 は各条件 を示す。第 3 実験 の様 に、

強化量 の 大きな、又 は小 さ な 選択肢 が 2 個あ る場 合 に

は、2個 の 選 択 肢 に 対 す る 選択回数 の 合計 を試行数で

割 る こ とに よ っ て 、そ れ ぞ れ 算出 さ れ た。白棒 は 並 列

ス ケ ジ ュ
ール を用 い た 場合 の 、黒棒 は並列連鎖ス ケ ジ ュ
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L

一
ル を 用い た 場合 の 選択率を示 す。並 列連鎖 ス ケ ジ ュ

ー
ル を用 い た 場合 の 平均 選択率 は、各選 択肢 に 対 す る

選択 回 数 を、そ の 課題 に対 して 移行 した 回 数 に よ っ て 、
割 る こ と に よ り、算出 さ れ た、，

　 Mann −Whity の U ．test に よ る と、各条件 と も、並 列 ス

ケ ジ ュ
ー

ル と 並 列連鎖ス ケ ジ ュ
ー

ル との 結 果 の問 に は 、

平均選択率に は有意 な違 い は 示 され なか っ た、

　図 1 に おい て 、並列連鎖 ス ケ ジ ュ
ー

ル が 用 い られ た

場 合 の 結果で は 、第 1 実験 で の 選択率 と第 2 実験 で の

選 択率 との 聞 に は、有 意 な違 い は 示 され な か っ た

（t
＝＝O．38 ）。しか し、第 3 実験 に お ける 選択率 は 、第 1 実

験 で の 選 択率 よ りも有 意に 大 きか’
） た（t

＝2、37，p ・O．03）。

ま た 。 こ の 2 つ の 結果 は 、並 列ス ケ ジ ュ
ー

ル が 用 い ら

れ た 場合 で も、「司様 で あ っ た。

　
．．一
方、図 2 に お い て 、並 列連鎖 ス ケ ジ ュ

ー
ル が 用 い

ら れ た 場合で は、第 1実験 と第 3 実験 との 問に は 、選

択率 に 於い て 有意 な 違い は 示 され な か っ た （t・ O．06 ）、し

か し、第 2実 験 で の 選 択率は 、第 1実験 で の 選択率 よ

りも有意 に 小 さか っ た（t
＝2．46，p くO．02）。しか し、並 列

ス ケ ジ ュ
ー

ル が 用 い ら れ た 場合 に は 、第 1 実験 と第 2

実験、そ して 、第 1 実験 と第 3 実験 と の 間 に は、共 に

有 意 な 違 い は 示 され な か っ た 。

　　　　　　　　　　　　 考 察

　 本研 究 の 結 果 、以 下 の 2 点 が 明 ら か に さ れ た ， 第 1

に 、10p 選択肢 よ りも強 化 量 が 大 きい 選択肢 の 強化量

や 数が 操作された 、報酬大 ・選 択 肢 条件で は 、強 化 量

の 更 な る 増 大 は 選 択率の 増加 に 繋 が ら な か っ た の に 対

し、そ の 数 の 増 加 は選択率 の 増加 に 繋が っ た こ とが 示

され た の で ある。第 2 に、逆 に、10p 選択肢 よ り も強

化量 が小 さい 選択肢の 強化量や 数 が 操作 され た 報酬 小 ・

選 択 肢条件で は、そ の 数の 増加 は選択率 に 変化 に は影

響を 及ぼ さなか っ たが 、そ の 強 化量 の 更なる 減少 は そ

の 選 択 肢 に 対 す る 選択率の 減少 に 繋 が っ た こ とが 示 さ

れ た の で あ る。

　以 上 の こ と か ら、確率的な選択肢 が 用 い られ た 場合

に は、強化量 の 相対 的 な大 きさ に よ っ て、選択行動 に

及 ぼ す影響 が 異 な る こ と が 示唆 され た の で ある、，

　ま た、鈴木（1993 ； 1994 ）の 結果 と比較す る と、強 化

量 の 大 きな選択肢 に 対す る 選 択 率の 変化 とそ れ らが 含

ま れ た 課題 に 対す る 変化 は 同
一

の 傾 向 に あ る こ とが 示

され た。しか し、強化量の 小 さ な 選択肢 に 対 す る 選択

率 は そ れ らが 含 まれ た 課題 に 対す る 選択率の 変化 とは

無 関 係 で あ る こ とが 示唆 され た 。 な ぜ な ら、強化量 の

小 さな選 択 肢 の 強化量や 数が 操作 され て も、課題 自体

に 対す る 選択 率 に は 変化が 見 られ な か っ たの に 対 し、
選 択 肢自体 に 対す る 選 択 率 は 変化する こ とが 示 され た

か らで あ る 。

表 1

本 研 究 に 於 い て 、分 析 の 対 象 と な る 各条件の 選 択 肢 の 組 み

合 わせ を示す。10p は 強 化量 10 ポ イ ン トを与 え る 選択 肢 で

あ る こ と を示 し、他の 選択 肢 も同 様で あ る 。全 て 選択肢 に

於 い て、強化 子が 与え ら れ る確率 は 等 し く40 ％ で あ っ た ，

Exp．1Exp ．2Exp ．3
報 酬大
・選 択 肢条件

10P； 15P10p ；20p10P ；15P；15P

報 酬 小
・選 択 肢 条 件

10P； 5P10P ； lp10P ；5P ；5P

1．0

0．9

0．8

0。7

0．6

0．5
図 1　Exp・1

05

0．4

0．3

0．2

0．1

Exp，2 Exp ．3

0．O
　　　　　Exp．！　　　　Exp．2　　　　Exp．3
　 図 2

　図 1 は 報酬大 ・選 択肢 条件 に お け る、そ して 図 2 は 報酬

小 ・選 択肢 条 件 に お け る 平均選択 率 を示 す。両 図 の 縦 軸

は、選 択率 を、横 軸 は 各条件 を 示す。白棒 は、並列 ス ケ

ジ ュ ール を用 い た 場合 の 選択 率 を示 し、黒棒 は並 列連鎖ス

ケ ジ ュ
ー

ル を用 い た場 合 の 選 択率を 示す。なお、各 棒 の 上

方 に は、各条件 に お け る 選 択 肢 の 組 み 合 わ を示 した 。

　 鈴 木修 司 （1993 ） ヒ トに お け る単
一
選 択 肢 課 題 と複 数選 択肢 課

題問の 選択行動の 研究　一1．選択肢の もた ら す強化量の ．違 い が 選

好 に及 ぼ す影 響
一
　 日本 行 動 分析 学 会 第 ll回大 会 発 表論 文 集

　 鈴 木修 司 （1994 ） ヒ トに お け る 複 数選 択 肢 課 題 間の 選 択 行動 の

研 究
一1選 択肢の 強化量 とそ の 数が 選好 に 及ぼ す影響

一　 日本心

理 学会第5S 回大会発表論文集．

一 47 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Japanese Association for Behavior Analysis(JABA)

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Assooiation 　for 　Behavior 　Analysis （JABA ｝

　　　　　　　　　最 重 度 知 的 障 害 児 に お け る

　　　　　　選 択 行 動 の 形 成 に 関 す る 基 礎 研 究

　　　　　　　　
一
　 重 心 児 （者 ） の 注 視 行 動 の 評定 　 一

〇 槇 場 政 晴 　
・

　 藤 田 継 道 　 ・ 　 井 上 雅 彦

（兵 庫 教 育 大 学 大 学院 ）　　　　　　　　 （兵 庫 教 育 大 学 ）

1 ，問 題 と 目的

　近年，音声受容言 語 及 び 表 出 言 語 を持 た ない 重度知

的障害児 に対 して 選択 の 機会 を 設定す る こ とに よ り，

好み の 表 出 が 可 能 で あ る と い う こ と が 明 らか に さ れ て

き た 。 先行研究 で は，重度知 的 障 害 と肢体不自由を併

せ 持っ 人 に 対 す る 好み の 評定 に は，マ イ ク ロ ス イ ッ チ

な どの 高度な 装置 が 用 い られ て き た 。 しか し，こ の 方

法で は ，常 同 行 動 や 拘縮 の た め ，目的 的 な 手 指 の 使 用

が 困難 で ，最 重度 知 的 障 害 と もなう人に 対する 利用 は

極 め て 難 しい 。そ こ で ，Rett症 候 群 児 1 名を 対象 と し，

注視 や head−turn （以 下 HTと略す〉と い う 日常生活 の 中 で

利 用可能な行動を用 い て ，2 つ の 遊 具 の 中 か らの 自己

選 択 が 可 能 か ，ま た，そ の 際 の 選 択肢の 提 示 方 法 にっ

いて 検討 し た。そ の 結果 ， 1 ア イ テ ム 固 定条 件 で は ，

選 択的注視 に
一

貫 した差 は 見 ら れ な か っ た が ，2 ア イ

テ ム 移 動 条 件で は ，一
貫 し た選 択 的 注 視 の 差 ，す な わ

ち好み の 差 を 評定 で き る こ とが 示 唆さ れ た 。

　 こ の 結 果 を 踏 ま え て ， 本実験 で は，重 症 心 身 障 害 児

（者 ）（以 下 重 心 児 （者 ）と 略す 〉に お い て も 好 み の 差 を

評 定 す る こ と が 可 能 で ある か を 検討す る こ とを 目的 と

す る 。 なお ，本実験 を実施 す る に あた っ て ，対象病棟

の 実 態 調 査 を行 っ た 。

今回 は ，そ の 実態 調 査 と実 験 の 途中経過 を 報告す る。

II．実態調査 にっ い て

1 ．方法

（1） 目的

　対 象 病 棟 に 入 院 して い る対象児（者）〔以 下 SSと 略 す）

の 実態 を把握 し ， 選択的注視 の 評定を 行 う実 験 方法 及

び ，実験結果と 日常的 な介 護の 中 で の 実態把握 の 違 い

を検討 す る。

（2） 対 象 ・
調査方法

・
調査期間

　国 立 療 養 所 A 病 院 の 重 心 病棟 B に勤 務 す る 病棟 職員

〔看護婦 ， 保母，指導員 〕を対 象 と し ， 対象病棟 に入 院

す る重 心 児 （者 ）の 個人の 実態 につ い て ，留 置法 に よ

る質 問 用紙 法 が 実 施 され た 。 調査期間 は，1994年 6月 1

5日〜6月 29日 と した 。

（3）調査項 目

　主 な 障害，こ と ばの 理 解 ，坐 位 ，首の す わ り，注 視

・追視 ，普 段 の 姿 勢 ， 興味 の 実態が 主 な項 目 と され た 。

2 ．結果 及 び 考 察

（1） 姿勢

　坐 位及 び支 え 座 り が 可 能 な SSは ，5 名で ，全 体 （37床 ）

の 13．5Xで あ り，普 段 の 姿勢 に っ いて は，自力 で 坐 位 が

可 能な 2 名（5．4毘）以 外 は，臥 位 の 状 態で あ っ た 。

（2）注視 ・追 視

　注 視 可能なSSは約 62X，追 視 が 可 能 なSSは約 51Xで あ

っ た 。

（3）好 み

　食 ぺ 物 以 外 の 好み が 分 か る と され て い る SSは ，14名

（37．9X｝で ，60X以 上 の SSの 好 み は ，通常 の 看護の 中 で

は，把 握 しに くい 実態が 示 唆 さ れ る 。

　そ こ で ，ア ン ケートの 実態をふ ま え て ，実験 の セ ッ

テ ィ ン グは ，日常生活 に 近 い 状態す な わ ち ，ベ ッ トサ

イ ドで ， 注視 ・追 視 に よ る選 択的注視の 評定 を臥位 の

姿勢 で 行 う こ と に し た 。

1］1　SC択的注視の 評 定

1 ．目的

　重心 児（者）にお い て ， 選択的注視 に よ る好 み の 評 定

が 可 能 か，ま た ，1 ア イ テ ム 提 示 条 件 ，2 ア イ テ ム 移

動条件の 有効性 に っ い て 検討す る 。

2 ．方法

（D 対 象 児

　　　　しabel 対象児（者）の 実態

儲
7
一
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．
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＝ 「

轟
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一

漏
＋

勇
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匪＿董一 1．°・5・5i °・6・51 ・型 L9翼

厚鷙 li咢ii辮器
　　　　　　　　　　 （1993年 5月31日検査｝

　国 立 療 養 所 A 病院の 重心 病棟 B に 入 院 す る 重 心 児 （者 ）

4 名 （男 2 ，女 2 ）遠 城寺式乳幼児分 析 的 発 達 検 査 によ

る実 態 は ， tablelに示 す 通 りで あ る 。 な お ，　 SS4 名は ，
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大島分 類（大 島 良
一

， 197D の ［1 ］に 該 当す る 。

（2）実験セ ッ テ ィ ン グ

　実験は ，病棟内ペ ッ トサ イ ド，臥位姿勢 で 行わ れ ，
VTR に よ っ て 記録 さ れ た。

（3＞ア イ テ ム の 選 定

　音の 出る 遊具 （K ），パ ン の 模型 （P ），レ モ ン の 模型

（L ）の 3 種類 を選 定 した 。

（4） 実験条件

  1 ア イ テ ム 固定条件

　SSの 正面25cm前方 に K ，　 P ，　 L が ラ ン ダ ム に 順 次 1

ア イ テ ム ずっ 提示され た。提示 時間 は 30秒間 で あっ た。

  2 ア イ テ ム 移 動 条 件

　実 験 者 に よ り，K ，　 P ，L の う ち 2 ア イテ ム が SSの

正 面 （正 中線 上 ），鼻 の 位置25cm前方 に揃 え て 提示 さ

れ ，3 秒間 か け て 左 右 に 30度ず つ ，60度 の 角 度 まで 離

さ れ た 。 そ の 後両 ア イ テ ム を 3秒 間 か け て 再 び 中 央 に

戻 さ れ る。こ れ を 2 回 繰 り返 す 移動条件 が 用 い られ た 。

ア イ テ ム の 提 示 に あた っ て は ，左 右 お よび 順番をラ ン

ダ ム に して 行 わ れ た。

← 一

A

A 　 　 B　 − 一
う ． 一？一．

一 → ←
一 B

← A 　　B

　b
〈 一一一・

一一
〉

A 一
→

． −9−．

ru 一一

A 　 　 B

B
　 d
〈
一一一・

← → く
一9．．

Fig，1 移動 条 件 にお け る 注 視 の 評定位置

〔5） 結果 の 処理

  HTの 生起 と注 視 の 関 係

　SSの 場 合 2 ア イ テ ム 移動条件 で の HTの 生 起 と注視の

一
致率を見 る と，注 視が 起 こ っ て い る と き の HTの 生 起

率 の SS4 人 の 平均 は ，20Xに満 た な か っ た 。 そ こ で ，選

択的注視の 評定 は，日丁を用 い ず視線 で 行 う こ と に し た 。

　　 1 ア イ テ ム 固 定提示 条 件 （注視回 数累積 ）

｛匿痙
鷲

涯！
L
　 　　 　　 z　 　　 　　 　」　 　 　　 　 ．　　 　 　　 　｝　　 　　 　 　 1　　 　 　　 1 　 　　 　　 　1 　　 　　 　 4

　 　 　 　 　 t−■糟　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　曹vbs鷺

Fig・2　SSI　　　　　　　　　　　　　Fig．3　SS2

　 　　鯵・／
　 　 　 　 t
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ■− L＿ 　．　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　2　　　　　　　3　　　　　　　4
　 　 　 　 　 1e，，J．’A 　　　 　　　　 　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　t−11

Fig．4　SS3　　　　　　　　　　　　F19．5　SS4

【 亜 ・ ▲
一

レ芟＝憂 】

  1 ア イ テ ム 固定 条 件

　実験時 に記録 され た VTR を，「注視 1
「
逸脱」の 5 項

目が 5 秒間 の イ ン ターバ ル 記 録 法 で 評定 さ れ た 。

  2 ア イ テ ム 移動条 件

　Fig．1で 示 す 様 に ，〔A ；〔B ］の ア イ テ ム が a 〜e の ポ

イ ン トに移動 した時点で ，特 定 の ア イ テ ム を注 視 して

い る か 否 か が ，視 線 及 び顔の 向 き で 評 定 さ れ た 。評 定

さ れ た 注視回 数 は ，累積数 と して 分 析 さ れ た。

（6）結 果 と考 察

  1 ア イ テ ム と 2 ア イテ ム 提示 条 件 の 比 較

　 1 ア イテ ム 固定条件の 結果 を 注 視 回数 の 累積 を 縦軸，

セ ッ シ ョ ン 数 を 横軸 に とっ て 示 した 図 が Fig．2〜Fig．5

で あ る。本 実 験 の 結 果 よ り，SSに 対 す る 1 ア イテ ム 固

定条件 で は ，各 ア イ テ ム 間の 選択的 注 視 回 数 に 大 き な

差 は な く，特定の ア イ テ ム に 対す る 好み を評 定 す る こ

との 困 難 性 が 示 され た 。 そ れ に対 し，2 ア イ テ ム 移 動

条 件 で は ，選択的注 視 回 数 に 差 が あ り （Fig，6〜Fig．9），

2 っ の 遊 具 の 中か ら，視線 を利 用 し た選 択が 可 能 で あ

り，更 に ，3 つ の ア イテ ム 間 の 好 み の 差 を 階層 化す る

こ と が で き る こ とが 示 唆 され た 。 こ れ らの 結 果 は ，先

の Rett．症 候群児の 実験結 果 を 追 試 す る こ と に な っ た。

ま た ，2 ア イテ ム 移 動 条 件 は ， ビデ オ に よ る評 定 を待

たず に 高 い 一致 蠱 を 得 る こ とが で き た。こ れ は ，2 ア

イ テ ム 移 動 条 件 が ，対 象 児 の 日常場 面 で ， 選択の 機会

を保障す る 上で，有用 で あ る こ とを 示唆 して い る 。

  今後 の 課題

　 2 ア イテ ム 移動条件を用 い て 更 に SSの 数 を 増や し，

実験 と 日常看護 にお け る 評 定 と の 差異 が あ る か，ま た，

現 在の SSよ り，重度な障害 を持っ SSに対 して も評定が

可 能 で ある か を検証 して い く必 要 が あ る。ま た，2 枝

選 択 だ け で な く 、選択す べ きア イテ ム が 多 くな っ た 場

合 ， 多枝選択 が 可 能性 につ い て の 検証 も 必 要で あ る 。

2 ア イ テ ム 移動提示 条 件 （選択注視 回数 累積 ）
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自 閉 症 児 の 強 化 刺 激 の 構 造 と 随 伴 様 式 の 特 異 性

　　内 　田 　一　成

（東京成 徳大 学人 文 学 部 ）

　 自閉 症 児 が 条件 性強 化 刺 激 の 獲 得 に 著 し い 困難 を

有 す る こ と は Ferster （1961） 以 来 周 知 の 事 実 で あ る。

当 初 ， 強 化 刺 激 に つ い て は 古 典 的条 件 づ け パ ラ ダ イ

ム に 立脚 し た 種 々 の 工 夫 が な さ れ て い た。基 本 型 の

第 1は ，飲食 物 強 化 刺 激 と 社会 的刺激 の 対 提 示 に よ

る 条 件 性 強 化刺激 機能 の 獲得 推 進 で あ り ， ほ と ん ど

の 臨 床 報 告 が こ れ を 採 用 し た。 第 2は 感 覚 強 化 刺 激

と 社 会 的刺 激 の 対 提 示 に よ る 条 件 性 強 化刺 激機能 の

獲得 推進 で あ る （DeMyer ＆ Fers 七er ， 1962 ； Hewett ，1

965 ；　Fineman ，　1968 ；　Means 　＆　鬥errens ， 1969）。　　こ

の よ う な 臨床 的努 力 に も か か わ ら ず，特 定 の 社 会 的

刺激 が 新 た な 条件 性 強 化 刺 激 機 能 を 獲得 し て も そ の

機 能 の 維 持 ， 他 の 社 会的 刺 激 へ の 般 化 ，あ る い は 異

な っ た 場 面 へ の 般 化 な ど に 著 し い 困難 を 有 し て い た

こ と も 否 め な い 事 実 で あ る。

　 そ の 後 ， 強化刺 激 機 能 に つ い て は い く つ か の 強 化

刺 激 効力 の 比 較 （Ferrari ＆ Harris ，1981），　 食 物 強

化 刺 激 の
一

定提示 条件 と 変 化 提 示 条 件 の 比 較 （Ege1 ，

1980），　 食 物 と 感 覚 強 化刺激 そ れ ぞ れ の 単
一

提 示 条

件 と 複合 提示 条件 の 比 較（Rincover ＆ N　ew　9．　o 　n　，　1　9．　8　5），

強 化 ス ケ ジ ュ
ール の 比 較 （Mullins ＆ Rincover ，1985），

課題 ご と の 刺 激 限 定 強 化 と 非 限定 強化 の 比較 （Litt

＆ Schreibman ，1981），ブ レ マ ッ ク 原 理 に お け る 強化

効力 （Charlop ，
　 Kurt2 ＆ Casey ，1990 ） な ど の 観 点 か

ら 検討 さ れ て き た。 ま た ， 随 伴 様 式 に つ い て は 間 接

反 応 一強 化 刺 激 関 係 と 直接 反応 一強 化 刺 激 関 係 の 比

較 研究 （Koegel ＆ 冒illiams ， 里980 ）な ど が あ る。 こ れ

ら の 研 究 に よ っ て 目 閉 症 児 に 対 す る 有 効 な 強 化 刺 激

の 活 用法 が か な り 明確 に な っ て き た が，条件 性強 化

刺 激 機 能 の 獲 得 ， 機能 維持，他 刺 激 へ の 般化 ， 他 の

場 面 へ の 般 化 な ど に な お 多 く の 問題 を 残 し て い る。

　他 方 ， 行動 ク ラ ス で は 未 獲 得 技 能 形 成 の 困難 さ，

な ら び に 時 間 ， 状 況 問 ， 行 動 間 に お け る 般 化 困 難 さ

と は 対 照 的 に ， 種 々 の 行 動症 状 は 全 状 況 的 に し か も

長 期 的 に 維 持 さ れ て い る。 こ の よ う な こ と か ら 臨 床

的 に 有 効 な 強化刺 激 の 発見 も さ る こ と な が ら，自 閉

症 の 行 動 機 構 そ の も の を支配 し て い る 強 化 刺 激 機能

の 検 討 が 必要 不 可 欠 と 考 え ら れ る。

　 そ こ で 本 研 究 で は ， 自 閉 症 の 強化 刺 激 構 造 と よ り

決 定 的 な 行動
一

強化 刺 激 関 係 に つ い て 検 討 す る。

　 　 　 　 　　 　 　 　 実 　験 　 1

　 【國 的 】　主 要 な 強 化 刺 激 の 強 化 効力 の 比 較 を 行 う。

　 【方法 】　対 象 は CA ，
　 MA ，　 LA が ほ ぼ 対 応 す る

自閉 症 児 と 精 神 遅 滞児 各 6名 で あ っ た。実 験 は 個 体

問 1要 因個 体 内 1要 因 に よ っ た。課 題 は 二 者 択
一一

視

覚 弁 別 課 題。予備 訓 練 （チ ョ コ レ ー ト＝S ’
，人 參 ・

ピ
ー

マ ン ＝ S 『
， 　 刺激 内ブ ロ ン フ

’
ト は S

’
の 絵 の 大 き

さ を 1／ro〜10／10ま で q つ に 段 階 化，正 反 応 に 対 す

る 社 会 的強化 と 食 物 強 化 ） で 5試 行連 続 正 反 応 で 本

実 験 を 開 始。本 実 験 で は 見 慣 れ た 人物，食 べ 物 ， 遊

具，動物，乗 り 物 ， 家 財道具 の 課 題 を 割 り 当 て た 。

　 社 会 的 強 化 条 件 ： 言 語 賞 賛，微笑，頭 撫 で。

　 食 物 強 化 条 件 ： お 菓 子 と 飲 み 物。

　 前 庭感覚 強化 条 件 ： 座 板 と 背板 の 箇 所 で 座 布 団 型

　 　 マ ッ サ ージ 器 の 振 動 を 10秒 間 提 示。

　 視 聴 覚 強 化 条 件 ： メ ト ロ ノ
ー

ム ， 鳩時 計， X リ

　　
ーゴ ・一・ラ ン ド，ジ ェ ッ ト コ

ー
ス タ ーの 画 像 ・音

　 　 を 10 秒 間 提 示。

　 GSB 強 化 条 件 ： 前 後・左 右 の 重 心 移 動 （Body −

　　 rockin8 様 の 動 作 ）の 示 範 提 示 で G ＄ B を 導 出。

　 　 許容 時 間 は 10秒 間。

　 LSB 強 化 条 件 ： 手 首 の 振 り （Hand −flaPPIng 様

　　 の 動 作 ）と 首 の 旋 回 （Head −shakm8 様 の 動 作）の

　　 示範 提 示 で LSB を 導 出。許 容 時 間 は 10秒 間。

　 各 強 化 条 件 は 10試 行 ， 無 作為順 序 で 5回 反 復 し た。

強化 ス ケ ジ ュ
ー

ル は い ず れ も FR2 に よ っ た 。

　【結 果 】　  全 体 の 学 習 成績 に は 臨床 群 問 に 差 が な

か っ た。 食物 強 化 ， 前 庭感覚 強化，な ら び に 視 聴 覚

強 化 の 効 力 に は 臨 床 群 問 に 差 が な か っ た。　し か し な

が ら 社 会 的 強 化 ， GSB 強 化 ，な ら び に LSB 強 化

の 効 力 に は 臨 床 群 問 に 有 意 差 が あ っ た。

　   自 閉 症 児 に お け る 強 化 効 力 は LSB 強 化 が 最 強

で ，次 い で GSB 強 化 と 視 聴 覚 強 化 ，以 下 前 庭 感 覚

強 化 と 食 物 強化 と 続 き，社会 的 強 化 に 至 っ て は ほ と

ん ど 効 力 が な か っ た。 こ れ に 対 し て 精 神 遅 滞 児 で は，

社 会 的 強 化 ， 食 物 強 化 ， 前 庭感 覚強 化 の 強 化効 力 が

強 く，次 い で 視聴 覚強 化 と 続 き， GSB 強 化 や LS

B 強 化 に 至 っ て は ほ と ん ど 効力 が な か っ た 。

　【考 察】　第 1に ， 自閉症児 で は 精 神 遅 滞 児 と 異 な

り， 行 動 機 構 そ の も の が 感 覚 強 化 優位 性 に 基 づ い て
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い る 可 能 性 が 高 い。第 2に ，自閉症 児 で は 精 神 遅 滞

児 と 異 な り，ほ 動 機 構 そ の も の が 身 体 産 出 的 な 自然

的 強 化随 伴 性 に 支 配 さ れ て い る 可 能 性 が 高 い。第 3

に ， 自閉 症 児 に お け る GSB 強 化 に 対 す る LSB 強

化 の 優位 性 に は 近感 覚 優位 か ら 遠 感 覚 優 位 へ の 発 達

的 移 行 が 関 係 し て い る と 考 え ら れ る。

　 　 　 　 　 　 　 　 実 　 験 　 ll

　【目 的】　自 閉 症 児 の GSB 強 化 と LSB 強化 の 本

態 を 究 明 す る。

　【方 法 】　対 象 は 実 験 1 の 自 閉 症 児 6名。精 神 遅 滞

児 は，本 研 究 に 適合 し な い た め 除 外 し た。実 験 は 個

体 内 2 要 因 に よ っ た。予 備 訓 練 で は ， 実験 1 で 未 実

施 の ．二 肢択
．一

視覚 弁 別課題 を 割 当 て ， FR2 強 化 ス

ケ ジ ュ
ール で 次 の 強 化 行 動 を 3回 連 続 自 発 で き る よ

う に な っ た 時 点 で ， 本 実験 を 開始 し た。

　 自 己 導 出 型 前 庭 感 覚 強 化 ： 白 色 板 の ボ タ ン 式 ス イ

　 　 ッ チ を 押 ず こ と に よ り ， 座 布 団型 マ ッ サ ージ 器

　 　 の 振動 が 発 生 す る。許 容 時 間 は 10秒 間。

　 自 己 導 出 型 視 聴 覚 強 化 ： 赤色板 の ボ タ ン 式 ス イ

　 　 ッ チ を 押 す こ と に よ り ， 収録 ビ デ オ が 再 生 ざ れ

　 　 る。許 容 時 間 は 10秒 間。

　 G 　 S 　 B 　 強　 化 ： 実験 1 と 同 じ。

　 L 　 S 　 B　 強 　 化 ： 実 験 1 と 同 じ。

　未 実 施 の 二 肢択
一

視 覚弁別 課 題 を 割 当 て ， 次 の 条

件 下 で 1セ ッ シ ョ ン 60試行 を 3セ ッ シ ョ ン 行 っ た。

強 化源 の 検 出条件 は，無作為順 序 に よ っ た。

　 GSB の 強 化 源 検 出 条 件 （LSB 阻 止 条 件 ） ： F

R2 強 化 ス ケ ジ ュ
ール に よ り 30秒 間 に わ た っ て 自己

導 出型 前庭感覚 強 1ヒ刺激，自 己導出 型視聴 覚 強 化 刺

激 ， GSB 強 化 事 象 の 選定 行動 を 観 察 し た 。

　 LSB の 強 1匕源 検出条件 （GSB 阻 止 条 件 ） ： F

R2 強 化 ス ケ ジ ュ
ール に よ り 30秒 間 に わ た っ て 自 己

導 出 型前庭 感 覚 強 化 刺 激， 自 己 導 出 型 視 聴 覚 強 化刺

激， LSB 強化 事 象 の 選定 行動 を 観察 し た。

　【結 果 】　  自閉症児 の 自 己 導 出 型 前 庭 感 覚 強 化 刺

激 へ の 選 択 行 動 は ， LSB 阻 止 条 件 よ り も GSB 阻

止 条 件 に お い て 優 勢 で あ っ た。　ま た 自 己 導 出 型 視 聴

覚 強 化 刺 激 へ の 選 択行 動 は ， GSB 阻 止条 件 よ り も

LSB 阻 止 条 件 に お い て 優勢 で あ っ た。

　  自 閉 症 児 の 強化事 象 の 選 択行 動 は GSB 強化 よ

り も LSB 強 化 の 方 が 優勢 で あ り， ま た 自 己 導 出 型

前 庭 感 覚 強 化 よ り も 自 己 導 出 型 視 聴 覚 強 化 の 方 が 優

勢 で あ っ た 。
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　 【考 察 ｝　第 1に ， 自閉症児 の GSB 強化 と LSB

強化 の 本 態 は そ れ ぞ れ 前庭 刺激 を 中心 と し た 近感覚

強 化 と 視聴 覚刺 激 を 中心 と し た 遠 感 覚 強 化 で あ る 可

能 性 が 高 い。 第 2に ，自 閉 症 児 で は 行動機 構 そ の も

の が 自 己 海 出 型 の 人為 的感覚 強 化 随 伴 性 よ り も さ ら

に 原 初 的 な 身 体 産 出的 な 自然 的 感 覚 強 化 随 伴 性 の 支

配 を 受 け て い る。第 3に
， GSB 強化 に 対 す る LS

B 強化 の 優位性 に は近 感覚優 位 か ら 遠 感 覚 優 位 へ の

発 達 的 移 行 が 関 係 し て い る と考 え ら れ る 。

　 　 　 　　 　 　 　総 　合 　考 　 察

　従 来 の SB 強 化 導 出 法（Hung ，1978 ； Wolery
，
1978 ；

Wolery ，　Kirk 　＆　Gast ，1985 ；　Charlop ，　Kurもs 　＆

Casey
， 1990 ） よ り も 本 研究 で 用 い た 疑 似 示 範 手 が か

り 法（quasi −model −cue 　 methQd ）の 方 が利点 が 多 い 。

　 自閉 症 児 で は 強 化 刺 激 と そ の 随 伴 様 式 が 感 覚 強 化

と 自 然 的 強 化 随伴 性 の 優位性 と い う 最 悪 の 組合 せ で

あ り，行 動 変 容 に も 増 し て こ の 強 化 刺 激 関 係 自体 を

改 善 す る こ と こ そ が 治 療教育 上 必 要 不 可 欠 に な ろ う。

」
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上 海市 の 一 小学校に おける トー
ク ンに よる非両立行動分化強化 の 試み

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ○注　翊 ・
佐藤方哉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （慶應義塾大学）

　小中学校 に おい て は 、 休み時間 に 生徒 が 教室 か ら運

動場 に出 て適度 に 運 動する こ とが望ま しい 。 とこ ろが、
中華人民 共 和 国上 海市の あ る小 学校 の 五 年生 で は、中

学校へ の進学をひ かえ、休み時間 に 教室内 に 留ま っ て

勉強する者が多 い
1）

。 こ の よ うな望ましくな い行動を

減少 させるため に 、外に 出て 遊ぶ行動を トーク ン で 強

化す る非両立行動分化強化 （DRI ） を試み た。
2）

　　　　　　　　　　　方法

被験者

　上 海市 朝楊第
一

小 学校五 年 （3 ）班 の 生徒 45 名お

よび五年 （4）班 の 生徒 45 名、計 90 名。実験期間

中、欠席 した生徒は皆無 で あ っ た。

独立変数

　運動場に 出て 遊 ぶ 行動 の トーク ン に よ る強化 。

従 属変数

　 ユ 0分 間 の 休 み 時間 に 教室 に留ま っ て 勉強 して い る

生 徒数 。 雨天以外 の 授業 日毎 に 、 二 つ の 班 の
一

日 4 回

（土曜 日 は 2 回）の ユ 0分 間の 休 み 時間の うちの 1 回

をそ れ ぞ れラ ン ダ ム に 選び記録す る 。

実験期間

　 1992 年 12 月 20 日 より1993 年 1月 8 日ま

で （た だ し、 （3 ）班 は ユ2 月 20 日、 （5 ）班 は ユ

月 8 日 に は 実験を行 な わ な か っ た ） 。

実験 計画

　班 間多層 べ一
ス ラ イ ン法と班内反転 （ABAB ）法 の

組み合わせ。

手続 き

第 1ベ ー
ス ラ イ ン （BL ）期 ・… 従属変数 の 記録 の

み。

み時間 に の み 、 外 に 出て 遊ん だ 生 徒 の 全員に 1枚を与

える。

　　2ベ ー
ス ラ イ ン　・… 第 ユ非 両立行動分化強化期

終 了後、各班 の 担任教員 が 生徒 に次 の教示を行なう。

「最近、休み 時間に み ん なよく外で 遊ぶ よう に なりま

した。今 日か らは もうトーク ンをあげるこ とは しませ

んが、休み 時間 に運動をするこ とは続け て くだ さい 。 」

従属変数の 記録 の み続行。

　　2 非　立
t一

動 化　化　… ・第 2べ 一
ス ラ イ ン 期

終 了後、第 1 介入 期 と 同様の 教示 と介 入を行 な う。

　　　　　　　　　 紬果 と考察

　図 1に 結果を示 した 。

　図 1から明 らか なように、トーク ン に よ る非両立行

動分化強化 は 、 教室内 に居残り勉強す る と い う行動を
減少させ る の に 有効 で あ っ た。

　本研究 で 用 い た ト
ー

ク ン に よる非両立 行動分化強化

は、マ ロ ッ ト・ウ ェ イ リイ ・マ ロ ッ ト・
杉山 ・島宗 ・

佐藤 （1994） の 行動随伴性ダイ ア グ ラ ム で 表わす と以

下 の よ う に な る 。

機会 条件

休み 時 間 中

直前条件

トーク ン な し

　 　 　 行　動

→〉
外に 出て遊 ぶ 〉

第 ユ非両立
”．」
動分化 ？

J 化 （DRl ） 其 ・ … 第 1べ 一

直後条件

ス ラ イ ン期 終 了後、各班 の 担 任教員 が 生 徒 に 次 の 教示

を 行 な う。 　rこ れ か ら、休み 時間 に外に 出て 遊 ん だ 人

に は ト
ー

ク ン をあげる こ とが あります 。 そ して 、その

トーク ン が 3枚揃 っ た ら、学校操行評価 8項
3）

に ユ点

をあげます。」 トーク ンは、従属変数 の 記録を とる休

ト
ー

クンあ り

機会条件

休み時間中

直前条件

ト
〜

クンな し ）

行 　動

教室 内で 勉強 レ

直後 条件

トークンな し

　　　　　　　　　　引用文麟
マ ロ ッ ト・

R・W ・・ウ ェ イ リイ，D ．L．・マ ロ ッ ト，M ．E．・

　杉山尚子 ・島宗理 ・佐藤方哉 （1994）行動分析学

　 入門一基礎編
一．東京 ：産 図 テ キ ス ト．

　
1］
中国 に お い て は 、小 学校 は 6年制で あるが 、六 年生は 中学 予備 生 と

して 中学校で 勉強する。五 年生は これ に備え て ．勉強 しな けれ ば ならな い 。
　

1）
本実験の 実施 を お許 しくだ さ りご協力頂い た上 海市 朝揚路小 学校 の

校 長先生 は じめ諸先生方 に 深 く感謝す る。
　
コ）
学校操行 評価 8 項 とは、　「生徒諸君 は 自分 の 心 身の 健 康に 十分に 気

をつ け、積極 的に 体育活動 や健康体操を たゆ まず に行 なわ な けれ ば な ら

ない 。」 と うもの で あ る。
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精 神 遅 滞 児 に 硬 貨 で の 支 払 い を さ せ る 1 指 導 事 例
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 赤 根 昭 英

　　　　　　　　　　　　　　　（名 古 屋 市 立 川 原 小 学 校 教 諭 ）

1　 は じ め に

　　 近 年 ，発 達 障 害 児 の サ バ イ バ ル ス キ ル の 研 究 が 盛

　 ん に 行 わ れ る よ う に な っ て き た 。中で も ，買 い 物 ス

　 キ ル は，好 き な 物 を 購 入 し て 生 活 を 楽 し ん だ り，店

　 の 人 と の や り と り を 通 し て 地域社会 に に 参加 し た り

　す る 上 で ，ぜ ひ と も 身 に 付 け さ せ た い こ と が ら あ る 。

　 買 い 物 に お い て は，支払 い の 部 分 の 形 成 を 行 う こ と

　 に よ り，一
連 の 買 い 物 行 動 が 形 成 さ れ た （渡 部 ，山

　本 ，小 林 ，1990） よ うに 支 払 い が 重 要 で あ る 。 し か

　 し．10ま で し か 数 え ら れ な い 児 童 に 対 し て ，50円 や

　 100円 の 金 額 に 含 ま れ る 数 値 を 数量 的 に と ら え さ よ

　 う と す れ ば ，学習 を 困 難 に す る だ け で 効果 は 期待 で

　き な い 。　（浅 見 ，1989 ） そ の た め ，ク レ ジ ッ トカ ー

　 ドで の 支 払 い や 二 けた の 金 額 に 対 し て 百 円 硬貨 を 出

　す と う い う よ う に 大 き い 額 の 金 銭 で 支払 う こ と も 考

　え ら れ る 。し か し ，浅 見 は ，ス
ー

パ
ー

イ ン ポ ジ シ ョ

　ン と フ ェ イ デ ィ ン グ を 併用す る 方 法 を 応 用 し，200

　 円 以 内 の 金 額 が 読 め な い 精 神 遅 滞 児 に 対 し て ，金 額

　 の 口 頭 で の 読 み や 表 示 通 り に 十 円 硬 貨 を 出 す こ と が

　 で き る よ う に し た 。 こ れ は，精 神 遅 滞 児 が 現在 で き

　 る こ と を 使 い ，支 払 い が で き る よ う に す る と 共 に ，

　支 払 い を す る こ と に よ っ て 数量的 な 理 解 も促 す こ と

　 を 示 し て い る 。

　　本 研 究 で は ，支 払 う 金 額 ま で の 数字 の 読 み や 表 記

　が で き な い 精 神遅 滞 児 に 対 し て ，金 額 表 示 を 見 る ，

　金 額 を 聞 く の ど ち ら の 状 況 で も ，三 け た ま で の 金 額

　通 り に 支 払 い が で き る よ う に す る た め ，自作 教 具 を

　使 用 し て 指導 を 行 い ，教 具 の 有 効 性 を 調 べ た 。

且　 方法

　　対 象 児 童 は ，名 古 屋 市 の 小 学 校 に 設置 さ れ た 精 神

　薄弱 の 障害児 学 級 に 在 籍 す る 児童 2 名 で ，プ ロ フ ィ

　
ー

ル は 表 工の と お り で あ る 。2 名 と も，20ま で の 個

　数 を 数 え て 口 頭 で 答 え た り，数 字 で 書 き 表 わ した り

す る こ と が で き た 。し か し ，十 円 硬 貨 2 枚 と一
円 硬

貨 5 枚 の よ う に 組 み 合 わ さ れ た場合 に 「な な え ん 」

　と 言 っ た り，　「6 円llの 金額 に 対 し て 十 円 硬 貨 6 枚

出 し た り す る こ と が あ っ た 。

　 使 用 す る 教 具 （以下，計 数 板 と す る ） は，図 1 の

よ う に ，金 額 の 数 字 に 対 応 し て 硬 貨 を 並 べ る こ と で

三 け た の 金 額 で も支 払 い が で き る よ う に 工 夫 した 。

　 指 導 場 面 は ，硬 貨 の 計 数 と 買 い 物 ご っ こ を 教室 内

で 行 い ，実際 の 買 い 物 を 学 区 内 の ス
ー

パ ーマ ーケ ッ

ト と レ ジ ス タ
ー

の な い 菓 子 屋 で 行 っ た 。

　 指 導 期 間 は、平 成 5 年 4 月 か ら12月 ま で で あ る。

　 手 続 き は，プ リ テ ス トポ ス トテ ス ト方式 で 行 っ た。

　 指 導 は ，計 数 板 を 使 用 す る 指 導 段階 1 と，計 数板

を 使 用 し な い 指導 段 階 H で 行 っ た 。各指導 段 階 ご と

に 次 の よ うな 目 標 で 指 導 し た。

  提 示 さ れ た 硬貨 を 数 え ．数 字 で 表 記 し，口 頭 で

　 金 額 を 答 え る こ とが で き る 。

  数字で 示 さ れ た 金 額 に 見 合 う硬 貨 を 数 え て 支 払

　 う こ と が で き る 。

  聞 い た 金 額 に 見 合 う硬 貨 を 数 え て 支 払 う こ とが

　 で き る 。

　指導す る 金 額 は 表 2 で 示 した 。A 子 に 発 音 と 聞 き

取 り に 問 題 が あ る た め ，指 導 段 階 1 で は，す で に 理

解 し て い て 発 音 が 簡 単 に で き る 10円 以 下 か ら順 次 金

額 を 上 げ て 指 導 し た。指 導 段 階 皿 で は，1，000円 未 満

全 体 を 金 額 ご と に 区 切 ら ず に 指 導 した 。金 額 ご と に

目標   〜  の 順 で 指 導 し，  と  で は ，買 い 物 ご っ

こ も 行 っ た 。実 際 の 買 い 物 は ，二 け た と 三 け た で 適

宜 行 っ た 。

　　　 　　　　　表 1 プ ロ フ ィ
ー

ル q993年 4 月 ）

対 象 　学 年 　 障 害 名 　 知 能 指数

A 子 　 3 年　ダウ ン 症 46（田中ビネー）

B 男 　 2 年 　精 神 遅 滞 62（M中ビネ
ー
）

図 1　 計 数板

表 2 　 指 導 す る 金 額
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III　 結 果

　 　 2 名 の 結 果 が 類似 し た た め 紙 面 の 都 合 で A 子 の 結

　果 を 図 2 の 1 〜4 に 示 し た。

　 　買 い 物 ご っ こ 以 外 は ，テ ス ト．指 導 共 に 10試 行 で

　 1 セ ッ シ ョ ン の 正 答 率 の 百 分 率 で 示 し た。買 い 物 ご

　 っ こ は ， 5 試 行 1 セ ッ シ ョ ン で 行 っ た 。

　 　指 導 段 階 1 の （D 〜（15）が プ リテ ス トの 結 果 で ．
’

　 は ，買 い 物 ご っ こ の 結 果 で あ る 。（2）〜（15｝が 指 導

　 の 結果 で ，｛2｝〜（15）が ポ ス トテ ス トの 結 果 で あ る。

　指 導 目 標   は ， 1 ． 4 ，7 ，10，13で 表 2 の 指 導 金

　額 の 順 番 に 準 じて い る。同 様 に ，指 導 目標   は 2 ，5 ，

　 8 ．11，14，指 導 目 標   は ， 3 ，6 ，9 ．12，15で

　 あ る。指 導 段 階 H の （1）〜  が プ リ テ ス ト，に｝〜（3）

　が 指 導 ，｛1｝〜｛3｝が ポ ス トテ ス トの 結 果 で あ る 。

　 　指 導 段 階 【 の （7｝で 十 円 硬 貨 1 枚 と
一

円 硬 貨 3 枚 の

　場 合 に 「よ ん え ん 」 と 答 え ，4 と 数 字 を 記 入 す る な

　 ど ，金 種 に 関 係 な く 硬 貨 の 枚 数 を 数 え た ．（8）以 後 は ，

正 答 率 が 30 ％ を 越 え る こ と

は な く ，買 い 物 ご っ こ も 同

様 で あ っ た 。ス
ーパ ーマ ー

ケ ッ ト で は 72円 の 支 払 い が

で き な か っ た た め ，十 円 硬

貨 8 枚 出 す よ う 指 示 した 。

　   〜 〔15｝の グ ラ フ か ら 分

か る よ う に，指 導 で は 正 答

率 の 高 ま り が 見 られ た 。C9｝

で 聞 き 取 り が で き な い た め

金 額 の 表 記 を 間 違 え た が ．

数 字 を 記 入 し 直 さ せ て か ら

硬 貨 を 並 べ さ せ る こ と に よ

り ，正 確 に 聞 き 取 る こ とが

で き る よ う に な っ た 。実際

の 買 い 物 も，計 数 板 を 使用

し て 50円 ，49円 ，44円 の 支

払 い を す る こ と が で き た 。

　 指 導 段 階 H の プ リ テ ス ト

（3）で 聞 き 取 りの 正 答 率 が 50

％ で あ っ た ほ か は ．70％ 以

上 の 正 答 率 で ，計 数 板 を 使

用 し て 支 払 う こ と が ，使 用

せ ず に 支払 う こ と に っ な が

っ た 。ポ ス トテ ス トで は ，

指導 目 標  〜  で 100 ％ に

な り，実 際 の 買 い 物 で も 計

数 板 を 使用 し な い で ．84円
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　　183円．173 円，324 円 の 支 払 い を す る こ と が で きた 。

　　 ス
ー

パ
ー

マ
ー

ケ ッ トの 店 員 が レ ジ 中 止 の 表 示 を 出

　 し対 象 児 の 後 に 客 が 並 ば な い よ う に し て く れ た 。地

　域社会 に 実際 に 出 て 活 動 す る こ と が ，障 害 児 へ の 援

　助 の 仕 方 を 理 解 し て い た だ く 上 で 重 要 で あ る と 痛感

　 さ せ ら れ た 。

rv　 考 察

　　計 数 板 の 数 字 の 位 置 に 対応 し て 硬 貨 の 計 数 を 指 導

　 し た 結 果 ，実際 の 買 い 物 で も 支 払 い が で き る よ う に

　 な っ た 。こ の 学 習 が 成 立 し た の は ．教 具 を 使 用 して

　数 字 の 位 置 を 弁 別 さ せ ，そ の 位 置 に 対 応 し て 金 種 を

　選 ば せ た こ と で ，二 け た 以 上 の 金 額 で も
一

け た と 同

　様 に 硬 貨 を 並 べ る こ と が で き た と考 え る。
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発 遠 遅 滞 児 へ の 臨 床 指 導 に お け る 客 観 的 デ ー
タ の 評 価 法

　　　　　　　　　
一指 導者 の プ ロ ン プ テ ィ ン グ レ ベ ル に よ る 子 供 の 遂 行 レ ベ ル の 査 定 一

　　　　　　　　　　　　〇 近 藤 明 紀 　　　
・
　　　平 澤 紀 子 　　　・　藤 原 義 博

　　　　　　　　　　 （上 越 教 育 大 学 ）　 （新潟 県 立 高 等 養 護 学 校 ）　（上 越 教 育大学 ）

　 1 ．は じ め に

　 今 日、行 動 分 析 的 ア プ ロ
ー

チ は 臨 床 ・教 育 的 分 野 の

有 力 な 指 導 法 と し て
一

般 的 に 認 識 さ れ、広 く浸 透 し っ

つ あ る （藤 原 ，1990）。

　 そ の う ち、発 達 遅 滞 児 へ の 臨 床 指 導 に お い て は 、プ

ロ ン プ テ ィ ン グ 法 が一
般 的 に 使 用 さ れ て い る。 そ こ で

重 要 な の は 適 正 な プ ロ ン プ テ ィ ン グ レ ベ ル の 決 定 で あ

り、そ の 際 に は 、子 供 の 遂 行 レ ベ ル が 指 標 と な る。

　 し か し な が ら、実 際 の 指 導 場 面 で は、子 供 の 遂 行 レ

ベ ル が 査 定 さ れ る 以 前 に 、指 導 者 か ら の 指 導 的 か か わ

り が 開 始 さ れ 、そ の 後 の や り と り の 経 過 か ら、試 行 錯

誤 的 に プ ロ ン プ テ ィ ン グ レ ベ ル が 決 定 さ れ る こ と が 多

い。 そ の 際 の 決 定 基 準 も、子 供 の 遂 行 レ ベ ル に 基 づ く

が、 こ の プ ロ セ ス に お い て 観 察 さ れ る 子 供 の 見 か け 上

の 遂 行 レ ベ ル は 、真 に 子 供 の 現 在 の 正 確 な 遂 行 レ ベ ル

を 反映 し て い る わ け で は な い 。 な ぜ な ら、そ こ で の 子

供 の 遂 行 レ ベ ル は、一
方 で 指 導 者 側 の プ ロ ン プ テ ィ ン

グ レ ベ ル に よ り 規 定 さ れ る か ら で あ る 。

　 そ こ で 、 こ の 実態 を 分 析 す る た め に は、 こ れ を 反 映

し た デ
ー

タ の 評 価 法 が 必 要 に な る 。具 体 的 に は、指 導

者 側 の プ ロ ン プ テ ィ ン グ レ ベ ル を 基 準 と し て 子 供 の 遂

行 レ ベ ル を 査 定 す る 方法 が 考 え ら れ る。

　 そ こ で 本 研 究 は、発 達 遅 滞 児 の 臨 床 指 導 に お い て 、

こ の 評 価法 に よ り子 供 の 遂 行 レ ベ ル を 査 定 し、 そ れ と

従 来 の 自発 遂 行 率 に よ る 評 価 と の 比 較 か ら、 こ の 評 価

法 の 特 性 を 分 析 し、今 後 の 臨 床 的有 用 性 を 検 討 した。
2 ．方 法

　 1 ） 実 施 場 所 ・期 間 ・指 導 者

　 」 大学 附 属 障 害 児 教育 実 践 セ ン ター
に お い て 平 成 5

年 6 月 か ら 12 月 ま で 週 1 回 （40分 ）の 指 導 が 実 施 さ れ

た 臨 床 実 習 授 業 を 評 価 対 象 と した 。

　本 臨 床 授 業 に は、教育 現 場 で 3 年 以 上 の 経 験 を 有 す

る も の や 臨 床 指 導 体 験 の な い 学部卒 な ど の 大 学 院 生 15

名 が 参加 し た 。 毎 週 1 名 が 主 指 導 者 （MT ） 、 2 〜 3 名

が 補助 者 （ST ） と し て 指 導 を 担 当 し、　 MT、　 STの 役 割 は

毎 回 交 替 し 、 連 続 して 担 当 す る こ
「
と は な か っ た 。

　 2 ） 対 象 児 お よ び 評 価 課 題

　指 導 対 象 児 と し て 、言 葉 の 遅 れ、集 団 へ の 不 適 応 を

主 訴 と し た 就 学前 の 4 名 の 発 達 遅 滞児 が 参 加 し た 。 こ

の 内、指 導 開 始 時 5 歳 6 カ 月 の 自 閉 症 女児 の 指 導 を 評

価 対 象 と し た。

　 指 導 プ ロ グ ラ ム で は、集 団 参 加 技 能 の 形 成 を 目 的 に 、

  始 め の 会、  サ
ー

キ ッ ト準 備、  サ
ー

キ ッ ト、  サ

ー
キ ッ ト片 付 け、  終 わ りの 会 か ら成 る 小 集 団 指 導 の

う ち、プ ロ ン プ テ ィ ン グ が 多 く必 要 と さ れ る   サ ーキ

ッ ト準 備 を 評 価 課 題 と し た。

　 3 ） 評 価 手 続 き

　評 価 課 題 の 課 題 分 析 に 基 づ い て 、対象 児 の 技 能 レ ベ

ル に 応 じ た サ
ー

キ ッ ト準 備 の 各単位 行 動 が 決 定 さ れ た。
そ し て 、課 題 の 特性 と 対 象 児 の 技 能 レ ベ ル を 考 慮 し て 、

査 定 基 準 と な る 指 導 者 の 6 段 階 の プ ロ ン プ テ ィ ン グ レ

ベ ル （○ ： 自発、 こ ： 言 葉 か け、 ゆ ： 指 さ し、も ： モ

デ ル 、 し ： 身 体 的 介 助、 x ： 遂 行 な し ） を 作 成 し た 。
こ の 6 段 階 評 定 に よ り、　ビ デ オ 録 画 か ら、各 遂 行 機 会

ご と に 、対象 児 の 各 単 位 行 動 の 遂 行 レ ベ ル を 記 録 し た

（Fig ．2）。ま た 、次 の 定 義 に よ る サ
ー

キ ッ ト準 備 の 自

発 遂 行 率 （％ ） か ら、遂 行 レ ベ ル を 査 定 し た （Fig ．D 。

　　 　　 　　 　　 自 発 し た 単 位 行 動 数

自 発 遂 行 率 （％ ） ＝　　　　　　　　一一一一 × ユ 00

　　 　　 　　 　 総 単 位 行動数 x 遂 行 機 会 数

3 ．結 果

　 ユ ） サ ー
キ ッ ト準 備 の 自 発 遂 行率

　サ ー
キ ッ ト 準備 の 自 発 遂 行 率 は、 15％か ら 50％レ ベ ル

ま で ゆ る や か な 上 昇 傾 向 に あ った。

自

発
遂
行

率

％

loo80

50

0

1　 　 2　 　 3　 　 4　 　 5　 　 6　 　 7

セ 　 　ッ 　 　シ 　 　ョ 　 ン

Fig．1　サ
ー

キ ッ ト準 備 の 自 発 遂 行率 （％ ）

　 2 ） プ ロ ン プ テ ィ ン グ レ ベ ル に よ る サ
ー

キ ッ ト 準 備

　各 単 位 行 動 ご と に み る と、例 え ば、単 位行 動 の 3 で

は 子 供 の 遂 行 レ ベ ル は 段 階 的 に 上 昇 し た。一
方、単 位

行 動 の 1 、 5 、 6 、 7 で は、自 発 か ら 身 体 介 助 や 遂 行

な し の よ う に 、高 い 遂 行 レ ベ ル と 低 い 遂 行 レ ベ ル の 聞

で 落 差 の あ る 動 き が 繰 り返 し観 察 さ れ た。
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4 ．考 察

　 自 発 遂 行 率 に よ る と、対 象 児 の 遂 行 レ ベ ル は ゆ る や

か な 上 昇 傾 向 に あ っ た 。

一
方、 プ ロ ン プ テ ィ ン グ レ ベ

ル に よ る 評 価 法 で は 、単 位 行 動 に よ っ て 、自 発 遂 行 率

に は 現 れ な か っ た 、高 い 遂 行 レ ベ ル と 低 い 遂 行 レ ベ ル

が 交 互 1こ繰 り返 さ れ る 現 象 が 観 察 さ れ た 。

　 こ れ は、指 導 者 の 低 い レ ベ ル の プ ロ ン プ テ ィ ン に よ

って 、実 際 の 対 象 児 の 遂 行 可 能 な レ ベ ル よ り も 低 い レ

ベ ル で 遂 行 が 規 定 さ れ た 可 能 性 が 推 察 さ れ る。つ ま り、

こ の よ う な 落 差 の あ る デ ータ の 変 動 か ら、指 導 者 の プ

ロ ン プ テ ィ ン グ が 対 象 児 の 遂 行 レ ベ ル に 対 し て 適 正 に

実 施 さ れ て い な か っ た こ と が 示 唆 さ れ る。

　 こ の よ う に 、こ の 評 価 法 は、対 象 児 の 遂 行 レ ベ ル を

指 導 者 の プ ロ ン プ テ ィ ン グ レ ベ ル と の 関 連 で 分 析 で き、

そ れ に 基 づ い て 適 正 な プ ロ ン プ テ ィ ン グ レ ベ ル を 早期

に 見 い だ す た め の 手 が か り を 得 る こ と が で き る と 考 え

プ ロ ン プ テ ン グ レ ベ ル に よ る 対 象 児 の サ
ー

キ ッ ト準 備

　　 　　 　　 　　　 　　 　る 。 従 っ て 、従 来 の 自 発 遂 行 率 に よ る 評 価 に 較 べ て 、

指 導 プ ロ セ ス の 実 態 を 反 映 し、 日 常 的 な 臨 床 指 導 場 面

に お け る 指 導 者 の 指導 レ ベ ル を 決 定 す る の に 有 用 な 情

報 を も た ら す 評 価 法 と い え る で あ ろ う。

　 今 後 の 課 題 と し て は 、 こ の 評 価 法 の 査 定 基 準 と な る

プ ロ ン プ テ ィ ン グ 階 層 の 妥 当 性 に つ い て 検 討 す る 必 要

が あ る。 ま た 、 こ の 評 価 法 か ら 得 ら れ る 情 報 の 分 析 と、

そ れ を 生 か し た 、適 正 な プ ロ ン プ テ ィ ン グ レ ベ ル が 反

映 さ れ る 柔 軟 な 指 導 手 続 き や 指 導 プ ロ グ ラ ム の 作 成 が

考 え ら れ る で あ ろ う 。

5 ．文 献

1）藤 原 義 博 （1gge ）　 自 閉 症 児 の 言 語 指 導 に お け る 客 観
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ー

タの 分 析 と そ の 実 際．高 木 俊一郎 （編 ）、

　　 自 閉 症 児 の 行 動 療 法、岩 崎 学 術 出 版．
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反 応 一
強 化 間 時 間 と 反 応 間 選 択 に 関 す る 予 備 的 研 究

　 大 石 幸 二
’ ・

平 山 純子
・

田 上 順 子 ・赤 山 佳 寿 恵 ・大 林 陽 子
鱒・野 呂 文 行

韓’

（
°

筑 波大 学 心 身 陣 害 学 研 究 科 ・鱒筑 波大 学人 間 学 類
■　 ”一

筑 波 大 学 心 身陣害学 系 ）

1 ．問　 題

　 McLean 　 and 　 Snydcr −McLeal1 （ユ987） は 、コ ミ ュ ニ ケ

ー
シ ョ ン の 発 達 に お い て 、  形 態 が 時 間 的 ．空 間的 に

指 示 物 か ら離 れ て い き 、  形 態 自 体 も 指 示 物 か ら 離 れ

て い く こ と を 指 摘 し て い る 。し か し 、擣 示 物 と 形 態 と

の 関 係 に つ い て は 論 じ ら れ て い て も、形 態 と 所 産 と の

関 係 に つ い て は 論 じ ら れ て い な い 。指 示 物 と 形 態 と の

関 係 が 生 ず る の は 、む し ろ 所 産 と 指 示 物 の 等 価 関 係 が

成 立 し た 後 で あ り 、学 習 過 程 を 検 討 す る 必 要 が あ る 。

　本 研究 で は ，  に っ い て 注 目 し 、反 応 C形 態 ） と 結

果 （所 産 ） と の 時 間 的 距 離 が 変 化 す る 場合 に ．弁 別 刺

激や 反 応 型 の 選 択 に 効 力 が 及 ぶ の か 否 か を 検 討 す る 。

ll．研 究 1

　 1 ．目　 的

　指 さ し 反 応 を 形 成 し、身体 努 力 （ physicaJ 　 effort

） が 大 き い 場 合 で も 、反 応 一強 化 間 時 間 が 小 さ い 場 合

に 、こ の 標 的 反 応 が 選択 さ れ る の か に っ き 検 討 す る 。

　 2 ．方 　 法

　　1）被 験 児 ： Nobu 児、満 5 歳 で 通 園 施 設 に 在 籍。無

発 語 で 、逃 避 や 感覚 に 動 機 づ け ら れ た 行 動 的 問 題 が み

ら れ る 。指 さ し に つ い て は 観 ら れ な い （Table 　 l ） 。

丁able 　l　　Characteristics 　of 　subject ．

Sub ．　Sex　CA 　　DA 　　DQ　　Linguistic 　Problem 　Behav ．

Nobu 　♂　　67 　13　19　Non−−Verbal 　Escape ／Sensory

　　2）期 間 と 場 面 ： 199S年 5 月 か ら 1994年 3 月 ま で の

約 9 か 月 間 。T 大 学 個 別 指 導 室 （ 3，5m × 5．OIn） で

】 セ ッ シ ョ ン あ た り 約 ユO分 間 の 指 導 （実験 ） を 行 う。

　　3）標 的行 動 ： 要 求 行 動 。反 応 型 は 、　「指 さ し 」 。

　　4）手 続 き と デ ザ イ ン ： お や つ の 「好 み 1 の 評価 を

基 に 、そ の 要 求 行 動 と し て ，指 ざ し 反 応 を 形 成 す る 。

　　  「好 み 」 の 同 定 ： 机 の 上 に 2 対 の お や つ を 提 示

し 、一
方 だ け を 直接 手 で と っ て 、そ の 場 で 食 べ る 。使

用 し た 物 品 数 は 9 で ．選 択 機 会 提 供 に 先 立 っ て 、各 物

品 に つ き ．弁 別 試 行 （各 2 試 行 ） を 実 施 す る 。選 好 の

示 さ れ た 物 品 （Green ，　 Reid ，　 Canipe ，　 and 　 Gardner，
1991 ；　　Pace．　Ivancic ，　Edwards ．　lwata ，　and 　Page ，

1985） を 同 定 す る の が 本 フ ェ イ ズ の 目的 で 2 回 実施 。

　　   単 純 反 応条件 1 （カ ー
ド＋ 物 品 提 示 ） ：机 の 上

に 1 種 類 の お や つ と 1 種 類 の カ ード を 対 提 示 す る。カ

ードを 指 さ す と、皿 に 提 示 さ れ た お や っ を 受 け 取 る と

い う よ う に し ．お や っ に は 「好 み 」 の 物 品 を 用 い る 。
ユ0試行 ユブ ロ ッ ク を 原 則 と す る （こ れ は 以 下 同 様 ） 。

　　   単 純 反 応 条 件 冂 （カ
ー

ドの み 提 示 ） ： 机 の L に

1 種 類 の カ ード を 提 示 し、カ ードに 対 し て 指 さ し す る

と ．こ れ に 随 伴 して お や っ を 提 示 す る （刺 激 制 御 ） 。

　　   選択 反 応 条 件 ： 「好 み 」 の お や つ の カ ード と 「

好 み で な い 」 お や っ の カ
ー

ドを 机 の 上 に 対 提 示 す る 。

　 な お 、使 用 し た カ ードは い ず れ も 対 応 す る お や つ の

ラ ベ ル を 貼 り 付 け た も の で あ る （ 115皿 mX 　 130mm ） 。

　　 5）観 察 方 法 と 信 頼 性 の 検肘 ： セ ッ シ ョ ン を VTR

記録 し 、実 験 者 と は 別 の 観察 者 と の 間 で 13セ ッ シ ョ ン

　（ 130 試 行 ） 中 、 7 セ ッ シ ョ ン （73試 行 ： 56，2％ ） に

っ き一
致 率 を 算 出 す る 。結 果 ．95．9％ の

一
致 を 得 る 。

記 録 用 紙 に は プ ロ ン プ トの 階 層 も 併 せ て 記 し て い る 。

　 3 ．結 果 と 考 察

　　 1）指 さ し反 応 の 自発 化 ： カ ー ド に 対 す る 指 さ し 反

応 の 生 起 率 を Fig ．ユ に 承 す。第 2 フ ェ イ ズ の 選 択 反 応

条 件 1 で は 、生 起 率 が ユ0，0％ を 上 回 ら ず ，プ ロ ン プ ト

を し て も カ ー
ド で 「好 み 」 の 表 明 が 行 わ れ て い な い 。

し か し、単 純 反 応 条 件 1 お よ び llを 経 て 第 6 フ ェ イ ズ

の 選 択 反 応 条 件 llで は 、カ ードを 介 して の 「好 み 」 の

表 明 が 可 能 と な っ て い る （共 に ］ 試 行 の み 無 反 応 ） 。

　第 2 お よ び 3 フ ェ イ ズ で は 、先 行 フ ェ イ ズ で の 学 習

が 維 持 し、一定 の 比 率で 直 接 手 で つ か も う と す る 反 応

が 観 ら れ た が 、指 さ し 反 応 の 時 間 的 な 効 率性 （Horner

and 　 Day，1991） が 高 く な る と 、そ の 身 体 努 力 や 課 題

の 性 質 （acquisition 　 t
’
ask ） に 関 わ ら ず 、消 失 し た 。

　　2）誤 反 応 の 分 析 ： 第 4 フ ェ イ ズ （単 純 反 応 条 件 ll

） で 観 ら れ た 誤 反 応 （計 3 試 行 ） は い ず れ も、Nebu児

が 指 さ し 反 応 を 自発 して か ら 実物 （お や つ ） が 提 示 さ

れ る ま で に 時 間 遅 延 が 生 じ た 場 合 に 、カ ー
ド よ り も よ

り遠 隔 な 実 物 の 置 い て あ る 方 を 指 さ す も の で あ っ た 。
こ れ は Nobu 児 が 、指 さ し と い う反 応 型 の 方 が 、反 応

一

強 化 間 時 間 が 短 い こ と を 学 習 し た 結 果 を 示 し て い る 。

1
9
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川 ．研 究 II

　 1 ．目　 的

　 反 応
一

強 化 間 時 間 が 選 択 行 動 に 効 力 を も っ の か 否 か

を 、弁別 刺激 の 選 好 か ら 推 測 す る こ と を 目 的 と す る 。

　 2 ．方 　 法

　　 1）被験 児 ： Sho 児 。満 2 歳 の 健 常 幼 児 。 1 譜 か ら

2 語 発 話 を 使 用 。実 験 の 被 験 児 と な っ た こ と は な い 。

　　 2）期 間 と 場 面 ： 1994年 5 月 。 1 日 10 分 問 で 2 日 間

に 分 け て 実 施 。T 大 学 個 別 指 導 室 （2．5mX2 ．5m ）

に て 対 面 机 上 で 試 行 。母 親 が 1m の 距 離 に 同 室 す る 。

　　 3）標 的 行動 ； シ
ール （赤 ／ 緑 ： 直径 20m 皿） の 選 択

行 動 で 、選 択 機 会 提 供 数 と 選 択 数 か ら 選 択 率 を 算 出。

　　 4）手 続 き と デ ザ イ ン ： 2 枚 の シ
ー

ル （赤 ／ 緑 ） を

提 示 し 、　Sho児 に
一

方 を 選 択 さ せ 台 紙 に 貼 付 さ せ る 。

実 験 者 は 貼 っ た 時 点 で 「は い 」 と フ ィ
ー

ドバ ッ ク し ．

0 秒 な い し 2 秒 の 時 間 遅 延 の 後 に 、握 手 と 言 語 賞 賛 を

行 う （条 件 1 ） 。ま た 、条件 H と し て 1 秒 な い し 2 秒

の 時 間 遅 延 を シ
ー

ル 貼 り に 随 伴 す る 条 件 を 設 定 す る 。

　　 5）観 察 方 法 と 信 頼 性 の 検 酎 ： セ ッ シ ョ ン を VTR

記 録 し 同 室 し た 母 親 と の 間 で 全 30試行 に わ た り
一

致 率

を 算 出 す る 。そ の 結 果 、　 100 ％ の 一
致率 を 得て い る 。

　 3 ．結 果 と 考察

　 反 応 一強 化 問 時 間 と 刺 激 の 選 択 率 に 関 す る デ ータ を

Fig．2 に 示 す、崩 訓 練 で 、対 提 示 さ れ た 2 枚 の シ
ー

ル

の う ち ．一
方 を 選 好 （5 試 行 連続 ） す る よ う に な っ て

か ら 実験 を 開 始 す る。 5 試 行 毎 に 時 間 遅 延 す る シ
ール

を 変 化 さ せ た と こ ろ ．反 応 一強 化 間 時 間 が 0 秒 で あ る

シ
ー

ル （ immediacy ） の 選 択 率 が 66．7％ 、 2 秒 の 時 間

遅 延 が あ る シ
ー

ル （ delay2 ） の 方 が 33．3％ で あ る 。

ま た ．と も に 時 間 遅 延 が あ る 堀 合 、 1 秒 の 時 間 遅 延 が

DelayImm ． Delay　　 lmm ．

　　　　 Contiguity

Fig ，2 　　Respense
−
reinforcer 　contiguity

and 　percent 　of 　choice
−・making 　behavior ．

あ る シ
ー

ル （ delay1 ） の 選 択 率 が 7  ．0％ 、 2 秒 の 時

間 遅 延 が あ る シ
ール （ dela γ 2 ） が 3e，o％ で あ っ た 。

　試 行数が 少 な く 、課 題 は 残 る が 、と も に 反 応
一

強 化

問時 間 が 短 い 刺激 へ の 選 好 を み と め る こ と が で き た 。

N ．結 　 論

　 研 究 1 で は 、オ ベ ラ ン ト反 応 に つ い て ．身 体 努 力 と

反 応 一強 化 間 時 間 の 相 彑 作 用 か ら 反 応 問 選 択 が 生 じ ，

そ れ は よ り 効 率 的 な か た ち で 生 ず る こ と を 示 唆 し た 。

こ の 点 に つ い て Herner　 et 　 al ．（1990） や Horner 　 and

Day （1991．） は 、強 化 ス ケ ジ ュ
ー

ル も 成 分 と し て 存 在

す る と 指 摘 し て い る 。本 研 究 で は こ の 点 を 取 り 扱 っ て

い な い が 、古 く は 、Bringham 　 and 　 Sherman （1973） が

強化 ス ケ ジ ュ
ー

ル の 問 題 を，実 験 に 取 り 人 れ て い る 。

　 い っ ぽ う．研 究 H で は 、反 応 型 （身 体 努 力 ） を 統 制

し て 、反 応
一

強 化 間 時 間 を 操 作 し た 場 合 の 選 択 行 動 に

っ い て 検 討 した 。結 果 と し て ．反 応 一強 化 間 時 間 は 選

好 の 重 要 な 成 分 と な る こ と が 示 唆 さ れ た と 思 わ れ る 。

選 択 行 動 に つ い て は ，セ ル フ ・コ ン トロ ール に 関 す る

研 究 を 含 め ．刺 激 に い ろ い ろ な レ パ
ー

ト リ
ー

が 存 す る

場 合 と 反 応 に い ろ い ろ な レパ ート リ
ーが 存 す る 場 合 の

そ れ ぞ れ に っ い て 検 討 が 重 ね ら れ な け れ ば な ら な い 。

と く に ．後 者 に 関 し て は 、反 応 レ パ
ー

ト リ ーの な か に

い わ ゆ る 「行 動 的 問 題 」 を 含 む 場 合 も 存在 し ．現 在 の

臨 床 的 な 応 用 行 動 分 析 学 研 究 の 潮 流 の ひ と つ を な す 。

　今 回 は 、発 達 と い う や や 長 い 時間経 過 の 中 で 生 ず る

（弁 別 ） 刺 激 と 反 応 の 時 間 的 な 距 離 化 の 問 題 に つ い て

行 動 随 伴 性 の 観点 か ら．事 例 的 に 検 討 を 加 え て い る 。

こ の よ う な ．あ る 意 味 で 瞬 時 的 な 学 習 に 関 す る 側 面 と

時間的 ス パ ン が よ り 長 い 経 過 の な か で 観 察 さ れ る 変容

と の 関 速 に つ い て は 、今 後 検 討 し て い く 必 要 が あ る 。
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手術前呼吸練習 の行動促進プ ロ グ ラ ム

　 ○鎌倉　や よ い 　　 ・　　 坂上　貴之

（愛知県立看護短期大学）　 （慶應義塾大学文学部）

　肺 癌 や 食道 癌 の 手術後 に は 呼吸器合併症 の 発 症 が 問

題 と な っ て い る 。そ の 予 防 対策 と し て 、手術前 に吸気

練習 の 器具 で あ る ト リ フ ロ ー
（日本 シ ャ

ー
ウ ッ ド （株）

製） を 用 い て 、最 大吸気持続法 が 実施 さ れ て い る 。 最

大吸気持続法 と は 、各個 人 の 最 大 の 吸気量 で 持続的 に

息 を 吸 うこ と に よ り、肺胞全体 に 均等 に 空気 を充満 さ

せ て 換気 を 促進す る 方法 で あ る （Bai
・
tlett　eI　a1，1973 ）。

呼吸 器 合 併 症 の 原 因 で あ る 肺胞虚 脱 を 防 ぐた め に は、

起 きて い る 間 の ユ時 間毎 に 5回 か ら 10 回 練 習 を 実 施 す

る こ と が 望 ま し く、実 際 に は ユ 日 の 吸気回数 は 50回 か

ら 100 回 が 求 め ら れ て い る 。最 大 吸 気持 続 法 が 成功す

る か 否 か は 患者 の 意 欲 に か か っ て い る と指摘 さ れ て い

る （Bakow ，1977）が、患 者 の 自発 性 に 期待 す る だ け で は

練 習 回 数 が 増加 し な い こ と が 多 い
。 しか し、 1 時 間毎

に 看護婦 が 練習 を促 す こ と も時 間的 制 約 か ら 難 し く、

臨 床 場 面 で は 自 発的 な 練 習 の 促 進 に 苦 慮 し て い る の が

実状 で あ る 。 そ こ で 、手術前呼吸練 習 を 促 進 す る プ ロ

グ ラ ム を作 成 す る こ と を 目 的 と し て 、グ ラ フ に よ る 吸

気 回数 と ト リ フ ロ ー
に よ っ て 測定 さ れ た 吸 気 量 の フ ィ

ー
ドバ ッ ク と そ れ ら の 増 加 に 対 す る 賞賛、手 術 後 の 深

呼吸 の 必 要性 に 関 す る 情 報 の 提 供 と い っ た 介 入 条 件 が

ど の よ う に 吸気量 を 変 化 さ せ る か を検討 し た 。

　 方 法

　i 被 験者 　実験 は 愛知県 が ん セ ン ター病 院 の 胸 部

外科病棟 に お い て 主 治 医 の 了 解 の も と に 行 い 、当 時 入

院 し て い た 肺 癌 あ る い は 食 道 癌 の 手術 を 目的 と し た術

前 の 患 者 20 人 （男性 12 人女性 8 人 ）を被験者 と し た 。

年齢 は 45 歳 か ら70歳 で あ り平 均年齢 は 男性 55歳 女性 57

歳 で あ っ た 。 疾患別 で は肺 癌 17 人 食 道癌 3人 で あ っ た 。

　 2　装 置

　2．1　 ト リ フ ロ ー
　小 型軽 量 の プ ラ ス チ ッ ク 製 の 器具

で 、ボ ー
ル の 入 っ た 円筒形 の 容 器 が 3列 に 配 置 さ れ て

い る 。 吸 気 に よ っ て ボ
ー

ル が 上 が る 仕 組 に な っ て お り、

吸気流速 が 600ml／秒 に な る と吸気側 か ら 1 つ 目 の ボー

ル が 上 が り、900ml ／秒 で は 2 つ 、　 i200mU秒 で は 3 つ

の ボ ー
ル が 上 が る よ うに 設 定 さ れ て い る 。

　2 ．2 　記 録 カ ード　 ユ回 の 練 習 に ユ枚 の 記録 カ
ー

ド を

使用 し た 。 記録 カ ードに は 、上 昇 し た ボ
ー

ル の 位 置 を

3段 階 で 記入 で き る 、 トリ フ ロ ー
の 容器 に 対応 さ せ た

3 列 の 円 筒 の 略図 と、そ の 位 置 で の 維持時間 （秒） を

書 き 込 む 欄 が 設 け ら れ た 。被験者 は ト リ フ ロ
ー

の 器 具

内の ボ ー
ル が 上 昇 し た位 置 を カー ド内 へ ○印 で 記入 し、

併 せ て 貸 し出 した ス ト ッ プ ウ オ ッ チ に よ り維持 さ れ た

秒数 を 記 入 す る よ う教示 さ れ た。

　3　手続 き　被験者 間多層 ベ ー
ス ラ イ ン 法 を使 用 し

た 。 原則 と して 手 術 前 14 日 か ら ベ ー
ス ラ イ ン 条 件 （B

L ） を 開始 し た 。 BL で は 吸気練習 の 目的 と ト リ フ ロ

ー
の 使 用 法 に 関す る 言語的教示 （通 常 教 示）と、被験

者 自身 に よ る 記録 カー ドへ の 記 入 （自己 記 録 ）を 実施

し た 。 介入条件 1 （Fl ） で は 、BL 時 の 通 常 教 示 と

自 己記録 に 加 え フ ィ
ー ドバ ッ ク ユ を実施 し、引 き続 き

行 わ れ た 介入条件 2 （F2 ） で は 、Fl の 条件 に 加 え

フ ィ
ードバ ッ ク 2 が 実施 さ れ た。フ ィ

ードバ ッ ク 1 は

実験者 が 前 日 の 記 録 カ
ー

ド を 回 収 して 吸 気 量 を計 算 し、

吸 気 回 数 と吸気 量 の ユ 日量 を グ ラ フ に 記入 して 被験者

に 示 す と と も に 、吸気 回数 の 目標 50回 と い う言 語的教

示 を 与 え る 。そ して 、も し前 日 と比較 し て 吸 気 回 数 と

吸気 量 が 増加 して い れ ば、言 語的賞賛 を 与え る 。フ ィ

ードバ ッ ク 2 は 手 術 後 の 深呼吸 に 現在 の 吸気練習 が 果

た す役割 に つ い て の 情報 を 実験 者 が 提供 す る 。 吸 気 量

は 上 昇 した ボ ー
ル の 数 と 持続秒数 の 記録 か ら 1 回 の 吸

気量 を 算 出 し、そ の 累計 を 1 日 の 総 量 と し た。

　4 　デ ー
タ の 信 頼 性 　練習時刻 に つ い て 、実 験 者 の

観察結果 と被験者 の 記録 が
一

致 す る か ど うか を確 認 し

た が 、 1 回 の 練習 で の 吸 気 回数 の 確認 は で き な か っ た 。

確認 は 1人 当た り 2 回 程度行 っ た。そ の 結 果 す べ て の

被験者 は 、そ の 練 習時刻 を 正確 に 記録 して い た 。

　結果　最大吸気持続法 に よ る 吸気練習 を 目 的 と して

い る た め 、標的行動 と し て は吸気 量 を 用 い 、図 1 に 各

被験者 ご と の 変 化 を示 し た。F1 ま た は F2 で 吸気量

が 減少 した 被験者、F2 の 練 習 最 終日 の 吸気量が BL
の 吸気 量 ま で 減少 し た 被験者、BL で 徐 々 に 吸気量 が

増加 し、F1 、 F2 で も引 き続 い て 増加 した 被験 者 を

プ ロ グ ラ ム の 効 果 な し と判 断 し た 。 判定 不 能 の 1 人 を

除 き 、 プ ロ グ ラ ム の 効 果 が あ っ た被験者 は 14 人、な か っ

た 被験 者 は 5 人 で あ っ た （p； ．022 ）。効果 が な か っ た 被

験者 で は 、BL で の 吸気 量 が 高 い 値 を 示 す 傾 向 が み ら

れ 、そ の 原 因 と し て 、プ ロ グ ラ ム 開 始前 に 吸気練習 に

つ い て の 情報 を 他 の 被験 者 か ら 得 て い る 可 能 性 が 考 え

ら れ た。 こ の よ うな 被 験 者 に つ い て 、BL 時 の 吸 気量

1
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と プ ロ グ ラ ム の 効果 と の 関係 を み た と

こ ろ、情報 を得て い た 被 験 者 8 人 中 プ

ロ グ ラ ム の 効果 が あ っ た 被験者 は 3 人、

な か っ た 被験者 は 5 人 、情 報 を 得 て い

な い 被験 ts　11人 は 、全員 の プ ロ グ ラ ム

の 効果 が 認 め ら れ た （p＝．0096）。

　考 察　 F1 で 用 い た 吸気 回 数 ／ 量 の

フ ィ
ードバ ッ ク と増加 に 対 す る 賞賛、

F2 で つ け 加 え ら れ た 手術後 の 深呼吸

の 必 要 性 に 関 す る 情 報 提 供 は 、手術前

に 行 わ れ る 呼吸 練 習 を 促 進 す る プ ロ グ

ラ ム と し て 効果 が あ っ た 。一
方 、効果

の み ら れ な か っ た 被験 者 の 分析 か ら、

プ ロ グ ラ ム 開 始 時 か ら吸気 量 が 高 い 被

験者 は、手 術 前 日 ま で そ の よ うな 高負

担 の 行動 を維持 す る こ とが 難 し い た め 、

臨床場面 で 応用す る 場 合 に は 、BL で

少 な い 練 習 回 数 か ら 始 め る よ う教 示 す

る こ と が 必 要 で あ る と 考 え ら れ る 。
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図 1 ．被 験 者別 吸気 量 の 推移

矢印は 外 泊 に よ る 吸気練 習 の

一
時停 止 を示 す 。
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刺 激等 価 性 に と っ て ネ ー ミ ン グ は 必 要 か ？
　　　　　　　　　　 ○ 佐 藤 隆 弘 　 　 　　 　　 　　 森 山哲 美

　　　　　 （常 磐 大 学 大 学 院 人 間 科 学 研 究 科 ）　（常 磐 大 学 人 間 科 学 部 ）

　　　　　　　囃 侖 と 目 向勺

　　見本合 わせ課題の手続きを用 い て 、 刺激間の対応関

　係が成立す る ことは、過 去の 多 くの 研究で確め られ て

　きた。こ の 見本合わせ課題によ っ て 刺激A と B と C の

間 で 「A な らば B 」 、 「B な らば C 」 と い う二 っ の 対

応関係を訓鰊 する と、 実際に は訓練 されて い ない 「A
な らば C 」 、 「C な らば A 」とい う新たな対応関係が

生起す る。
こ の 新たに 生起する関係は 、 以下の 三 つ の

関 係を基礎とす る 。 まず、 「A な らば A 」とい うよ う

に、標本刺激 と全 く同
一

の 刺激を 、 比較刺激の中か ら

選択す る とい う関係で あ る 。 こ れを反射性 （reflex −

ivity ）と言 う。 次に、誹 練時の 標本刺激 と比較刺激

を逆に した 「B な らば A」、　「C な らば B 」 とい う関

係で あ る 。 こ れ を 対称性 （職 iry）と言う 。 さ らに、

　「A ならば C」と い う関係で 、 これを推移性 （tran−

sitivity ）と言 う。こ れ ら三 っ の 対応関係を基に 、　「

C な らば A 」とい う関係が成立すれば、刺激 A ，B ，
C の 閤に刺激等価性 （stimuius 　equivalence ）が成立

し た と言われ る。

　 刺激等価性は何 に よ っ て 生 じる の か ？ こ れ に っ い て

様 々 な議論が行われ た 。 現在二 っ の 考え が ある。一
つ

は 、 条件性 弁別を基 に した四 項随伴性 に よ る とい う考

えで あ る 。 他は
、 被験者の ネ

ー
ミン グ行動によ るとい

う考えで ある。こ の 両者の 議論に 対 し、 未だ明確 な結
論は 得られ て い な い

。 本研究は 、 刺激等価性の 成立 に

被験 者の ネーミン グ行動が 必要かど うか を検討する 。

　　　　　　　　　 撒

驪

　刺激等価性 に っ い て 専門 知識を全 く持たな い 大学生
の 男女 6 名を被験者と した 。 うち 、 男性 2名、女性 4
名 で 、 年齢は 、 19 歳か ら 21 歳で あ っ た 。

雛

　実験 は制御室と実験室 で 行わ れた 。 そ れぞれを ワ ン

ウ ェ イ ミラ ーで隔て た。制御室に は MSX コ ン ピ ュ
ー

タが 2台あり、こ れ に より実験を制御 した 。 ビ デオ フ

ロ ッ ビーカ メ ラで 撮影 した刺激を、ス チ ル ビ デオプ レ

ー
ヤーで 再生 し、隣 の 実験室の 14 イ ン チカ ラーモ ニ

タ ーに 呈示 した 。 他に 、実験室に は被験者用の反応ボ

タ ン ニ っ と、被験者に与え るフ ィ
ー ドバ ッ ク用の ス ピ

ーカ ー
とブザーを設置 した 。

轍

　 不
一ミ ン グの しや す さ に違 い がある と考え られた三

種類の 刺激 （無意味図形、具体的図形 、 無意味綴 り）

を、次の 三 っ の実験で 用 い た 。 条件は、無意味図形 を

用 い た条件 （図 1参照） と、 具体的図形を用 い た条件

　（コ ッ プ，カギ，ハ サ ミ，電球 ，
ベ ル ，カ サの 絵刺激）

と 、 無意味綴りを用 い た条件 （無意味なア ル フ ァ ベ ッ

トの 4文字綴 り 6 個）の 三条件で あ る。 各条件は六 っ

の刺激から成 り、 これを 二 っ の ク ラ ス （ク ラ ス 1は A

1， B1 ，　 C1 、ク ラ ス 2は A2 ，　 B2 ，　 C2 ）に任

意に分類 した 。

　 手続き

　 被験者に 誹練に つ い て の イ ン ス トラ ク シ ョ ンを行い 、

各刺激条件別に訓 練フ ェ イズを開始 した 。 14 イ ン チ

モ ニ ターの 画面上部の 中央 に標本剌激を 、 下部 に 二 つ

の 比較刺激を左右 に 並べ
、 三 っ の刺激を同時 に 呈示 し

た。被験者は 、 標本刺激 と対応 する比較刺激を選択 す

る こ とが要求され 、その 選択は 二 っ の 反応ボタ ン の う

ちの どち らか を押す こ とに よ っ て 行われ た。 誹練で は 、

刺激A1 が標本刺激 の時 、
　 B　1 と B2 の比較刺激が呈

示 され、正刺激は A1 と同一の ク ラ ス で あ る B1 と し

た。刺激 B1 が標本刺激の 時は 、
　 C　1と C2 が 比較刺

激で 、 B1 と同
一

の クラ ス の C1 が 正刺激で あ っ た 。

訓練は上記 の よ う に 、 A → B （図 1の 訓練 A ），B →

C （図 1の 訓練 B ）の関係が混合 して 行われた 。 被験

者の反応が正答 な ら、 フ ィ
ードバ ッ クとして ス ビーカ

ーか ら
’
ピ・ジ と い う音が鳴り、誤 答ならブ ザ ー

音 が

鳴 っ た 。 1回の 刺激呈示か ら被験者の反応まで を 1試

行とし、8試行を 1ブ ロ ッ クとした 。 訓練で の 学習達

成規準は 1ブ ロ ッ クの 正答率が 100 ％ に達 し、 そ れ

が 4ブ ロ ッ ク連続する まで とした。

　訓練終了後に、テ ス トに っ い て の イ ン ス トラ ク シ ョ

ンを行い、テ ス トフ ェ イズ に移行 した。テ ス トは、対

称性テ ス ト （B → A と C → B を混合 した テス ト） 、 推

移性テ ス ト （A →C ）、等価性テ ス ト （C → A ）の 順

で 行われ た。テ ス トで は、訓練時 に 呈示 され た フ ィ
ー

ドバ ッ ク音は呈示 され な か っ た 。 対称性テ ス トは 1 ブ

ロ ッ ク 8試行、推移性テ ス トと等価性テ ス トは 1ブ ロ

ッ ク 4試行行 っ た 。 以上の 各テ ス トを5ブ ロ ッ クず っ

行 っ た 。 訓練と テ ス トで
、 被験者の 各試行 に おけ る反

i
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1

1

1

応時間が記録 された 。

　テ ス ト終了後に、被験者が どの よ うな工 夫を して 刺

激問の対応関 係を成立さぜたか、こ れ を調 べ るイ ン タ

ビ ュ
ー

を行 っ た 。 こ れ は
、 各刺激条件の テ ス トが 全て

終わるたびに行 っ た 。 1 日 に一条件の みを行い 、 条件

問の 間隔は三 日 か ら約一週間で あ っ た 。

訓練 A 毎　　 対称性テ ス ト ↑

訓練 B ・砂　　対1k テ ス ト t

「
難
慈
ヨ

図 1　　 無意 味図形条件で用 い られ た刺激

太 い 矢印は 訓練フ ェ イズ で 用 い られた刺激 の 対応

関係、細 い 矢印 は テ ス トフ ェ イズ で 行わ れ た刺激

の 対応関係を示す 。 矢印は標本刺激か ら比較刺激

に 向い て い る。ク ラ ス 1は A1 ，　 B1 ，　 C1 、ク

ラス 2は A2
，
　 B　2，　 C　2の 刺激か らなる。

　　　　　　 結 果 と 螺

　表 1 と表 2は 6名の うち 4名の 結果を示す 。 まず、

表 1は 訓練の結果 で ある。 こ の結果が示すよ うに 、 各

被験者が学習達成規準まで に要 したブ ロ ッ ク数は 、刺

激条件間 で シ ス テ マ テ ィ ッ クな差は なか っ た 。 次に表

2は 、 各被験者の それぞ れ の テス ト結果を条件別に示

した もの である 。
こ の 結果か ら、 被験者N ．H ．は無

意味図形条件と無意味綴 り条件で 、 被験者 A ．K ．と

1．N ．は 無意味綴 り条件で 刺激等価性を成 立させな

か っ た 。 M ．　 Y ．を含むそれ以外の 被験者は全 て、剰

激等価性を成立 させた 。 実験後の イ ン タ ビ ュ
ー

は次の

よ うに な っ た 。 刺激等価性を成立 させた跛験者 も、成

立させ なか っ た被験者 も全員が 、それぞれ の 刺激 、 あ

る い は等価に なる刺激の クラス （例えば 、 A1 と B1

と C1 か らな るク ラス 1）にネーミ ン グを行 っ て い た

こ とが明 らかで あ っ た 。

　以上の 結果 は 、 刺激等価性の成立に ネーミン グが関

与す る可能性を示唆するもの の、こ れが等価性成立の

十分条件で あ る と結論づける もの で は な い 。

表 1　被験者が 訓練フ ェ イズ で 学 習達成規 準まで

に要した試行数　　数字はブ ロ ッ ク数、括弧内は

試行数を表す。

被験者 無意味図形 具体的図形 無意味綴 り

N ．H．

M ．Y ．

A ．K ．

1．N ．

9　 （72）

6　 （48）

6　 （48）

7　 （56｝

　5　 （40）

　6　（48）

12 　 （96＞

14 （1i2）

10 　 （80）

　5　 （4ω

12 　 （96）

11 　 （88＞

表2　各テ ス トの 結果　　Q は そ の テ ス トで 被験

者が成功 した こ とを、x は失敗 した こ とを示ず。

披験 者 条件 対称性 推移性 等価性

N ．1．L

無意味図形

具体的図形

無意味綴 り

○

○

○

XOX ×

○

×

M ．Y ．

無意味図形

具体的図形

無意味綴 り

○

OO
○

○

○

○

○

○

A ．K ．

無意味図形

具 体的図形

無意味綴り

○

○

○

○

○

○

○

○

×

正．N ．

無意味図形

具体的図形

無意味綴 り

○

○

○

○

○

×

○

○

○

　本実験でネ
ー

ミン グが刺激等価性成立の 十分条件で

ある こ とを確証で きなか っ た理由として 、以下 の 三 っ

が考え られる 。 1．大学生 の 被験者に対 し、 本実験で

の 見本合わ せ課題が容易で あ っ た こ と。 2．本実験 で

用 い られた三 っ の 刺激間で 、ネ
ー

ミン グの しやす さに

違い があ っ たか どうかの 確認が と られなか っ た こ と 。

3．ネ
ー

ミン グをテ ス ト後の イ ン タ ビ ュ
ーで 調 べ た こ

とで ある 。 今後の 研究で は、こ れ らの 問題を検討 し、

刺激等価性成立に おけるネ
ーミ ン グの 役割をさ らに 調

べ る必要が ある だろ う。
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刺激等価性に お ける物理 的特性の機能
　　　　　　　　○青塚　徹　　　　　　　　小野浩一

　　　　（駒沢大学人 文科 学 研究 科）　 （駒 沢 大学 文学部）

　　行動理 論の領域に おい て は、生体が 示す 概念 的行 動 は刺激 ク

　ラス 内の 般化 と刺 激 ク ラ ス 間の 弁別 （Keller ＆ Schoenfeld，

　］95e）と し て 説明 され て きた 。 多様 な 物 理 的類似性を持つ 刺 激

　に 関 わ る概傘的行動 に つ い て は 、 こ の パ ラ ダイ ム に よ っ て 説 明

可能 で あ る 。 しか し人 間が 示す概 念的行動 に は、さらに 「こ と

ば」 とい う物 理 的類 似性 を 持 たな い 記号 の 体 系が 関わ っ て お り、

　この パ ラ ダイ ム の み で は説 明が難 しい 。

　 記 号と人間 の 行 動 の 関 わ りは、こ れ まで 刺激等価性の パ ラ ダ

イ ム に お い て 研 究 され て き た。そ こ で は記号 と人間の 行動 の 関

わ りは 、 共通す る物 理 的特性 の な い 刺 激、す な わ ち記 号 ど う し

の 結 びつ きとい う視 点 か ら検討 され て お り、 Sidman （1971）

な どの 初 期の 研究 を 除けば 、 記号 と多様な 物理 的特 性 を持 つ 具

体 的事物 との 結合 は 問 われて い な い。こ の 結合 を問 うこ とは、

具体 的事物 に 対す る弁 別が記号に 対す る弁 別 に、どの よ うに 影

響を与 え るか を問 うこ とで あ る 。

　 刺激等価 性 の パ ラ ダ イ ム に お い て 、 こ の 結合 に つ い て 調 べ た

研 究 と して Fields ら （199i） の 研究 が あ る。こ の 研究で は 、

1次元 の 物理 的 特性 を持つ 刺激と記号 とを結 合 さ せ 、 物 理 的特

性 の 連続的な 変化 に 対 応 し て そ の 結 合 そ の もの が ど の よ う に 変

化 す る か を 調 べ て い る。物理 的特性 を持 つ 刺 激 に 対 して 、 対応

す る詑 号 を選択 させ る 条件性弁別 テ ス トを行 う と 、 物 理 的特性

の 連続的な 変化 に 伴 う般 化 的 な 選択 が示 され た。

　 本 研 究 に お い て は 、 単に 記 号 と物理 的特性を 持つ 刺 激 との 結

合を検討 す るだ けで は な く、 そ の 結合 が さら に 記号 と記 号 の 結

合に どの よ うな 影響 を 及 ぼす か に つ い て 検討 す る こ とと した 。

具体的に は 、　（a ）記 号 と対応 させ た 刺激 の 持 つ 物理 的特性が 、

記 号 と記号を 結 合 させ る仲 介 的機能 を 持 つ か。　（b ）物 理 的特

性 が 2 次元 の 場 合 、 そ れぞ れの 次元の 特性 に よ り異な っ た 記号

の 結合が 行われ るか 、 の 2 点に つ い て 、 刺 激等 価性 の パ ラ ダイ

ム に お い て 検討 して み た。

　 　 　　 　 　　 　 　　 　 実 　 験　 1

　　　　　　　　　　　　方　法

〔被験者 〕駒 沢大 学学部学 生 10 名。

〔装 置〕 パ ー
ソ ナ ル コ ン ピ ュ

’一タ ーNEC　PC9801RXを使用 した 。

〔刺激 〕図 1 に 示す 、 2 次元 の 共通する 物理 的特 性 を持 つ 刺激

セ ッ トA1 〜A6 、共 通 す る物理 的特 性 を で き るだ け排除 した

刺激セ ッ トB1 〜B6 を使用 した 。

〔手続 き）訓 練 セ ッ シヱ ．∠ ：図 1に 示 す実線 の 関係 を 訓 練 した。

す なわ ち、A1 〜A6 → B1 〜B6 の 刺激間の 関係 を確 立 す る

条 件性 弁別訓練 を行 っ た 。 A1 〜A6 の うちの 1つ を見 本刺 激

とし、 B1 〜B6 の うちの 2 つ を比 較刺 激 とす る刺 激の 組 み 合

わ せ 30 通 り を 1 つ の試 行 セ ッ トと し 、 その セ ッ トを 6 回繰 り

△ △ △ □ □ 口
A 】．　A2 　A3 　A 　4 　A　5 　A 　6
1　　 ！
l　　　 l
l　　 　 l

l　　 l
l　　　 l
l　　　　 l

A［ rE
」中 ・℃ v を

　　 BI 　B2 　B3 　B4 　B5 　B6

　　　1廴』二記車壬＝rt 」i　 lt上二 ニヰと：＝ ゴーB
　　　

L −一一…
士二：＝＝ 二t：＝ご．．＿＿」　　 1

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 し Fり−　　　　　　ロ　　コ＿＿＿＿＿＿Hの．1
図 1　実験 1 で 使用 した 視 覚刺激 。 実線は 訓 練 セ ッ シ ョ ン 、
破線 は シ ン メ ト リ

ー
テ ス トお よ びテ ス トセ ッ シ ョ ン を示す 。

返 した時点 で 95 ％ 以上 正解 で あ る こ と を終 了 基準 と した。直

後 に シ ン メ ト リーテ ス トを行 い 、そ の 正 答率 が 97 ％ 以 上 で あ

るこ とを も う
一

つ の 終 了基準 とした 。 この 訓 練 セ ッ シ ロ ン を 3

回繰 り返 し、 テ ス トセ ッ シ ョ ン に移 っ た 。

テ ス トセ ッ シ e ン ：図 1に お ける 、 Bl 糊B6 の 間 の 破線の 関

係 を テ ス ト した。す なわ ち B1 −− B6 の うち の ひ とつ を 見本 刺

激 と し 、 他 の 2 つ を比 較刺激と す る条 件性 弁別 テ ス トを行 っ た 。

全 部 で 48 試行の うち、 それぞ れの 試 行 に お い て 刺激と刺激 を

仲介 す る特 性 が 1 つ の 場合 （形 または大 き さの ど ち らか の 特性

が 、 見 本刺 激 と比 較刺激 の 2 つ の 関係 の うち一方 に の み 存在す

る ） と 2 つ の 場合 （見本刺 激 と比 較刺 激 の 2 つ の 関係の うち 、

1つ に形 の 特性 が 、 も う 1つ に 大 きさの 特性 が 存在す る） が あ

っ た。こ れ に よ り B1 〜B6 の 問に 、Al 〜A6 に 対す る 弁別

を も とに し た物理 的特 性 に仲介 され た 剰激 ク ラ ス が 、 直 接 的な

訓練 な しに成立 するか を調 べ た。

　訓練 と テ ス トで 1つ の ブ ロ ッ ク と し 、 2 ブ ロ ッ ク行 っ た。

　　　　　　　　　　　　結　果

　図 2 に 示す よ う に 、 仲 介す る特性 が 1 つ の 場合、形 （三 角形 、

四角形 ） と大 きさ （小 、 中 、 大 ）の それ ぞれ の 特性に 仲介 され

た刺激 ク ラス の 成立 が示 され た （図 2 上 段）。た だ し仲 介 す る

特 性が 2 つ の 場 合 （図 2下 段）、ほ と ん どの 被験者 に お い て 形

の 特徃 に 仲介 さ れ た 刺 激ク ラス が 成立 した。

　　　　　　　　　　　実　験　 2

　実験 1と比 較 す る た め、共通 す る 物理 的特性 を排除 した 刺激

の み を使 用し 、 実験 1の 三 角形 と四 角形 の 刺激 ク ラ ス に 相当す

る2 つ の 刺激 ク ラ ス を訓練 に よ り確立 し、そ の ク ラ ス の 機 能 が

他 の 刺激セ ッ トに 直接 の 訓 練 な し に推移す る か ど うか を調 べ た。

　 　　 　 　　 　 　　 　 　　方　法

〔被 験 者） 実験 1 と は異な る 、 駒 沢大 学 学部学 生 lO 名。
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図 2　 実験 1 の テ ス トセ ッ シ ョ ン の 結 果

〔装 置 お よび刺 激 〕装 置 は実験 1 と 同じ 。 図 3 に示 す 通 り、実

験 1 で 使用 した 刺 激 A1 〜A6 の 替 わ りに C1 〜C6 を使 用 し

た。

　 　 　　 　　 　 　　 　 　 訓練 セ ッ シ ョン 2
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図 3 　実 験 2 で 使用 し た 視覚刺 激

〔手続 き〕訓 練 セ ッ シ ョ ン 1 ： A1 ’vA6 の 替 わ りに Cl 〜C

6 を使 用 した 以 外 は、実験 且の 訓 練 セ ッ シ ョ ン と岡 じ手 続 きと

し た 。 図3 に 示す 、 C1 〜C6 → Bl 〜B6 の 実 線 の 関係 を 訓

練 し た。

訓練セ ッ シ ョ ン 2 ： C1 〜C6 の 間に 、 実験 1の 三角形 と四角

形の 刺激 ク ラ ス に 相 当す る 2 つ の 刺 激 ク ラ ス 、C1 〜C3 と C

4 〜C6 を 確 立す る訓 練 を行 っ た （図 3 ）。 36 通 りの 刺激 の

組み 合 わせで 条件性 弁 別訓 練 を行い 、 そ の 36 通 りを 8圓繰 り

返 した 時 点で 、95 ％ 以上 正解 で あ る こ とを終 了基 準 とした。

テ ス トセ ッ シ ョ ン ：訓練 セ ッ シ ョ ン 2 で 形成 した C1 〜C3 と

C4 〜C6 の 2 つ の ク ラ ス と同様 の 、　 B1 〜B3 と B4 ’vB6

の 2 つ の 刺 激 ク ラ ス が 直 接 の 訓練 な しに 成 立す る か ど うか を テ

ス トし た （図 3）。

　 訓練 セ ッ シ a ン ［を 3回 、 訓 練 セ ッ シ ー
tiン 2 を 3 回 交互 に 繰

　 ％
100

反

応 5 囗

盟 ］Bl− B3クラ ス 匚コ 84〜B6ク ラ ス

率
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　　　　　　 被

』
験 　 者 （ 11 〜20 ）

図 4 　実 験 2 の テ ス トセ ッ シ ョ ン の 結果

ブ ロ ッ ク　1 ブ ロ ッ ク 2

り返 し、 最後に テ ス トセ ッ シ ョ ン を 行 っ た 。 こ の 手続 きを 1 つ

の ブロ ッ ク と し 、 2 ブ ロ ッ ク行 っ た。

　 　　 　 　　 　 　　 　 　　結 　果

　 BI 〜B3 とB4 〜B6 の 2 つ の 刺 激 ク ラ ス の 成 立 を示 した

披 験者 と、示 さなか っ た被 験 者 に 分か れ た （図 4 ）。訓練 セ ッ

シ ョ ン 1で は 、 実験 1 の 訓練セ ッ シ ョ ン と比較す る と 、 訓練終

了 まで に 多 くの 試行数を必 要 と し た 。

　　　　　　　　　　 考 　　　 察

　実験 1 に お い て B1 〜B6 の 間に 示 され た 刺激ク ラ ス の 成立

は、明 ら かに Al 〜A6 とい う物理 的特性を 持つ 刺激に 対す る

弁 別の 影響 を受 け て い た。す な わ ち A1 〜A6 に 共通 す る物理

的特性 が、刺激 を結合 させ

る仲 介 的機 能 を持 っ て い る

こ とが 示 唆 され た 。それが

どの よ うに 機能 して い るか

を考 える と、例 え ば成 立 し

た B1 〜二 2B4 の 閧係 は、

「小」 とい う物 理 的特性 に

仲介 されて い る と考 え られ

る。こ れ を 、 図 5 の よ うに
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図 5　 刺激 等価 性 の 成 立

刺激 等価 性 の 成立 に 近い もの と して 捉 え るこ と も可能で あ る 。

　実験 1 と実験 2 の それ ぞ れの ？Jll練 を比較す る と 、 実験 1 の 方

が 刺 激 間関係 を 早 く習得 し た 。 物 理 的特性 に 対す る 言語化の し

易 さな どの 要 因 が考 え られ るが 、 今後 の 検 討が 必要 であ る。

　 こ の 研 究 か ら具 体 的事 物 に 対す る弁 別が、記 号 の 弁 別に 対 し

て 複雑 に 影響 を及 ぼ す こ とが 示 さ れ た。人 間の 示す 概 念的 行動

を全体 的 に 捉 え る ため に は、刺激等価 性 研究 に お い て も その パ

ラ ダイ ム の 拡 大 が 必要 で あ ろ う。
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文字探索課題場面に お ける弁別刺激 と しての純音の閾下効果

目　 的

○水野 圭郎 佐藤 方哉

（慶應義塾大学社会学研究科 ）　（慶應義塾大学文学部）

　 閾下知覚 は，心理 学，社会心 理学 の 分野 で 多 くの 研究が 行なわれ

て きたが，そ の 存否を め ぐっ て は議論 中で ある，本研 究で は，文宇

探索課題 場面 にお ける 弁別刺激 と して 純音 を用い て刺激性制御を確

立 した後，純音が 閾下 に な っ た と きの 被験 者の 反 応か ら閾下 知 覚 の

司
．
能性 を探 っ た．また，純音提示直後 の 刺激 に 対す る意識性の確 認

と実験 課題 終了後の 精神物理 学 的 測定法 に よ る閾値の 測定 を行い ，
従来か ら批 判の あ っ た精神物理 学的測定法 を用 い て の 閾下 の 決定方

法に つ い て検 討 した．

方　 法

　　被験 者　大学生男子 1名 （KM），女子 4名 （YK，田 ，　 SS，10） の

計5名．
　　装 　 置　刺 激提示お よ び反応 測 定に は コ ン ピ ュ ータ を用 い た．
被験者 の反応検 出の た め の 2個の 反応ス イ ッ チ とフ ッ トス イ ッ チ に 接

続 さ れ た．

　 音刺激 は，純音は 音声周波発振器で ．白色雑音 は 白色雑音発生器

を用 い て 発 生 させ た．音 の 強 度 を調節 する た め に抵抗減衰器 を両器

に接 続 した．た だ し，純音の 提示時間は ，コ ン ピ ュ
ー

タで制 御 し

た．抵抗減衰器 を防音 室 内の ヘ ッ ドホ ン に接続 し，被験者 に 両耳条

件 で 音 を出力 した．

　 刺　激 　文字 探索 課題 で は 60文字 （縦5行 X 横12列） で 構成 され

た ア ル フ ァ ベ ッ ト群，そ して 標 的 文字 と して の ア ル フ ァベ ッ ト1文宇

が 同時に コ ン ピ ュ
ー

タ の 画 面 上 に 白色で 提 示 され た．60文字の ア ル

フ ァ ベ ッ ト群 に，標的文字が含 まれ るポ ジ テ ィ ブ セ ッ ト （以 下，POS

セ ッ ト） と標 的文字が 含 まれ な い ネ ガテ ィ ブセ ッ ト （以下，NEG セ ッ

ト）があ っ た，60文字の ア ル フ ァ ベ ッ ト群 に は 同 じア ル フ ァ ベ ッ ト

が 複 数 個 含 ま れて い た が，POS セ ッ トの 場合の 標 的 文字は 必 ず1個 し

か含 まれ ない よ うに した．訓練期用 と して t 標 的 文字 とな る ア ル

フ ァ ベ
ッ トやPOSセ ッ トで標 的文宇の ある 位置に 偏 りが ない ように

POS セ ッ トを125種類，　 NEGin ッ トを125種類．計 250個 を作 成 した．
セ ッ シ ョ ン ご とに 提 示順 を変 え た．

　 ま た，テ ス ト期用 と して NEG セ ッ ト，　 POS セ ッ トを5種類つ つ の計

10個 の 刺激 群，NEG セ ッ トを2e種類，各種類 6個 つ つ の 計120個 とPOS

セ ッ ト120種類の 計240個の 刺激群を作 成 した．この 240個の 刺激群で

は，標 的 文 字 とな る ア ル フ ァ ベ ッ トやPOSセ ッ トで標 的文字の ある 位

置に偏 りが な い よ うに ，そ して ，20種類 の NEG セ ッ トの標 的文字を

POSセ ッ トは標 的文字 と して 最低1個 は含 む よ うに した．10個の刺激

群，240個 の 刺激群そ れ ぞ れ セ ッ シ ョ ン ご と に 提示順 を変 えた．
　 手続 き　 実験 はすべ て 個人実験で 行 われた，実験は訓 練 期 とテ

ス ト期 の 2段階 で 構成 され て い た．
訓 練 期 ：1 ）刺激閾 測 定．極 限 法の 手続 きを用 い て 白色雑音 が常 に

提示 され て い る状 態で の 1000Hz純音の 刺激閾を測定 した．
2 ）文字探索課題．250試行 （POSセ ッ ト，　 NEGセ ッ ト 125試行つ つ ）

行 っ た．

　 1試行 は次の よ うな．手順 に な っ てい た．NEGセ ッ トの場合，まず純

音 （閾値＋ IOdBの 強度．被 験 者が 必 ず聞こ える 強度 ）が提 示 され，
そ の 1秒後 に 画面が緑色 に なっ た （画面 は元 は黒色），画面 が 緑色の

間 （4秒 間 ）に被 験 者は 音が 聞 こ えるか ど うか 判断 し，聞こ える 場合

フ ッ トス イ ッ チ を押 した．元の 黒色の 画 面 に戻 っ て か ら1秒 後に 標的

文字，1文字 と60個の 文字群 が 同時 に提 示 された．被験者がYESある

い はNOの ス イ ッ チ を押すと 同時に 画面か ら刺激が 消 え，0．5秒後に純

音 の 提示が終 丁 した．そ して，純 音 の 提示 終 了 の 1秒後に 正 答の 場

合
”

cerl ・eet ”
，誤答 の 場合

”
wrong

”
と画 面 中央 に 3秒 間表示 され

た．試 行間間隔 は 2．5秒 で あ っ た．NEG セ ッ トとPOSセ ッ トの 違 い は，
純 音の 提示があ るか ない か で あ っ た．
　　試 行 ご とに ，被験者 の 反応 及び文字群の 提示か ら被験者がス イ ッ

チ を押 す まで の 反応時間 （1／60秒 単位）が 記録 され た．
3 ）質問紙．文字探索課題終 了後，純音 と刺激 セ ッ トの 関係 に 関 し

て の 意識性を調べ るた め に 質問紙調査 を行 な っ た．
　　これ が，訓 練期で の 1セ ッ シ ョ ン で ある．た だ し，次の セ ッ シ ョ

ンか ら は，刺激 閾の 測定 は行 わず，セ ッ シ ョ ン 1の と きの閾値を使用

した．また，質問紙 で，被験 者が 純音 が 文字探索課題 場 面 にお け る

弁別刺激で ある とい うこ とに気付 い た こ とを報告 した ら，訓練 期 か

らテ ス ト期 に移 っ た．
テ ス ト期 ：1 ）刺激 閾測定．訓 練 期 と同 じ手 続 き．
2 ）文字探索課題．提示 され た純音の 強度が 変化す る以外は ほぼ 訓

練 期 と同 じ手続 きで あ っ た．250試行 の 最初の ユ0試行 （NEG セ ッ ト，
POSセ ッ ト 5試 行つ つ ） は，訓練期 と同 じで あっ た．残りの 240試行

の 半分 は NEGセ ッ ］・で あ り，そ の 120試行 は20種類 の NEGセ ッ トX6 種
類 の 強度の 純音 で 構成 され て い た．純音の 6種類 の 強度は，閾値 と閾

値＋10dB の強 度以外の 値 は閾値を中心 に実験 者が任意に決定 した．た

だ し，各被験者 の最 終 セ ッ シ ョ ン で は，純音 の 種類 は 5種類 で，純 音

な しの 条件を加 えた．
3 丿 再 度，刺 激 閾測 定．
4 ） 質問紙．訓練 期 と 同じ，

結　 果

　 被験者 の 文 字探 索 課 題 に お け る 反応 を以下 の よ うに カ テ ゴ リ
ー

化

す る．POSセ ッ トで 正 答 （「あ る」 と反応 ）を ヒ ッ ト，誤答 （「な

い 」 と反応）を ミス ，NEGセ ッ トで正 答 （「な い 」 と反応） をコ レ ク

トリジ ェ クシ ョ ン，誤答 （「ある 」 と反応 ）をフ t，ル ス ア ラ
ー

ム と

す る．
1）訓 練 期で の 反応時間の 分析．訓練期で の 被験者の 反応の 例 として

H9の 訓練 期 （セ ッ シ ョ ン 1〜6）で の 反応 時 間の 推移 を 図1に 示 した．
冊 は セ ッ シ ョ ン 6で純音 とNEG セ ッ トとの 関係 に気 付い た，セ ッ シ ョ

ン 5で NEGセ ッ ト （純 音 が 提示 され る ）に 対す る 反応 時閭が セ ッ シ ョ

ン 1− 4に 較べ て 短 くな っ て い る，一
方．セ ッ シ ョ ン 5は ミ ス ，フ t，ル

ス ア ラ ーム の 数が他の セ ッ シ ョ ン に比較 して 多い ．特 に フ ォ ル ス ア

ラ
ー

ム は セ ッ シ ョ ン 1〜4で は ほ とん どな か っ た，

　 意 識性 を持 っ た セ ッ シ ョ ン 6で の 反応時 間の推移 を見る ど約 90試

行 目か ら極端に反 応 時 間が 短 くな り，誤答 もな くな っ た．
2＞ テ ス ト期で のNEGセ ッ トに対 す る 反応 時間の 分析 （コ レ ク トリ

ジ ェクシ ョ ン の 反応時間の み を分析の対 象 とする ）．図2に SSの セ ッ

シ ョ ン2，lOの セ ッ シ ョ ン 3にお けるNEG セ ッ トに 対する反応時間 （コ

レ ク トリジ ェ ク シ ョ ン ）を純音の 強度別 に ヒス トグラ ム に した もの

を示 した．SSの セ ッ シ ョ ン2，10の セ ッ シ ョ ン3ともに閾値・2dBの 条

件 まで フ ッ トス イ ッ チ を押 した （純音が聞 こ えた）試行が あ っ た．
すべ て の 被験 者で，フ ッ トス イ ッ チ を押 した試行 の 反応時間 は非 常

に 短 く，そ の分散 も小 さか っ た．

　NEGセ ッ トで，フ ッ トス イ ッ チ を押 さ なか っ た 試行 の 反応 時 間に

つ い て 純音の 各強 度で反応時間に 差がある か見 る と，冊 の セ ッ シ ョ

ン 3，10の セ ッ シ ョ ン 2，3で純音 の 強度が 上が る に つ れ て，反応 時間
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　i
　l
　i
　…
　i　　　　 が 長 くな る よ うな 傾 向が見 られ た，
i　　　　 3）刺激閾の 分析，被験 者5名の 訓練 期，テ ス ト期で の刺激 閾を表1に

　i　　　　 示 した．テ ス ト期 のYKの セ ッ シ ョ ン1，2，　 KMの セ ッ シ ョ ン 2，　 IOの
　s
　　　　　　 セ ッ シ ョ ン 1で は，文 字 探索課題 を行 う前後で 閾値が大 き く変化 し

：　　　　 た．KMを除 く被験者 は，文字探索課題後の 刺激 閾の測 定 で 閾値が低

　i　　　　 くな る傾向が見 られ た．
　｛
i　　　　 考　察

　 HWの 訓練期 の セ ッ シ ョ ン 5で は純音が 文字探索課題 場 面 で 弁別 刺

激 と して意識 され て い な か っ た に もか かわ らず，反応時間が 極端に

前の セ ッ シ ョ ン （1−−4） よ り短 くな っ た，しか し，誤答 も増 えて い

て ，正確 さと速度の トレ ードオ フ の 可能性が 考えられ る．今 回の実

験 だ けで は純音 と，NEG セ ッ トの 随伴 性 につ い て の 意識性 な しの 刺激性

制 御 に よ る もの か ，正 確 さ と速度 の トレ ー
ドオ フ に よる もの か は 判

別 で きない ．

　 テ ス ト期 の田 の セ ッ シ ョ ン 3，IOの セ ッ シ ョ ン 2，3で得 られ た結
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　 　 　 　 Session3

醤i器黛『怠鴛鱒耽騰翠糧凝
・

果は，閾下 知覚の 可 能性 を示唆す る もの で ある，つ ま り，フ ッ トス

イ ッ チ を押 さな か っ た （純 音 が 聞 こ え なか っ た），純音 に対 して 意

識性 をもたなか っ た試行で もその 強度 の 違い が 反応 時間 に 影響 した

と考 え られ る．

　 また，従来 か ら精神物理 学 的 測 定 法 で い う闥値が，意識 と無意識

の 壁ある い は境界 とい う意味 を閾下知覚の 分野 で は持 ち，そ して，
精神物理学的測定法の 閾値 が 絶対 視 さ れ て ，閾値以下 の 刺激 はすべ

て 閾下刺激 と して しまっ た．しか し，元 々 精神物理学 的測定法の 閾

値 は，「感覚が生 じた」 とい う反応の 50％の 出現確率 を もた らす刺

激 量 を もっ て 定義 した もの で ，閥値以 下 の刺 激量 に 対 して も反 応 が

生 じる 可能性が ある ．本研 究 で も明 らか な ように 課題 の 前 に 測 定 し

た 刺激閾 よ り弱い 強度 の 純音 に対 して も課題遂行中 に 「聞 こ える 」

と反応 す る こ とが起 こ っ た．また，課題 の後 で測 定 した 刺 激閾 よ り

弱い 強度 の純 音に対 して 「聞 こ える 」 と反応す る こ と もあ っ た．刺

激 が 閾下 で ある とい う決 定をする た め に は今 回の 実験の よ うに 刺激

が提示 さ れた 直 後に 被験者 の 意識性 を確 認す る手続 きが必 要 で あ

る．
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図 l　 HW の 訓繍嗣 の 昏 セ 7 ：ン 1 ン で の 丈丁
　 　 操索簾 嘔における歴応時闇 の 撹移．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。 け ． ，M 、，、，S，et ， シ盛櫨 既∫、猛 巨、2烈蹴 。韻 剛 別
ロ ヒ フト　　　　　　　　　 ＋ ミス

0コレ ク トリ ジ ェクシ 」 ン 　
x フ t ル ス ァ ヲ

ー
ム　　　　　　　　　　 に ヒ ス トグ ラ ム にしたもの ．ただし 正笞 〔コレ クトリジニク シ 1 ン 】 の と愈の 反蝋 竄 島 フ 7

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 トス イヴチセ押 した試行 と仰さ収かった試行 を 分けて 承 し た

　 　 　 衷 1　 各被験者 の 訓煎期で の 閾位とテ ス ト期における各セ ッ シ ョ ン の聞値

被 験 看 名

YK 　　犀扈牌 の 聞値〔dB ）

　 　 犀題笹 の 囲憧〔dH ）

SS　　匪扈艀 の 閏僕 ‘dB ）

　 　 屎属蟄の岡恨〔dB）

KM 　　鳳属蔚 の 罔握 【dm

　 　 課周後の 閏搬 dBl

lfW　　艮 題蔚の 隠値｛aB ）

　 　 艮辺捜の 囲櫨【dBl

　 【0 　　展 扈 蔚 の 闇慎〔d巳 ｝

　 　 瞭廻腔 の 闇肛〔d珊

刷10Dか ら抵 抗 値を引い た 価

訓緯朋 　 　セ ブシ 日ン 1

57．O．　　　　　　　 54．0
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52．0　　　　　　　　51．5

　 　 　 　 　 S2．5
60．0　　　　　 6LO

　 　 　 　 　 57．5
51．0　　　　　　 58．0

　 　 　 　 　 50．0

セ Pt シ 1 ン2

　 　 5s．5
　 　 53．0
　 　 5」．0
　 　 535

　 　 S3．0
　 　 58．0
　 　 55．0
　 　 55．0
　 　 51．0
　 　 50．0

t ツシ ヨン3 　 セ ツシヨン逸
　 　 49．0
　 　 56、0

　 　 55．0　　　　　　　57．0
　 　 55．5　　　　　　　55．0
　 　 50．5
　 　 48．O
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大学生 に お け る線形序列学習

　　　 伊田 政司

（常磐大 学 ・人間科学部）

　 「A は B より良 い
。 B は C よ り も良 い 〔，で は A はC よ り

良 い か 。 」と い う形式 に 答 えをだす思考過程 は推移的

推論と して さまざまな領域 で関心 が寄せ られ て きて い

る 。 ピア ジ ェ の発達的研究に よれば、児童 で は 7〜8才
に な る ま で こ の 問題 を解 くこ とが で きな い 。しか し、
適切 な訓練試行 に よ り、こ れ よりも低年齢 の子 どもで

も推移的推論課題 を解 くこ とがで きる こ と が示 された

（ブライア ン ト、 1973 ） 。

　推移的推論 は動物実験 に お い て も検討 され て い る 。

Gi エlan （1981 ）は チ ン パ ン ジー
を被験体 に して検 討 し

て い る
。

ハ トで は 田 中 ・佐藤 （1982 ＞が推論の 成立

を しめ し、最近 に な っ て　Fersen ほ か （1991 ）で も

確 認 さ れ た。

　推移的推論判断 を求め た 場合、正 答率 や 反 応時間 に

象徴的 距 離 効果 が 認 め ら れ る こ とが 知 られ て い る 。 成

人 は も ち ろ ん推移的推論 を行うこ とが で きる。従来、
成人 を対象 と した 推移 的推論 に 関す る 実験 で は 、前提

条件 や質問は 文章で 提示 さ れ て い る
。

こ こ で は、田 中 ・

佐藤 （1982 ）に習 い 、任意 に 定義 した 7項 目 か ら な

る線形序列学習 を
一

対比較 条件に よ る 条件性弁別課題

と して成人 （大 学生）に 求め 、正答率 お よ び 反応時間
に 象徴的 距 離効果 が 認 め ら れ る か 否 か を検討 した 。

方法

　 被験者 　大学生 4 名。
　 手続 き

訓練試行　漢字の 図形 をも と に し て つ くっ た 7種類 の

図形 （以下 各刺激 をA
，B ，C ，D ，E ，F ，G と 呼 ぶ ） に 任意

の 関係 を設定 した （A ＜B くC ＜D 〈E 〈 F 〈 G ）。た だ し、不
等号 は便宜的 に用 い た も の で 刺激 に 「大小」関 係 は存

在せ ず、任意 に定め た 関係 を一対比較条件 で 学習 して

も らっ た 。　 訓練試行は次の 通 り で あ る v 試行開始 を

示 す 合図 の 後、被験者 が こ れ を確認 し、試行開始 の 反

応 ス イ ッ チ を押す と、お よ そ 3秒 後 に刺激 対 が コ ン

ピ ュ
ータ画面 の 左右位置に 提示 され る。被験者 は こ れ

に 対 して 「正 しい 」方を、左右 の刺激提示位置に 対応
した 2 キ イ の 反応 ス イ ッ チ に よ り 選択 す る。不 等 号 で

表 され る 関係に したが っ て 「正解」の 合図 （ぴ ろ ぴ ろ

音〉 ある い は 「不 正 解」の 合図 （ブザ
ー
音）を提示 し

た。た と え ば丶刺 激対 （A ，B ） の 場 合B を選択すれ ば

「正 解」 で ある e こ れ に続 い て画 面 は ク リア
ー

され 、
お よ そ 2 ．5秒 の 後 次 の 試行 が開始 される 。 こ れ を 1試

行 と す る。

　と な り あ う 2 刺 激 を対 に し た 6刺 激対 〔A ， B ），

（B ・C ）’ （C ・D ）’ （D ，
E ｝， （E ，F ｝， （F ，G ｝お よ び、各 々 左

右 の 提示位置の 異 なる 6刺激対の 合 計 12刺激対 を1 ブ

ロ ッ ク として、10ブロ ッ ク （120 トラ イア ル ）を 1 セ ッ

シ ョ ン と した 。 刺激提示順序 は ブ ロ ッ ク 内 で ラ ン ダ ム

化 した。 1 セ ッ シ ョ ン の 所要時間 は 16 〜18 分程度 で

あっ た。 各 トラ イ ア ル で の 選択反 応 お よ び刺激対が 提

示 され た時点 か ら要 した選択 反 応時間 を記録 した，、

テ ス ト試行 学習完成基準 （3セ ッ シ ョ ン 連続 して正

答率90％以上） に 達 した後、訓練刺激お よ び 訓練時 に

は 提示 しなか っ た刺激対を提示 し、 「正 しい と思 う方

の刺激を」選択 して も ら っ た 。 試行 の手続 きは訓練試

行 と同様 で ある が、テ ス トセ ッ ショ ン で は正誤 を知 ら

せ る音 フ ィ
ードバ ッ ク は行 わない ，、この 点 は、被験者

に テ ス ト前 に教示 した、，テ ス トセ ッ シ ョ ン で は 、可能

な組 み 合わせ （42 対 ： 21 対X 左右位置 2 ）す べ て

は提示 せ ず、左右の提示位 置 に つ い て、偶然正 答率が

0 ．5 に な る よ う に選択 した 26 刺激対に つ い て テ ス ト

を行 っ た 。 こ の うちわ け は 以 下 の 通 り で あ る 。 刺激対

を順 序 距 離 （た と え ば、〔A ，B ）を距離 1 、（A ，
c ）を距

離 2 と する ） で表現 して、距離 1 の 刺激対 を 6対、以

下 同 様 に 、距離 2 ； 6刺 激 対、距離 3 ； 4刺激対 、距

離 4　；　4 束目激文寸、　星巨離 5　；　4 束ll激夊寸、　ft巨離 6　；　2 朿ljXX

対 で ある 。 この合計 26 刺激対を 1 ブ ロ ッ ク と して 、
5 ブロ ッ クの テ ス ト試行 を 行 っ た

。 提示順序 は ブロ ッ

ク 内 で ラ ン ダム に した 、 訓練試行 と 同 じ く、選択反応

お よ び 選択反応時間 を測定 した 。

結果

　（1）被験者 4名の学習達成 まで に要 した試行数 は 3
名が 4 セ ッ シ ョ ン、1 名が 5 セ ッ シ ョ ン で あ っ た。

　（2 ）正答率　各刺激対の 順序距離毎 に ま とめ た 正 答

率 を順序距離 に対し てプ ロ ッ ト したもの が 図 1 で あ る 。

被験者 Nuno を除 く 3名で は未訓練 刺激対 で あ る 距離

2 〜6 で お お むね単調増 加傾向 を示 して い る。全体的

に未訓練刺激対に 対す る正 答率が低い 傾向 に あ る が、
被験者Kiku で は距 離 4 以 上 で 訓練 刺激対 （距 離 1 ）

を上 回 る 正答率 を示 した 。 被 験者 Nuno は、訓練刺激

対 の 記 憶 は 良好 で あ っ たが 、未訓練刺激対 に 対 し て は

偶 然 正 答率 を越えなか っ た 。

（3 ）反応時間　得 られ た 正 反応時間 を順序距離毎 に

ま とめ中位数 を求 め、順序 距離に対 して プ ロ ッ ト した

もの が図 2 で あ る。 2 名 （Tesi ，
　 Kiku ）の結果 は 典

型的 な 象徴的距離効果 を示 した 。 すなわち、正 反応時
間 は順序距離 に 対 して 単調減少関係 を示 し、訓練刺激

対よ り もは や い 反応時間 が 見 られ る 。 被験者 Nuno は

正 答率が低 い が こ れ ら と逆 の 傾向を示 した。
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考察

　象徴的距 離効果 の 認 め ら れ た 反応時間 の 結果 は 、田

中 ・佐藤 （1982 ） の ハ トを被験体 に した 実験 の 結果

と類 似 して い る／／ 正 答率 に つ い て は 、訓練刺激対を上

回 る正答率を示 した の は 1名 の み で あ っ た が 、未訓練

刺激対 で は、正 答率 は お お む ね順序距離 に 対 して 増 加

傾向を示 した n

　ブラ イ ア ン ト （1973 ） は 、前操 作 期 の 幼児 を対象

と して い る n こ の よ うな課題 を解 く場合 に は 前提条件

を記憶 す る こ と が 重 要 で あ る か ら、幼児の 実験 に お い

て は そ の 配 慮が な さ れ た。被験者 Nuno の 訓練刺激対

の 記憶は 良好 で あ っ たが 、未訓練 の 刺激対に対 して は

推移的推論 を行 わ なか っ た、，今回 の よ うな実験条件 で

は 課題 が推移的推論 で あ る こ と は、被 験 者 に と っ て か

ならず し も明 らか で は な い 。一対比較条件 で の 線形序
列学習課 題 で は 、推移的推論 が

’
行 わ れ る こ と が 第

一
の

可能性であ る が 、成人 の 場合 に は条件性弁別課題 か ら

自動的 に 推移的推論が行わ れ な い こ とが あ る よ う だ．

　ま た、未訓練刺激対 に 対す る正 答率が全体的 に 低い ．、
こ れ に つ い て は、系列項 目 数 ・刺激 パ タ ン の 問題 お よ

び学習完成基準に つ い て検討す る必要があ る．
，
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