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子どもの上手なほめ方・ 叱り方

　　　　　教室場面【おけ
河　　　　本　　　　　肇

（富 山 大 学 教 育 学 部 ）

　子 どもをい かに上手に ほめ るか、あるい は叱 る

か。ここで は、教室場面に おける先生と子 どもと

の 関係を念頭にお きなが ら、強化や強化子を捉え

る視点 として 、 3 つ 考え て み た い 。

1　 強化子の担い手は誰か

　教壑における学習形態は、形式としては
一

斉学
習を その 中心にお きなが ら、グル ープに よ る集団
学習、個人ご との 個別学習が行われ て い る。どの

場合に も、も っ ぱ ら先生が指示、誘導する形態が

採 られ て い る。したが っ て、環境要因 で ある先生
の コ ン トロ ー

ル の あ り方が 、子 どもの学習を決定
す る こ とになる。そ の内容、タイ ミン グなどの検
討がな さ れ て お り、さまざ まな知見 が見い だされ

て い る。

　 そ の 1 つ として、3項目随伴性 として の ABC
モ デ ル を挙げる こ とが で きる。子 どもの行動 （B ）
を変え るため には、先生の 刺激 （A ）や強化 〔C ）
を変え る こ とが要求され て い る。しか し、ただ A
や C の操作だけ に眼 を向ける の で よい の だろ うか 。
先生の

一
方的な働 きかけの 行使が 、　

』’
指示待ち っ

子
t一

の 出現に大きく関わ っ て い よ う。また、行動
変容に お い で ．セ ル フ

・
コ ン トロ ール が取 り上げ

られ るの は、研究の 1つ の 流れ で も あ るが 、それ

と同時に、外的な コ ン トロ ール の 弊害に よる とこ

ろ も大きく作用 して い よ う。

　そ の 場に 関 わ る者の相互作用を、も っ と重視す

べ きで はな い だろ うか。バ ンデ ュ ラ （1979）は、

相互決定論を唱え て い る （Fig．1） e

一なにが有効な強化子かを探る
一

る 強化の捉え方

な視点での理解が必要であ ろ う。

il 強化の プ ロ トタイブか ら発展タイブ へ

　人間の学習は、言語、イ メージなどに大き く依

　存 し てい る。春木 （1977）は、その よ うな特徴
を鑑み なが ら、人間の学習理論 を提言して い る。
そ の基本的枠組み として、 3 っ の 次元の 学習タ イ

ブを挙げ、それぞれ強化に っ い て 、基本型として

の プ ロ トタイブと高次な発展 タイブを設定して い

る （Fig．2）。

　 　 　 　 　 発M ク イ ブ

Fig ．2．人 間 の 掌 習 タ イ ブ
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社 会 的 行動が 剃 激 ，反 応 、強 化子 に な る 過 程

　　　　 （A！あ る 人の 連 続的反応．ll：も う 1人 の 連 続 的反 応
　　　 　 s’

：刺激．R ：反 応．　 s”・　・・1
：強 化子 ）

　教室での さ まざまな事象は、先生 と子 ど もの相
互作用 によ っ て 成立して い る。子ど もの 応答 は、
先生の次の出方 を規定 して い る。つ まり、子 ども

は先生に よっ て生か され、先生は子 どもに よ っ て

生か され て い る。固定され た視 点で はな く、柔軟

　こ の 考え方を、教室場面における学習に 当て は

め て み よ う。人間の発達の 方向性は
“
他律か ら自

律 へ
”

とい う道筋に なぞ らえ る かのよ うに、意図
的 ・組織的な強化の 使い分け、そ して誘導が必要
とな っ て くる。こ の ことは、まさ しく外的強化か

ら自己強化へ とい う
’‘
自律的学習

”
に 当ては まる

もの で ある。

　また、教室場面 での学習は、先生と子ど も、子
ど も同士とい っ た相互作用を通 して行われ る こ と

に、そ の特徴が ある。その とき、モデ リン グ （観
察学習）の機会が増大す る こ とになる 。 したが っ

て 、　
“
社会的学習

”
に おい て、子 ども自身が受け

る直接強化よ りも、他の子 ど もが受ける代理強化
を通 して の学習形式が優勢とならざるを得ない 。

　さらに、強化子 の利用可能性を考え て み よ う。

教室場面にお い て、実際に物的強化子を使用する
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こ とには、煩雑さ、選定、価値、倫理的問題など

が っ きまと っ て くる。こ の よ うな点か らも、
”
内

潜的学習
’

にお い て、外顕強化 よ りも内潜強化の

方が利用 しやすい で あろう。

　 こ の よ う に，教室場面に おけ る強化の 位置づけ

を考え て み ると，プ ロ トタイブよ りも発展タィブ

が より大きな役割を担っ て い る こ と が理解で き よ

う。

丁eble 　 l 外 的 強 化 と 自 己 強 化 の 組 合 わ せ の 例

バ ターン 先　 　生　 子 ど も

｛外 的 強 化H 自己 強 化｝

a

bCd

あ　 り

あ　 り

な 　 し

な　 し

あ 　 り　 テ ス ト桔 果 に 対 し て、先 生 も ほ め て

　 　 　 く れ．自 分 もよ くで きた と 喜 ぶ

な 　し　先 生は よ く で きたとほ めて くれ たが 、
　 　 　 自 分で は 今ひ とっ 溝足い か ない

あ 　 り　 先 生 は ほ め て くれ な い が ，自 分 で は

　 　 　 よ く が ん ば っ た と 喜 ぶ

な 　 し　 先 生 も 自 分 も、今 ひ と っ と 滴 尼 い か

　 　 　 な い

田　学習タイブ ・強化タイブの組合わせ

　社会生活における実際の学習では、！［で示した

学習の タイブが単独で行われて い るのではな い 。

2 っ 以上の タイブが、組合わさ っ て行わ れて い る

の が常で あ ろう、，さ らに は、プ ロ トタイプだけ、

ある い は発展 タ イ プだけ と い っ た強化 タ イ ブが 、

単独 で成 り立 っ て い る こ と も な い。こ れ ま で 、学

習 や強化の タイ ブ を組合わせ た研究は、あまり行

われ て きて い ない の 力汪見状で ある。

　こ こ で は、強化タイブ の 組 合わせ の 研究例とし

て 、
“
自律的学習

”
にお ける、自己強化 と外的強

化の 組合わせ を紹介しよう。両者の 関係を、教室

場面に置き換え ると、次の よ うな 4 っ の パ ターン

となる （Table　 D 。

　河本 ・福島 （1989）は、大学生を対象に標本一

致学習にお い て検討した。 こ こ で の 自己強化は、

実験者 と被験者 の カ
ー

ドの 組合わ せ （マ ッ チ ン グ ）

が ＋ 得点にな ると被験者が判断したとき、そ の 自

信 の 程度に応 じて チ ッ プをか ける とい う形式であ

っ た （S（SR））。外的強化は、マ ッ チ ン グが ＋ 得点

であればt 実験者が チ ッ プを与え た 〔S（ER））。そ

押 点 1

GU

40

20

u

の結果、著しい 学習交裸 が、組合わせ条件で ある

S（SR｝−S（ER）に お い て、またS（SR）に お い て も学習

効果があっ た。しか し、S（ER｝では示されなか っ た

（Fig．3）　。

　さらに、河本 （1990）で は、河本 ・福 島 （1989）
の 課題をもとに、学習者の認知の 関与度を高めた

学習 タイブを設定 した。まず、自己強化にお い て

は、4 回の マ ッ チ ン グ （1試行）あた り何回 ＋ 得

点であるかを判断 して、その 回数分チ ッ プをかけ

た （NS〔SR））。 外的強化は、 1試行の ＋得点の回

数分の チ ッ プを与え た （NS｛ER｝）。

　 と こ ろが、組合わせ （NS（SR｝−NS（ER））効果は見

られなか っ た。NS（SR）、ある い はNS（ER｝とい う、

どち らも単独条件に お い て学習効果が認め られる

とい うもの で あ っ た。　 （Fig．4）。

　 こ の 2つ の 研究は、強化タイブの 組合わせが必

ずし も効果的ではな い と い うこ と を示 し て い る。

学習タイ ブ と強化の タ イ ブ と の 間に は 、交互作用

の ある こ とがわ か る 。 こ の よう に、現実の学習事

態に
一

歩で も近づ けた強化タイ ブや学習タイブの

組合わせによる、組織的な検討が必要と思われる。

l 　Z 　3 　4 　5 　応 　7 　8 　910 【匸 121 ユ ［4 見5 〔試 i〒 ［

　 　 Fig、3．特 定 的 強 化 に お け る 各 試 行 の 組 合 わ せ 得 点
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　 　 Fig．4．　 非 特 定 的 強 化 に お liる 各 試 行の 粗 念 わ せ 堺点

！5【試 行 1
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閲壓

学級 に お け る 強化手続 きの 実施困難 性
松 　 村　 茂　 治

東 　京 　学 　芸 　大 　学

　　JABA の 創刊 号 〔工968）の 巻頭 を飾 っ

　た 論 文 〔HalLet 　al ．　 Effect　of 　 teacher

attention 　ζ）n 　study 　behavior ）lt、　筆 者

　に と っ て は 衝撃 的 な論文で あ っ た 。子 ど

　も の 行 動上 の 問題 へ の 対 応 とい え ぱ 、本

人 を 叱 りつ け る か 、親 を呼 ん で 説教 す る

　く ら い に し か 考 え て い な か っ た者 に と り

教師 の 注 目 と い う全 く元手 の か か ら な い

手段 に 訴え て 、短 時間の 内 に 著 し い 効 果

を 上 げ た 、そ の 考 え方 と や り方 に 、目 か

ら鱗 が 落 ち る 思 い で あ っ た 。

　 そ の 後 も、学 習行 動の 変容 や 、学 業成

績 の 向上 を 目 的 に 、さ ま ざ ま な 強化手 続

きを 使用 し た 実践 研究 が 報 告 さ れ 、い ず

れ 我 が 国 に お い て も ！の 思 い は 募 る ば か

り で あ ・
っ た。

　 露骨 な 物 的 強化 子 を 使 用す る よ うな 治

療 プ ロ ク ラ ム の教 育現 場 で の 使 A］に は 困

難 な こ と も多 か ろ うが 、教 師 か ら の 注 目

や 賞賛 と い っ た社 会的 強化子 は普 段か ら

そ う と は意 図 し な い で 用 い て い る も の で

あ る 。 ま た 、 トー
ク ン ・エ コ ノ ミーは 、

幼 稚 園 の お 便 り帳 の 時代 か ら、我 々 の 慣

れ 親 しん で きた も の で あ り、バ ッ ク ア ッ

プ 強化子 に 、 エ レ ガ ン トな も の を 考 え さ

え す れ ば 、我 が 国 に お い て も大 い に 有 望

な 方 法 に な る と思 わ れ た 。

　先 に 、Hall ら の 研 究 の 印 象 を衝 撃的 と

表 現 した が 、それ は ま た 、伝統 的な 臨床

心 理学 の 持つ 秘密性 、非 日常 性 と は 全 く

異な っ た アブ ロ
ー

チ をそ こ に 読 み 取 っ た

か らで もあ る 。以 来 、子 ど も の 問題 は 、

問 題 が 起 き て い る 現場 で 、そ こ に 居 合わ

せ る 人 た ち （親 や 教 師 、時 に は 仲間 ）を

　エ イ ジ ェ ン ト に し て 対 応 す べ き と い う信

念 を 抱 くよ う に な っ た 。そ こ で は 、 厂行

動変容 」 の 諸 技法が 、対 応 策の 中心 に 据

え ら れ る は ず で あ っ た 。

　　しか し、学 級 の 中 で こ う した対 応 を 図

ろ う とす る とき 、標的行 動や 観察 ・記 録

シ ス テ ム の 決 定 、イ ン パ ク トの あ る 強 化

子 の 選 定 とそ の 操作 、観 察 者 の 訓練 と い

っ た 技術 的な 側面 を ク リ ア す る こ と に 加

え 、学級 の 中 で担 任教 師 に よ っ て 実施 さ

れ る と い うこ と に 起 因 し て 、必 ず し も 、

技 術 的の み に は 解 決で き な い 側面 の あ る

こ と に 気づ く よ うに な っ た 。以下 に 、あ

る 学 級担 任 の 教師 に る 「行 動変容 」 の 試

み を紹 介 し 、シ ン ポ ジ ウ ム の 話 題 提 供 の

一助 と した い c，

旦凶

　 ま じめ に 取 り組 め ば 成 功 経 験 を味 わ え

る 課題 を選 び 、計画 的 に 学 翌 す る こ と の

大 事 さ を教 え る こ と を通 し て 、学 校 内外

で の さ ま ざ ま な活動 に 、計画 的 ，積 極 的

に 取 り組 め る よ うな態 勢 を作 る こ と。

被 験 者 とセ ッ テ ィ ン グ

　 公 立 小学校 5 年生 ユク ラ ス 。ク ラ ス の

雰 囲気 は 、明 る い 半 面 、や や の ん ぴ り し

た と こ ろ が あ り、基 礎 的 な学 習 技能 を き

ち ん と訓 練 さ れ ず に きて し ま っ た と 言 え

る と こ ろ が あ る 。ま た 、専 科 の 教 師 か ら 、

提 出物 が 期 限 内に 仕 上 が らず 再三 注意 を

受 け た こ と が あ り、さ ら に 、約 束 に 間 に

合 わせ る よ う に 仕事 をす る こ と は 社 会 に

出 て か らも重要 な態 度 で あ る と い う、父

母 会で の あ る 父親 の 発言 ・
依頼 が あ っ た

こ と も あ っ て 、毎 日 の 学 習 活 動 の 中 で 、

こ う し 想態 度 を 育成 する こ とを 考 え た 。
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　こ こ で 取 り上 げ た 課題 は 、漢字 の 書 き

取 りで 、 こ れ を 取 り上 げ た 理 由は 、能 力

的な 差 異 が 現 れ に くく 、ま じ め に 努 力 を

す れ ばあ る 程 度 の 好 ま し い 結 果 を あげ る

こ と が で き る と考 え たか らで あ る ．

壟

　毎 週 月曜 日 の 第 1 校時、こ れ まで に学

ん で き た漢 字 50問 か らな る テ ス トを実 施

す る 。テ ス ト の 1 週間 前 に は 、テ ス ト範

囲 の 予 告 を し て 、計画 的 に 勉強 を進 め る

よ う仕 向 け て き た 。答 案 は 1 間 2 点 で 採

点 さ れ 、そ の 結 果 が以 下 の よ う な方 式 で

子 ど も た ちに フ ィ
ー ドバ ッ ク さ れ た 。

  第 1 回 目〜 第 5 回 目

　 90点 以 上を A 、80点 以 上を B 、 7，3以
’
下

を C と し て 、 B4 大 の 大 き さ の 名 簿 に 記

入 し て 教 卓 の 後 の 壁 に 掲示 し た 。 こ の 掲

示 と は別 に 、テ ス トの 返 却 時 に 、百 点 満

点 の 者の 名 前 が 公表 さ れ た 。さ ら に 、 C

評 価 の 者 に つ い て は 、こ れ を不 合 格 と し 、

模範 回笞 を 見 て 、全問模 写 す る と い う罰

．が 課 せ ら れ た。

  第 6 回 目〜 第 H 回 目 （学期 末 ）

　 後 に 述 ぺ る よ う に 、 C 評 価か ら変化 し

ない 子 ど
’
も が 何 人か お り、 こ の 子 た ち へ

の 影 響 を 考 慮 し て 、 3 段階 で の 結 果 の 公

表 は中 止 し 、強 化子 の 操作 と して は 、百

点 満点の 子 の 名前の 公表 と C 評 価の 子 へ

の 全問 模写 の 課 題 とが 与 え ら れ た 。

鎧墾

　 11回 の テ ス ト の 評 価点 毎の 人数 の 推 移

が 図一iに 示 さ れ て い る。表
一1に は 、11回

の テ ス トを前半 （5 回） と後 半 （6 回 ）

　に 分け 、こ の 聞 に C 評価 を受 け た 入数 が

　 3 つ ず つ に 場 合分 け し て 示 さ れて い る 。

　 図表 に は 示 せ なか っ た が 、 C 評 価 の 中

　に B に 近 い 子 が 増 え て き た こ と 、 A 評価

　の 中 に 満 点 を 取 る 子 が 増 え て 来 た こ と 、

　家 庭 で 自主 的 に 漢字 の 学習 を し て 来 る 子

　の 数 が 増 え て き た こ と 、初 め 否 定 的 な受

け止 め 方 を し て い た子 も当 た り前 の こ と

と思 う よ う に な っ て きた こ とな ど が 見 う

け ら れ た 。

考韲

　漢字テ ス トに 、 子 ど もた ち な り に 準備

して 取 り組 む よ うに な っ た。初 め 、嫌悪

的な課 題 か うの 回避 が 意味 を持 っ て い た

よ うだ が、次第に 、努 力 が 報わ れ る こ と

が 強化 に な っ て い っ た 。男女 の 差 が 著 し

か っ た e

　 こ の 方法 は ど こ の ク ラ ス で も適 用可 能

と い う訳 で は な い 。結果 の 公 表 と い う や

り方の 持 つ 副作用 に つ い て は配 慮 す べ き

点 が あ る 。目立 つ 子 が 攻撃 の 対象 に な っ

た りす る こ と があ る 。 C 評価 が な くな ら

な い 子 へ の 配 慮 も必 要 で あ る 。
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1 ．は じめ に

子 供 の 上 手 な ほ め 方 一

　 小 学生 と い っ て も幼稚 園 を出 た ば か り の

1年 生 か ら中学 生に な ろ う とす る 6 年 生 ま

で そ の 発 達 段 階の 差 は 、一一言 で は い い 表 せ

な い も の が あ る 。その 中 で も特 に 高 学 年 の

児童 は 、ど の よ うな ほ め 方 に よ っ て 行動 が

意 欲 的 に な っ た り、継 続 した りす る の か ま

た 、どん な叱 り方が 自己反 省 を促 し行 動 を

や め さ せ た り、見直 さ せ た りす る の か に っ

い て 今 ま で の 実践の 中 か ら述 べ て み た い 。

2 ．ほ め る
・
叱 る 前 に ま ず人 間 関係 を

　子供 と の 間 に 人間 関係 が で き て い な い 場

合 、ど ん な に ほ め て も 、ど ん な に 叱 っ て も

そ の 効 果 が 期 待 で き な い こ と が あ る 。特 に

学校 で は 、教師 と子 供 と の 間 に 信 頼関 係 が

な い とか え っ て 逆 効果 に な っ て し ま う こ と

さ え あ る 。した が っ て ．私 た ちは 、ほ め ら

れ て 嬉 し い と子供 が 思 え る よ うな 教師 で な

け れ ば な ら な い し 、叱 られ て い け な い こ と

を し た な と 子 供が 素 直に 思 え る よ う、子 供

と の 間 に 信頼 関係 を築 い て お か な け れ ば な

らな い 。

3 ．個 に 応 じ た ほ め 方 ・叱 り方

　子供 た ち は 、一人 一
人個性 や 生 活 経験 が

違 う 。同 じ学：年 の 子供 で ざえ こ れ ら が 違 え

ぱ 当然 、ほ め 方
・
叱 り方 も違 っ て く る は ず

で あ る 。学 級 の 中 に は 、叱 られ 慣れ した 子

もい れ ば 、甘 や か され て 育 っ た 子 も い る ．

こ れ ら の 子に 同 じ方法 で ほ め て も 、叱 っ て

　　　叫 ： り 方

一
　小 学 生の 場 合 　一

　　　　　 河 　　合 　　冬 　　樹

　　　　　 船橋 市立 西海 神小 学校

もみ ん な が 同 じよ う に 動 機 づ け され た り、

反 省 す る とは 限 らな い 。や は り 、教 師が 子

供 一人 一
人 の 性 格 、欲 求等 を考 え 、個 に 応

じ た接 し方 を して い か な け れ ば な らな い 。

4 ．子 供に あ っ た ほ め 方

　 （1） 何 の た め に ほ め る の か

　 私 た ち は 、子 供が よ い 行 動 を と っ た と き

も し くは 、と ろ う と した と き に そ の 行動 を

そ の 子 に 継 続 して も ら い た い 、次 も そ の よ

う な 行動 を と っ て も ら い た い と思 っ て ほ め

る 場 合 と学級 や 学 年 の 子 、場 合 に よ っ て は

全 校生 徒 に 知 っ て もら う こ と に よ り他の 子

に もそ の 行 動 を まね し て も ら い た い と期待

す る と き に ほ め る の で あ る 。し た が っ て 、

教師 の ね ら い に よ っ て ほ め 方 に も違 い が で

る の は 当然 の こ と で あ る 。

　前者 は 、み ん な の 前 で ほ め る 場 合 もあ れ

ば 、そ の 子 だ け に ほ め る 場合 もあ る 。しか

し 、後 者 の 場 合 は 、み ん な の 前で ほ め る し

か な い の で あ る 。と こ ろ が 、子供 に よ っ て

は 、み ん な の 前で ほ め られ る の を 嫌 う 子 も

い る ．そ こ で 、子供の ほ め 方 を次 の よ う に

分 類 し て み た 。

　分 類 1 ： み ん な の 前 で ほ め る か 、一
人 の

　 　 　 　 　と き に ほ め るか

　分類 II ： 名前 を 公表 す る か 、しな い か

　分類　 lll： 口 で 言 う か 、文 字 に す るか

　分 類 N ： 報酬 を 与 え る か 、与 え な い か

　分 類 V ： す ぐ ほ め る か 、し ば ら く して か

　 　 　 　 ら ほ め るか
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　（2）　子供 の ほ め 方

　分 類 1 〜分類 V を組 み 合 わ せ る と い くっ

か の ほ め方 が 考 え られ る 。こ れ ら を組 み 合

わ せ た もの と子 供 の 性 格 、欲求 等 を考 え 、

こ の 子 に は 、ど の よ うな ほ め 方 が よ い の か

を 学 級 の 子供
一人

一
人 に つ い て 考 え て み た 。

　高学 年の 場 合 、男女の 差 に よ っ て も違 い

が あ る 。特 に 女 子 の 中 に は 、思 い 込 み で 私

一人が ほ め ら れ る と み ん な は ど う 思 うか な

ど余計 な こ と を考 え る 子 も い る ．こ の よ う

な 子 に と っ て は 、そ っ と本入 だ け に ノ ー ト

に で も書 い て こ ち ら の 気 持 ち を伝 え て あ げ

た り 、名前 を 出 さず に 行動 だ け を紹 介 す る

な ど し て い る 。ま た
J4A

さん と B さん と C

さん が
”

の よ う に 複 数の 子 供 を ほ め る 場 合

に は み ん な の 前 で ほ め て も気 に しな い よ う

で あ る 。男 子の 場 合は 、こ の よ う な 心 配 も

な く ほ め る 内容 や そ の 時の 状 況 に 応 じて ほ

め て い る d

　 ま た 、報酬 に つ い て は 、高 学 年 に な れ ば

な る ほ ど言語 に よ る報 酬 が 効 果的 で あ る 。

特 に 、女 子 は 男子 に 比 べ て 言 語 報酬 が 効 果

的 で あ り 、そ れ もみ んな の 前 で ほ め る よ り

も個人 の ノ
ー

トに 書 い て わ た す の が 有効 で

あ っ た 。 （但 し 、こ れ は あ く ま で も私 の 実

践の 中 で α）話 で あ り担任 が 男 か 女 か ベ テ ラ

ン か 新米 か で も違 っ て くる で あ ろ う 。）

　 また 、しば ら く し て か らだ れ だ れ 先生 が

こ う ほ め て い た と い うほ め 方 も した が あ ま

り 効果 が な か っ た 。しか し 、そ こ に 一
吾 、

担任 の 気 持 ち を伝 え る の と伝 え な い の と で

は 、子 供 の 反 応 が 違 っ た 。

　 子 供 を 上 手に ほ め る とは 、子 供 の 欲求 を

見抜 き 子供 の 儼性 に 応 じた ほ め 方 を す る こ

と で あ る ．

5 ．子供 の 叱 り方

　 子供 の 叱 り方 も ほ め 方 と同St　．分 類 1 〜

分 類 V に あ て は め る こ とが で き る 。叱 る理

由 の 軽 重に もか か わ るが 、私 は 、次 の こ と

を叱 る と きの ル ール と し て い る 。それ は 、

  命に か か わ る こ と以外 は みん な の 前 で 叱

らな い 。  み ん な の 前 に だ す と きは 、名前

を 公 表 しな い 。  罰 を与 え な い 。  そ の 場

に 自分 が い あ わ せ た 場 合に は 、す ぐに 叱 る

が 、人 か ら聞 い た こ と に つ い て は 事実 関係

を 明 らか に し て か ら叱 る ．  子 供 の 人格 を

傷 つ け な い 。  叱 っ た 後 は 必 ず コ ミ ュ ニ ケ

ー
シ ョ ン を と る 。また 、叱 る場 合 の 匚］調 で

あ る が 、人の 命 に か か わ る と き に は 荒 々 し

くな る が そ れ 以 外 は 、頭 ご な しに 怒 る の で

は な く 、子供 の 話 を 聞 き な が ら子 供 自身が

本 当 に 悪 い こ とを し た な も う こ れ か ら は し

な い よ う に し よ う と 思 う よ う に 説 き伏 せ て

い る ．ま た 、子 供 が し て し ま っ た こ とを 自

分 か ら言 い に き て くれ た 場 合 に は 、よ く正

直 に い っ て く れ た ね 。こ の 次か ら は して は

だ め だ よ ぐ ら い に と どめ て い る ．ま tc、子

供 が 自分 の し て し ま っ た 過 ち を 言 え な い 場

合は 、時間 をか け て い え る よ う に 手 紙 を 書

い た り し て 心 が 開 け る よ う に し て き た 。

6 ，家庭 と の 連 携

　子供 が し た よ い こ と に つ い て は 、冢 庭 に

も連絡 を し て 、家 で もほ め て も ら う よ う に

し て い る 。ま た そ の 時の ほ め 方 な ど も親 の

方 に あ ら か じめ 伝 え て あ る 。ま た 逆 に 、悪

い こ と を した 場 合に は 、連 絡 す べ き か 否 か

は 、そ の 軽 重 に よ っ て 判 断 しな る べ く子 供

の 口 か ら報 告 さ せ る よ う に し て き て い る 。
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シ ン ポ ジ ゥ ム ［
’
　C ど も の 上 手 な ほ 嗣 7 ・・肋 か 何が 有 効 な 強 化 子 力・を 探 る

一
」

上手なほめ方は、 発達を促す

　 　 　飯 田 美枝 子

神 奈 川県 立 平 塚 ろ う学 校

皇
重

5
盡
羅
逢P｝
」

｛」
ξ．

1 。 ほ め に く い 教 育 ＝障 害 児 教 育

　 作 為 の 無 い 自然 な 状 態 を 最 上 と す る よ う

な 傾 向 を も つ 社 会で 、教育 も ま た 、そ う し

た 価 値 観 を 基 に 営 ま れ て い る 。

　 そ こ で は 、 ほ め る と い う こ と は 、通 常 で

は 、で きに く い こ と が で きた り 、予想 以 上

の 結 果 が 出 た りす る 時 の み が 対 象 に な り や

な り や す い
。

　 生 活 の 仕 方 を 習 得 し て い く こ と な ど は 、

い わ ゆ る 日 常 生 活 に 埋 没 し て し ま い
、 で き

て 当 然 と さ れ 、 ほ め ら れ る こ と な と
’
な い の

が 普 通 で あ る 。

　 そ う し た こ と を 習 得 し に く い こ と
’
も は 、

「お こ ら な き ゃ わ か ら な い と い う し っ け 」

の 対 象 に な り や す い 。 　（お こ っ て 、わ か る

の な ら、 そ れ も方 法 で あ る ） し か し 、多 く

の 場 合 、 お こ っ て もわ か ら な い 。 つ ま り 、

ど うす れ は
’
わ か る か ？ （み ん な 普 通 に 覚 え

た の に ） と い う学 習 の 為 の 方 法 論 が み っ け

ら れ な い こ と を 怒 る こ と に よ っ て す りか え

て い く の か も し れ な い
。 し た が て 、発 達 遅

滞 と い わ れ る こ ど もは 、 こ の 対 象 に な り や

す い の で あ る 。

　 「障 害 児 教 育 」 を 、教 育
一

般 か ら取 り 出

論 ず る 根 拠 を 「ほ め 方 の 違 い 」 に お きた い 。

2 。 ほ め る こ と は 、存在 を 認 め る こ と 。

　行 動 の 確 か め を 自分 の 内 に も ち に く い 子

ど も に と っ て 相手 の 明 確 な 意 志 表 示 は 、 自

己 確 認 の 手 が か り で も あ る 。 　　　　　　　 1
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 き

行 動 は ・ 稲 そ ・ もの で は な ・ ・ 当 然 　 1
の こ と だ が 、行 動 は ほ め る け れ ど 入 格 ま　　 ；

で を ほ め て い る の で は な い 。　　　　　　　 1
（同 じ こ ど も が 悪 い ・ と もす る の で あ る 　 i

　 しか し漣 続 性 を も っ 「人 對 で 、 今 　 ｝

日 の 称 賛 は 、明 日 の 鵬 ・ つ な が る の も 　 1
駿 で あ る 。 ・ め ら れ た ・ と ・ よ ， て っ 　 1
い た 自信 が 、次 の 類 似 の 行 動 を 引 き起 こ 　　 ；

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

す こ と は 、 しば し ば み られ る 。 　　　　　　 1

　 ほ め る と は 、 現 在 を 肯 定 し て い く事 だ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 i
と い え る 。 あ り の ま ま の 自 分 を 肯 定 さ れ 　　 i
る 事 は 、 す べ て の 黯 の 入 門期 に 樹 る 　 1
絶 対 条 件 で あ る 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
3 ・上 手 な 叱 り方 は ・行 動 を う き ぽ 姻 ・ 　 1
す る 。 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1

　 ほ め る こ と と 叱 る こ と は 、対 に し て 考 　　　i
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 t
K る の が 上 策 だ と い え る 。 叱 る 場 合 も ほ

め る こ と が 何 で あ る の か 、明 確 に な 。 て 　 1
い れ ば 、適 切 な 叱 り方 が で き る 。 つ ま り　　　1

何 を す れ ば い ・ か を 提 示 し て 叱 、 方 の で 　 ；

あ る 。　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 i

　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 i
　 しか し 、 多 く の 場 合 、学 習 の プ ロ グ ラ 　　 ｝

・ が 過 不 足 な く で き て 。 れ は 叱 る 。 と 。 　 ｝
　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 ／1無 い と い っ て も過 言 で は な い

。

囀 の 場 面 で 、ふ ざ け る な ど 、 靺 の 　 1
目的 ・ そ ぐ わ な ・ 働 を と 。 鳩 創 、 、 　 ！
学 習 ・ め り は り を つ け る よ う 臆 味 合 、、 　 1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…
　　　　　　　　　N 工工
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で 、叱 る こ と は 、ほ め る こ と を 側 面 か ら支

え ほ め る こ と に 、奥 行 き を つ け る の で は な

い か と 考 え て い る 。

　叱 る 場 合 も ま た 、当 然 で あ る が 行 動 の み

を 対 象 に し て 、人 格 を 否 定 す る の で は な い

が 、叱 り続 け れ ば 自信 を 得 ら れ な くな る だ

ろ う 。 上 手 な 叱 り方 と は 、学 ば せ た い 行 勤

を 具 体 化 で き る場 合 に 限 っ て 考 え ら れ る の

で は な い か 。

4 。 上 手 な ほ め 方 と は 、 自 然 で あ る こ と 。

　ほ め る 理 由 、ほ め る 状 況 、 ほ め た 結 果 等

に っ い て 、説 明 が で き る こ と が 、 ほ め 方 が

i二 手 に な る 条 件で あ る か も 知 れ な い 。

　 し か し 、最 も上 手 な ほ め 方 と は 、　「自 然

さ 」 の 申 に あ る の で は な い だ ろ う か 。

　大 袈 裟 な 身 振 り や 、表 情 で 、当 面 の 課 題

を 浮 き上 が ら せ て 、そ れ に 対 す る 行 動 の 評

価 と し て の 役 割 を は た す こ と を 見 れ ば 、た

い へ ん 上 手 な ほ め 方 で は あ る が 。

　 好物 の 飲 み 物 や 、食 べ 物 が 強 化 刺 激 と し

て 働 く事 実 か ら 、 そ れ らを う ま く使 い こ な

す の は 上 手 な ほ め 方 で は あ る の だ が 。

5 ． ま と め

　 ほ め る と き は 、 短 い 時 間 で 、明 確 な 目

的 の も と に 相 手 に わ か る よ う に ほ め る 。

　 ほ め る こ と は 、 　「現 在 」 を 認 め る こ と

で あ る が 、子 ど も は 「で き た 」 こ と を 通

し て 、相 手 が 喜 ぶ こ と を 知 り 、実 は 、根

低 に 、 も っ と 相 手 を 喜 ば せ た い と い う コ

ミ ニ ュ ケ
ー

シ ョ ン へ の 指 向 を も っ て い る

の で は な い だ ろ う か 。

　 そ う した 相 互 作 用 を 通 し て 「発 達 」 の

可 能 性 は 広 が る の で は な い だ ろ うか と 、

考 え る の で あ る 。

　 日 常 生 活 て は 、そ の 行 動 を 再 び 起 こ させ

た い と考 え て
’
ほ め る と い う よ り は 、

　 「お も わ ず 、 ほ め て し ま う」

の で は な い か と 思 う 、

　巧 み な ほ め 方 は 、単 位 行 動 に 対 し て は

有 効 な 強 化 と な る が 、

一般 に 社 会 の 中 で 認

め て い く と い う こ と は 、特 別 な テ ク ニ ッ ク

で ほ め 続 け る こ と で は な い の で 誰 で もで き

る ほ め 方 を 、て い ね い に ひ ろ い あ げ て 「自

然 さ 」 の 中 に あ る 強化 子 と 共 に 整 理 して 、

子 ど もた ち に 提 供 し て い きた い
。
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養 護 学 校 に お け る 排 便 報 告 に カ ・ か わ る 指 導 事 例

　 山　田　岩　男
名古屋市立南養護学校

　　　　　　　　　 1　 目的

　　
一

日数 回の 排便失敗 を繰 リ返 し、その 有無の

　質問 に全 く答え ずその まま活動 を継続 し、また

　失敗 の 有無 に 関わ らず トイ レに入室す る こ とさ

　え強 く拒否 す る児童 が い る 。 本報告は 、 こ の児
童 に 排便有 無の 質問 に 応 答で きる よ うに させ る

訓練プ ロ グラ ム を検討す る 。そ の 標的行動 は 、

　
「A 君 、 パ ン ツ は ？」 の 指導者の 質問に 、　「き

　れ い 」 あ る い は 「ウ ン コ 」 と い う排便有無と一

致 した 報告 がで き る ように な るこ とで あ る 。

　　　　　　　　　 2　 方法
（1＞ 対象 児童 A 男 ：養 護学校小学部 3 年。 IQ

　 推 定 35。一語文に よ る簡 単な 返事 、 自発語が

　 あ る。平仮 名 、 数字 の 読 み 書きがで きる 。
（2） 排便失敗 と報告度数 ： 1988年11月の 22日間

　 で 40回の 失敗 。 そ の 間の 報告は 0 回 。

（3） 排便に 関わ る 行動、所見 ： 外出時 に 失敗 し

　 て い る と タオ ル を差 し出す。 しか L ；失敗や

　 便 意の 兆候 を母親 も 弁別で きな い 。 トイ レ入

　 室 に 際 し て は 、 人や 物に しが み つ き泣き叫ぶ 。
　 医 学的問題所 見はな い

。

  　教 具 ： 訓練   で は 、実物パ ン ツ を着用 さ せ

　 た 50cm丈の 軟 らか い プ ラ ス チ ッ ク製の QP 入

　 形 と 、幅 1c 皿弱 、 長 さ 3〜 4cmの 紙粘土 製の

　 ウン コ 模型 を使用。 また 、訓練   と  で は 、

　 上 記 QP 人形 の 失敗有無 毎の 状況写真 （手札
　 版 ） 2 枚 を使 用 。

（5） 手・続き

　 テ ス ト  〜   ：   〜  は 、（a 脂 導者の 厂A 君 、

パ ン ツ は ？」 の 問 い に 対 す る 、
「きれ い j 、

「

ウ ン コ 」 の 報告 （図 中の 口 、以下同）と状況の
一

致 を見 る 。（b）本人 の パ ン ツ を見せ 、 「A 君、
こ れ は どお ？ 」 の 問 い に対す る 「きれ い ］、 「

ウ ン コ 」 の タ ク ト （図中 の △ 、 以下同）と状況
の

一
致 を見る。  は 、（a）の 本入 の 報告と状況の

｝
致 の み を見る 。

　訓練  ：朝 の 会 （
一

斉指導）で 、QP 人形の

パ ン ツ の 中に ウン コ 模型をラ ン ダム に出入 し 、

　「QP さん の パ ン ツ は ？」 と問 い
、 それ ぞれ の

児童 に 厂きれ い 」 、　「ウ ン コ 」 の タ ク ト （図中
の ○ ） をさ せ る。そ の 後 日常場面の 機会をとら

えて 「A 君 、 パ ン ツ は ？」 と問 い
、 報告をさ せ

る （（a）の 操作 ） 。

　訓練   ： 訓練  の QP の 操作に代えて状況写
真を 1 枚 ず っ 提示 し訓練機 会を多く した 以外 は

同 じで あ る （図中 の   が 写真 の タ ク ト）。

　訓練   ： 日常 場面で 個別 で かか わ る 。 訓練 
と同様 に 写真 の タ ク ト （図 中の   ）を 1 回さ せ
た ら、そ の 直後 に本人 の 状況 を問 い 、報告 させ

る 。

　訓練  ： 排 便の 失敗時 に 、一度 きれ い に した
後、便器 に 着座 させ 、 排便行動 をさ せ る 、そ の

　中で拭き取 っ た紙 を見せ 「どうした の ？」 の 問

　　　　
「ウン コ した」 の タク ト （図中の☆ 、 ☆）

　 い に 、

　訓練 をさせ る．そ の
一

方、訓練  まで と同様に

　日常場面で の 問 い掛けに 答えさせ る 。

　（6） 記録 ：指導当事者が逐 次黒板の 片隅に 結果

　を記録し、当該場面 に居合わ せ る他の 指導者に

周知させ る と共に 記録の 正 当性 を検閲 さ せ る。
指導当事者は、授業後に黒 板の 記録 をノ ー トに

　写す。

　　　　　　　　　3　結果

　 テス ト  ：本人の 排便有無や 実物パ ン ツ の 状
況の 問 い 掛 けに は 、

「きれ い 」 、
「ウ ン コ 」 共

に 全 く 答えて い ない 。

　 訓練  ：QP の 状況 タク トも本人の 状況報 告
も 「きれ い 」 はその 状況 と よく一

致して い る 。

　
「ウン コ 」 は、QP の 状況 タ ク トは次第に 一

致
す る よ うに な っ た が、本人 の 報告 につ い て は 、

状況 と報告が一
致 して い な い 。

　 訓練  ：写真 タク トの 「きれ い 」
「ウ ン コ 」

は訓練  と同様の 推移 を示 す。一方 、 本人の 「

きれ い J 報告も よ く
一

致 して い る 。しか し、 「

ウ ン コ 」 報告は不
一

致 の傾向が顕著にな っ た 。

　 テ ス ト  ：現物 パ ン ツ の タ ク トと本人の報告
が で きる よ うに な リ、現物パ ン ツ の タ ク トと本
入 の 「きれ い 」 報告は 、 よ く一

致 して い る。 し
か し 、 本人の 「ウン コ 」 報 告は 、 全 く

一
致 しな

い
。

　 訓練  ：失敗無 し の 機 会が 多 く 「ウ ン コ 」 報
告の 機会がな い セ ッ シ ョ ン があ るが 、 こ の 期間
の 問い 掛けに 1 回も 「ウ ン コ 」 報告を して いな
い 。写真タ ク トは、よ く一致 し て い る 。

・嬲 ら撫 羅 鍬 嬲 惣
い 」 報告は で きて も 「ウン コ 」 報告は依然 とし
て で きな い 。

　訓練  ：図 1 の よ う に トイ レ で の チ リ紙 に対
す る 「ウ ン コ した 」 の タ ク トが でき るようにな

巍票器1ま獵祖鋳漆黎鵡癨ヲ
」

　テ ス ト  ：本入の 「きれ い 」 報告は状況 とよ
く一一

致して い る 。また 、 本入 の 「ウン コ 」 報 告
は 、訓練   の 7 〜10セ ッ シ ョ ン の 報告 と状況の一
致傾向を維持 して い る。

　　　　　　　　 4　考察

　
厂ウ ン コ 」 と い う言語 行動 の 獲得に は 、

一
斉

指導場面と、QP 、写真 へ の タク ト訓練が 効果
を持 っ たと考 え られる が 、訓練進行に伴 っ て 自
分の 状況に対す る 「ウ ン コ 」 タ ク トが 抑制 され
て い っ た 。

　最後に 、 排便行動上で
“
自分の 汚れ

”
を見て

タク トした こ とが 、　　　　　　　　　
「ウ ン コ 」 の 報 告行動を形

成 す る こ とに影響が あ っ た と考え られる 。
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・ 
図 2 　 き れ い 状 況 に 対 す る 「き れ い 」 ／ T ウ ン コ 」 の 鞨 告

テ゚ ス ト・ 訓繝 間 ：

孝嬲 ：｝llllll慵黔 三驫 1：lll掣蠻黠璽1躑謁 月、

　　　　　　　　　　 訓練  一1989／10〜12月、 テ ス ト  一1990／1月
・図 1 、 2 の 各 横軸 はセ ッ シ ョ ン単位 で 対応 して い る。縦軸 は ウン コ

ー 「ウ ン コ 」 、 きれ い 一 「き

れ い 」 の
一

致 、 ウ ン コ
ー 「きれ い 」 、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き れ い

一 「ウン コ 」 の
一

致 と して
一

致率 （％）で 表わ す 。

・
テ ス ト  に つ い て は 、報 告 、タ ク トは無反応 。図 1 訓練   の ＊ は 、報 告機会 （失敗 ）無 し。

・各 テ ス トの △ と訓練   の ○ 、  の   、   の☆ （☆） は 、 1セ ッ シ ョ ン 10試行 。 各テ ス トの □ と各
訓練 の 〔コ ・△ は 、図 1 と図 2 の 対応 す るセ ッ シ ョ ンで 計 10試 行 。
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コミニュ ケーショ ンを育てるトイレット・ トレー
ニ ングの一

事例

　　 　飯 田 美 枝 子

神 奈 川 県立 平 塚 ろ う学 校

1 ．問 題 と 目的

　 子ど もの 望 ま しい 行動 を 育 て よ うと す る

場 合 、 随 伴 性 に つ い て 考 え る こ と は 、 普 通

に み られ る 。 しか し 、 子 ど も の も っ て い る

問題 が 複 雑 で 、正 の 強 化 を 考 え に く い こ と

が 、 障 害 を も つ 子 の 子 育 て に は し ば しば 見

られ る 。

　 行 動 を 育 て る 強 化が 、同 時 に 、 子 育て の

張 り 合 い を 生 み 出 し、 コ ミニ ュ ケ
ー

シ ョ ン

の あ り方 を 提起 し て い くこ と 等 の 先 例 か ら

こ こ で は 、 トイ レ ッ ト ・ト レ ー
ニ ン グ に 付

髄 し て 考 え られ る 随伴 刺 激 を 明文 化 し、家

庭 で の 子 育 て の 一助 に し た い と 考 え た 。

2 ．対 象 児 に つ い て

　
・

ろ う 学 校 小 学 部 3 年 生 ・
男 子 （九 歳 ）

　
・

フ ァ ロ
ー

四 微 症 （多 発 性 奇 形 ）

　 聴 力 障害 R79dB ， L100dB 肚

　
・排 尿 の 未 自立 。 人 を 噛 む 。 等 が 行 動上

　 の 問 題 点 で あ っ た 。

　
・指 導 開 始 時期 ； 小学 部 一

年 （6 歳 ）

　 　　　　 　　　 （1988 ．　4 ．　6 〜）

3 ．指 導 の 経 過

　排 尿 の 未 自立 は 、 トイ レ ッ テ ィ ン グ行 動

の 未学 習 で あ る と仮 定 し て 、 フ ォ ．ッ ク ス ＆

ア ズ リ ン の ト イ レ ッ ト
・

ト レ ー
ニ ン グ ・プ

ロ グ ラ ム を 参 考 に 指導 を 開 始 した 。

　 パ ン ツ を r 人 で 下 げ た こ と もな い と い う

状 態 が 、 当 初 の 実 態 で あ っ た 。

　 問題 を 特 定 す る た め に 、必 要 に 応 じて

下 記 の よ う に 集 中訓 練 を行 っ た 。

　 ● 第 一
回． 1988．6．12 （一日）本児の自宅

　 ● 第 二 回 ． 1988．7．26− 7．28（三囁 ）

　 ● 第 三 回 ． 1988．12．26−・12．28 （三躙 ）

　 第
一

回 目で 、　 1．便器 の 前 に 立 つ と 、
一

滴 で も排 尿 す る 。 　 2．自 分 か ら 尿 意 を

感 じ る こ と が な さ そ う だ 。 　 3．水 分の 摂

取 量 が 、少 な す ぎる の で は な い か 、 等 が

わ か り 、 こ の 点 を 解 決 す べ く第 2 回 の 集

中訓 練 を 行 っ た 。

　 こ こ で は 、 水 分 摂取 量 が ふ え て
一

回 の

排 尿 量 も 多 く な っ た 。

第 二 回 か ら第 三 回 の 問 の 学 校 生 活場 面 ．

で は 、 授 業 の 中 を
一

人 で ト イ レ ッ ト へ 行

く こ とが 、丁度 、 タ イ ム ア ウ ト の 手 続 き

に な る よ うに 考 え られ た の で 、教室 内 に

簡 易 トイ レ を 設 置 し た 。

　学 校 生 活 で の 様 々 な 刺 激 を 考慮 し て 第

三 回 目 は 、 本 児 の 教 室 で 行 っ た 。

　そ の 後 、 フ ォ ロ
ー

ア ッ プ 期 間 を 経 て 、

現 在 は 、 自立 し て い る 。

※ 経 過 中 の 問 題点 は 、 5 ． に 記 述 した 。

4 ． コ ミ ニ ュ ケ ー シ ョ ン と 身辺 処 理 の 未

自立 との 関 わ りに っ い て の 考 察

　聾 精薄 児 で あ る こ とか ら 、 音 声 言 語 で

の や り と り は 、で き な い 。 し か し 、 両 親

は 、　厂言 っ て も 、 わ か らな い 」 と 言 うの

だ っ た 。　（音 声 言 語 で 「言 っ て も」 と い

・
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う意 味 ） こ の 場 合 、何 を ど う し た い か が 、

明 確 に な っ て い れ ば 、音 声 言 語 以 外 に も伝

達 モ
ー ドは 考 え ら れ た は ず で あ る 。

　障 害 が 重 い 場 合 に は 、 そ の 障 害 の た め に

「で き な い 」 と 思 い こ まれ る こ と が 多 い 。

ま た 、 コ ミ ニ ュ ケ
ー

シ ョ ン に つ い て の 特 別

な 配 慮 が 必 要 だ と 思 わ れ な い の が 普 通 で も

あ る 。
そ れ に は 、わ か る こ と を 確 か め な が

ら進 め に く い コ ミ ニ ュ ケ
ー

シ ョ ン の 実 態 が

あ る と も い え る の だ ろ う 。

a ． ト イ レ ッ ト ・ト レ
ー

ニ ン グ の 手 続 き を

コ ミ ニ ュ ケ
ーシ ョ ン の

一 形 態 と 考 え て 使 用

した 強 化 刺 激 の タ イ プ

　 ● パ ン ツ が 乾 い て い る 時 や 、 　トイ レ ッ ト

　　 で 排 尿 で き た 時 の 強 化 と し て の お 菓 子。

　 ● パ ン ツ が 乾 い て い る 時 の 自覚 を 促す

　 　 0 × カ
ー

ド。

　 ● ク ラ ス の 中 で の 称 賛 （身 振 り 、 拍手 、

　　 笑 顔 、 胴 上 げ 、そ の 他 の ス キ ン シ ッ プ ）

　 ● ク ラ ス 外 の 人 に よ る 称 賛

　 ● 表 彰 状

　 ● （黒 板 に 書 い た 0 × の 記 録 ）

　 ● 身 振 り 等 を 用 い た 楽 し い や り と り

b ．本 事 例 で 使 用 した コ ミ ニ ュ ケ
ー シ ョ ン

モ
ー ド

　 ◇ 身 振 り （パ ン ツ を 下 げ る ・上 げ る， ト

　 　 イ レ に 行 くt 洗 う）

　 ◇ 身 振 り サ イ ン （トイ レ， 0 ・× ，パ ン

　 　 ツ ，）

　 ◇ 手 話 （終 わ り，家 ，帰 る ，男 ，女，立

　　 つ ，座 る ，
一

緒 に ，替 え る ， き れ い ）

　 ◇ キ ュ
ー

ド ・ス ピ ーチ ． 指 文字 （単 音，

　 　 固 有 名 詞 ）

　 ◇ 文 字

　 ◇ 絵

　 ◇ 上 記 の モ
ー ド に 併 用 し た 音 声。

5 ． ま と め （ほ め る こ と に よ っ て 成 立 し

た コ ミ ニ ュ ケ
ー シ ョ ン 関 係 。 ）

　 　六 歳 ま で 排 尿 の 自立 が で き な か っ た の

　は 、本 児 の 場 合 、 未 学 習 ま た は 、 誤 学 習

　が 主 な 理 由 で あ っ た 。 そ の 学 習 の 内容 を

　占 あ る ほ とん ど が 、意 志 の 表 出 、 受 容 の

　 方 法 で あ る こ とは 、指 導 の 経 過 を 経 て 明

　 らか で あ る 。

（髞 ）1 ． 是 否 の 判 断が あ る こ と を 知 ら せ る

　 　 こ と が で き た 。

　 　 2 ． 0 に な ろ う とす る よ う に な っ た 。

　　 （自 分 の 目標 を もて る よ う に な っ た ）

3 ．第 二 回 の 集 中 訓練 後 3 ヶ 月 で 、 周

　 囲 の 人 を 噛 む こ と が な く な っ た 。

4 ．父 親 が 息 子 と 話 しが で き る よ う に

　 な っ た と 語 っ た 。

　 こ こ で は 、 随 伴 刺 激 の タ イ プ と し て あ

げ た 0 × カ ー ド の よ う に 、 見 え る も の を

媒 体 に し て 、　「や り と り そ の も の 」 が

あ る と い う こ と を 知 ら せ る こ と が で き た

と 考 え られ る 。

　 しか し 、 長 い 休 み に な る と ほ ぼ 自立 し

て い た もの が 、 くず れ て い っ た 。 つ ま り

家 庭 の 問 題 で あ る 。 六 歳 ま で に 自立 で き

な か っ た 理 由で もあ る 。

　失 敗 を さ れ た ≦な い た め に 、 トイ レ ッ

トへ 誘 う、 パ ン ツ が ぬ れ る と ハ ラ ハ ラ す

る 事 な ど が 、失 禁 の 随 伴 刺 激 と し て 作 用

し て い た こ と を 納 得 さ せ られ な い 問 題 で

あ っ た 。 し か し 、自 立 へ の 見 通 し と 、 目

下 の 標的 行 動 の 確 認 に よ っ て 解 決 す る こ

とが で きた 。

　 トイ レ ッ ト
・

ト レ ーニ ン グ は 、 本 児 に

と っ て 、 初 め て の 望 ま し い コ ミニ ュ ケ
ー

シ ョ ン の 学 習 で あ っ た と い え る 。
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成人 と幼児における強化分布に対する偏好

新田哲郎　 ・　 O 佐藤方哉　 （慶応義塾大学文学翻）

　成人および幼児における
一
定時間当 りの 強化量は等

しい が強化分布の 異な る 選択肢間の 偏好に っ い て検討

する。

　　　　　　　　 実 験 　　1

　　　　　　　　　　　 目的

　強化分布の 異な る 2 つ の選択肢間の倡好を、成人と

幼児におい て 検討する。

　　　　　　　　　　　 方法

　孅 盍 ： 大学生 10名 （22歳〜24歳
　　　　　　　　　　　 男子 6名　女子 4名）

　　　　　 6 歳児10名 （男子 E名　女子 4名）

　　　　　 5 歳児10名 （男子 5名　女子 5名）

　装置 ：パ ー
ソ ナ ル ・コ ン ピ ュ

ー
タ （PC−9801v■）

　圭蠹 ： 2種類の
”

、コ ン どユ
ータ ・ゲーム

”
（
”
赤ゲ

ーム
”

と
”

緑ゲーム
”

）が交替に 呈示 され た．
”

赤ゲ
ーム

”

で は 画面に赤の 四角が 、
”

縁ゲーム
”

で は線の

四 角が呈示され 、スペ ース ・キーへ の反応がオベ ラ ン

トとされた 。 強化子は、発信音に ともな っ て画面に表

示 され た得点が 1 点上 る こ とで あっ た 。 両ゲーム とも

1ゲーム の時間は 60秒で、
”

赤ゲーム
”

は 50秒の全期

間が RR32で 強化 され るが、
”

緑ゲーム
”

は前半 30秒間

は消去 、後半
’
jo秒間 は RR16で 強化 され る 。 したが っ て

反応率が一定 で あれば 、 1ゲーム 50秒あた りの 強化で

は均等だが
”

緑ゲーム
”

で は後半に 集中 して い る。

実験 は練習セ ッ シ ョ ン と木セ シ ョ ン とか らなる。練習

セ ッ シ ョ ン は 、
”

赤ゲ ーム
”

→

”
緑ゲーム

”
→

”
赤ゲ

ーム
”

→

”
緑ゲーム

”

の順序で 両ゲーム 各 2 ゲーム よ

りな D、それ に つ づ く太セ シ ョ ン は、10分間か らな り

，
”
赤ゲーム

”

と
”

線ゲーム
”

が交替呈示され るが、
”

切 り替え
”

反応が導入 さ れ 、
”

切り替 え
”

反応は
”

S
”

キ ーを押す反応で 、被験者がゲーム 途中で
” S ”

キー押すとそ の 時点で その ゲームは打ち切られ次の ゲ
ーム に移行する 。両セ ッ シ ョ ン で 得点を最大にする よ

うに教示 され、本セ ッ シ ョ ン の 前には
”

切り替え
”

反

応の説明がな された。

　　　　　　　　　　　結果

　本セ ッ シ ョ ン に おい て
”

赤ゲーム
”

または
”

緑ゲー

ム
”

に偏 好の 認め られ た人数を下記 に示す 。

　　　　　　　　実 験 　 2
　　　　　　　　　　　目的

　単一被験体法を用い て 、強化分布に 対する儡好を、

成人にお い て検討する 。

　　　　　　　　　　 方法

　盤 蓋： 男子大学生4名（22〜23歳、 YA・熈・OS・yo）

　装置 ：実験 1と同じ。

　壬鎧 ：実験 1と同様な
”

赤ゲーム
”

と
”

緑ゲーム
”

が交替で なされ、
”

赤ゲーム
”

は常に RR32（60
”
）で、

”

緑ゲーム
”

は下記 の ように変化させた。 1セ ッ シ ョ

ン は10分間、 1 フ ェ
ーズ は 8 セ ッ シ ョ ン以上 とした 。

フェ
ーズ

”

線ゲーム
”

切 り替え

YA1 RR32（60W） な し

2 RR32（60つ あり

3E 灯 （30
”
）→ Rm6 （30

”
） なし

4E ｝σ（30
”
）→ 腱R16（30つ あり

5E ｝α（30つ→ RRa（30つ あり

剛 ユ E｝α（30
”
）→ RR15（30つ な し

2E 灯 （3r）→ RH16（30
◆’
） あり

3E 》σ（30つ→ 駐R8 （3の な し

4E ）駅 30つ→ RR　8（30
”
） あり

OS1E ｝α（30つ→ RR15（30つ な し

2E ）α（3『）→ RR且6（30つ あり

3E 》α（45
”
）→ R飛 6（15

”
） あり

4E ）q （30W）→ RR16（30つ あり

YO1 RR32（60
”
） な し

2 RR32（60
”
） あり

3E 灯（30つ→ RRI5（30
”
） な し

4E ｝駅 3r ）→ RR16（30つ あ り

5E 灯 （45つ→ RR　8（15つ あり

6E ｝α（30
”
）→ RR　8（30つ あり

RR3260
”

　　　　　 結果

とEXT　30
−

→ RRI　630
”
）

赤ゲーム偏好 緑ゲーム 偏好

大学生

6 歳児

5歳児

4 名

2 名

1 名

4 名

3名

5 名

YA・ XU　　RR32（ε0
”

）を偏好

OS・YO　　EXT　30
”
　 → RRI　630 つ をやや偏好

跚 3260
”
　とEXT　45

”
→ RR　815

”
）

　OS・YO　　EXT（45
”
） → RR　8〔15

”
）をやや倡好

RR32160” 　とEXT　3『 → RR　830
”
）

YA・OS・YO： E灯 30
”

→ RR　 830
”
）を強く偏好

KU ：EXT（30
”
）→ R髄 8（30

”
）を偏好

｛厂
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自 閉 覦 に お け る 驥 齲 激 ・ 好 ・ （・・e … e ，ce ） 燗 す 、 礪

　　　　　　　
〜複 数 モ ー ド 刺 激 の 強 化 価 の 検 討 〜

1 問 題 と 目 的

O 井 上・雅 彦 　 　 　 　 小 林 重 雄

（筑 波 大 学 〉

　 Dewson （1987 ）は 重 度 の 発 達 障 書 児 に対 する

研 究 か ら． 特 定 の モ
ー

ド を 複 合 した刺 激 の 強

化 に 対 し て、 よ り 大 き な 効 果 を 示 す 子 供 が い

る と い う こ と を し め し た。 彼 ら の 少 な い 強 化

レ パ ー ト リ ーに お い て、 臨 床 場 面 で 利 用 可 能

で よ り効 串 的 な 強 化 刺 激 の 選 択 を 可 能 に し、
そ の レ パ ー

ト リ ー
を 拡 大 す る と い う点 で、 こ

れ ら の 刺激 の 強 化 刺 激 と し て の 効 果 を 系 統 的

に 評 価 し 分 析 す る こ と は 重 要 で あ る と 思 わ れ

る。

　 本 研 究 は こ れ ら の 複 数 の モ ー ド刺 激 に つ い

て の 基 礎 的 研 究 と し て 「強 化 刺 激 」 の 前 提 で

あ る preference を と りあ げ た。 そ し て 複 合 刺

激 の preference に お い て 単
一

剌 激 の prefere −

nce か ら の 予 瀏 性 と そ の 関 係 性 に 焦 点 を 当 て、
そ れ ら を実 験 的 に 検 鉦 す る こ と を 目的 と し た。
2 。 実 験 1

（1）　目 的 　異 種 モ ー ド か らな る 単
一

刺 激 に よ

る preference の 階 層性 の 同 定 が 二 者 聞 の 生 起

確 率 の 比 較 に よ っ て 可 能 で あ る か 検 証 す る こ

と を 目 的 と す る。

（2）　彼 験 児 　T 大 学 教 育相 談 期 聞 に お い て行

動 療 法 的 指 導 を 受 け て い る 自閉 症 児 の 中 か ら

本 実 験 に 参 加 可 餡 な 自閉 症 児 6 名 を選 ん だ。

各 被 験 児 の プ ロ フ ィ
ー

ル を Tabユe 　1 に 示 す。

（3）　
．
実 験 セ ッ テ ィ ン グ 　実 験 は 実 験 ブ ー

ス に

お い て 行 っ た。 机 上 に は、 2 傾 の ボ タ ン ス イ

ッ チ ボ ッ ク ス を 設 置 し た。 視 覚 刺激 提 示 装 置

と し て、 デ ィ ス プ レ イ を ブ ー
ス の 小 窓 に 設 置

し た。 画 像 は ビ デオ デ ッ キ に よ っ て 再 生 さ れ

た。 聴 覚 刺 激 提 示 装 置 と し て は カ セ ッ ト レ コ
’一ダ ー

を 用 い 、 ブ ー
ス 内 ｝識 置 さ れ た ス ピ＿

カ ー
を 通 じ て 擬 示 し た。 触 覚 刺 激 畏 示 装 置 は

電 池 式 ヘ ル ス マ ッ サ ージ ャ
ー （松 下 電 気 製 ）

を 30 × 30   の ク ッ シ ョ ン 2 枚 を用 い て は さ み

込 ん だ もの を椅 子 に 取 り付 け た 。 刺 激挺示 及

び 制御 は PCi〕801F及 び工／Oボ ー
ド に よ り行 っ た。

（4）　笑 験 刺 激 　ボ タ ン 押 し 反 応 に 随 伴 さ せ て

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　li・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
．

1：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1｛・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、ll
聯 繖 磯 轍 融 舩 ・ そ れ ぞ れ ・ ｛・
つ ず つ の 組 み 合 わ せ で 言f3 回比 較 した。　　　 1：

（5）　手 続 き 　1実 験 セ ッ シ ョ ン は 5 分 聞 行 わ

れ、 被験 児 に は 何 の 制 隈 も 加 え られ ず 被 験 児 　1
は い ・ で も 舳 ・ 左 右 ・ ・ つ の ボ ・ ン ス ・ 。 1
チ を 押 す こ と が 可 能で あ っ た。 被験 児 の 任 意 i
の ボ タ ン ス イ ッ チ を 1 回 押 す 行 動 に 対 し て そ 　 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 し
れ に 対 応 す る 刺 激 を 5 秒 聞 提 示 し た 。 刺 激 提 　 1
示 申 の ボ タ ン ス イ 。 チ を お す 反 応 は 欟 し、 ；
刺 激提 示 終 了 直 後 の 最 初 の ボ タ ン ス イ ッ チ を 　 1
お す 反 応に 対 し て そ れ に 対 応 す る 鰓 を提 示 ．i
し た． ・ フ ェ イ ズ あ た りの セ 。 シ 。 ン 数 は 各 ｛
刺 激 の 生 起 確 串 の 勸 ・逆 転 し な い で 3 セ 。 シ

i
ヨ ン 連 続 し て み ら れ た 場 合、 3 セ ッ シ ョ ン を 　 i
原 則 と し た。 な お 生 起碚 率 の 差 が 20％ 以 内 で

近 接 し て い る セ ッ シ ョ ン が あ る 場 合 は 5 セ ッ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

シ ョ ン 行 っ た。 ま た 生 起確 率 が 逆 転 し た 場 合

は 逆 転 し た 時点 か ら 5 セ ッ シ ョ ン 行 っ た e

　 結 果 の 処 理 に あ た っ て は、 各 条 件 に お け る

刺 激 の 1 セ ッ シ ョ ン 中 に 占 め る 刺 激 提 示 時 間 　 i
の 刧 合、 す な わ ち 生 起 磯 摩 （5secX 刺 激 提 示 　

’

回 数 ／ セ ッ シ ョ ン 時 間 ：300secXlOO）を 求 め フ 　1

エ イ ズ 内 及 び フ ェ イ ズ 間 で 比 較 検 討 し た。

（6）　結 果 と 考 蹴 　奚 験 i の 結 果、　6 人 中 4 人

の 被 験 児 に お い て、 モ ダ リ テ ィ の 異 な る 3 つ

の 刺 激 に つ い て の preference の 明 白 な 差 が 測

定 さ れ た。 2 人 に お い て も 接 懲 刺激 と 聴 覚 刺 　 1
激 の フ ェ イ ズ で ，r 。fere 、ce の 蹄 力・見 ら れ た

；

の み で あ っ た。 Sub．2　の 結 果 を Fig．1に 示 す。　
｛

3 ． 実 験 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 「

（1）　目的 　単 一
刺 激 の preference の 相 対 的 な

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1
階 層 住 を も と に 複数 モ ー ドか ら な る 刺 激 の 　　 i

preference の 階層 性 の 予 測 が 可 能 で あ る か、　　1
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ｝
ま た 個 人 に 特 異 的 な 複 数 モ

ー
ド刺 激 の prefer −

・・ ce が 同 定 さ れ る か と い う点 に DV ・ の 櫨 を 　
1

目 的 と す る。　　　　　　　　　　 i
（2）　被 験 児 　実 験 1 に 参 加 し た 自 閉症児 6 名

（3） 実 験 セ 。 テ イ ン グ 実 験 1 と 同 様 とす る。 ｛
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 モ

（4 ） ．実 験 刺 激 　ボ タ ン 押 し 反 応 に 随 伴 さ せ て 　 ｝
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 f
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 き
　　　　　　　　 N 工工

一E ・ ・ 。 t ・ 。 ・ i 。　 Lib … yS ・ ・ vi 。 華
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　　実 験 1 で 使 用 し た 刺 激 を組 み 合わ せ て 同 時 提

　　示 し た。 組 み 合 わ せ は、 視 覚 刺 激 ＋ 聴 覚刺 激、

　　視 覚 刺 激 ＋ 接触 刺激． 接 触 刺 激 ＋ 聴 覚 刺 激 で

　 　 あ っ た ．

　　（5）　手 綬 き　基 本 的手 続 き は実 験 1 と 同 醸 と

　　 し た。 畏 示 刺 激 嫉実 験 1 で 使 用 し た 刺激 を 複

　　合 さ せ て 同 時 提 示 す る。 な お 案 験 1 で 各 々 の

　　生 起 確 率 の レ ベ ル が 逆 転 し た フ ェ イ ズ の 刺 激

　　 に っ い て は そ れ ら の 刺 激 に 対 し て、 共 通 な刺

　　 激 を 付 加 し た 実 験 a の フ エ イ ズ に お い て、 複

　　 合 刺 激 の セ ッ シ ョ ン 直 前 に、 再 度 実 験 1 の 単

　　 一
刺 激 に よ る preference の 検 証 セ ッ シ ョ ン を

　　 行 な っ た。 ま た 実験 2 に お い て 生 起 確 串 の レ

　　 ペ ル が 逆 転 し た 場 合 そ れ ら の 複 合 刺 激 に 関 し

　　 て も． 両 者 に 魯 ま れ る 共 通 の 刺 激 を 取 り 除 い

　　 た単
一

刺 激 の prefarence の 検 証 セ ッ シ ョ ン を

　　 各 々 の セ ッ シ ョ ン の 直 前 に 行 っ た． こ れ ら は

　　 と も、に 旗 舎 刺 激 の 生 起砲 率 の 逆 転 が． そ れ ら

　　 を 概 成 し て い る 単 一刺 激 の preference の 変 動

　 　 に 影 響 を 受 け て い る か ど う か を 検 鉦 す る た め

　 　 お こ な っ た。

　　 （6）
』

緒 果 と 考 察 　実 験 2 の 緒 果、 そ の 殆 ど が

　 　 実 験 1 に よ っ て 単 ・一刺 激 の preference か ら予

　　 想 さ
一
a た も の と 一致 し た。 し か し （視 覚 刺 激

　　 ＋ 接 触 刺 激 ） と （視 覚 刺 激 ＋ 躑 覚 刺激 ） の 比

　 　 較 に お い て は、 2 人 の 被験 児 に つ い て 明 確 な

　　 差 を 同 定 す る こ と は で き な か っ た。 こ れ は 他

「 　 　 の 2 つ の 刺 激 と 比 較 し て 視 覚 刺 激 の prefere
−

　 　 “ ce が 葬 常 に 大 き か っ た た め と 考 え ら れ る 。 ま

、　 　た そ の 2 名 の 被 験 者 に つ い て、 そ の 聞 同 時 期

　　 に 測定 さ れ た単
一刺激 の preference は 安 定 し

　　 た も の で あ っ た （Fig ．2， 下）。 　こ の ζ と か ら こ

　 　 れ ら の 複合 刺 激 の preference の 変 動 は． こ れ

　　 を構 成 す る 単
一

刺 激 （聴 覚 刺 激． 接触刺 激）

　 　 の preferenee の 変 動 に よ る も の で な い こ とが

　　 示 暖 さ れ る． 実 験 2 の 結 果 か ら観 人 に 特 徴 的

：　　 な 複 舎 刺 激 の prefereBce が 同 定 さ れ た。

　 　 　 5 。 総 合 考 察

　 　　 　自 閉 症 児 に お い て 複 舎 刺 激 の preference を

・　 　 単 一
刺 激 の preferencoin ら予 測 す る こ と が 可

　 　　餡 で あ る と い うこ と が 実 験 的 に 証 明 さ れ た こ

　 　　と か ら． 今 後 の 展 関 と し て、 実 瞭 の 臨 床 蠅 面

1　　 に お い て、 嵐 合 刺 激 を 強化 刺激 と し て よ り効

1
。 　 　摩 的 に 選 定 す る た め の 方 法 論 的 展 開． そ し て

　 　　単
一

モ ー
ドの 刺 激 を 効 串 的 に 組 み 舎 わ せ た．

効 率 的 な 強 化刺 激 と し て の 複 舎 刺 激 の 同定 へ

の 可 能 性 が 示 唆 さ れ る であ ろ う。
　 　 　 　 　 　 Table　 i　 各 破験 児の ブ ロ フ ィ

ー
ル

SUBJεc了　　性別　　　生 活 年 齢 　　　診断名 　　　耨 冲 年齢‡

5ub．1Snb
．2Sub
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．4Sub
．5Sub
．6
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71 ‘．2 蘆 セ ッ シ 9 ン 中 tこ し め る 鳥 劔 激 風 示 跼 岡 の 別 合 （Sti』・2）
　 　 視 覚 鱗 激 ウ 鳴 覚 鋼 激 （サA）　 聴 覚 帆 濺 ■蟄 触 鋼 激 （A了）

　 　 捜 触 劔 激 Φ 棍 覚 鋼 猷．（丁の 　 職 覚 鋭 激 （A） 腰 紬 軻 激 （τ）

上 殿 は 複 愈 朝 激、下 段 は そ の 趨 餌 匡 ほ わ 糺 た 駈
一

廟 激 に よ る

pre 「ere 鱒co 検 掻 セ ッ シ 盟 ン の 随 墨 そ 瀦 し て い る
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自 己 教 示 訓 練 の 適 用 に よ る 発 達 障 害 児 の

　　　 課 題 逸 脱 行 動 と 学 業 遂 行 の 改 善

　　　　　
゜

金 世坤

（筑波大学大学院教育学研究科）

　　 中野 良顯

（筑波大学教育学系）

L 目的

　自己教示訓練とは、クライ ン ト自身が今実行し

て いる非言語行動に言語行動を先行的または同時

的に自発させ、その非言語行動を自力で制御でき

るよう修正する手続きである（中野 ・山下 ， 1988） 。

その原型は 、セル フ
・

コ ン トロ
ー

ルの促進を 目的

と して Meichenbaumと Goodman（1971）によっ て開

発された 。 従来、自己教示訓練は、多動   ouglas

ら，1976｝や 、 衝動的問題行動 （Meichenbaumら ，

1971）等に適用されて きた。 しか し、発達障害児

を対象 とし、学業遂行を標的行動とす るような研

究はあまり見 られない 。 本研究は 、 発達障害児の

足 し算と読み の学業遂行を標的行動とし、課題逸
脱行動も加え て 、こ れ らの改善に対する自己教示

訓練の効果を明 らかにする こ とを目的とした 。

2 ．方法

1）対象児 ： T は発達障害の 小学 4 年男児で、特殊

学級に在籍 し、多動でセル フ コ ン トロ
ー

ル技能の

欠如が見 られる。 動作性 IQ （WISC − R 知能

検査）は 46 。学業遂行の特徴は、算数で は 一桁
の 足 し算が で きな い、読み の 課題で は 、小 さ い 声

で答え、間違い読みや抜か し読み を頻繁にする等

が顕著だ っ た。 行動 ・情緒面の特徴は、落着きが

なく、周囲の人的、物的環境要因に容易に左右さ

れやす い 、じっ と座っ て い るこ とが で きず、頻繁

に足をばたばたさせ た り、あぐらをか い たりする、

教師や親の指示 に即座に従順に反応する こ とが少

なく、日常場面で怪我が多い等だっ た。
2）場面 ；大学の臨床実験室で 1セ ッ シ ョ ン約 1 時

間 30 分の個別指導を週 2回継続 して行な い、そ

のうちの約 30 分間に自己教示訓練を適用 した 。

3）標的行動 ：標的行動は次の 三 つ とした 。   正確

な足し算の遂行一与え られた足 し算の練習問題の

正答を書くこ と 。   予定の説明場面での課題逸脱

行動一10 分間の予定の説明中に生 じる 、 説明す

る教師に 2秒以上注目しないこと 、 課題ど関係な
い こ とを言うこ と 、 体を揺らすこ と 、 手で い たず

らすること、足 でいたず らす るこ と 。   正確な読

みの遂行
一
相手に聞こ える大きな音声で、1つ の

文章を一文字 も間違えず最後まで音読すること。
4）手続き ； 自己教示訓練に1＊Meiehenbaumら（197ユ）
の訓練パ ッ ケ

ー
ジを参考に して筆者 らが創案 した、

次の 3段階の手続きを用い ることとした 。 それ ら
を自己教示訓練 1 （SI ・）、自己教示訓練 2 （S

1 ・ ）、自己教示訓練 3 （SI ・ ）と名付ける 。 S

I ・の成分は 、 言語的キ ュ
ー

の提示、プロ ンプトカ

ー
ドの提示 、およびモデ リングである 。 SI2 の成

分は、言語的キ ュ
ー、およびプロ ンプ トカ

ードの

提示である 。 SIg の成分は、言語的キュ
ーだけで

ある。 つ まりこ の パ ッケ
ー

ジは 、 SI ・か らSIs

へ と進む過程で、教師の援助が段階的に撤去され

るように作られた。 それぞれの標的行動に適用し

た言語的キュ
ー

、 ブロ ンブ トカードの提示、モ デ

リングの実例を例示する 。   足 し算の学習場面 ：

足し算問題の 遂行中Tが戸惑っ て い るとき、教師

が 「丁君 」 と言語的キュ
ーを与える 。 それで 正 し

く反応できな いときは 「すう じの したに○をただ

しくか こう」
「あわせたかずをただ しくかぞえ よ

う J と書かれたプロ ンブ トカ
ー ドを提示する 。 そ

れ で も効果がない ときは教師が大きい声で 「2 た

す 3はい くっ かな 。 そうだ ！数字の下にまるを正

しく書 い てみよう 。 2 だか らまるは 二 っ 、

一
つ 二

つ 。 次は 3 だか らまるは三 っ 、一
っ 二 っ 三 っ だ 。

足 し算だか ら両方の まるを合わせて正 しく数えよ

う 。

一、二 、三 、四 五 。 だか ら正解は 5 だ。や ！よ

くできた」 の ように自己教示反応をモ デ リングし、

T にそれを模倣させ る。  課題逸脱行動 ： 教師が

予定の 説明中課題逸脱行動をした ら、 「丁君」 と

言語的キュ
ーを与える。 それで 効果がな い ときは

「手をひざに して、先生をみ ます」 と書かれたプ

ロ ンプトカ
ー

ドを提示する 。 それで も効果がない

ときは、教師が 「手をひざにして先生をみます」

とい う言語教示モデル と、手をひざにおく動作モ

デル とを同時提示 し、T に音声による自己教示反

応を模倣させ、動作も模倣させ る。  読みの学習

場面 ：間違い読みをした ら
「T 看」 と言語的キ ュ

ーを与える。それで効果がない ときは、 「字をよ

くみます」
「大き い声で 読みます」

「字が読めな

い ときは先生に聞きます 」 と書か れたプロ ンプ ト

カ
ー

ドを提示する。 それでも効果がないときは教

師が音声による自己教示モデル を提示 し、T に音

声模倣 させ、当該行動 を遂行させる 。

5〕デザイン ： 自己教示訓練の効果を 、 行動間マ ル

チプル
・ペ ー

スライン
・デザインによっ て分析し

た 。 はじめに足し算の学業遂行に自己教示訓練を

適用し、 次い で介入を継続 したまま課題逸脱行動

と読みの学業遂行にもその介入手続きを同時に適

用 した 。 足 し算の学業遂行に は 、SI ・ を 5セ ッ シ
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ヨ ン 、S 工 zを 6セ ッ シ ョ ン 、課題逸脱行動には S

I ，を 2セ ッ シ ョ ン、SI2 を4 セ ッ シ ョ ン 、SI3

を 2セ ッ シ ョ ン 読 み の学業遂行には SI 、 を 2セ

ッ シ ョ ン、S 工2 を 4 セ ッ シ ョ ン、SI ・を 2 セ ッ

シ ョ ン適用 した。

6）記録 と測足 ： 個別指導場面での T の反応を 2 台

の カ メラによる遠隔VTR 記録装置ですべ て録画

した 。
3 種の 標的行動は再生した録 画映像と、T

が解答を記入 した練習問題用紙とによ っ て査定し

た 。 足 し算 と読み の 学業遂行は練習問題へ の正答

率を、課題逸脱行動は頻度を測度 とした 。

7）信頼度 ：全セ ッ シ ョ ン の約 40 ％を 2人の観察

者に独立に評定して もらい信頼度を算出 した 。 信

頼度は 、 測度の小さい 方の数を大きい方の 数で割

り、 100 倍 して求め た 。

3 ．結果

　平均信頼度は、足 し算の正答率 100 ％ 、 課題

逸脱行動 89 ．4 ％ 、 読みの正反応率 100 ％だ

っ た。図 1は、◎種の標的行動に対するマ ル チ プ

ル
・ペ

ー
スライン分析の グラフ である 。 足 し算の

平均正答率は、ペ
ー

ス ライ ン で 75 ％ 、SI 、 で

100 ％ に上昇 し、S 工2 でも 100 ％を維持 した 。

1セ ッ シ ョ ン あた りの 課題逸脱行動の平均頻度は

ペ ース ラ イ ：ノ で 9 回だっ たが 、SI ，で 7 ．5 回に

減少し、さらに SI2 、SI3 ではそれぞれ 0 ．5

回、 1．5回 と著 しく減少 した 。 正 しい読み の 平

均正反応率は、べ 一
スライン で 20 ％だ っ たが、

SI 、で 65 ％に上昇 し、SI2 、S 工3 ではさらに

それ ぞれ 70 ％、80 ％まで改善された 。

4 ．考察

　 自己教示訓練の適用後、T の学業遂行と課題逸

脱行動には ともに改善が 見 られた 。 本研究の結果

か ら、自己教示訓練が IQ50 程度の発達障害児

にも適用可能で あり、また問題行動の 改善に限 ら

ず学業遂行の 促進 にも有効である こ とが示唆され

た 。 しか し本研究では使用 した訓練パ ッ ケ
ー

ジの

どの成分が最 も効果的だ っ たかは明 らかではない 。

成分分析と他の 事例へ の 適用の 拡大によっ て 、重

要な訓練成分の 同定と訓練手続きの 洗練化が今後

の課題である 。 また学業遂行の 虐己教示の 内容を

メ タ認知を含む認知戦略訓練の側面か ら検討す る

必要がある 。

5 ．参考文献
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　すべ て の 子 どもに学習内容を完全習得させ るよう

授業の あ りかたを改善する こ とは 、 今日の初等中等

教育の重要な課題で ある 。 こ の認識は例えば新学習

指導要領や平成元年度教育白書等に示 されて い る 。

しか しそれを実現す るため の教授法の科学的分析の

仕方や、重要な変数 とそれらの操作の 仕方等に関し

て は、具体的レベ ル で の 提言はなされて いない。

　
一
方ア メ リカ合衆国では、生徒の学業達成を促進

する教師行動を特定 した教授モ デル の 開発と、その

効果の検証とを目指 した研究が 1970 年代か ら盛

んになっ た 。 その種の モデルの 1つ に直接教授モデ

ルがある。それは顕現的 ・
段階的教授の こ とで あり、

すべ ての生徒が成功的反応を実行し、 学業的成功を

経験する こ とが強調 される （Rosenshine， 1985） 。

そ して こ の直接教授モ デルは 、 行動理論を基盤 とし

た教授モデル として分類される （Gerstenら，1984）。

　本研究の 目的は、この直接教授モ デル に依拠して 、

中等教育の 授業の あ りかたを改善する可能な方法 を

探究するこ とである 。 すなわち、公立中学校の日常

授業場面を舞台にして、直接教授モデルの導入をは

か り、その前後の教師の 教授行動と 、 生徒の反応お

よび学業達成 とを継 続的に観察 して 、 こ のモ デルの

効果を経験的に衡 正するこ とを 目的とした 。

1 ．方法

　公立中学校の 2 人の教師に、直接教授モ デ ル に関
する訓鰊 を行い、その 前後の 教師の 教授行動と、生

徒の 授業参加と学業達成の変化を、被験者間マ ルチ

プル
・ペ ー

スライン
・デザインによっ て分析 した 。

（1 ）対象教師と学級

　参加者は 2人 の 中学校数学教師 （教師A 、 30 歳、

男性 、 お よび教師 B 、 28 歳、 男性）と、2人が担

当する 2 つ の学級 （学級 A および学級 B ）の生徒だ

っ た 。 どちらも第 1学年普通学級で在籍生徒数40
人、男女比はほほ 1対 ユだっ た 。 対象 となっ た授業

は、掌級A は 1989 年 6 − 7 月に、学級 B は同年
9 − 10 月 に実施された通常時間割で の数学の授業

だ っ た 。

（2 ）標的行動と測定方法

　  教師の教授行動

　 2種類の教師行動を標的とした。すなわち、生徒

に教えるべ き技能を遂行させる機会を提供する行動

と、生徒の誤反応に対する対応である 。 こ れ らは教
室の後部に設置した ビデオカ メ ラで録 画した 。 その

画像を再生して、2種類の教師行動を直接観察 し測

定 した。反応機会提供行動は、その生起頻度を数え、

誤反応へ の対応は、10 の記述的カテゴ リーを作 っ

て、その どれか に分類するこ ととした。

　  生徒の課題従事行動

　 「教師 ・発表者を見るJ 、 「発表する」 、
「教科

書を見る 」、 「ノ
ー

トに書く」 の 4種類の行動を生

徒の課題従事行動と した 。 これらは教室の前部に設

置したビデオカ メラで録画した 。 生徒行動の測度 に

は 20 秒間隔の瞬間タイムサンブ リング法を選ん だ。

すなわち録画を再生し20 秒ごとに静止させ 、 そ の

瞬間の画像に現われた 10 入の生徒の 4種の課題従

事行動の生起 ・
非生起を査定した 。 そして謀題従事

行動を自発 した生徒数を被観察生徒総数 （10 人）

で除し、それを 「参加行動率」 とした。

　  生徒の学業達成

　生徒の学業達成は 2 っ の測度で査定した。 1っ は

単位授業ごとに教師が作成 した小テス トの正答率の

学級平均であり、 他は学校全体で行われた
一
斉定期

試験の学級平均得点だ っ た 。

（3 ）手続き

　教師A の授業塲面を連続 14 単位時間、教師 Bの

授業場面を連続8単位時間録画した 。 それぞれ半数

は従来の教授法による授業だっ た （べ
一

ス ライ ン条

件）。 次に2入の教師は、講義と活字資料 （中野，

1989）と話 し合い によ っ て 、直接教授モデルを訂1鰊
された 。 その後は訓練された直接教授モデルに基づ

く新 しい授業を行っ た 。 すなわち教帥は、i接教授

モデルに基づ く一定の書式を使 っ て指導案を作成 し、

その 台本通りに授業を行っ た （指導案作成条件 ）。

2．結果

（1）鰤 の教圭受彳于動

　教師 A 、B は、訓練後はともに生徒へ の 反応機会

提供行動の頻度を増加させた （図 1 ）。 また、生徒

の誤反応へ の対応 も望ましい方向に変化した 。 すな

わち、ペ ー
スライン条件では 、 誤反応に対 して同 じ

質問を再質問 したり、正答を伝達したりするだけだ

っ たが 、指導案作成段階では問題解決の戦略を再教

授する行動が増加した 。

（2 ）生徒の課題従事行動

　生徒の課題従事行動は、どち らの学級で もべ 一ス

ライ ン条件に比べ 直接教授段階で 増加 した （図 2 ）。

（3）生徒の 学業達成

　生徒の学業達成も、2 っ の学級ともべ 一スライン

条件に比べ 指導案作成段階で上昇 した 。 それは授業

時間ごとの 教師作成テス トでも （図 3）、学校全体

で施行された
一

斉定期試験でも確認された 。

＿ ＿ 討
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3 ．考察

　本実験の結果 、教師が直接教授モデルの原理を理

解 し、授業案を作 っ て授業をすれば、生徒の課題従

事行動と学業達成に改善が生じる こ とが解っ た。そ

して教師行動の修正には 、 適切な授業案の書式開発

とそれを使 っ た授業i案作成行動の遂行が重要で ある

こ とが示唆された 。 また生徒の学業達成を促進する

重要な
一
要因は、生徒に獲得させるべ き技能を教師

がガイ ドし、ス モール tス テ ッ プで遂 行させ る過程

で ある こ とも示唆された 。 今後は、授業の質的な側

面や文脈変数などを考慮した実験が必要であろう 。

4 ．参考文献

Gecsten，R．，　Carnine，D．W．，　＆　k
’hite，W．A．　（1984）

　　τhe　perSUit　Of　Clarity ：　DireCし　InStrUCtiOn

　　 and 　apPlied 　behavior　analysis ．　　In　　L．　W．

　　Heward，　T．　E．　Heron，　D．　S．　Hill，　＆　J．　Trap−

　　 Porter　（Eds．），　　Focus　on 　beha　pior 　snalysis

　　 ip　θducatiorr．　Merri1圭．

中野良顯 （1989｝ 「直接教授モデルによる授業の 改

　 善」 ． 神奈川県綾瀬市立綾瀬中学校校内研究推

　 進委員会平成元年度夏期合宿学習資料．

RosenshiRe，　B．V．　（1985）　Direct　Instruction．　In

　　 T．Husen　＆　T．i曾Postietwaite　　（Eds．），　lnter一

　　 ηat∫ona／　encrycfo ρθdia　of θduca　tfon．　Perga−

　　mon ．中野良顯 訳 （1989）「直接教授 」 ．未公刊．

＊ 本研究は、1989 年日本行動分析学会公開講座

で発表された 「応用行動分析の普通学級へ の展開 」

（発表者 ：中野良顯 、鈴木弘之、袴田毅）で言及さ

れた、神奈川県綾瀬市立綾瀬中学校 と筑波大学教育

臨床研究室との共同研究の
一
部で ある 。

ヲ　
臓師 A

1．O

』

β

顛

震

：i漁
霞 罵 昌 1・1　　 2　　 3　　4

　

　

　

　

O

題

／

分

　

ー

　 ．a

餐．e

．2

　 o

浸 珊 鋪2・

教薗 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 國s 層L −6n チ曽， u

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Ann 亀．

図 1 ．授業時間ごとの生徒の反応機会数

％

100

0
　

　

　

0
　
　

　

C

9
　
　
　

8
　
　

7

率

均
奪

加

抒

勵

串

べ1 ス ， イ ンゑ 爵

061 ．、　 1 　 ，　 ‘　 T

旧奪富伜 4 ，件 零睦 A

−一一曽
　甲 4

％

oo

罵9・

詫

鵠巳。

■

007

5　　iO 　　財 　　11 　　日

撃 逶 B

一一一一
亭均

一・瓶
一一

齢 1噂 1　　 1　　 ：　　 4　　　　 e　　 e　　 T　　 ●

図 2 ，授業時間ごとの生徒の課題従事行動の生起率

［” ’

；』
62

　 50

馨 4。

器 30

暮
　

29

　 ¶0

− ttA

ベ ース ラ イ ン 飛 伴

0191

　 2　 3　 4　 　5

櫓 ‘躍厚 虞 鼠 停

ノΨ〉
／∴

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 L

ltl’卜［
　 70

　 60

　 50

馨
串　40230

び

　20
　 10

　 0

掌 巳 B

一

6　 7　 8　 9　10　　11　 12
　 タ ス ケ

吋

∀＼
　 2− 　 　 　 　 　 　 123456

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 タ ス ク

図 3 ，教授内容 （タスク）ごとの事前 ・事後テス ト

　　　間の正答率の伸び

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Japanese Association for Behavior Analysis(JABA)

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Assooiation 　for 　Behavior 　Analysis （JABA ｝

軟式テニ ス におけるサ ー ビス の正確性に及ぼす

　　　　　　　自己記録および記録公表の効果

O 杉山尚子 ・ 飯田慎
一 ・ 佐藤方哉 （慶応義塾i大学文学部）

　本実験は専任コ
ー一

チ の い ない 穆内公立高校の 男子軟

式テ ニ ス 部で行なわれ た 。 さまざまな制約か ら新しい

器具や人員を用意で きない 同部にお い て 、 自己記録や

記録の公表に よっ てセ カ ン ドサービス の正確性が上昇

するか否か を条件交替法 （a 置tcmati   treatments
design）を用い て検討する ．

　　　　　　　　　　　力法

　盤 ； 都内 H高等鞴 式テニ ス部男子部員のう

ち後衛の者 IO名。年齢は 15〜 17歳で敵式テニ ス歴は半
年か ら 4 年半で あ っ た 。

　ム旦彑盪面 ：対戴校での通常の練習は 1回 2 時間 、

週 3 回校内の コ
ー

トで行なわれる
’
。 実験は練習の後半

に ある30分問の 「サーブとレシーブ練習」中に行なわ

れ た 。被験者らの OB である第 2著者 （23歳）が実験

開始 3カ月前よリコ ーチとして練習に参加し、 実験開

始後は実験者 として 行動の配録を行な っ た 。 また実験

者 と同年齢の もう一人の OB が信瀬雌齪 の ための 観

察者 と し て 実験に歩加 し た。

　壬筮 ： ライ トサービス コ ート後方内個に 1．2固四方の

目標エ リ ア （幅 5c 凾の ブ ラ ス チ ッ ク ビニ ー
ル製の 青色

テ
ープで 囲む ）を設定する。所定の 垉点からセカ ン ド

サービス を 1球打つ 行動を 1試行とし、そ の うち打球

が 目標 目標 エ リア に 入 っ たもの を正反応 それ以外を

誤反応 とした。且 日の総試行を 1セ ッ シ ョ ン とするが

試行数は時閥に よ っ て区切られ る の で 、1セ ッ シ ョ ン

の試行数は常に変動する。実験はベ ース ライ ン条件、

目己記録条件、自己記録 ＋ 記録公表条件の 3条件から

構成されて おり、これ らの条件を条件交替嫐 デ

ザイ ン に従 っ て箆した 。 各条件下にお ける 、被験者へ

の 教示 は次の通りで あ っ た。
べ
一

ス ライ ン　BL 　　　： 「あの青い 囲い （目標工

リア ）を狙 っ て セカ ン ｝くサービス を打っ ように 」

且弖蓮黜 鮭 ： 「あの青い 囲い を狙 っ てセカ

ン ドサービス を打つ ように 。 それか ら囲い の 中に何本

中何本入 っ たかを数えて こ れから渡す紙に書い て報告

するこ と」

且一 一 ： 「あの 青い

囲い を狙 っ てセカン ドサーピスを打つ ように。．それか

ら囲い の 中に何本中何本入 っ たかを数えて これか ら渡
す紙に 書い て報告するこ と。その結果を今日は こ のグ

ラ フ に 自分で 記録して 下さい 。 たとえば1嗽 中 5本入

っ た人は50％ の とこ ろ に点を打ちます。こ れか らもと

きどきこ ん なふうに記録して もらうかもしれません 」

公 表条件で は記録板をコ ートの 臨に設墨し、被験老

自身が配録した正反応率の値はすべ て の 部員の 目に触

れるように し た 。
これ ら 3 条件を 8 セ ッ シ ョ ン ずつ 計

24セ ッ シ ョ ン、3カ月半にわたっ て 行な っ た。なお本

実験は通常の練習の一部に組み込まれたもので あり、

被験者を含むすべ ての部員に対して 、 終了時まで実験

に関する何らの 悄報も与えられなか っ た 。

　盈廼性 ：全ヒッ シ ョ ンの 1／3に あたる 8 セ ッ シ ョ ン

（BL 条件4 、
　 SR 粂件 2 、

　 SR ＋ PR 条件 2 ）にお

いて、実験者以タ縢 者によっ て も反応の記録が独

立に行なわれた 。

　　　　　　　　　　 結果

　実験条件ごとに、当該セ ッ シ ョ ン までの総正反応数

を総試行数で翻 p たものを瓣 として ， サー

ビス の正確性の指標とした 。 単な る正反応率を指顧と

しなか っ たのは、 各セ ッ シ ョ ン の試行数力仁 淀で な い

こ とによる正反応率の変動が大きい ためで ある。

　図 1は被験老ごとの脚 を示して い る 。 各

条件で の累積正反応率を」瞼 する と、ID名の被験者は

以下の 4 つ のタイブに分かれるこ とがわかる。

タイブ 1 ： SR ，＋ PR ＞ SR ＞ BL （被験i者 1、2 、

3 、4 、5 ）

タ イプ il： SR ＋ PR ＞ SR 气 BL （禰 賭 6 、7 ）

タイブ皿 ： SR ＞ SR ＋ PR ＞ BL 〔被験i者8 ）

タイブ四 ：条件聞に差がな い （被験者 9 、 10 ）

　各条件に おける実験開始後 3 セ ッ シ ョ ン と終了前3
セ ッ シ ョ ン の累積正反応率を址鮫する と、前半より後

半の方が累積正反応率が高くな っ た老は、BL 条件で

4 名、SR 条件で 7名、　 SR ＋ PR 条件で 8 名で あ っ

た （図 3 ）。 信頼性は BL で 91鼠 SR で 87X，
　SR ＋ P

R で 90鼠全体で 9礦 で あっ た。

　　　　　　　　　　 額

　 heKenzie＆ Rusha11（1974）らはス イミン グス クール

で の敵習量や出席率に対して 自己記録が有効である こ

とを示したが、本実験に よっ て 、技鰰 な行動に対し

て もそ の有効性が明らかにされた ． また、セ ッ シ ョ ン

の間隔があい て い たこ とにより、条件交替法で通常み

られる条鯏間の交互作用を生ずるこ となしに、実験変

数間の 差を明らかにする こ とがで きた。

　　　　　　　　　 引用文献

McXenzie，T．　L●，＆ Rusha11．B．S．（1974）．　Effects　of
self −recording 　on 　attendance 　and 　perfomance
in　a　coepetitive 　swiMSng 　trainng　environeent ．

Journal　⊆≧重tpm／l　d　Behav孟or 　幽 ，　7，　199
−

206．
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硬 式 野 球 に お け る ス ロ ー イ ン グ 技 能 の 改 善

　　　
一 行 動 的 コ ー チ ン グ の 効 果 の 分 析

一

　　○安 生 祐　治

筑波大学第二 学群人口騨 類

　　　 山　本　淳　
一

明星大学人文学部ひ理教育学科

　　　　　　　　　　 目　的

　行動的技法をスポーツ分野へ 応用する試みは、ig70

年代に現れ る 。 そ して こ れ までに行動的技法が様々 な

スポーツ技能の獲得や改瞽に適用され、そ の有効性が

実証されて きた （A］Jison＆ Ayl｝on 、19SOI　Komaki＆
BarBeしt，　1917｝　Martin　＆　KQOP，　19a3）　o 　彳可動瞰 法

が スポーツ技能の獲得や改善に有効であるこ とを実証

し た研究は数多 くあ るが 、例えば 、 水泳の技能を獲得

した際の タイ ム と い っ た行動所産 （behavioral　 prod−

ucU を測定し、それに及ぼす効果に焦点を当てた研究

は少ない 。

　そ こ で本実験の 目的は こ公立高等学校硬式野球部選

手の ス ローイング技能の指導に、行動的 コ
ーチングと

通常の コ
ー

チ ングの手続きを適用 して、こ れ らが ス ロ

ーイ ング技能の改善 に及ぼす効果を分析するこ とであ

る 。 また 、 適切なゾーン に当て る とい う行動所産に及

ぼす効果も同時に分析した 。

　　　　　　　　　　方　法

［対象選手、コ
ーチ ］　 対象とな っ た選手 （以下、選

手とする）は、同 じ公立高校硬式野球部に所属す る男

子 4名 （以下、P ］， P2 ， P3 ， P4 とす る〉であ っ た。 コ

ー
チは、第一著者が 行 っ た 。

［場面］　 同校敷地内に ある硬式野球場の フ ァ ウルグ

ラ ン ドにて本実験を行 っ た 。 選手は、グ ラ ン ドの
一
定

の 地点か ら、27、4m 離れたネッ トに 白い紐で｛乍られた

A 、B 、C の 三 っ の ゾーン に向けて ス ロ
ー

イング した。

A ゾーンは、一辺が 50cmの 正方形で、地上か ら110c匝

の 高さにその底辺が位置して い る。B ゾーンは、高さ

270cm
、 横28ecmの 長方形の A ゾーンを除い た部分であ

る 。 C ゾーン は、　 B ゾーンの外側の部分である〔図 1）。

　 　 　 　 　 　 　

C

0

　 　 　 　 　 　 囲 L．A ．e ，C の 3 つ O ソ ーン ．　 一　幽 Pt

　 　 　 　 　 　 　 異 們置に 引 幽 h 亀 凶 ．　 融 巴 の m 廚 は an

［標的行動】　 本実験におけ る標的行動として、硬式

野球におけるス ローイング技能を選択した 。 この ス ロ

ー
イ ング技能は、野 手、とりわけ内野手におけるス ロ

一イング技能とし、ス ロー
イ ングに関する論文 （平野

・浅見 ， 1988）等に基づ い て、第一著者が ス ローイン

グ技能を 10の 下位技能に分類 し、定義した。そ して、

各選手が 、通常の コーチング条件で誤反応出現率10％

以上を示 した下位技能を 、 行動的コーチ ング IIJ条件

における指導対象の 技能とした 。 各選手の指導対象と

なっ た下位技能の 数は、Pl、P2、　P4が 5っ 、　 P3が 4っ

であっ た。 選手がス ロ ーイングする距離は 27，4mと し

た。 これは硬式野球の各塁聞の距離に相当する 。

【手続き】　 選手は、　且セ ッ シ ョ ン10試行 （10ス ロー

イ ング）行 っ た。 （1｝
一
　 コーチ

・
グ 1 ；  泌

1ピング 。 各選手で指導対象とな っ た下位技能を三 っ に

分類 し、その技能をF黯 的に指導 した 。 　Plの場合 、

第
一
段階では 1っ 、 第二段階では 4っ 、第三段階では 5

つ とい うように、徐々 に指導対象の技能を増や した。

  千　 “　 1　　 の　　　　の
iIl

。 各選手は 、 行動

的コーチ ング 1条件の最初のセ ッ シ u ンの前に、ス ロ

ーイングの下位技能を示 したチ ェ ッ クリス トが配布さ

れ 、 その
一
運の技能の示範と説明を コ

ー
チ か ら受けた 。

  正」．左 墜行△ の宜萱。指導対象となっ た技能を正し

く遂行 したら、コーチは即座にそれを指摘し、賞賛 し

た。
4 　・ 　 t

’ 一
こ ・　　示

’t
　 示 、及登皿：二些

2：．IL　t 。 不正確な遂行をしたら、コ
ーチはその技能の

示範と具体的な教示を同時に提示 し、次に正 しい技能

の 示範と具体的な教示をした。 続い て選手は、正 しい

技能の ロ ール プレイをした 。　 ｛2｝
一
　 ・コ

ー　
’
　 11

；この手続 きはA ゾーンへ の命中率を高めるために導

入した。対象選手 Pl ，P3 にの み 、この 手続きを適用

した 。   五X．iZ．2．1LKt）Q ｛Nl2ilQ＝ il［変更 。
10の下位

技能の うち 、 右膝を曲げる角度と左足を踏み出す長さ

（右投げの場合）を選手ごとに特定した 。 それを付け

加えたチェ ッ クリス トを再度配布 した。   工且薹を見

る」＿；．ltg＞tw 　2：旦 ンズ上 。 行動的コーチ ングll条

件の最初のセ ッ シ ョ ン前に 、 コーチは、各選手に目標

を見るこ との必要 性を教示 した 。 各セ ヅ シ ョ ン中、ス

ローイングする直前に、ラ ンダム に 「目標をよく見て 」

と言 っ た 。
3

−
　 s 　− 　

’
　 1　 3）　  。 　〔3｝通當

虹 と≧ Z ；  C ゾーンに送球 したら、選手は罰と

して腕立工tsma2Q回行 っ た 。   コ ーチは選手に⊥L

ユ pmthLL と需 っ た。   丕正確な技盒蹉 正』∠ 込

技能の丞範と抽象的彑教丞 をした 。

［記録方法］　 各選手の ス ローイング技能と、ス ロー

イングの所産を記録 した 。 各選手のス ローイ ング技能

N 工工
一Eleotronio 　Library 　
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ビデオテープによ っ て録画された 。 後に コ
ーチが

録画映像を観察 し、下位技能の 正誤をチ ェ ッ クリス ト

に記録 した。所産は 、実験に参加して い な い同校野球

部員によ っ て 、実験を行っ たその 場で記録された 。

［信軽渡 ］　 ス ローイング技能の 信頼度は、全86セ ッ

シ ョ ン中ラ ンダムに選んだ15セ ッ シ ョ ン （約 17％）で

測定した
。 式は以下の 通りであ る 。

　　　　　　　　 一致数
信頼度 ＝　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 × leo
　　　　 指導対象の下位技能試行数

　　　　　　　 結 果 と 考 察

　ス ローイング技能の平t刎言頼度はS4、7％ （範囲は、

50％か ら 100％ ）であっ た 。

　各選手の指導対象と：な っ た下位技能の正反応率は 、

通常の コーチ ング条件下では、すべ ての選手にお い て

正反応率の著 しい 変化は見られなか っ た 。

一方、行動

的 コ
ーチン グ 1条件下では、すべ ての選手におい て正

反応率の 上昇が 見られた （図 2）。　しか し、ポール の

命中率は、選手間で
一様の 変化は見られな か っ た （図　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

3｝。そ こ で、A ゾー
ン の命中率を高めるために、行動

的 コ
ーチ ング IIに ス ローイ ング開始時の 右ひざを曲げ

る角度と踏み出す長さを選手ごとに特定するこ とと、

目標をよ く見るためσ）教示とプロ ンプ トを Pl 、　 P3 に

導入した。導入後の ス ロ
ー

イ ン グ技能の 正反応率の平

均 は 、P 皇は 69，2％、　 P3 は99％であっ た （図2）。 A

ゾ ーン の 命中率は PL ．　 P3 とも上昇し、　 C ゾーン の そ

れ は低下 した （図3）1．

　今後、行動的技法が及ぼす行動所産へ の効果の 分析

を含めることによっ て、行動的技法が ス ポー
ツ指導に

有効である こ とを一層強調する もの とな るだろう 。
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パ ー
ソ ナ リ テ ィ に つ い て 考 え る

　　　　
一Radical　 Behaviorismとの 接点はあ るか

一

　　　　　　　　　佐藤達哉 ・ 渡邊芳之

　　　　　（都立大学人文学部 ・ 信州大学人文学部）

こま じ め ζこ パ ーソナ リティ とい う概念の背景

　心理学研究に おいて パ ーソナ リティ の 研究

が重要 な位置を占め るこ とは疑 いがないが ，

そ の 研究が 本邦に おいて 停滞 して い るこ とは

諸家の認め るところで ある。我々は停滞の原

因を探るために 2 年前か ら理論的考察を 行 っ

て きた （佐藤 。渡邊 ，1988，渡邊 ・佐藤，19
89．渡邊 ・佐藤．1990）．今回は我 々のパ ー

ソナ リティ に つ いて の 考察をまとめて紹介し

つ つ 。Radical　 Behaviorismとの 関連に つ い

て探 っ て み たい ．

パ ーソナ リテ ィ心理学とは

　パ ーソナ リテ ィ心理学の原点として ， テオ

フ ラ ス トス著の
“

人さ まざま
”

が取り上げ ら

れるこ とが 多い こ とか らわか るように ，パ ー

ソナ リテ ィ 心理学 とは，そもそ も個人差の あ

り方を記述 するもの で あ っ たの で はない だろ

うか ．彼の 著 を読む まで もな く。我々は 日常

生活に おい て ．実に さ まざ まな人がい るとい

うこ とを実感 しなが ら生きてい る．

　 こ の 点か ら考え るな ら．パ ー
ソナ リテ ィ心

理学 と Radical　 Behaviorismとはその 出発点

から全 く異 なる目的を持 っ て いるというこ と

がで きる．周知の ように Skinnerは．1000匹
の ネズ ミを 1時間観察するこ とよ りも， 1匹

の ネズ ミを 1000時間観察す るこ とを好んで い

た ようであ り。個体差に つ い ての 興味はなか

っ たよ うで ある ．も っ とも ．個体に つ いて記

述す るの か ，個体問 （の差異）に つ い て記述

す るの か とい うよ うな違いは．学問の もつ 基

本 的違いで あ り，どち らも記述に重 きを おい

てい るこ と を考慮に い れ れは，どちらが優れ

て い ると断定 で きる性質の もの で はない ．と

こ ろが ，パ ーソナ リテ ィ心理学は ，個体間の

差異を説明す る
一

般法則を求めるこ とが 目的

とな っ てい っ た，そう して ，パ ーソナ リテ ィ

とい う概念は．個人差の結果の記述ではな く．

個人差の 原因 を作 り出す何か として 考え られ

るようにな っ て きたの で ある．

　 さて ．パ ーソナ リテ ィ とい う概念が単に個

人差 を記述す るだけ の概念に とどまらなか っ

たこ とに は少な くとも 2 つ の背景があるよう

に思わ れ る，その 1 つ は人間の 行動に時間を

越えた安定性や 状況を越えた
一

萸性があると

い う仮定であ り ． も う 1 つ は行動を引き起こ

す何らかの 内的決定因が人間内部に備わ っ て

い るとい う仮定で ある．

　 これ らの 2 つ の仮定は複雑に絡み合 っ てお

互 いを支え合 っ て い るの で反駁するこ とは難

しいが．まず，渡邊 ・ 佐藤 （1990）で明書し

たように 。パ ーソナ リテ ィ研究が扱うような

人間の行動には ．先に述べ たような安定性や

一
貢性はほとん どない ．実際 ， 多 くの相関研

究の 出す相関係数は高くて もせ いぜい ．5位で

あ る，それ に もかかわ らず我 々がある人の 行

動に 安定性 を見い だす こ との 理由はい くつ も

考え られ る． 1 例をあげれ ば ， 他人 を限 られ

た面で しか観察 して い ない とい う理由がある．

た とえば ，我々は同級生や指導教官の 行動が

かな り安定 してお り予測が可能であると思 っ

て い るけれ ども ，そ の 際彼 らが学校以外の 場

で どの ような行動を して い るかに つ いて は，

ほ とんど考慮に入れて い ない．つ ま り ， 私と

彼 らが共に行動 する場面はかな り限定されて

い るの で 。安定 した性格があるか の ように見

えて しまうの である．また．卒業 して か ら何

10年もた っ てか ら行わ れ る同窓会で級友 （旧

友）が ，
“

全 く変わ っ て いな い
”

ように見え

るの は ，その人が （若い時の ）友達と一
緒に

い る とい う随伴性の も とで行動するか らで あ

る．

　
一

方．行動の 原因と しての パ ーソナ リテ ィ

が内的実体として存在すると考えるの は明ら

か に トー トロ ジ ー
であ る．な ぜな ら．あ る人

が どの よ うなパ ーソナ リテ ィ を持 っ て いるの

かは ， 行動を観察するこ とに よ っ て しか推論

できないか らである．この ような主張 はパ ー

ソナ リテ ィ心理学者の Mischel （1968） 、 エ

ス ノメソ ドロ ジス トの Leiter （1980）などに
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よ っ て主張 され ．Sklnnerもまた，
“

態度 ．

意見，性格特性 ．考 え方とい っ た行動の内的

な原因と考えられて い るもの の多 くはほとん

と全 く推論上の もの に とどま っ て い る （

Skinner，1974，翻訳書P．io）
”

と指摘して

い ろの だが ，学界 の 大勢に は影響 して いない ．

人間の 中に何かがあ っ て入間の 行動を支配し

て い るとい う考え方 は，か つ ての ホモ ン キ ュ

ル ス説と類似して お り，この ような考え方に

対 して は．何人 もの 研究者 が疑問 を表明 して

きたに もかか わ らず．さまざまな変形版が し

っ か りと心理掌 に 根づ いて い るようで ある．

　人々が行動に 内的な原因を求め る理由を考

察 ず ろの は，人々 が行動の 安定性や
一

貫性を

なぜ 見い だすの か とい う理由を考察す るほど

簡単で はない ．なぜ入 々は内的な決定因 とし

て の パ ー
ソナ リテ ィ に こだわ るの か ，とい う

こ との 理 由とし て ．我々は パ ーソ ナ リ テ ィ が

残遺カテゴ リー的な行動の原因で あるか らで

はな いか と考え て い る （渡邊 ・佐藤 ， 1990）．

　パ ーソナ リテ ィ は行動か ら類推され るわけ

だが ，行動は状況の 影響を うけ る こと もまた

明 白で あ り．ある人が 他人や 自分の 行動に つ

いて 説明ず ると きには ．状況で 説明で きる行

動は とりあ えず状況に よ っ て説明す るはずで

ある．だが ，それ でも まだ説明で きな い こ と

に つ いては内的な何か に よ っ て説 明 して分か

っ た つ も りに な るの で はない だろうか．測定

で きな い 要因を まとめて 内的な要因と考えて 。

パ ー
ソナ リテ ィ とい う名前を与えて行動の 原

因と して扱 っ て い るの な ら ． 測定法 が進歩 し ，

状況要因と行動 との 関係が解明 ざれ るに っ れ

てパ ー
ゾナ リテ ィ概念の 有用性は低下するだ

ろう （Skinner．1974）．

　 また，Skinner （1974，翻訳書 P。188）は ，

内的状態 を言い表ず形容詞や抽象名詞に は
“

深み
”

があ るか ら好 まれ る とい う考察も して

い る．これ も また興味深い 視点で あ る．しか

も．よ り簡潔な説明よ りも
“

深み
”

の あ る説

明を求め るとい うこ とも人間行動の レ バ ー
ト

リーなの だか ら．こ の こ と 自体を対象に して

研究す るこ とも面白いの で はない だ ろうか ．

我々は．なぜ ．どの ように ．人々が内的原因

論的パ ー
ソ ナ リテ ィ観を持つ の か とい う現象

に つ いての 研究を始め たとこ ろである （佐藤
・渡邊 ．1990a） tt

討論

　行動に は安定性や一貫性がな く，また，行

動の 内的原因を考 えるこ ともで きない な ら。

パ ーソナ リテ ィ をどの ように考えた ら良 い の

で あ ろうか ．行動分析か らすれば，まさに言

語的随伴性の 産物に すぎない とい うこ とに な

るの かも しれないが ．我 々は状況と入間 との

相互作用全体をパ ーソナ リテ ィ と して 考 える

こ とが有効で あ ると考えてい る （渡邊 ．1990，
佐藤 ・ 渡邊。1990b） ．Keehn （1980）は ，

Radical　 Behaviorismがパ ーソナ リテ ィ へ の

相互相乗 作用 （transaction）的 アブ ロ ーチ に

と っ て 重要で あると指摘 したけれ ども．それ

は Radical　 Behaviorisrnhs． 刺激 と行動の 相

互作用 を扱い ， 時間的変化も扱い ， か つ ， 行

動の 原因を内的なもの に帰属 させない か らで

あ ろ う．だが こ の 考えをパ ー
ソナ リテ ィ研究

に適応 したもの は少な い ようで あ る．

　Mische1 （1968）が 行 っ たパ ーソナ リテ ィ

心理学批判以後 。パ ーソナ リテ ィ心理学界で

は相互作用を重視す る立場が脚光を浴びだし

て お り，その 考え方は まだ未熟で あ るが ，こ

の方面の さらな る発展が望 まれ てい る （しか

し。これ に逆行 するかの ようll　 ，行動の 時間

的安定性を求めた り ， 自伝的事例研究に活路

を見い だ した り，生理学的指標に頼 っ た りし

て ， パ ーソナリテ ィ の存在を主張す る研究も

多い〉．

お わ り ここ

　行動の 決定因と して の 内的構成概念とい う

既成の枠組み を越え ， 人間 を全体として捉え ，

人間の行動の外的決定性に注意を払 うこ とが 。

パ ーソナ リテ ィ心理学に進歩をもた らすこ と

は確実で あ る し．人間同士の 多様性や ．あ る
一

人の人間に おける多様性 （時間的安定性や

変化）を記述するの に も有効で ある．そうい

っ た意味で ．
“

自我あ るい はパ ー
ソ ナ リテ ィ

は．とどの つ まり組織され た一
連の 随伴性に

よ っ て分 かちもたれて い る行動の レバ ー
トリ

ーであ る （Skinner．1974，翻訳書P。174） ”

，
’‘

異な る随伴性が異な る人間を作る （

Skinner，1989，　P．28）
”

とい っ た言葉は ，

バ ーソナ リデ ィ心理学者 に と っ て参考 に す べ

き点が多いの ではない だ ろうか ．
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大 陸 中 国 人 の 行 動 特 性

樋口義治

愛知 大学

　 日本 と中国 の 付 き合い は長 く、 明治 に至 る

まで中国は 日本 に圧倒的な影響を与え っ づ け

て きた 。 明治以降 、 日中戦争 の集結ま で 、さ

まざまな理 由で 日本人 は 大陸中国 ・中国人 と

の 関係を持 っ た 。 しか し、 1949 年人民 中

国成立 と共 に 、主 と し て 冷 戦ま た中国の 鎖 国

状態の ため、 1979 年 に始まる経済開放ま

で 人間の交流 は殆 ど無か っ た 。 たと えあ っ た

と し て も 、大陸中国を訪れ た人達は 、イデオ
．

ロ ギーの 眼鏡を か け た入 民中国 ・毛沢東礼賛

主 義者達 で あり、中国人の 実際の姿 を見る姿

勢は なか っ た。

　樋 口 は 、 1988 年 9 月 か ら 1989 年 6

月 4 日の 天安門事件後、 6 月 8 日まで 経済開

放下の 北京 に滞 在 した 。 その 後 7 月に 3 週問 、

1990 年 7 月か ら 8 月 にか けて の 1 カ月 、

天安門事件後の 北京の 状況 を観察 する機会を

得た 。 本報告 は 、こ二の 間の 主 として北京 にお

ける 中国 人 の行動特性に っ い てで ある 。

　 1 ）行動速度 ： 中国人の 行動 を観察 して い

て気が っ く最初の もの は その行動速度で あろ

う 。 彼らの 歩行速度は実に遅い 。 繁華街で あ

ろうと、事務所街 、 ま たは建物の 申で も彼 ら

の 動 きは緩慢で ある 。 慈然 と背筋を伸ば して

歩 く 。 そ の 姿勢は明 らか に 日本人 とは異な っ

て い る 。 日本人が少し前かがみ にな っ て歩 く

の に対して 、殆ど垂直に ま っ す ぐまえを見な

が ら歩 く 。 それもゆ っ くり と 。

一度そ の 歩行

速度を瀾 っ てみた 。 帰宅時の もの で あ っ たが、

10 メ ー トル 歩 くの に概ね 8 秒間で あ っ た 。

中国人 は 夕食後散歩す る習慣があ るが 、もち

ろん こ の 時の 速度はは る か に遅 い 。 百貨店な

どの 店員の 動 きも緩 慢で ある 。 客が そこ に い

て もなか な か 来な い が 、もし親切心 を出して

包装などをしてや ろ うなどと彼 らが考 えたと

きには 、包み終 る まで か な りの 忍酎心 を持 っ

て待 っ て い な けれ ばな らな い 。 とは い え彼 ら

と話を して い る と 、彼 らの 実に堂 々 と し自信

に満ちて い る の に驚 く 。
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　　　こ う し た中国人の 悠然 さが 無 くな るの は 、

　　一
っ は 、その話す速度で ある 。 特 に喧曄を し

　　て い る ときな ど 、 日本人が す ぐ手が出 る の に

　　対して 、彼 らは 周 りの 人の 賛同を得る べ く長

　　々 とどなりあう 。 また、バ ス に乗る と きは 、

　　一斉に 走る 。

　　　 2 ）同
一性 、非同・一性 ： 中国人 の 行動 の 第

　　 2 の 特徴は 、そ の 同
一性で あろ う 。 先ほ どの

　　喧嘩の 時 もそ うだが 、誰か が始め ると、皆寄

　　 っ てきて好奇心 ま るだ しで驍め る 。 花見だ と

　　 い うと どっ と押 し寄せ る 。
6 ． 4 天安門事件

　　の 時 も、北京市民達は我も我もとデモ に参加

　　 し、また寄付や 食料 ・毛布 な ど を学生 に与 え

　　 た 。

　　 とは 言 っ て も彼 らが 本 当に民 主化の 為 に立ち

　　 上が っ たとは と ても言えない 。 　　 こ れ とは

　　 反対に 、彼 らは並．ぶ と言 うこ とが で
’
きな い 。

　　 バ スや地下鉄 に乗 るときは 入 口 に殺到 し、逆

　　 に団子状にな り、入 る こ とがで きない 。 また 、

　　 切 符を買 うと きに は 、窓 口 に い く本 もの 手が

　　 延び 、謙譲の 美徳を 発揮 して い た ら全 く切 符

　　 を買うこ とはで きない 。

　　　 3 ）遠慮、無遠慮 ：彼 らは 実に遠慮深 い 。

　　 何か や っ て あげよ うか と言 っ て も固辞 し受 け

　　 な い 。 しか し訪問す る の に時を選ばな い し、

　　 お も しろ い もの は す ぐ手に とっ て い じり回す 。

病院な どで も 、患者の 周 りに はず らりと瀬番

待ちの 患者が 取 り巻 きじ っ と見続 け て い る こ

とが ある 。 何か 頼む と きは こちらの 都合 を考

えな い こ とが ある。

　 4 ）コ ネ ： 中国社会 で何か する と きは コ ネ

が 重要で ある 。 何 をするに も、コ ネが あるの

と 無 い の で は 大 きくちが う 。 買物、切符 か ら、

パ スポー トの 取得まで コ ネが 優先す る 。 中国

人学生はす ぐ大丈夫私 には コ ネが あります と

書 う。そ して彼 ら の 言うコ ネとは 普通地縁 ま

たは血縁関係で ある 。 こ の コ ネにか らんで 面

子 とい うこ と も重要で ある 。 必要な 人 に話 を

通さな い と相手は む くれ て まずい こ と になる 。

面子が っ ぶ れ たと い うこ とになる 。 とは 書 っ

て も 、下 か ら瀬 々 に秘み 上げて い くの は難 し

い 、誰か 上 の 人 と関係を っ ける （コ ネ ）の が

手 っ と り早 い 。

　以 上 大陸中国人 の 行動特性 は い ろ い ろ あ る

が、こ うし た行動 を説 く鍵は以 下 の 点で あろ

う 。

1 ，杜会主義体制 または絶対権力下 の 皇帝

　　　　　　　　　　　　　　　　 体制

2 ．ア ジア的個人主義

3 ，集 団性 ： 地縁 ・血縁社会

｛
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俳句の 季語使用 の 行動の 分析
　　　　　　　　　 藤　　健　

一

　　　　　　　 （ 立命館大学文学部　）

　俳句に お ける歳時記の役割は，（1）句を作る時に ，森

羅万象の どの事象が 作句行動の 弁別刺瀲に な るかを，

作 り手に 教え る こ と と，  すで に あ る句が，ど の 季節
の 事象をよん だか を，聞 き手 に 教え る こ とがあ ろ う．

こ の事象 と季語 との 双方向の 対応関係をま とめ た もの

が，歳時記で あ る．そ こ で ，本報皆で は， （D歳時記 に

記載され て い る 季語 の 属性 （時候，天文 　な ど） の 分

類 と，  俳句 を作 る 時 に 実際 に 用い られ た 季語の 分類

とを行い ，比較的大 きな単位で の 時間の 経過や到来を

示 す季語の使用行動 の 分析を試み た．

方塗 ：分析する歳時記 と し て ，
”

カ ラ ー図説日 本大歳

時記
”

（講談社）を用 い た．また ， 実際に 作 っ た俳句

の 分析 の 対象 と　して ，投句 の 掲載され る俳句の 月刊

誌
”

馬酔木
”

‘
（馬酔木発行所） の 中の

h

馬酔木集 （選

者 は杉 山 岳陽）
”

昭和60年 6月号 （春〉， 9月号 （夏

），12月号（秋）， 3月号 （冬） をそれぞれの 季節の 代

表 と して 使用 した．なお ，新年の 季節は対象か ら外 し

た．
”
馬酔木集

”
に は，選 者の 取捨選択を経た の ち の

句が掲載 され て お り，投句 者一人に つ い て ，最大 5句

まで （投句 は 5句ま で で 螂送の み ） で，上手な投句者

の噸 に掲 載 され る．実際に 分析 したの は， 3句が揚載

され た投 句者の句の うちの ，最初の 句 （その作者の最

もよい 句 と選者が 判断した句）で あ っ た，

結果 と考察 ： （1）歳時記 の 分析n 歳時　記の総目次

に 記載 されて い た季語が 7種の 属性 （時候，天文 ， 地

5s9

lBe

頻
3es

度 、，e

i69

春

夏

秋

冬

臨

麟

2
鬨

理， 生活，行事， 動物，植物，い ずれ も同書の 分類）

の どれに 分類 されて い るかを翻 べ 允 ．図 1は属性ごと

に まとめた もの で ， 時候，天文 地理は何 れ の 季節 も

度数が 100未満で ある が ， 生活 ， 行事 ， 植物，動物は

　100か ら 300程度 とはるかに多 く，ま た季節に よる変

化 も著しい．図 2 に ，季節ごと の 季語 の 分布をま とめ

た．新年を除 くと春，秋，冬は ， 季語がそ れぞれおよ

そ 900程度で あ るが ， 夏 は1500程 と 1。6 倍ほ どあ っ た．

　（2）馬酔木の 分析．図 3 に そ れぞれの属性の 季語の

歳時記の 各季節 の 相対的出現率 と，実際に用 い られ た

季語の相対的出現率 とを， 季節別に ま とめ た．すると

歳時記に 多 く載 っ て い るか らとい っ て，必ず しもそれ

に比例 して句を作る際に使用 されて い るとは限らな か

っ た．例えば，天文は ， 歳時記で の比率は低いカ〜 実

際 に は比較的よ く使用され て お り，一方，行事は ， 歳

時記で の 比率は高 い が実際に使わ れる率 は低か っ た．

ただ，留意すべ きは，図 4に示 した よ うに ，分析の 対

象 とな っ た句 は， い ずれ も選者 と い う投句者に と っ て

の反応強化 ス ケ ジ ュ
ー

ル の 淘汰を受 けた後の 句で ある

と い う点で ある．図 5は，それ ぞれ の 属性の 季語が ，

ある季節 （馬酔木の あ る号）の 句 （上手 な句か らそ う

で な い 句の 頗に 掲載されて い る）全体で ，どの あた り

の投句者に 使用され て い るかを ， 順位の 50％値で示 し

た．季節に よ っ て ，地理，天文 ， 行事の よ うに ，上位

者の 句に よ く使用 され る属性の 季語が あ るよ うで ある．

？eee

隠 e8

蠶 新年 頸

　 　 　 　 tttg8e

時候　天文　地理 生居 行事　動物 　植物

　　　　　　　 季語の属性

　　　　図 1季 語の 属性 の 季節分布

55e

春　　 夏　　　秋　　 冬　　新年

　　　　　　季　節

　　 図 2季語の季節の 分布

団
植物

蒻 動物

鹽 行事

§ 生活

翌 地理
釁 天文

§ 時候
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　　 鬮　50％噸位値の 相対位置

N 工工
一Eleotronio 　Library 　Servioe



The Japanese Association for Behavior Analysis(JABA)

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Assooiation 　for 　Behavior 　Analysis （JABA ｝

通 信手 段 と し て の 電 子 メ
ー

ル

　 土 　 田 　 宣　 明

（立命館 大学 文学部）

　i｛i年 ， 学術 ネ ッ ト ワ
ー

ク の 整 備 が進ん で い る 。
例 jk．ば ， 1981年 ニ ュ

ー
ヨ ー ク 市立 大学 と エ ール

大 堂間 で サ ー ビ ス が 開始 さ れ た BITNET ． 1984年
東 从 工 業 大 学 ・慶 応 義塾 大学

・
東京 大学 間 で 開

始 され た Jil嘩丁．ま た ， 全国 7 地 区 の大 学 を結
ん だ N − 1 不 ッ トな ど があ げ られ る 。
、こ の よ うな ネ ッ ト ワ ー ク の 整備 が進 む な か で ，
不 ッ ト ワ ー ク を利用 し て 情 報の 交換がで き る電
子 メ

ー
ル の 利 用 が増 え っ っ ある 。 しか し ， 電 子

メ
ー

ル の 普及 に っ れ ， こ れ まで 計覧機 とはあ ま
り縁 の な か っ た 領域 の 研 究 者 が 利 用す る に い た
り ， 新た な 問題点 も 出て き て い る 。そ の 問 題の
第 1 は利 用 す る 各大 学 の 計 算機 セ ン タ ーに よ り，
電 子メ ール の シ ス テ ム が 微 妙 に 異 な る点 で あ る 。
例 凡 ば．同 じ N − 1 ネ ッ ト ワ ー ク を利用 し て い
て も ， 電子 メ

ー
ル の 送信 ・受信 の 仕 方 に か な り

の 違 い か み られ る ，こ の こ と が研究 者間 の コ ミ
ュ ニ ケ ーシ ョ ン の 障 害 に な りか ね な い ．
　 そ こ で ， 今 回 の 報告で は ， 電子 メ ー

ル の シ ス

テ ム を比 較す る こ と を通 し て ，こ の 問 題 の 克服
を試 み た い ．主 た る 対 象 と して ， N − 1 メ ール

魏 昊幸ダ簧景昊引 磊餓筆；鱸癸毒裳
・

大 阪 大 学 ， 九 州 大 学 の 各大 型計 算機 セ ン タ ーで

開発 さ れ た メ ー
ル シ ス テ ム で あ り ，

N − 1 ネ ッ

b．ワ ー
ク を利胆 して ， 各計 算機 セ ン タ ー聞 を結

蝿 三劣瀚 輪 ξ藤 と浅溺 7獣 ま芋
あ ま り紹 介 さ れ て お らず 。ま た ， 大 学 に よ り ，

メ ール シ ス テ ム に か な り の 違 い がみ ら れ る の が
特 徴 で あ る e

　分 析 の 方 法 と して ， 7 大学 間 の メ
ー

ル シ ス テ
ム の 違 い を機 能別 に 比 較 した ．ま た 参考 と し て ，

学術情 蟹セ ン タ
ー

の SIMAIL ，　 BITNET と現 行の 郵
便 シ ス ァ ム と の 比 較も試み た （表 1 参照 ）。
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ご 指導下 さ っ た藤 　健
一

助 教 授 に 感謝 致 し ま

す 。

表 1 　 電 子 メ ー ル の 比 較 （1）

  DIR   NICKM 円E   プ ア イ ル （の   解AILBOX   四〇〇TEBOOK   ムCK   複 数 配 送

北 大 X × 要 不 要 受信 簿 の み X ○

東 北 大 X O 不 要 要 有 ○ Q

東 大 X X 要 （送 信 は 可 ） 受 信 簿 の み X ○

名 大 X X 不 要 不 要 受 信 簿 の み o ○

京 大 X X 要 不 要 有 ○ O

阪 大 × ○ 不 要 要 有 ○ o

九 大 X X　 ゴ 不 要 要 受 信 簿 の み o ○

SI 図AIL ○ o 不 要 不 要 有 X o

BITNET × O 不 要 不 要 O O

郵 便 x

禦 ξ皀諭 ． 譏 蝉
合 は 不 要

一 X X
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表 2 　 電 子 メ ール の 比 較 （2）

  受 信 時 の 通 知 内 容   BBC   ロ
ー
筋 ・メ

ール

北 大 YOU　 HAVE 融 工L × X

東 北 大 YOU 日AVE 隙 ll、 O ○

東 大 （図 1 参 照 ） ○ O

名 大 YOU 　 HAVE 　 HAIL ○ ×

京 大 YOU　HAVE 　HAIL ， ENTER 　
”

鬥為IL ，，CO 鬥卜｛AND　PLEASE × ×

阪 大 YOU　 HAVE 阿AIL 0 O

九 大 YOU　 HAVE 鬥AI し X ○

SIHAILYOU 　｝｛AVE　RECEIVE 　　卜IAIL （NE』1） o ○

BITNET ＜RECEIVED 　HAIL ／FiLE 　LIST ＞　　（零 零 ） × ×

郵 便 一 X （学 内 郵 便 ）

　　　　　　READY

−
　　　　　　＊‡　HELCOME 　TO　）OS3 　NI　TSS

　　　　　　＊i　丁OKYO 　　　　CONNEC ↑ED

　　　　　LeGON　C 　 ？．OP 　ID番号 入 力
　　　　　　JET12026A 　ENTER　PASSNORD 　FOR　D53531　−

　　　　　　“HWNN 囚N』」；； ； ：； ：： ：RRRRRRRR ： ：： ： ：：：：GGGGGGG6 ：：：：；：：：MMMMMMMM：：：：：：：：88888888 ： ：：：：：

　　　　　蕊諞 1、塞。lllll°ll晶 。、 ＿ 。．。＿ 1，、． 11．27．45
　　　　　JET100651 　TSS （【D番 号

曾
）STAR 丁ED　丁工ME ＝ 11 ：59 ：55　D禽丁E二 90噛08 −06

　　　　　JET105721　YOU　HAVE　BROADCAST　MESSAGES ； ENTER　LIS丁BC　 COMMAND　tw 　セ ン タ ー か ら の 通 知

　　　　　 ＊＊＊＊t 　8　GATU 　NO 　
’SER ）工CE’　KYUUSHI 　丁OU 　NO 　OSHIRASE 　＊＃＊＊＊＊ts ＊t ＊s ＊x＊＊s

　　　　　　x 　　8／26（SUN ）　　　　　　　　　　 ：　
’SER ）ICE，　KYUUSHI ．（， CEN丁ER，

　TEIDEN ）

　　　　　　＊　　8／29 （HED ）−9／4（TUE ）　　　：　
’SER）ICE ’

　KYUVSHI ．
　　　　　　　　　　29（NEO ）　：　KYOUSEI　SHUTSURYOKU 　NO　OKONAIMASU ．
　　　　　　　 尉EしCOME 　TO　鬥680H ．

　　　　　　　 YOUR 　LAST　ACCOUNT 　（USEO ：￥1253 　8UDGET；￥5000）

　　　　　＞＞主阻

　　　　　　YOU　 HAVE　 MAIL 　 NIMAIL　 Pt 　MAIL を受 信 し た 知 らせ

　　　　　 ＞＞　NIM 《1し

　　　　　Y・u ・re （ID番号 ） Ok・wait 　uhiLe し。・king　 up　f・r　y・ ur 　mai しs ．

　　　　　　
一一

＃一一一sender −Lnost ）一一一一一date −一一一一一subject 。一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一■一一一一一一一一一一一

　　　　　　＃Ol （送 信元 の ID番号 ）） 90−08−06　NIMAIL 丁ES丁
　　　　　Nou・　enter 　a　aai し　number ・　or 　command 　if　any 。
　　　　　MAIL：〉 」1＿L
　　　　　　＃01

（送 信 元 の ID・番一
号）

） 90’08“06　NIMAIL　TEST

　　　　　爵識櫺網 。KY。 ｝叔

　　　　　MAIL ＞ D1
　　　　　（D）eLete 　maiL 　＃01　successfu し。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図 1 　 東 大 の NIMAIL （sss ）

（e ） 遠 隔 地 か ら 利 坿 す る 腸 合

（＃＊ ）京 大 で は ， B互TNET に 人 る と ， 自動 的 に 表 示 さ れ る ．

（‡ rt＃ ）下 ．線 部 が 入 力 箇 所 で あ る 。
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