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実験 制御用状態表現 シ ス テ ム ：MSX2 ＋で作動す る SN −FORTH
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 堀 耕治

一1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（埼玉 医科大・学）

　堀 （1985，1986）は，Applc　ll上 で 作動す る 実験制御
用状態表現シ ス テ ム （SN−FORTH ）を開発 した が，今

回若干 の 機能拡張を施し た 上 で MSX2 ＋へ の 移植を完了
し たの で 報告す る，

ユ 2至 鑿 魎 ）コ ン ピ ュ
ー

タ 制御

　 行動実験，とりわ け オ ペ ラ ン ト行 動 の 実験 に お い て

は，手続 きをプ ロ グ ラ ミ ン グ す る 場合，複数の 事象を

同時並行的 に 処理 しな け れ ば な ら な い こ と が多い ．mult

VI　EXT を例 に と れ ば，その Vl 成分 で は，反応，変動

間隔時間 の 経過，成 分 時間の 経過 な ど とい っ た，少な

く と も 3 つ の 事象を並行 して 監視 で きる よ う配慮 しな

け れ ば な ら な い ．BASIC 等の 汎 用言語 をそ の ま ま の 形

で 用 い る と，プ ロ グ ラ ム ル ーブ の 中 に ，こ れ ら の 事象

の 生起 ・非生起 を 判断す る ス テ ートメ ン トを，手続き

の 整合性 を乱す こ と な く埋 め 込 ん で い か な けれ ば な ら

な い ．こ の こ と 自体は 決 して 不 可 能で は な い に せ よ，
結 果 と し て 出来一ヒが っ た プ ロ グ ラ ム は，デ バ ッ グ す る

に せ よ改訂す る に せ よ，きわ め て 扱 い に くい もの と な

る．プ ロ グ ラ ム を 書 い て ひ と 月 も経 て ば，書 い た 当人

に とっ て す ら ，リス トは ほ と ん ど無意味つ づ りで ある．

　こ の よ うな事態を避 け る 方法 は い くつ か あ る が ，最

も徹底 的 な手段 は
， オ ペ ラ ン ト行動実験 の 制御 に適 し

た 専用 の プ ロ グ ラ ミ ン グ 言語を使 用 す る こ とで あ ろ う．
行 動実験専 用 言言吾と して は Snapperら（1973，1982＞が 囲発

した SKED お よ び Super　SKED が著名 で あ る．こ の 雷語
は ，行動実験 の 手続 きを い くつ か の 状態 （State ＞ に 分割

し，状 態 間 の 遷 移 （lrmsition ）に よ っ て 手続 きあ進行 を

表現 し よ うとす る もの で あ る （図 1 にCRF ス ケ ジ ュ
ー

ル の 状態図を示 す．円 が 状態 を，矢印が 遷移 を表 す ．
矢 印 に 付随す る 記述 は， 「選移 の 条 件と な る 事象／ 遷

移 の 際 の 刺激 ・・
変数等 の 操作」を意味 す る）．ま

凹
た，

…つ の 実験 を，相互 に独立 した 複数 の 状 態群 （s【飢 e −set）
に よ っ て 記述 で きる の で，複数 の 事象 の 同時並行処理

も簡単 に 実現 で きる 上 ，手続 きの 全体像 も明瞭に把握
で きる ．加 え て ，複數実験 の 同時制御 も可 能で あ る．
残 念 な が ら，SKED をは じめ とす る 大部分 の 状態表現

禽
　 　 　

図 1CRF ス ケ ジ ュ
ー．

ル の 状態図

蹉

シ ス テ ム は 高価 な ミ ニ コ ン 上 で しか走 ら な い た め，こ

の 国 の 大方 の 研究者 に は 予算の 限 界 を越え て しま う．

2 ．MSX2 亟 SN 一
鑓 RTII の 概 要

　 SN ・・FORTH の Apple　llバ ー
ジ ョ ン は，パ ソ コ ン 上 で

作動す る状態表現 シ ス テ ム と し て 開発 した もの で あ る

が ， 実験データ の デ ィ ス ク 保存を サ ポ
ー

ト して い な い

こ とな ど何 点 か の 不備 が あ っ た．ま た Apple 　IIと い う

機種 自体 が過去 の も の と な っ た こ と も あ り， 新機種 へ

の 移植 の 必要 が 生 じた，移植対象 の 機種 と して は ，将

来的 に も供給 の 見通 しが あ る程 度立ち，か つ 最 も廉価

で ある とい うこ と か ら MSX2 ＋ を 選 択 し た ，

　 MSX2 ＋ バ
ー

ジ ョ ン は
， 最大16の 状態群 を並行 処 理

可 能 で ， 1状態群 に つ き16状態 まで 記述 で きる ．制御
・可 能 な入出力 ビ ッ ト数 は，入力 が 16，出力が32で あ る．
ま た 反応 （入力）の サ ン プ リン グ 間隔 お よ び計測制御

可能な 最小 の 時 間単位 は，標準 で 10ms   で あ る ．よ

ほ ど 複雑な い し特殊 な 手続き で な い かぎり，こ れ ら の

数値 は 十分 な もの で あ る．Apple　llバ ー
ジ ョ ン と の 最

大 の 違 い は．フ ロ ッ ピー
デ ィ ス ク へ の デ

ー
タ 自動 保 存

機能を加 えた 点 に ある．

趨

　ハ
ードウ ェ ア と して は，MSX2 ＋本体 とRGB モ ニ タ

ー
の 組 み 合 わ せ に加 え，8255 と Z80A −CrC を用 い た周

辺 ボ
ー

ドが 必要 で あ る
’ 2

（プ リ ン タ は シ ス テ ム の 作

動 自体 に は 不 要）．ソ フ トウ ェ ア と して は，FORTH
−83年標準 に 準拠 した バ ブ リ ッ ク ドメ イ ン の FORTIH

・
r

あ るF83 を動毒環境 と して い る．

ー．

∠L プ ロ グ ラ ミ ン グ 　　　　　　　　　　　　　　　　、

　 SN−FORTH に お け る．プ ロ グ ラ ミ ン グ を，　 DRエ ス ケ

ジ ュ
ー

ル を例 に と り説明す る．図 2 は DRL 実験 を状態

図化 し た もの で，同時並行的 に走 る 4っ の 状態群 と し　　 1
て 覿 さ れ ・ い ・ ．状艦 ・ （SS・，）1よ・ ケ ジ．

一ル 　1
本体 を表 現 して い る・状態駒 （SSI，）螺 積記録 器 　 i
を制御す る状態群 で あ り，状態群 2 （SS2 ，）は 反 応間　　 i
隔 を級区問 眇 で カ ウ ン トす る ため の もの で あ る凜 　 i
験 セ ッ シ ョ ン 開始時 の 刺激変化 とセ ッ シ ョ ン終 了 は，　　　1
状鮮 3 （SS3 ・）が制御す る・　 　 　 　 　 1
　ミN 于 ORTH に お け る プ ロ グ ラ ミ ン グ は ，状態図 を，　　 1
シ ス テ ム に 用 意 さ れ て い る ワ

ー
ド に 置 き換 え て い く作 　 ［，

業 に ほ か な ら な い ．鍼 した プ ・ グ ラ ム リ ス Ht 図 3 　 1．
の よ うに な る （定数 ・

変数類 の 宣言部等 は省略）．ち な　　　t

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旨
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝
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図3　DRL 実験 の プ ロ グ ラ ム リス ト

SS3 ，

SO
ノ剛 SE 　LXUHT  

Sl
… 聯

   
図 2　DRL 実験 の 状 態図

み に，こ の 程 度 の 実験 で あれ ば，本 シ ス テ ム は 4 台 の

ボ ッ ク ス を同時 に 制御 で き る．

5 ．　 時間 モ ニ ター

　 ユ
ー

ザ
ー

（実験者）は，キ イ ボ
ー

ドを 介 して シ ス テ

ム の 実時間モ ニ タ
ー

に各種 の 命令 を与え る こ とが で き

る ．こ れ らの 命令 は，主 と して 以 下 の 3 つ に 分 か わ、5．
1 ）シ ス テ ム 起動

・
停 止 ， 2 ）状態群実行登録

・
状態

群 強制停止 ， 3）作動状況表示．

　実時間モ ニ タ
ーは，実行登録 され て い る状態群を優

先的 に 処理 しつ つ ，余剰 時間を利用 して こ れ らの 命令

を受け付 ける．余剰時間 は ま た，実験 と は 何 ら関 係 の

な い バ ッ ク グ ラ ウ ン ド＝タ ス ク の 処 理 に も利硝 す る こ

とが で きる．

一 ．

　本 シ ス テ ム i： ，MSX2 ＋ と い う，現在で は記憶容量 の

点 で も処理速度 の 点で も最 ド位 に属す機種を有効利用

す る た め ，記憶空間 の 利用効率と処 理 速度 に 優 れ たFO
RTH を ソ フ ト面 で の 動作環境 と し て い る．したが っ て，

FORTH に 既存 の 各種機能 を その まま利 用 で き る 反面，
FORTH に 関 して 少 な くと も入 門 レ ペ ル の 知 識 を 必要

と丁 翫 ま た周辺 ；＃
’
　
一一

ド も市販 の もの は利 用 で きな い

の で 自揮 の 必要が あ る ．周 辺 ボ ー ドの 部品代 は5000円
程 度 で 娯 まる の で ，MSX2 ＋本体，　 RGB モ ニ タ

・一
，プ

リ ン タ な 」
ごと 合 わ せ て ，定価見積 で も．20 万 円以 下

で 制 御 シ ス テ ム を 構築 で き る．

叢
堀 耕治 ｛985　行動実験 の マ イ コ ン 制御 一実験的 行動

　分折 に お い て一
　心理学評論，28，344−359．

堀 耕 治 1986 　SN −FC）RTH −−Apple　IIに よ る 行動実験

　用状愈牧 現 シ ス テ ムー
行動分析学研究，1，39−42．
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SnaPsrcr　et　n．’，！982　 State　1］Otation 　of 　behavio」
’
虹

　 Ptoccdufes ．　 Behavior　Rcseatch 　 Methods ＆

　ll…st「umer ・・tation，14，329−342．

刺

本 シ ス テ ム の 開発 に 当 た り，情報 の 提供 お よ び シ

ス テ ム の 試験的運用 に お い て 寺 田 雅英氏 （慶応義塾大

学）の 協力を得た．記 して 謝意 とす る．
輯

希望者 に は，周 辺 ボ ード回路 図 とSN・．FORTH シ ス

テ ム デ ィ ス ク を 実費 で 提供 す る．
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研 究 行 動 に お け る 電 子 掲示 板 の 利 用 に っ い て
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （BBS ）
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 土　 田　 宣　 明

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （立 命 館大 学 文 学部 ）

け

　
種

し

や

険
る

B
い

な

　
4
°
動
危
す
p

な

し

　
を

た

移
く

用
で

ら

動
゜
方
い

の

招
利
上

な

移
た
み

て

へ

を

ら

た
ば

を

し

読
れ
ド

難
か

し

れ

板
要
の

さ
｝

困

地
手
け

示

を
事
な
ボ
て

隔
入

な

掲

力

記
が

ら

つ

遠
を
し

つ

労
は

夫
か

え

，

ル
一

ず
の

S
エ

ド

か

け

ア

タ

つ

り
B
な
一
　’
わ

ユ

ス

と

な
B
か

ボ

ど

り
ニ

マ

ひ

か

の

細

は

，
大

，
面
定
゜

【

る

，
が

消
が

の

対
果
に

BB

の

の

え

て

報

が

題
へ

に

結
向
B
，
る

ン

考

け
情

の

問

ド

問
’
傾

と

り

す

ヨ

を

か

な

も

の
一

質

る

少
い

な

少

シ

性

を

要

の

答

ボ

，
か

減

低

く

減

［

率

間
必

そ

応
答

ー

分
も
が

く
が

ケ

効

手
，
用
に

回

照
が

数

率
に

度

二

に

゜
に

利
2
＆

参
と

力

答

れ

用

ユ

ー

た

上

の

第
問
2
こ

入

応
さ

利

ミ

第
れ

た

S
°
質
図
い

の

゜
化
の

コ

ず
わ

し

B
る

の

ー
低
の

る

強
の

も

先
思

達
B
あ
S
と

り

も

れ

が

も

．
S
，

に

到
，

が

B
る

な

の

さ

力

の

．

　

　

　
　

，

な

と
マ

を

る

B
ば

う

に

合
性
B
み

か

そ

察
入

そ

か

　

　

　
　

　
　

　
，
法
あ
B
ら

よ

板

場
能
の

を

が

問
推
ル

ム

う

時
ず
東
き

反
設

た

て

作

で

：

な

る

示
い

可
情
数
率

質
と
「

テ

う

る

ら
，
で

の

の

つ

つ

操

間
め

る

あ
掲
な

る

学
力

答

，
の

メ

ス

か

す

な

た

定
そ

ド

あ

と

の

手
と

あ

が

の

れ

れ

゜
入

応
て

も

の

シ

な

索
ば

ま

設

し
一

が

に

S
は

ま

で

要
的
ら

さ

る

積
る

し

る

へ

S
は

検
れ

　
類
か

モ

性
者
B
の

　
つ

必
目

得

去

あ

累
す
と

あ
SB

で

り

な

゜
用
因

を

セ

大

東
B

な
々

る

利
要

と

報
の

と

の

か

様
い

を

な

こ

情

学
S
協

が

，
て
S
う
る

術

大

B
区

用

も

め
B
よ

す
学
阪
B
地

利
て

じ
B
の

定
，
大

る

る

の

い

は

て

ど

推
学
，
い

い

）
お

れ
い

が

て

大

学

て

て

板
に

さ

お

」

い

道
大

れ

れ

示
動
用
に

手
つ

海
屋

さ

さ

掲
活
活
動
勝
に

北

古

置

置

子

究

，
行
い

か

，
名

設

設

電

研
て

究

使
る

は

，

に

に

（
，
し

研
「

れ

象
学
一

学

S

た
と

，

，

さ

対
大

タ

大

B
め

場
は

り

右
．
京
ン

阪

（
ス

つ

し

T
が

ン

セ

よ

だ

N
者

コ

ク

に

た

く

筆

ソ

ア

ド

（

じ

は

パ

の

ン

゜
同
m

る

聡

マ

た

で

な

あ

CS
コ

し

由
要

て

MS

続
経

必

亂

蝉

爆
∂

靆
縱

自阿
，

し

セ

よ

妾

1
ら
　
　一

−

歪

の

、

関

谿鐵櫨鸚
献
1

学

文
一

理

考

健
心

参

藤
西

　

　

続
機
み

で

た
1
表

゜
者
肋
接
算
の

ド

し

図

を

学
と
に

，

に

を

指
も

　

　
　

　

　

　

　

　

事
大
こ

S
は

板
板
を
と

　
’
示

な
は

情
目
向

予
移

を

し

を

か

S
学
’

に

゜
に

板

索
路
が

B
°
り

思
た

板
示

検
経

法
B
た

あ

下

つ

示

掲

を

な

方
の

つ

で

ら

か

掲
の

板
的

作
情
あ

造
か

な
の

知

示

般

操
学
で

構
層

ら

的
未

掲
一

，
，

在

層
上

な

目
，

の

の

り

に

存

階

，
ば

に

が

定

で

よ

特
な
る

で

れ

度
た

特
ま

に

゜
異

な
ま

け
一

つ

　，
る

協

る

特
ら

る

な
，
あ

は

す
区

か

，

か

す

し

て

で

こ

云

也

b．
丶

醇
垂

的
丿

薩

り
　
ニ

ノ

ま
　の
ズ

　ピ
　

ノし
ヌ

コ

　

お

　

　

　’
が

比

多
到
移
定

可

B
じ

の

で

た

左
る

東
セ

大
る

筆
21
に

計
学
ン

得

，

は

換
究
あ

て

す

，

機
，

あ
：

覇

ト

型

大

マ

取
：

記
各
る

BS

示

示
板
こ

年
し

交
研
に

つ

と
一

算
学
で

法
0ー

ン

大

屋
］

て

果
の

゜
な
BB

掲
掲
示
る

近
及

報
本
る

よ

的
タ

計

大
S
方
98
イ

各

古
S
べ

結
的
た

異
の

B
の

て

掲
す

　

普
情
　
す

に

目
ン

型
北
B
　
PC
ポ

て

名

S
す
　
目
し

り

他
の

的

け
め

動

　

　
　

　
　

　

　

　

　
　

　
　

　
　

　

　

　

　
　

　
　

　

　

　
e

ー−
ii

ー

ー・−．．・
ー

ー
ー
直
ト

ー
ー
「．
ー．

ー
｝．rIh

襲

ー「

ー
ー
ー

臣、
iEi

°
」

F

18

　 16

累

積
14

メ
ユ2

［

ル 10

数 80

60

　
40

　
20

　

　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 時 間 の 経 過

　　図 2 学 情 QA ボ ー
ド の 月 ご

’
と の 入 力 メ ＿

丿瞰
図 2 は ， （藤 ， ユ990）（私 信）に デ ータ を加 え ， 作図 し 直 し た も の で あ る

4
N 工工

一Eleotronio 　Library 　



The Japanese Association for Behavior Analysis(JABA)

NII-Electronic Library Service

Th
  Japanese　

Ass ° ° iati ° n
　
f ° ・ Behavi ° ・ Analysis （JABA ｝

9 ヒ大
鴨藷

大
一
匪 li 名 a大 r卿 く

髄
学 1青

一

1
’
Li

．：蔓6：亘：：i1
』』
匸る

’
d
’
6N

’

1

SSPE　V ＋ LI

（ASPENラ1ンモ
ー
ド6堕

起動）

［
　
　

MBしIST 1
’
1ヨニ廠 示 …

［iiiigiiiiiii轄

纛

撫
ラ

警

鑿
墨

メ

f
…
…
し

［
（

『
Lに

（　

　

鴕

　

　

　

配
瞭灘

鼎（記事の 選択）

幽

iLOGONi

i二r ス獅づ名 i
｝の 表示

歯

LOGONi 　　iLOGON

iメニュ
ー
帳 示 i ’…

T
… ”．齟−

圃
（メニ ュ

ー
の指定）　（メ ニ ュ

ー
の指定）

鵠
（記事の 選択）

區

　　　Li
特定メ：r

・
へのi

　　移動L齟．．．L．幽．馳．齟．．．．凾．．

L

噸
の i

÷
（記事の 選択）

區塑 …墜

．一．聖ρ鯉 廻jiL ・ G ・ Ni

　　　「
X60637／USER

i竺鸚黠 i

歯
（

禦轡
）

1
’

三三ヨ蒔
’”

1

薗
（メ ニ ュ

ーの指定）

…グ據
名

’
注蠻

の i

（朔づの選択）

ll壷 …

1ヨ』
（記事 の 選択）

齒

掲示板名 i
の表示　 i

癖
BL

（記事の選択

記事 の表示

騰

癬

邏
（注）
｛1）

（2）

｛3）
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〔5）

い ずれ も，主シ ス テ ム の BBS で ある．

実線の 四角は：1マ ン ドの入力を ， 点線は応答そ の他を示す．

北大 は，遠隔地 か らASPENの ラ ン イモ
ードを選択して 利用 した場合の例 で あ る．

東北大 は ， 2 つ の 地区協ボードがあ る が，構造的 には ほ とん ど同 じで あ る の で ，統
一

した ．

東大は初期設定モ
ー

ドで の 使用例で ある．

i騾 の i

齒
（記事の 選択）

記事の 表示

図］．　 各大学 ， 地 区協の BBS の記事表示まで の あらま し
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非 日 常 場 面 に お け る 日 常行 動 の 分 析

　　　　籘　 健　 一

（　立 命館 大 学　文学 部 　）

　　人は時として，その欟人の常日頃慣れ親しんで い

　る環境が、をれ とは異な っ た環境へ と変化する， 習

　い換えれば1 そ の個人に と っ ては 「非日常的な」環

　境に変容するとい う出来事に遭遇する．本雛 でば

　入院 と書う出来蟇によ っ て， 「非日常的」な環境に

賑された駘 に おける醜 行勤に つ し・て汾 析を試
　みた．

　　IEIII：−GEJI・ ・ 　 へ の
一
の 　 wal：L

1989ffのpac：・偶然に も肺炎に よ っ て およそ半月の

　間入院する機会を襯た．自宅に お い て，服薬に もか

　か わ らず 3 日間程の高熱と著しい倦怠感力鯱 い たた

　め 高槻市内の M 病院 （総合病院） で受齢した結果
肺炎と診断され 即 日入院した．matWX 　入
院した最初の 5 日闇は大部屋の病室に，以後退院す
る まで は 2人書隰 で あっ た．難 魏 辺 旦
撫 ケ ジ ュ

ーノ1k 症状の躑 匕に応 じて多少の逮い は
あっ たが，基本的に は以下 の とお りで あ っ た，　 ’

06：00検温　a3：00皸 09：00　点滴（約 1黼 ）
12：00 昼食 13：00 検温 17：00 夕食 17：30 点滴
（約30分 ）18：00　問診 21：00　病室消燈．病饒内
で の食竈は ， 3 食とも給食を受けた。病院内の ロ ビ
ー

に 1よ　ジ ュ
ー

ス 類の 自勤驪 幾 電諾，テ レ ビ
，

新聞雑誌が設躍されて お り，い ずれ も利用で きた．
病院か らの外出は禁止されなか っ たカS 入院期聞φ一度 も外出し なか っ た．また ， 食轟と運黝に つ い て
は1 特に捲示は：なか っ た．塞 空一
麹 一塑襲 鐡 麩 〔1ト般的出締 の滌 に，
手帳にその時刻と共に記入する方法をと っ た．この

手帳　（ダイ ゴー
製　　6x9 （コ   34g，　　　　　　　　　　　　　　　　　鉛雛つ き，私

物）は，もともと勤務先大学で の実験作業に お い て、
実験日誌に紀載す る各項目の メ モ の ために ， 入院以
前か ら被験者が使用 して い たもの で あ る，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 僕 験 H
疏の纖 に お ける この種の手帳 喇 用‘こつ い て は

、

謝献 学棚 晦 轍 室（1er5）カees ：なる．）傭
llbl’Sの齪 は 市販の デ ジ タ ノ嗷 蠏 （形式不明）
を用 い た、起床時に 腰部に i賭 し， およそ 1時闇ご
とに 数値を醗み取 り，上述の手螫 に配載 した。歩数
は、就寝時に リ

．
セ ッ トした，こ の歩数計の 使用に つ

い て は，被験者は
．
｝
虚
分な経験を有 して い た．

灘 晝灘 融 身で あり、入院時3 臓 で，en
まで に 雛 かな・る入m の経騾 ・無 く，肺炎に腱 っ た
こ とも無力丶

っ た．

　篷晝魏 ：入β躑 罪（1≦鋼 …8月 4H 　（金）カ、 ら
δ月19H （土） ま で の 16B間 ）の うち ， 入院 2日め
か ら，嬾 の鰹 蠢を關始し，歩数計は 4H めから装

　薔し，退院まで続けた。それぞれ IB めからの紀録

　を欠い た の 嫉 入院が態であっ たため，準備が整っ

　てい なか っ たためで あ っ た．

　　懸 と叢靈：図 1に入院後の 回復の様子を， その

　日の体温の罎高値で示 した，入院娩　5日 め あた り

　か らほ ぼ平熱にまで下が っ た．図 2に 1日 ごと に 算
　出した全体反応＄を示 した．こ の反応率tよ 概ね直

　線的に増加して，測定開始直後の およそ4倍の 反応

　率を，退院時に は示した．患者の 体調の 圖復と， 新

　奇な環境に対する はた らきかけの 双方の 反映で あろ

　う．なお， 10 日めと 12 日めの低下は 午前中の

点滴が 2時間を超える掻時間に なり，被験者の 自由
時間が減少した結果と考えられ る．図 3に，入院中
の生活O ，所謂 「区切り」ごとにみ た累飜歩数曲線
を示 した．区切りの契機となる出来事に 毎日ほ ぽ

同時刻に，そ の時の被験者の行勤に依存する こ とな

　く出現する 厂食事の配膳 （看護mahSそ の 患者食を
ベ ッ ドまで持 っ て来る）」で あろ うと推測し、 これ
に基づ い て 4つ の期闘ごとの，毎日の 累積歩数を連
結表示 した。図中の黒と白の 三 角は、それぞれ 「日

時の明示 はない が 退院が示唆された時点」と 「退
院の H時が明示 され た時点」を示す．図3から，そ
の H そ の 日の そ れぞれ の 区切りで の 活勤靂は 日が
経つ に つ れ て どの区切りで も同じように増加 して い

くの で はな く，　「起床から朝食」，　「昼食か ら夕食
」 「夕食か ら就寝」 に お い て、大きい． 「朝食か ら
昼剣 の区切りで は，やや低い の は点滴のageeがあ
るか らで あろう．ま直，退院の数日前か ら示され る

蹴 量の加速的勵 日は， 「タ食か ら就黜 以外の 区
切りに お い て は 程度の違い は あるもの の，いずれ
に お い て も観察された．入院生活をそ こで遇こすと
い っ 、そ れまで とは異な っ た、「非日常的」行勤環境
嫉 　FT ス ケ ジ za ・

一ル で出現させ る食事の 機会を弁
別轗 として，その個人の行動を 「時間的に振る舞
い 分け．t／る よ うで ある．今圓ぱ 肺炎とい う呼吸器
系統の疾患であ っ たために，食事の機会が こ の よう
な機能を ， 特に強 く発揮で きた句能性がある．また，
皴験者の示 した病院の外部 との通信行動怯 入院 3
日 めか ら生起 し （電話をかける〉，退院まで維持 し
た．入灘 ．活 とい う環境下 におい て ば 被験者兼患
者に負担をかけな い ノ亅丶型の手轤1に よ る彳1働 と出来畢
の紀載とい う単純な方法で も，事後分析に かなり耐
え得るもの と考えられる．
鑓 文献 ・鮒歎 轍 鵬 構 腟 1瓢 航海士の実
務必携　　　　海文堂
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発達障害児の遊び場面に おける

　　　　　　　　　　　　　　　　　 西村和代 ・山本淳一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （明星大学）

「自発」的行動の形成

　　　　　　　　　 【目的】

　自閉症 と診断された子供達の 問題行動として、自
分か ら環境に 働き か ける事が 出来な い こ とが挙げ ら

れる。彼 らの 日常場面に お い て は、大人がブ ロ ン ブ

トや指示 を多くの場面 で与える た め、そ れ ら を待つ

行動が強化 さ れ て い る こ とが 多い 。 い つ も他者か ら

の指示 ブ ロ ン ブ トに よ っ て行動する場合 は、自発

的に 行う行動を形成す る必要が ある 。

』

　今回 の研究は 、 他者か ら の指示やブ ロ ンブトで は

な く、環境の中の 既存の刺激に よっ て 「自発 的」 に

行動する こ とが 出来るように な る ための 訓練 の 効果
を 、 遊び場面を利用 して検証 したもの で あ る。

　　　　　　　　　　 【方法】

　《対象児》自閉症 と診断された S 児 （男、CA・ 12yer

　IOmo．MA；3yer4tmo）。 彼 は、こ れ ま で に 報告言語、

　言行一致訓練 などを受けた経験が あ っ た。言語行動
は徐 々 に 分化 して きて い る もの の 依然と し て エ コ ー

イ ッ ク が多 く、他者の指示 を待 っ て行動し、自発的
な他者へ の 働 きか けは ほ とん ど 見 られなか っ た 。

　《材料》　 B5 サ イ ズ の 模造紙に横書 きで、 「○○

先生」 と人物 の名前を書 い た カ ー
ド、 「OO をや ろ

う」 とこ れ ま でに セ ッ シ ョ ン で行 っ た こ との ある遊
び を書 い た カ ー

ド、セ ッ シ ョ ン 当日の 課題予定と休
み 時間を順番 に書 い た時閤割表、椅子、磁石、ホ ワ

イ トボ ード、記録表を用 い て行 っ た 。

　《ターグ ッ ト行．動｝

　 5 分間の休 み 時間に 対象児が、 「00 先生、○○
をや ろ う。 」 と トレーナー

を遊び に誘う言語行動を
ブ ロ ン ブ トや指示 な し に 行 う こ と とした。尚、休 み

時間 の 開始か ら初発反応 ま で の 潜時、 1 つ の遊び あ
終了 か ら次の 醗 ま で の 潜時が 平均 30 秒以内で あ

’

る こ とを規準 と し た。

｛マ テ リア ル 》

（人物＞ 1回 の休み時間 に 5 〜6 名の トレーナ ー
が

入室 した状況で訓練が 行われた。ト レー
ナーの 延 べ

人数は、男 8 名、女 10 名 の 計 18 名で あ っ た。
〈遊 び〉訓練 で使用 して い る、タッ クル、マ ッ ト、

大玉、相撲、パ ズ ル 、逆立ちの 6 種類が 遊びとして
用い られ た。

　｛室内の セ ッ テ ィ ン グ》

　 訓練は M 大学の 遊戯室を使用 して行われ た。訓練
で 使用 して い る遊具の 置かれた室内に 、 訓練者 （M

　T ）と、対象児 （C ）、 5 名の トレー
ナー、及び カ

メラマ ン が 入室 した。ベ ース ライ ン 期、ブ ロ ーブ テ

ス ト期は、対象児 と トレー
ナ
ー

の居る位置は指定さ

れて い なか っ た。

　《手続き》

　 先行訓練 として、訓練 の休み時閤に訓練者と対象

児が
一

緒 に遊ぶ こ とで、遊び の レパ ート リ
ー

の 形成

と、そ れぞれ の遊び に対応 した命名を行 っ た。また、
対象児が、訓練に 参加す る トレー

ナーの 名前を覚え

る こ とを行 っ た 。

・〈ベ ー
ス ライ ン 期＞

　 5名 の ト レー
ナーが 、在室して い る状態で、対象

児 に各 ト レー
ナー

の 名前を確認さ せ た後、 5 分間 の

休み時間を設定 した。

　（トレーニ ン グ期〉
潮　　1 ；　 デ 1

ン

　壁 に人物、遊び の文字カードが無作為 に貼 っ て あ

る状況 （図 1 ： 文字カ ー
ド位置参照 ）で、対象児役

の トレー
ナー 〔T1 ） が、 「○○先生、○○をやろ

う。 」と T2 を誘 い 、　 T ユとT2 が一
緒 に遊ぶ とい う

モ デ リン グ を行 い、対象児に行動連鎖を作っ た。

規準 1 ： 1 回の休 み時間を通 して、潜時が 1 分 30
秒以内で プ ロ ンプ トな しの反応が出る こ と と した。
訓 、2 ：　　カー “

の 　　口
示

　対象児が、所定の位置に 時間割と、壁 の
一

側面上
に 位置、順番 は ラ ン ダ ム で 文字カー

ドを貼っ た。

　（図 1 ： 文字カー
ド、時間割位置参照）休み時間に

は、壁 に 貼られた刺激が 見渡せ る よ うな位置 に 椅子
を置 き、対象児を座 らせ 5 分間の休み 時閤を設けた。
（図 1 ： 椅子 の位置参照）潜時が 1 分 30 秒以内で

自発的反応 が 出た場合は、 トレー
ナ
ー

全員が、拍手

で 強化 し、発語が み られな い場合は、MT が対象児
の 眉 を 叩 い て ，文字カー

ドの貼られた壁をポイ ン テ ィ

ン グす る ブ ロ ン ブ トを行っ た。

規準一2 ： 1 回の休み 時間 を通 して 自発的反応 を行 い 、
平均潜時が 30 秒以内で安定す る こ と とした。

1

1
　

8

　　　　　　　　　　　　　f

　　　　　　　　　　　　　i
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　旨
　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　ヒ

　　　　　　　　　　　　　f
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一 ・　
’
1　 一　ン

・

　MT が、自発的な発語を し遊びが終了した 後、持

っ て い た磁石 をボ
ー

ドに貼る事 を加えた モ デ リン グ

を行い、対象児に行動連鎖を形成し た。　 〔図 1 ：磁

石ボード位置参照）MT が 、対象児に 色の 異なる数

種類の磁石を手渡 し、5 分間 の 休み 時間 を設けた。

通過 規準は、規準 2 と同様であ っ た。

訓 　4 ； 　
’
　

”

こ
a

　 　 こ
窘

　 　 　 三

　遊び の 終了後に記録表に 誰先生と、何 をした か を

杞録す る軍を確認と、強化と レて用い た。　（図 1 ：

記録表位置参照）通過規準は規準 2 と 同様で あ っ た。

訓 、5 ： 　 lml 　 　 エ
ー °

　 　 　
’

　規 準 2 の 条件を満 たすご と に 、人物、遊 び の 順番

で カ
ー

ドを壁 か ら外 した 。 対象児 は、遊び の 終了後、

記録表 に 誰先生 と、何 をしたか を自由に 記録 した。

マ ジ ッ
．
ク ミラー

闔 カメ ラ

◇

　 口

対象児

△

AA ・一
： 文字 カード

　ロ ： 椅子

　 △ ： 磁 石 ボ
ー

ド

　◇ ： 記録表、時闔割

図 1 ： 各訓 練期 で の セ ッ テ ィ ン グ状況

甜

　

脚

　
四

口゚

頚

的

反

応

の

平

均帖
旧

時 〆ψ
／

＼＼パ
゜
　 24681012 皇4161820222426

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ・tS　t．St μ．1
　 　 　 図 2 休 み nllUlに お け る 「自 発 」的 反応 の 平均 潜 時

1 回の 休み時闇にお け る 「自発 亅 的反応 の 潜時の

合計を、　「自発」的反応数で割 っ た結果 を図 に 示

し た。

9

〈ブ ロ ーブ テ ス ト期〉

　場面 セ ッ テ ィ ン グは ペ ース ライ ン時と変えず、プ

ロ
ー

ブテス トを行 っ た。こ の場面に お い て は、対象

児と 5 名の 名札をっ け た初対面 の トレーナー
が在室

して い る状況で、対象児 に 名前と顔 を確認 さ せ た後、

5 分間の 休 み 時間を設け た。

　　　　　　　　 【結果 と考察】

　図 2 に 休み時間ご と の 「自発」的反応の 平均潜時、

図 3 に休み時間ご と の 「自発」 的反応 の 回数の 結果

を示 し た。ベ ー
ス ラ イ ン 時は、全く 自発が見 ら れ な

か っ た。訓練 1 、 2 を導入 した が、ブ ロ ン ブ トな し

の 反応 と、発語 まで の 潜時が 30 秒以 内 に 安定 し な

か っ た 。 そ の ため、卜一ク ン で の 強化 を付加 した訓

練 3 を行 っ たとこ ろ 平均 自発潜時が 30 秒以 内 に 安

定 した 。

1
訓練 5 の 弁別刺激 の 文宇 カードの フ ェ

ー
ド

ア ウ トは、ス ムーズ に進み、ブ ロ ーブテ ス トで は、

1 回 の 休 み時間の 自発回数 3 回、平均潜時 は 、 19

秒と な っ
・
た。

　自閉症児 は エ コ ラ リア が 多い た め、音声刺激へ の

依存性が高 く な る 可能性が あ る。今回、音声刺激で

は な く、文字刺激を手が か り刺激と し て用い た こ と

で比較的ス ムーズ に手がか り刺激を フ ェ
ー

ドア ウ ト

する こ と が可能で あ っ た 。 文字刺激は環境 に 同時に

存在さ せ る こ と が 出来る た め、選択肢を広げて い く

こ とや、対象児が 「自発的 」 に 選択する可能性 を高

め る と思 われ る。 文字刺激を設定する手続きを、自

発的行動形成に 用 い る こ と が有効で あ ろ う。

　 rI・・，
バ1

ア自 4rl

【
∫

反

応
　 2
回

数

o24

　6，．8 ユ012 、且4 、161820 ．2224 ：26
　 　 　 　 　 　 　 　 ヤ 　リ　 レ 　　　ン
　 図 3 依 み 時【削に お U る 「自苑」 的反 応 の 回 馼

1 回 の 休み時間に お け る 「自発」的反応 回数の

合計を図に 示 した。
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あるバ ス 停留所 で の 並 び方の 変容の 試み

　　　　永井太朗　　杉山尚子　○佐藤方哉

　　　（富士総合研究所）　　　　（慶応義塾大学）

　本研究は 註 宅魎 砿 大控 き地 に設置 され た バ ス 停留所鯏 用す る 融 生の 鰍 序な並び 彳働 を、
ベ ン チ と2本 の 白線を用 い た 環境操作 に よ っ て 変容 させ る 試み で あ る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　方法
観鮒 墾 ：下 校 時榊 奈川 県 内 の Sバ ス 路線 の あ るバ ス 鰡 所 鯏 用 す る 神奈川県立縞 校 の 生 徒 ． 飆
時に は 1 日 あ た り65人 か ら90人 の 生徒が 利用 した。
セ ッ テ ィ ン 乞 ：当該バ ス 停留所 の 概略図 を 國 工 に示 した 。 観察 は 原 則 と して 週 3回 、 月、冰、土 曜 日の 下
校時 に・ 

人 目の 生徒 が囎 所 腺 る直前 か ら註 徒喋 ま る ピー
ク を過 ぎて

、 生 徒 の 流 れ が 途織 。 ま
で と した ・ ］．　m の 観察 が 1セ ・ シ ・ ン で 劫 ・lt ・ シ ・ ン で 治 か ら殆 の バ ス が櫞 され 、 そ れ ぞ れ の バ

蠢磐
轍 取 さ れ た デ

ー
タ を1試彳了の デー

タ と し た ・・ ・… 期 P・e・ …b… 糊 ・日か ら1・月・日・

並 び 方 の

糊
は・8mm ビデ 勅 ・ ラ（CCD ・皿 55・・ ニ

ー
製） ・ 鍋 レ ン ズ （・・W ．・7P、　K 、NK 。製）を 装

着 し・図 1 跡 根 家 鬮 定 して 生徒 の 行動 を 曲 的 に 撮影す る こ と で 行 な 。 た ． ・ の ・ か 、図 1。 示 す ，

鷺纛 翻 鱗 轡 響 1、鵯 饗鸞 
・ ・醐 ・ 記… 徒 が バ ス ・乗 ・

諜織 飜驟 欝 撫 讖 言
と白黼 意 ・・蹴 鱒 ・・バ ス 停 ・ 一・ か ・ 約・・

塾 デ虹 Z ：ペ ー
ス ラ イ ・ （以下 BL）一ぺ ・ チ （以下 B）− BL 一ラ イ ・ （以 下 ・）

一
、＿、4BL− B．．BL．一、一、＿

BL → ペ ン チ ・ ラ・イ ン （以 下 B ・L）− L−−BL − B・L−−tL
’

の 順 序で 条件交替法 を用 、・ た 。

結果 の 処 eqza1： ビデ 勅 ・ ラ に よ り撮影 さ れ た バ ス 到渤 秒前 の 状況 鎮 上 か 蜆 た 綻 図 、、変換 した も
の を ゜

一
デ ー

タ と し・こ れ を 1・人の 大学生 に 7件法（1・並 ん で い な い 一
・、な らん で い る）で 評定 させ た もの を

葉繋
した ・ また・° 一

デ
『

タ を も と に 弓1・ ・任醜 想 ・ 並 ・ 醐 ・基… 轍 ・聯 ・ し・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　結果 と考察

鑼蘿饕欝繋讐1鵯灘
出

黶霧ll欝轢驚礁
繁 鯲 腰 懲 驚瀦 蘓 疲錨 瓢 こ

・・L条件 ・・条 件 で ゃ や・・ 値 ・ 出 ・

　
こ の 結果か ら、今回 の 環境操作 が 生徒 の 並 び 行

動を完全 に 制 御 し た と は い えない が 、
ベ ン チ 、 白

線 の 導入 が 多少 の 効果 を示 した と は い え る で あ ろ

う。そ の 効果 は 両方 を導入 した と き に 最 も高ま っ

た が、乗客数 が 多 くな る とその 効果 も減少 し た 。

「

　な お 、 実験終了後 に行な っ た対 象高校 生 以 外 の

当該バ ス 停 利 用 者 31世帯48入 に 対 す る 質問紙調査
に よ る と 、 高校生 の 並 び 方 は 実験 前 後 で 変化 が な
い と回答 し た 者 が 80 ％ で あ っ た 。した が っ て 、 実
際 の 生 活場面 で の 改善 は ＋ 分 で な カ・

っ た と い え る

が 、 今 回 の よ うな介入 が比較的容 易な 方法 で も多　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　少 の 実験的効 果 は見 ら れ た こ とは 、今 後 の 改善 に

対 す る ひ と つ の 指針 と して 意義が あ る と考えら れ
る。

i
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並 んで い る7

6

評 5

，」 ＿ 午

ヌ巳

　　3

値 2

並 ん で vl な い 1

ベ ー
ス ラ イ ン

図 2

「

l！、，
　　　　　詔
　ベ ン チ ・

　 　 　 ラ イ ン 　 　 　 ベ ン チ ＋ ラ イ ン

’

　実 験 条 件
各実験条件 に おけ る乗客数別評定値

　

灘

酉
毎

ー

．7

　 ．6

算 ．5

午

3

」

」昌

値 ・2

ー

0
ベ ー

ス ライ ン

fo．Yll
且

　 　　 　 　 ベ ン チ　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ラ イ ン

　　　　実 験 条 件
図 3　各実験条件 に お け る 乗 客数 別算出値

ベ ン チ ＋ ラ イ ン
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ー−

ビデ オ に よ る モ デ リ ン グ は何 に有効か ？
　　ス ポ ン ジケーキの 生地作 りに お ける泡立て 行動 の 場合

　　　　　　　　　○杉山尚子　鷲見潤子　佐藤方哉

　　　　　　　　　　　　　（慶懸義塾大学）

●
・

新 しい 行動 を 習得 す る 際 の uaasと して 近年 ビデ オ に よる モ デ リ ・ グ が 甑 しつ つ ある が、ビ デ オ モ デ
リン グ は行動 の ど の ような 側面を制御 して い る の だ ろ うか 。 本研 究 で は タ

ー
ゲ ッ ト行動 と して ス ポ ン ジ

緯 嬲 鱗 汐
け る 泡立 て 行動 を と りあげ・モ デ ル の ・〒動・鸛 ・ 行… 関係糊 ・か ・ す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　方法
齷 ：臟 か ら・・齣 大学生・男 女12 名 ず つ の ・4 名．

い ず れ も・ ポ ・ ジ ケ ーキ 作 りの 経験 は全 く あ

騨羅蚕懸難 欝攤 悉韈1欝 欝講讌
蕪 欝 葦鬻 糶 纓 鬻 劈f碧 響 磐 覦 評

ケ
ー

キ 作 ・… 1

糖 轗繍 ；騨 ≦鍛 耀 灣 酵野
録画用 ・ ・ デ オ カ メ ラ ・ ビ デ ・デ ・

讌攀懇 難譱黷蕪羣驚 練 夐二
次第被

嬲 講 絶壌軈欝 膿 瓣 歪欝 溢 孀 こ著鵬 瀞  蠶
者 に ょ

肇籌飜 欝継 驪難1警欝鑽灘 1耀 1
鑠灘 糶 雑靉i鷙鷺驫 撫 譖

蕪 ll灘 1驪 軈鱧黔繋難懿i欝 l
l欝欝驪難ll鬘讒撒 讐灘 講黴驚

爨灘黥総鱸 総驚撫欝1

1 ・用意 さ れ た ボー
ル の 中全卵 と砂糖 を泡立 て 器 で 泡立 て る ． こ の 畩 泡立 て器 は 1丿ズ ミカ ル

黔 飜 鸚 罐 縫 欝 ’藷 之1て は ビ デ オ で お見… す …

三畿 舞斃熱 瓢 驚 嬢 瓢 艦 髦1デ气欝 揚 靆 軅
は ビ デ オ を蜆 せ します・そ の よ うに な る まで 髄 て て 下 さ い ．

一仕上 が り ビデ オ 群 の み一）

i

「

t
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4
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00

文章群
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8

6

4

2

の 　
8

べ 　6

人
4

数 2

（人）1

02

文章群

6

4

2

0

　0　　 10　　 PO　　SO　　pa 　　 50
　　　　　泡立て 時間 （分〉

　 図 1　 泡立 て 時間の 分布。

　 各群被験者8名 の 3試行 の 結果 を 示 し た

　篇

　
 

　
岾

　
ω

　
帖

　
峠

（
日
∪）

側
｝

k
畷
e
姻
姻「
e
駒

羅
eWI

の 　
le

べ 　
8

　 　 　 6

人
　 　 　 4

数 ，

（人）。

　 　 　 12

108

6

4

2

0

　 00 ，51i ．522 ．533 ，544 ，555 ．5

　　　　 ケ
ー一

キ の 高 さ （  ）
　 図 2　ケ ーキ の 高さの 分 布 。

　 各群被験者8名 の 3試 行 の 結 果 を 不 し た

  文章群

▲ 経 過 ビ デ オ群

驪 仕上 が りビ デ オ 群

図 3　 各被験者 の 試行間変動

各指標 で の 最大値 と最 小 値 の 差 を プ ロ ッ ト し た

泡立 て 時間の 差 の 最大値 （分）
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一一rw 神 遅 滞 児 に 試 み た ス ピ ー ．チ 模 倣 指 導

…
タ ッ ピ ン グ を 応 用 し た モ デ ル 呈 示 法 の 工 夫 一

　　　　　　　　　　　　　　　　　 大 石 　幸 二

　　　　　　　　　　　　 （東京学芸大学大学院教育学研究科）

L 問 題 及 び 目 的

　　従来ス ピ ー
チ に遅れ の み られ る事例に対 して 、

　そ の獲得及び 使用を促す 目的で モ デ ル を呈示 し 、

　模倣行動 を形成 ・維持 さ せ る指導がな さ れ て きた 。

　しか し単な るモ デ ル の 呈示 では、模徽行動 を得る

　こ とが困難なケ
ー

ス が 存在す る 。そ の 原因 と し て 、
ス ピー

チ の 聴覚処理過程にお け る プ ロ ソ デ ィ ッ ク

　な 手がか りの 利用の 困難さが ある。こ の よ うな事

例がプロ ソ デ ’f ッ ク な手がか りを利用す る に は 、

モ デ ル 呈示時に分節 的か つ 護数感覚を介 し た 刺激

呈示 法の 工 夫が必要と され る （Fernald，　A．，1989；
Liemohn

，
　W．　P．　et 　aL ，1990）。そ こ で 本研究で は 、

一
精神遅滞児に対 して 、 タ ッ ピ ン グを ス ピー

チ ・

モ デル 皇示 に 応 用 し た 模倣指導を試 み 、 そ の 有効

性を 行動 分析学的に検討す る こ と を 目的とす る。
　エエ ．　 方 龕5長
1 ．対象 児 ：対 象児 （以下 、K 児と す る ） は 、 ご

とば の 遅れ を主訴 とす る精神遅 滞男児で あ る。本

指導開始 当初 の 年齢は 10歳で 、公立 小学校 の 心身

障害児学級 4 年 に在籍 して い た。諸検査の 結果 （
い ずれも ユ990年 5月現在）、精神年齢は 4 歳 6ケ
A （田中 ビネー一知能検査 ） 、 語 い 年齢 は 2歳 4 ケ

月 （絵画語 い 発 達検査） 、 社会生 活年齢は 5 歳 7
ケ月 （S − M 社会生活能力検査）で 、とく に意志
交換や集団参加 の遅れ が 目立 っ た。本指導 開始以
前か ら K 児は 、 前言語的要 求伝達行動 を獲得 して ．

お り
、 そ れ を自発的か つ 機能的に使用 し て い た。

2 ．指導 場面及び期間 1指導は 、丁大学 B 号館プ
レ イ ル ーム （広 さ は 、約 7m × 7m ） にて 行われ 、

5 名 の セ ラ ピス トと 5名 の 子 ども （精神遅 滞児及
び 自閉症 児）に つ い て 平行 1 対 1 と い う活動形態
が とられ た。 1セ ッ シ ョ ン の 構成時 間はお よ そ30
分 で あ り 、

1989 年 5 月 20日か ら1990年 12月 8 日ま

で に計29セ ッ シ ョ ン を行 っ た。活動 内容は 、29セ
ッ シ ョ ン

ー
貫 し て 自由あ そび場面 と し た 。但 し 、

子 どもの 働か ら の 要求が ス ピー
チ以外の手段 で伝

淫 され た ときを指導機会 と捉え、そ の 指導機会に

ス ピ ーチ模倣指導を行 っ た。K 児及び セ ラ ピ ス ト

の 行動は、プ レ イル ー
ム に傭え つ け られ て い る 2

台 の カ メ ラ の
一

方 を用 い 、 行動観察室内 の 記録装
置を使 っ て セ ラ ピ ス トと は 別の 観 察者が録 画 した 。

　3 ．標的脊勁 ： K 児の 模倣行動及 び 自発的に要求

　を伝達す る行動 （前言語的要求伝達行動，
一

語文

　に よ る要求伝達行動，二 語文に よ る要求伝達行動 ）

そ して 、 K 児が 自発 し た語 い を標 的行動 と した。

　4 ．指導手続 き ：全 29セ ッ シ ョ ン を指轟的 介入を

行わな い 非指導期 と ス ピー
チ ・モ デ ル を呈 示 し模

倣指導を行 う指遡期 と に 大別 した。指導期に つ い

て はさ らに ス ピーチ ・モ デル呈示時に タ ッ ピ ン グ

を随伴す るか否 か の 条件で 、指 導条件を区 分 した。
（i）SP指導期 ： K 児に よ リ何 らかの 要求が セ ラ ピ ス

　トに対 して 伝達 され た 場合に 、
「な 一

に 」 と訊い

て ス ピー
チ を間接的に 健 しはす るが 、 それ に対 し

て い かな る反応があ っ て も 、 あ る い はま っ た く無
’
反応 で あ っ て も速やか に K 児 の 要求 を充足 す る 。

また ス ピー
チ ・モ デ ル はま っ た く呈示 さ れ な い 。

〔2）指導期 ： K 児に よ り何 らか の要求が セラ ピス ト

に対 して伝達 された場合に、 「な一に 」 と 訊 き 、

そ の反応 が ス ピー
チ に よらな い 場合に は 、 ス ピー

チ ・モ デ ル を呈 示 し 、 そ の モ デ ル を模倣さ せ る。
K 児 よ り模倣行動が得 られた場合に要 求を即時充

足し 、 ス ピ・一
チ に よ る要求伝 達行動を強化する 。

  単純呈示 条件 ：ス ピー
チ ・モ デル をただ単に 呈

示 し （但 し、分節的量示）、それ を模倣させ る。
  タ ッ ピ ン グ随伴条件 ：ス ピー

チ ・モ デ ル を呈示

す る際そ の モ デ ル の ひ とつ ひ と つ の 音節 に対応 さ

せ て ・K 児明 鉢を軽 く拍チをと りなが IS・nrJき、
分節的に モ デ ル 呈示を行う。すな わ ち、単 に モ デ

ル とな る 語音を聴 覚的に聴 き と らせ る だ け で は な
く、軽 く拍子 を と りな が ら叩 くと い う触覚的な手
が か りを同時対応 させ呈示す る こ と に よ っ て 、 ス

ビー
チ

・
モ デ ル の分節的受容 を助 け 、 モ デル の模

倣 を容易か つ 正確に行わ せ よ うとす る も の であ る 。
〔3｝デ ザイ ン ： 計29セ ッ シ B ン の 構成 は 、 非指導期
が計 17セ ッ シ ョ ン 、指導期が計 12セ ッ シ ョ ン で あ

り、 そ の うち 4 セ ッ シ ョ ン が 単純呈示条件にあて

られ 、計 8セ ッ シ ョ ン が タ ッ ピ ン グ随伴条件にあ

て られ た。こ の よ うに指導条件を交替す る デザイ

ンを組織 する こ とに よ っ て 、 指導条件間で の 反応
の 差異及び指導的介入 の 効果 を見 い だ そう と し た 。
（4）観 察手続き ： プ レイル ーム で の 自由あ そび場面

を観 察場 面 とし、そ の す べ て に わ た っ て行動観察
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をし、 そ の 結果を記録 した 。 模倣行動及び 自発的

に 要求を伝達す る行動に つ い て は頻度を 、 自発 し

た語い に つ い ては行動内容をそれ ぞれ測度 と した 。

  観察 の 信頼性 の 検討 ：全セ ッ シ ョ ン数 の 17％に

つ い て 、
セ ラ ピ ．ス トとは異なる 1名の 観察妾によ

っ て観察を して も らい 、観察の 信頼性を 2者間の

積串相関係数及び一致率を算出して 検討 した 。 観

察の測度を頻度 と した も の に つ い て は前者 を求め 、

測度 が行動 内容 の も の に つ い て は 後者を求め た ．

積率相 関 係数 は模 倣行動で r ＝0．98、前言語的要

求伝逮行動で r ・＝ 0．76、

一一
語 文及び ニニ語文 に よ る

要求伝 達行動 で r ＝・O．84で 、 平均積 率相関係数は

r ＝ O．86で あ っ た。な お
一

致率は
’75％で あ っ た 。

（6）結果 の 導出及び 分析 方法 ： 行動観察 か ら得 られ

た粗値 をグラ フ に示 し 、 視察に よ り指轡条件間で

の 反応 の 差異及び 指導的介入 の 効果 を検討す る。

m ．　 結 舞 芝

　 図 1に 、
ス ピ・・一チ ・モデル の 模倣率を示 し た。

2 つ の タ ッ ピ ン グ随伴 条件で はとも に増加傾向を

示 したが 、単純呈示条件で は む し ろ模倣率 が 滅少

傾向を示 した。そ し て 図 2 に 、 自発的な要求伝逮

行動の頻度を示 し た。す で に習得 して い た 前言 語

的要求伝達行動は非指導期 で 増加傾向を示 した が1
指導期 で はむ し ろ 減少傾向を示 し 、 と く に最後 の

タ ッ ピ ン グ随伴条件で著 しく減少 し て お り 、逆 に

一語文や 二 語 文 によ る 要求伝達行動の 頻度が増 加

し
：

i い る 。こ の 傾向は 最初 の タ ッ ピ ン グ随伴条 件

で も同様に み られ る が 、他 の 指導期間で はあ ま リ

顕著には み られ な い も の で あ る。さ らに図 3 は 、

自発した語 い の 累積を示 した グ ラ フ で 、勾醍 の 緩

急が 累積 の 多少を反映す る こ と に な る が 、 2 つ の

タ ッ ピ ン グ随伴条件で 勾 配が急 に な っ て お り 、 累

積語 い が増加 して い る こ と が分 か る。最初の タ ッ

ピ ン グ随伴条件で 13語 、 最後の タ ッ ピ ン グ随伴条

件で 10語 の 累積 をみ と め た。わず か 4セ ッ シ ョ ン

で こ れだ け の 増 加 を み と め た 指灘期闇 は他 に な い 、、
T▽

卩
一　 考 察

　ス ピーチ ・モ デ ル に タ ッ ピ ン グ を随伴 さ せ る モ

デ ル 呈示 法に よ り 、
ス ピー

チ
・モ デル の 分節 的受

容の 手がか りを増や した こ と で 、模倣率は増加傾

向を示 した。そ し て それ は要求伝達行動 の 変 容 を

もた ら し、語 い の 獲得及び使用の 促進 をもた ら し

た 。 こ れ は K 児が ス ピー
チ に含まれ る プ ロ ソデ ィ

ッ クな手がか りをよ り よ く利用で き る よ う に な っ

た こ と に由来す る も の と考え られ る ．そ して さ ら

に 、 単純呈示条件に比 して タ ッ ピ ン グ随伴条件に

お い て
一

定 の 有効性が確 か め られた の は 、 ス ピー

チ ・モ デ ル とタ ッ ピ ン グとを組 み合せ 、 K 児の襖

数感覚を利用 して刺激呈示 した こ と の 効果 で あ る

と考え て よ さ そ う で あ る．今後は t一ス ピー
チ に含

まれ る プ ロ ソ ディ とス ピー
チ の 聴 覚処理の 問題及

び ス ピーチの 分節的受容にお け る 霞数 の 感覚の 利

用の 問題 をよ り詳細に検討 して い く必要がある。
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　精神遅滞者の QOL 向 上 の 援助手段 と して の 選 択 ス キ ル

　　　
ーオヤ ツ の ブ リフ ア ラン スに 関す る 予備実験 一

　　　　　 野崎和 子 ・望 月　昭 ・角田玉青 1

（愛 知 県 心 身障害者 コ ロ ニ
ー

発 達障 害 研究所 ・
同 前養 楽荘

1
）

i

　 昨今、精神遅 滞児者の 権利 の問題を考 える とき 、

生 活の 質 （QOL ＞に関す る 議 論 は 欠か せ な い も

の とな ？ て い る 。 しか し、理 念的 に想 定 され たQ
OL と い う もの を実際場面で ど の よ う に実現 し、

か つ 評価 し て い くの か と い う 方法 につ い て は、そ

の パ ラ ダイ ム が確 立 され て い るわ けで は な い 。例

え ば、 PASS 】ll（Wolfensberger ＆ Glenn， 1975）に代

表され る ような 目録 型 の 評価基準 は、理 想 的な物

理 的環 境 に近づ ける ため の 作業を あ る程 度 可能に

は す る が 、個 々 の 対 象 者 に寄 り添 っ て （行 動的 に）

QQL を 向上させ る よ う な援 助 方法を 包括 す る も

の で は な い 。 こ の よう な状況 にあ っ て、い くつ か

の 選択 肢 の 中 か ら自分 の 好 み の も の を選び取 る と

い うス キル は、 た とえ表 出 レ パ ー ト リーが 限 られ

た対象者で あ っ て も、 自分自身が QOL を高 め る

こ と の で き る最 も素朴な員体的方法の 1 つ と し て

注 目され て い る 。 選択 ス キ ル を精神 遅滞者 に お け

る権 利 との 関 係で 捉 え 、 初め て 行 動 的 な実験研究

に の せ た の は、 MithaugとMar（1978 ）の職業訓 練 課

題の選 択で ある。最近 で は 、マ イ ク ロ ス イ．ッ チ に

よ る レ ジ ャ
ー

活 動 の 選 択、食 ぺ 物や飲物 の オヤ ツ

の 選択な ど の 研 究 （P＆rsons ＆ Reid，1990 ）が ある 。

当 発表で は 聴 覚障害 を伴 う精 神 遅滞者を 中心 に、

Parsonsらの 研 究 の 追試 と し て 行 っ たオ ヤ ツ の ブ リ

フ ァ ラ ン ス に関 す る 予備実験を報告 す る。

　　 　　　　　　 　 方法

　竝象責 ： 精神薄 弱 者更生施設 に居 住 す る 聴覚障

害 寮生 4 名 と健聴寮生 4 名、お よ び一般成人 （研

究所 ス タ ッ フ ） 5 名 。 健聴寮 生 は 日常会話 に お い

て ほ とん どハ ン ディ は 感 じ られ な い 。 選駈 動 ：

2 つ の 異 な る オ ヤ ツ の ア イテ ム を 対 呈示 され た時、

ど ちら か 一
方 を選 ん で 食 ぺ る 。 懋 ；   ス ボ

ン ジ ケ ーキ と羊麌、  七味 あ られ とサ ラ ダあ られ、

  ス プ ラ イ トとウ
ー

ロ ン茶 、 の 3 っ の 組 み 合わ せ 。

壬歴 ； 各 々 の 対象 者 にっ い て 、
1 日に っ き 3 っ

の 組 み 合 わ せ を すぺ て 行 う。選 択場 面は、測 定 者

と 対象者 が 机 を は さん で 座 り、測定者は、  小 力

　ッ ブ に分割された ア イテ ム を対呈示 す る、  手話

　で 「どち らが欲 しい で す か ？ 」 と い う指示 を行う、

  一方を選 ん だ ら （指さ し等 ）、 「 どうぞ 」 とす

すめ る。 これ を、 1 つ の 組み 合 わせ に つ い て 4 〜

　6 回繰 り返す。 用い られ た手話 単語 は 、寮生に と

　っ て は 既 知 の も の で あ り、一
般 の対象者 に対 して

　は 測定時 に手 話 単語の 解説を行 っ た。ま た、健 聴

寮生に対 して は、手話 によ る指示 と口頭 によ る指

示 の 2 セ ッ シ ョ ン を行 っ た 。

　　 　　　　　　 　　結果

　 聴覚障害 寮生 4 名 は、小 カ ッ プ に分 割 した 2 選
J
択場面 で は、各 組 み 合 わ せ に つ い て 例 外 な くア イ

テ ム を 交替で 選択 し た （図 1 唱 ）。そ こ で、食べ

物 ア イ テ ム を小 カ ッ プ で は なく普通 の 皿 に多 め に

盛 り付 け、同様 の 指示を したと こ ろ、各対 象 者 で

程 度の 差は あ るが交 替反応 が崩れ た （図 中、網掛

部 分）。 特 に、対象者 3 で は好 み が顕著に表れ た

と言 え る。選 択状況を最初の 小 カ ッ プ に戻す と、

い ずれ も交替反応が 復 活 した 。 健聴 の 寮生で は、

最 初 の セ ッ シ ョ ン が手話、 2 セ ッ シ ョ ン め が 口 頭

に よる指示 で 行 われ たが、指示 モ
ー

ドに よ る 差 は

あ ま り見 られ な か っ た 。 対 象者 5 で ス プ ラ イ トを

選 び続 けたウッ シ ョ ン が 見 ら れ た も の の 、そ の 他

で は特 に好 み を示すよ うな選択 は 見 られ なか っ た

　（図 1 −b）。対 象 者 7 と 8 で は聴 覚障害寮生 と同

様 に ほ ぼ交替反 応を示 した 。 逆 に
一

般 の 対 象者で

は、一
部 の 例外は あ るも の の、

一
方の み を選 択 し

続け た （図 1 −c ）。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 考察

　 交替反応 と い う結果は、 2 選 択 の 手続 きを繰 り

返 す うち に 一方を選び続 けるよ う にな る と い う

Parsons らの 報告 とは大 き く異な る も の で あ っ た 。

も っ ともオ ヤ ツ の 選択 にお い て 然 る ぺ き ゴ ー
ル が

存布す る わ け で は な い 。 し か し交替反応 と い う事

態は、 3 群 間 の 結 果 の 対照 性 か ら、 コ ミ ュ ニ ケ ー

シ ョ ン 上 の 問題で はな く施 設生 活 の ヒ ス トリ
ー

に

還元 され る問題 を 示唆する もの か も しれ な い 。

ー．

6ー
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選 択 行 勦 デ
ー

タ の 計 靂 的 性 質

常 磐 大学 ・人 間 科学 部　伊 田 政 司

選択 行動 を 予測 す る こ と の で き る 「効 用 」 に 関

す る 尺度 構 成 法 と して ，従来 の 「言 語 的 報 告 」

で な く 選 択行 動 そ の もの を デ ータ と す る 方 法 が

可 能 で あ る ．Miller （1976 ）は ハ トを被 験 体 と

　して 並 列強 化 ス ケ ジ ュ
ー

ル 下 で ，一
般 化対応 法

則 に よ り得 られ る 反 応 バ イ ア ス パ ラ メ
ー

タ 間 に

推 移 的 な 関 係を 認 め て い る．す な わ ち ，反 応 バ

イ ア ス パ ラ メ
ータ を 「選好」 の 指 標 とす る 行 動

的尺 度 構 成 法 の 可 能性が 示 され た ．こ の 推移 的

な 関 係 は 人 に お い て も確 認 さ れ て い る （Cliffe

＆ Parry ， 1980 ）．ま た ，　 Greeno （1968 ）は ，
並 列 報酬 法 に よ る ネ ズ ミの 食物選 択 デ ータ や サ

ル の 遊具 選 好 行勤 の 時 問 配 分 デ ー タ を Luce の

選 択 理 論 に よ っ て 分 析 し，行 勤 デ ータ は 一
次 元

尺 度 化可 能 な 性 質 を 有 し て い る こ と を 示 し て い

る ．

　 日 常 的 な 人 間 の 選 択 行動 に 行 動 的 測 定 法を 適

用 す る こ と が で き るか と い う観点 か ら， テ レ ビ

視聴時 の 選 択 的 視 聴 行動 を 素材 と した ．選 択 視

聴 の 時 間 配 分 デ ータ に つ い て （1 ）一
部 改 変 し

た Miller （1976 ）の 方 法 に よ り反 応 バ イ ア ス バ

ラ メ ータ 間 の 推 移 性 を 検 討 し ，っ ぎ に （2 ）

Greene （1968 ）の 方 法 に よ り尺 度化可 能 性 を 検

討 し た ．

実 験 1　 共 変 強 化 法 に よ る 選 択 的 視 聴 実 験

方 法 　被 験 者 　学 部 学 生 17 名 （女子 8 名 ，男 子

9 名 ） 手 競 き 　チ ャ ン ネ ル セ レ ク タ ーを 介 し て

2 台 の VTR を 被 験 者 用 の モ ニ タ ー
テ レ ビ に 撞続

し た ．被験 者 は 厂切 り 替 ス イ ッ チ 」 に よ り2 つ

の チ ャ ン ネ ル を 交互 に 切 り替 え る こ と が で き，
「視聴 ス イ ッ チ 」 へ の 反 応 に 対 し一定 時間 映 像

お よ び 音声 を 随 伴 し て 提 示 し た ．1 反 応 当 り の

提 示 時 間 は 0 ，5 秒 間 ，1 ．5 秒 閤，お よ び 2 ，5 秒 間

で あ る ．こ れ らを 2 っ の チ ャ ン ネ ル に 組 み 合 わ

せ た 3 条 件 （0 ．5 秒 一2 ．5 秒 ），　（1 ．5 秒 一L5 琶

秒 ） ， （・．5 秒一・．・秒 ） で 広 告 の 選 択 視聴 時間 輦
を 測 定 し た （こ の ス ケ ジ ュ

ール は
一

種 の 共変 強 2
化 ス ケ ジ ュール を 並列 に し た もの な の で ，一

応

Findlay 式 CONC 　 CONJGATE （FR ・1 ）．
CONJGATE （FR −1）と表 記 し て お く） ，
番組 素材 　3 種 類 （a ，b ，c ） の テ レ ビ 広 告 （各
15 秒 間 丿 を 2 つ ず っ 組 み 合 わ せ た （a ，b ）
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　（b ，c ）　（a ．c ） の 3 対 を用 意 し た ．広 告 は 繰 り

返 し録 画 し て あ り 各 VTR で 独 立 に 並 行 し て 流

れ て い る ．試行 回数 　1 試 行 は 60 秒 間 と し た ．

刺激 対 （3 ） × 提 示 時間 条 件 （3 ） を 1 プ v ッ ク

と し，連続 し て 3 ブ ロ ッ ク行 な っ た ．試行 噸 序

は ブ ロ ッ ク 内 で ラ ン ダ ム に し た ．1 セ ッ シ ョ ン

お よ そ 45 分を 要 し た ．途 中 1回 休 憩 を 設 け た ．
な お ，実 験 の 1週 間 前 に 別 の 広告 対 に よ り3 試

行 分 の 練 習 を行 な っ た ．

結 果 （1 ） 1 反 応 当 り の 提 示 時間 の 比 を 「得 ら

れ た 強 化 」 の 比 （x ＝ log （Ri ／Rj ））と み な し ， こ

れ と 実 際 に 選 択 視 聴 さ れ た 時 間 の 比

（y＝log （Ti ！Tj））の 間 で 対 応 関 係 を検 討 し た ．

両者 の 間 に は お お む ね
一

般 化 対 応 法 則 的 な 直 線

的 関 係 が 認 め ら れ た ．51 例 （被 験 者 17 名 × 3

件） 中，勾 配 の 分布は ，0 ．5以 下 9 例，0．5 − 1．0
が 22 例 ，1．O　一・1．5 が 10 例 ，1．5− 2．0 が 7 例 ，2 ．0
以 上 が 3 例 で あ っ た ．直 線 の 当 て は ま りを 決 定

係 数 （R ＾ 2 ） の 分 布 で み る と，O，5 以 下 が 1例 ，
0．5 − 0 ．7 カ｛2 ｛列，　0 ，7 − 0．9 カ｛71列，　0 ．9 − 1．0 カ｛41

例 で あ っ た ，

（2 ）反 応 バ イ ア ス パ ラ メ
ー

タ の 推移 性

（a ，b ）お よ び （b ，c ）よ り得 ら れ た バ イ ア ス パ ラ

メ ー タRab （＝v （a ）ノv （b ）） （こ こ で v （a ）は a の

「強 化 力 」 とす る ） お よ びRbc か ら （a ，c ）の バ

イ ア ス パ ラ メ ー
タ を 予 想 し （Rac ．hat 　＝

Rab 率 Rbc ＞．実 測 値（Rac ）と の 関 係 を 見 た ．被

験 者 17 名 の う ち ，9名 の 反応 バ イ ア ス パ ラ メ ー

タ 間 の 整合 性 は 良 好 で あ っ た ．5 名 で は バ イ ア

ス パ ラ メ ー
タ間 に 整 合 性は 認 め ら れ な か っ た ．

他 の 3 名 で は こ れ ら の 中 問 的 結 果 で あ っ た ．
（図 1 に バ イ ア ス パ ラ メ ータ の 推 移 的 整 合 性 を

し め す ： 整 合 性 の 認 やら れ な い 5 名 を除 い て い

る ）
　　　 Fig．　1　Transitivity　of　Resp．　Bias
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　 1，
　 i

｝　 黝 2 並 列 報 酬 法 に よる獸 視 聴 時 問 醐 の

　｝　 尺 度 化 可 能 性 の 検討

　 ！　　 方法 　被 験者 　学 部学 生 15 名 （女 子 7 名 ，男子

　i　 ・名 ）

　｝　　 手 続 き　i5 秒 間 の 広 告素 材10 種 （ア ル コ
ー

ル

　 i　　 飲料 ） に つ い て 予 め 一
対比 較 法 に よ り 「好 ま し

　 1　　 さ」 の 順 位 づ けを 行な い ，被 験 者 毎 に 順 位 1、
　 1　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 ．

1
5 ” ° 位 の 酷 素 材 を 選 択 し た　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 〔そ れ ぞ れ

al ．a2 ．a3 と 呼 ぶ ） ．　（al ．a2 ） ，　（al ．a3 ） ，

　（a2 ，a3 ） の 組 で 選 択 担聴 時 間 を 測 定 し た ．被

験 者 は 手 元 の ス イ ッ チ 箱 を 操 作 して 2 広 告 を 選

択 的 に 視 聴 す る ． ス イ ッ チ 箱 に は 2 つ 反 応 キ イ

が あ り ， r−・方 は 「映 像 ス イ ッ チ 」 で ，他 方 は

　「チ ャ ン ネ ル 変 更 ス イ ッ チ 」 で あ る ，　「映 縁 ス

イ ッ チ 」 を 押 す と 2秒 問 だ け 映 像 音 声 と も 提示

さ れ ， そ の 後 無 反 応 だ と 映 像 音 声 と も 切 ら れ

る ．　「チ ャ ン ネ ル 変 更 ス イ ッ チ 」 に よ り2 つ の

広 告 を 切 り変 え る こ と が で き る ．各広 告 は 繰 り

返 し録 画 さ れ て お り ，お の お の 独 立 し て 並 行 に

進 行 し て い る ． 1 試 行 は 90 秒 間 で ，各 対 3 試
’

行 ，合 計 9 試 行 お こ な っ た ．試 行順 序 は ラ 》 ダ

ム で あ る ．

結 果 　平 均 選 択時 間 （被 験 者 15 名 分 ） を 用 い

て 選 択理 論 に よ り求 め た 予 想 値 （P −ha の・と 実
’
測 値 （P ） と の 問に 第 1 表 の 程 度 の 整 合 性 を 得
た ．（al ，a2 ）お よ び （al ．a3 ）そ れ ぞ れ の 選 択 肢

対 で 得 ら れ た 選 択 時 間配 分 を 選 択 確 率 と し て

（a2 ，a3 ）で の 選 択 確 率 の 予 想 値 を 求 め た ．

表 1 選 択 視 聴 時 間 配 分 デ ータ に よ る 選 択 確 串 の

整 合性

選 択肢 　 　 試 行

P （a2 ：a1 ，a2 ）

P （a3 ：a1 ，a
’3）

P −hat （a2 ： a2 ，a3 ）

P （a2 ：a2 ．a3 ）

　 1

．415

．177

，701

．721

　 2525

．255

，674

．702

3

．473

．228

．674

．
’
100

考 察 （1） 対 応 法 則 で は 各 ス ケ ジ ュ
ール で 得 ら

れ た 強 化 頻 度 の 比 を 独立 変 数 と し，選 択反応 数

ま た は 選 択 時 間 配 分 の 比 を 従 属 変 数 と し て い

る ．
「
当 実験 で は 1 反 応 当 り の 画 像 提 示 時 間 の 比

に た い して ，選 択視聴 時 間 の 比 を プ ロ ッ ト し て

い る ．1 反 応 あ t： り の 画 像 提 示 時 間 の 比を 「得

ら れ た 強 化 頻度」 と 同 等 に 扱 う こ と は 問題 が あ

り，対応 関 係 で 得 られ る 勾配 そ の も の を ユ ニ ー

ク に 決定 す る こ と は で き な い ， しか し，横軸 の

距 離 関係 拶変 化 し て も，バ イ ア ス パ ラ メ ータ 間
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の 相 対 的 な 関 係 は 保 た れ る の で ， こ れ を 厂選

好 」 の 指 標 と す る こ と が で き る と 考 え た ．

　（2 ）選 択 視聴時 間の 配 分 デ ータ に た い し て 選

択 理 論 が 比 較 的 よ く適 合 して お り ，行動 デ ータ

に よ れ ば 一
次 元 尺 度 〔「効 用 」 尺 度 ） を 得 る 可

能 性 が あ る ．す な わ ち ，実 際 の 選 択 行 動 の デ ー

タ を 得 る こ と が で きれ ば
， 　 （限定 さ れ た 選択肢

条 件 で は あ る が ）選 択行動 を あ る 程 度 予 想 す る

こ と が 可 能 で あ
’
る．ただ し，個人 デ ータ で は 整

合 性 に 個人 差 が 見 ら れ る ，

　 選 択 行 動 を 予 想 可 能 な 尺 度 を 求 め る た め に

は ，測 定 時 の 選 択肢 条 件 と は 独 立 し た 尺 度 を 得

る こ と が 必 要 な の で あ る が （「選 択 行 動 デ ー
タ

の 文脈 独 立 性 」 ） ，当実 験 で は 限 定 され た 選 択

肢 条 件 で の 検 討 に と ど ま っ て い る ．

　（3 ） 日 常 的 な 選 択 的 棍聴 行 動 に お け る 法 則 Yk
を 追 求 す る と い う 観 点 か ら 考 え る と ，当実 験 で

は 同
一一

刺 激 対 で の 選 択 を 多 数 回 強 い る こ と に な

り不 目然 な 条 件 とな っ て し ま っ た ． こ れ は 人の

実 際 の 選 択 行動 を 観 察 す る 際 の 問 題 点 で あ る ．

当 実 験 素材 の よ う に 急 速 に 飽 和 化 が す す む 対 象

を 「不 自然 」 で な く 扱 う こ と の で き る 選 択 行 動

測 足 手 法 が 必 要 で あ る ．

結 論

従 来 の 選 択 実験 と は 異 な る 条件 で あ る が ，選 択

視 聴時 間 配 分 デ ータ に 認 め ら れ る 「一般 化 対 応

法 則」 的 関 係 か ら得 ら れ た 反 応 バ イ ア ス パ ラ

メ
ータ 値 の 推 移 的 整 合 性 を 検 討 し た 所 （個 人 差

が 大 き い が ）被 験 者 の お よ そ 1 ／3 で 非 常 に よ い

整 合 性 を 認 め る こ と が で き た ．ま た ，選 択観聴

時 間 配 分 デ ー タ （集 団 デ ー タ ） に は Luce の 選

択理 論 に よ る 整 合 性 が 認 め ら れ ，行 動 デ ー
タ は

一
次 元 的 尺 度 構 成が 可 能な 計 量 的 性質 を 有 し て

い る ．
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発語の ない 自閉症児の 図形シ ン ボル に よる言語指導
　　　　　　　　　　

一 語連鎖に よる要求表現の獲得 一

小　　島　　哲　　也

（信州大学　教育学部 ）

　 【目　的】

　　本研究 は、発語の な い 重度発達遅滞児 の 言語指

　導 に図形シ ン ポ ル を音声記号の 補助 ・
代替手段と

　して導入するため の方法開発を目的に発表者らが

行 っ て い る試験的研究 の
一

環と して行われた も の

　で あ る。本発表で は 、 図形 シ ン ボル の 語連鎖 に よ

　る要求表現 の 形成プ ロ グ ラ ム を 開発す る ため に 自

閉症児 2名を対象 に 行 っ た 症例研究 の 結果に つ い

て、要求表現 の獲得過程で 得 られた知見を中心 に

報告す る。

　【方　法】

　 討象児　現在麗養護学校中学部在籍の H児 （本研

究 開始時CAII：9）とK児 （同CAIO：li）。と も に 重

度の 糟神遅滞 αQ測定不能）が あ り、小児 自閉症

評定尺度 〔CARS） に よ り重度 自閉症 と評定され て

い る。有意味語 （ス ピー
チ）の 理解は 具体的場面

で僅か に 認め られ る が、発語は ほ とん ど ない 。視

覚 聴覚 、 運動の 各機能に顕著 な異常は ない 。

　　　
彡シ ン ； ・ル 　対象児が家庭 や学校で 日常的に

経験 す る 22種類の 事物 （場所 6種、食器 8種、飲食
物 8種）を図案化 し訓練用 の 図形 シ ン ポル （以卞、
シ ン ポル ）語彙 とした。 ｛図 1 参照｝

　 本研究開始前 に 、こ れ ら22語 の語彙訓練として

4 種 の 条件性見本合わ せ 課題 （絵 カ ー
ド→シ ン ボ

ル ／ シ ン ポル → 絵カー
ド／ ス ピーチ 4 シ ン ボ ル ／

ス ピー
チ → 絵 か 一

ド） を実施し た．語頭訓練終了

後、シ ン ボル を合成膏声表出機能付会話エ イ ド （

ナ ム コ 社製TALK】：NGAIDα ）の 外付け キーボー
ドに・

順次転載 し、要求記号 1語 と組み合わせ て使用さ

せ た。語連鎖の 形成を容易に す る た め に、キーボ
ー

ド上の シ ン ボル の 配列位置を、場所名群は左、

品名群は 中央、要求記号は右 に固定 し た。

　ヨ…籤薹　1989年 12月よ り1991年 6月まで、原則

と して毎週 2セッション （1セッション 約6吩 ）の 個嬲 臟

を実施した。各セッション は訓練室内に設定 した 「お

やつ の 時間」 の 準備 ・食事 ・片付け の 3場面 で構
成 さ れ、各場薊 で 品物 （食器 ま た は 飲食物）の 要

求 を語連鎖 （2語 → 3語）で 表現す る ζとを目標に、
3 種類の 課題 を段階的に導 入 した。試行毎に 異な

る場所 （ 3種）に 提示 され る 品物 に つ い て、｝準鯔

　と片付け の場面では食器 （3〜8種の ラ ン ダム提示、

　1sesに 9〜24試行）の 強制要求 を、食事場面 で は

　飲食物 （3種 の 同時提示、lses に 20〜30試行 ）の

　自由要求を訓練した。　《表 1参照》

　　各課題 と も、モ デ リ ン ク、分化強化、修正法、

　プ ロ ン プ ト等 の 行動変容手法を組 み 合わ せ、正 し

　い語顧 （場所 名 → 品名 → 要求記号） に よ る 要求表
現 の 学習基準 （正答率 80n以上、連続 2セヲション）達

成 まで訓練を行 っ た。

　 【結果お よび 考察】

　 約 18カ 月間 （H児 96セッション、K児 101セッション）の 訓

練 の 結果、 2名 とも各場面で 正 しい 語順に従 っ た

2語連鎖お よ び 3語連鎖によ る要求表現を獲得し、

個別訓練か ら 同時訓練条件に 移行し た後 も安定 し

た成績を維持 した。　｛図 2 参照》

　 語鵬 正　 2名と も訓練後半 か ら語顯や

語 の 誤ま りを自発的に 修正す る （自己修正）傾向
が強 くな っ たため、自己諺正後 の 正反応 も正反応

とし て認めた。同時訓練条件の 後半8セッ ションの 準備
・
片付け場面 （160試行）に つ い て 見 る と、全正反

応中 の 自己修正 に よ る 正反応の割合は、li児 で 44X

　（56／144）、K児で 16X （25／152） と な っ た。自己

修正反応に つ い て は、語順学習の有効な行動的指
標 の

一
つ と して緯時的変化の 分析 が 必要 で あ ろ う。

　
＝

　フ　
ー ’

パ ・クの 　　　同時訓練条件の最
終2セゥションの 準備 ・片付 け場面 （40試行） に お い て、
対象児の 選択 した 正 しい シ ン ボ ル に異な る音声 フ

ィ
ードバ ッ ク （偽FB）を与え る ブ ロ ーブ試行 を訓

練試行の悶に ラ ン ダ ム に挿入 した b その 結果、全

ブ ロ ーブ試行 中
｝
H児は 71％ 〔．i2ノユ7）ご紗見は 38％

　（8／21）で 直後に 同
一

シ ン ポル を再選択す る 自己

修正反応 が現れた。こ の結果 は、対象児 の要求表

現が シ ン ポル だけ で な くシ ン ボル に 随伴す る音声

FBの 内容 によ っ て も コ ン トロ
ー

ル さ れ て い る こ と

を示 して い る D 聴覚に 異常 がなく、ス ピー
チ の理

解が ある程度認め られ る症例 に と っ て、非音声系
シ ン ボ ル に よ る 反応表出に 膏声 FBが 随伴 す る 会話
エ イ ドの 利用 は、聞き手を含 む伝達環境 全 般 の 行
動調整 に大きな効果が あ る と思 わ れ る。

　発語の ない 自閉症児に対す る非音声伝達手段を
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翼入した言語指導 は、こ れ まで 手捲 サイ ン や文字

の利用を中心に検討されて きたが、本研究の結果

か ら、図形シ ン ポ ル も有効な言語的伝達手段 とな

る可能性 の 高 い こ とが 示唆 さ れ る。

《付記》 本研 究 の
一部は 、 文部省科学研 究費補助

金　（霞式薯矣研究 B1、　研究 t弋燹者 ：ノ亅、島哲ま艶、　護果題 番号

01810001）の助成を受けて行われた。本症例の 指

導 とデ
ー

タ整理 に協力 して 順い た青木高光、小山

久実、三沢広美の 3氏に感謝す る。

轄匳嘱讎 ＠ 回圃
図 1 訓 縲 で 使 用 し た 図 形 シ ン ボ ル の 例

（左か ら）テ レ ビ、冷蔵讎、 ；，i ッ ブ、ス ブー一
ン 、ポ テ ト、ジ ュ

・一
ス 、要求記号

嚢 1 訓 練 の 場 面 、 内 容 、 課 題

場　面　　 内　容 課　題
一 ＿一一i−

2 語文 3 語文

準嫦 ・

片付け＃

食事

驫

纖

［食器＋ 要求レ ・ 燭 鰍 要求］瓶 ［場所 ＋ 食器＋要求］

［飲食物 ＋ 要求］一一・〔場所
一｝一要求］→ ［場所 ＋ 飲食物 ＋ 要求 ］

sH 児 の み　 　舛 K 児の み

、留

50

贈

隠

周

50

S

図 2H 児 の 語 運 鎖 に よ る 要 求 表 現 の 獲 得

　　　　　　　　　　 準備 ・片付け場面 （上段）　 食事場面 （下段 ）　　　　 O フ
’
ロンプ トな し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　フ
．
ロンフ

冒
トあ り
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　中度 の 精神 遅滞 を と も な い 臼閉的傾 向の あ る発
達 障害 児 1 名に対 して ，パ ー

ソ ナ ル コ ン ピ ュー
タ

の 周辺 装置 を活用 し，漢孚 の 読み と漢字 ま じ り文
の 生成 に関す る学習訓練を実 施 した ．

方法
』

　 破験 児 　自閉的傾 向 を もっ 男児 1 名．長崎 市内
の 養護学校 に 在 籍 し て お り，訓練開 始 の 時点 で 9

歳 で あ っ た ．養護学校 ・
家庭 内 の い ず れ に お い て

も，漢寧 の 教育は ま っ た く行 な わ れ て い な か っ た ．
訓練開 始 か らほ ぼ 1 年後 の 9歳11 ヶ 月 時点 で 行 な

っ た 発 達検 査 に よれ ば，  絵画語彙検 査 （PVT ）

　： 語彙 年齢 4歳 6 ヶ 月，  コ ー
ス 立方体 テ ス ト ： I

Q89 ，   WISC −−R ： 言 語性検 査 は祖点 0 が 多

く検査 に な じ まず，動作性検 査 は IQ44 〜51と い

う測定 結 果 が 出 て い る ．（測定 は す べ て ，長 崎大

学 医療技 術短期 大学部作業療法学科 に よ る ）．

　 装 置　 パ ーソ ナ ル コ ン ピ ュー
タ （NEC 社 ： PC98

01VM2 ） ， 21イ ン チ カ ラ
ーデ ィ ス プ レ イ （NEC社 ：

PCTV472） ，感圧式 入力装置 （オ ム ロ ン 社 ： タ ッ

チ パ
ッ ドTP98A ） ，電子音 声発声 装置 （マ イ ク ロ

ニ ク ス 社 ； 音次郎 二 代 目）を使用 した ．電子音声

発 声装 置 は，日 本語 の テ キ ス トフ ァ イ ル 形 式 の デ
ータ を ヒ トの 声 に 近 い 音声 で 読 み 上 げ る装 置 で あ

る．外部 ス ピ ーカ ーが 動物 の ラ ッ コ の ぬ い ぐ る み

と
一

体 に な っ て い て
’
，被験 児 に 対 し て 「ラ ッ コ さ

ん が し ゃ べ る 」 と の 教示 が で き る よ う に な っ て い

る ．

　 手続 　訓練 は
，

1 ： 単熟語読 み 訓練 ， II：弁別

訓練 （漢字表 紀 と 平 仮名表 記 の 場 合 の 反応 潜時の

比較 を含む ） ，m ： 漢字 ま じり文を 生成 す る 訓練
の 3 種類 か らな る．基 本訓練 は 本 児 の 家庭内 で 9

歳の 時点 か ら継続的 に 実施 さ れ た （10歳2 ヶ 月 の

現 在 も継続中）．弁別訓練 は 9歳4 ヶ 月 の 時点 か ら

10歳 まで ま で ，生成訓練 は 9歳 11ヶ 月 か ら1G歳 2ヶ

月 ま で ，それ ぞれ長崎大学医療技術 短期大学 部内

で 行 わ れ た．

　 1 ：　 、語
n

み訓　　被験児 の 家 庭内 で母親の

指導 の も と に 次 の 手順で 行な わ れ た．  図書館
カ ー

ド大 の カ ー ドに マ ジ ッ ク ペ ン で 被験 児 の 知 っ

て い る 単熟語 を縦書 き で 記入 し た も の を 用意す る ．
  こ れ らを 1枚 ず っ 提示 し，読 み を発音 さ せ る ，
正 し く発音 で き た時 は賞賛 し，で きなか っ た 時 は

母 親 が 正 し い 発音を した 上 で ，被験児 に 反復 さ せ

る．  カ ー ド は 同一セ ッ シ ョ ン 内で も何回 か 提示
し， 3 連続正 答 に な る ま で 提示 を 続 け る．  3 セ

ッ シ ョ ン 連続 して 正答 と な っ た 場 合 に ，学習達成
と 見 な す ．  訓練 の さ い に は 、 未学習 の カ ー

ド に

学 習済 み の カ ー
ド を適度 に配合 し，全 体 の 正 答率

22

が 6 割以上 に な る よ う工 夫す る．な お 習 得状況 に

関 して ，長 崎大学 医療技術短期大 学部 に お い て 随
時チ ェ・

ソ ク が 行 われた．

　 エ⊥ff　　　 電子音声発声装 置が発 声 した 単
熟 語を ，デ ィ ス プ レ イ 画面上 に表示 され た 5個の

単熟語 の 中 か ら番号で選 ぶ 訓練が 行 われ た．番号
は ，感圧式入 力装 置上 の キ ーエ リ ア を専 用 ス タ イ

ラ ス ペ ン で 押す こ と に よ り選択さ れ た ．各反応 後

に は ，電 子音声発 声装置 か ら賞 賛 ま た は 誤 答 の 訂
正 を 促 す メ ッ セ ージ が 発声 さ れ た ，1回 の セ ッ シ

ョ ン で は ，20問 が 提示 さ れ た．問題 ・選 択肢 と も，
こ の うち の 10問は ，す べ て 漢字表 記，残 り の 10問
は ，反応潜時比較 の た め

， す べ て 平仮 名 で 表記 さ

れ て い た．セ
ッ シ ョ ン 終了後 に は ，画面 に ラ ッ コ

の 絵が 現 れ ，同時 に 電 子音 声発声 装置か ら 「よ く

頑張 りま した ．き ょ う は こ れ で お しま い で す．バ

イ バ イ」 とい う メ ッ セ
ージ が 流れ た ．問題 と な る

語，選択肢 と な る語 は，す べ て ，波験児 がすで に

読 み を 習得 し た 250語 の 中か ら ラ ン ダ ム に抽出さ

れ た 語で あ っ た ．セ ッ シ ョ ン は 1 日 に っ き 1セ ッ シ

ョ ン とし，計25セ
ッ シ ョ ン 実施 さ れ た ．

　 m ： 漢
宀

ま じ り　 の 生 丿

」
訓　1　ラ ン ダ ム な順 に

表示 さ れ た 3〜5個 の 文節 を，電 子 音声 発声装 置 が

発声 し た と お りに 並 び替え て 文 を 作 る訓練 で あ る．
例 え ば，子音声発声 装置 が 「住 吉 の 市場 に 買物 に

行 く」 と発声 し，同 時 に 画面上部 に 「1 ．市場 に 」

，　「2 ．住吉の 」，　「3 ．行 く」 ，　「4 ．買 物 に 」
と い う よ う に 横 書 き で 4行に わ た り文 節が表示さ

れ る．被験児 は
， 弁別訓緻 の 時 と同様の 入力装置

の 番号を 選択 して ， こ れ ら の 文 節 を 正 し い 順 に 並

び替え な け れ ばな らな い ．1セ ッ シ ョ ン で は
， 漢

字表 記，平 仮名の み 表記 各 10通 り の 文 が 提示 さ れ

た ，セ ッ シ ョ ン 終了後 に は ， 「よ く頑張 り ま し た ．
今日 は こ れ で お し ま い で す． バ イ バ イ．」 と の メ

ッ セ ー ジ が 流れ
， 画面 に カ オ ス 図形 が 表示 され た．

セ ッ シ ョ ン は 1日 に つ き1セ ッ シ ョ ン と し
， 文節 の

提示順序を そ の っ ど ラ ン ダ ム に 並 び替 え な が ら，
合 計30種類の 文 が各 5 回ずっ 提 示 さ れ た ．

結果 ・考察

　 r ：　　 Si　ttみ 劭　
’

読み を 習得 した 単熟語 は
，

訓練 開始か ら 1 年経 過 の 時点 で 合計 252語 に 達 し
た ．ま た ，そ れ らの 語 を構成 す る 漢字は 289種類
に の ぼ っ た ，

　 rr：　 男啣 　　問題 と し て 提示 さ れ た 250語の

うち，正 しく弁別が で きた 語は 漢字 表 記 で は 233
語 （93．2％ ），平 仮名表記 で は 238語 （95．2％） で

あ っ た ．図 1 に
， 選択 に 要 した 反応 潜時 の 分布 を，

表記 別 に 示 す．た だ し誤答 は 別 途 粲 計 した ．反 応

　　　　　　　　　　　　 i
　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 t
　　　　　　　　　　　　 ll
　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 I
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 j

　　　　　　　　　　　　 l
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潜 時 の 中央 値 は ，漢字 ま じ り表記 が 6，03sec
， 平

仮 名 の み 表 記 の 場合が 6，38sec で あ っ た ．こ の 差

は 有意水準 に は 達 して い な い （CR・1．56，
　 pく．12）．

し か し，図 1 を 見 る と，潜時が 4sec未満 で は
， 漢

字 ま じ り表記 の 語 数が多 く な っ て い る． じ っ さ い ，
該 当す る語数は，漢字 ま じり 表記 49語 に 対 し て ，
平仮 名 の み表記 28語 で あ り，漢字 ま じ り表記 の 語

数 の ほ うが有意に 多か っ た （CR・2．39，　 pく．02） ．
短 時間内 に 弁 別 で きる語 と して は，漢宇 ま じ りで

表記 さ れ た 語 の ほ う が 多 い と結論する こ と が で き

る ．

　 皿 ： 漢
宀

ま じ り　 の 生　離　i30 通 り の 文 の う

ち正 し く生 成 し た 比率 は ，漢字表 記 の 場合，1，2
回 目 の 提示時 が 87X，3．4回 目 が 90％，3−4 回 目が

97 ％，5回 目 で 1DO％に達 し た ，弁別訓 練同 様、こ の

訓練 も当初か ら 高 い 正答 率 を 示 して い る．平仮名
の み で 表記 さ れ た 同

一内容 の 文 の 生 成 の 正答 率は ，
1回 目 が 83％，213回 目 が 90％，4．5回目 は 93％で あ り，
漢 字表記 よ り や や 低 い 値 を 示 し た ．な お ， 5 回 目

の 提示時 に お け る 文生成 まで の 潜時の 中央値 は J
漢字 表記，平仮 名表紀 い ず れ の 場合 も13盻 c で あ

り，顕著 な 差 は 認 め ら れ な か っ た ，

全体的考 察

　本 被験 児 が 1 年間 に 読み を学習 し た 漢字 は ， 2
89文字 に の ぼ っ た ． こ れ は ，健常 児小学生 が 1，
2年生 の う ち に 習得 す る 240字 （平成 4年以降 学習

指導 要領 ） を上 回 っ て お り，少な く と も読 み に 限

定 す る な らば，本児は 2年分以上 の 漢字を 1年閻 で

習 得 した こ と に な る．

　 母親 の 報 告 に よ れ ば，本児 が 通 学 し て い る 養護
学 校 で は

，
2年生 の 時か ら よ うや く平仮 名 の 読 み

書 き が 教え ら れ
，

4年生 の 現在 で は 力 タ カ ナ の 読

み 書 き を指導 中 と の こ と で あ っ た ．い っ ぽ う，漢

字 に っ い て は ，画数 の 少 な い 字 か ら家庭内で 除々

に 学 習を す す め て ほ し い ，と言 われ た そ う で あ る ．
も し，今回の よ う な 訓練 を実施 しな け れ ば ，漢 字

を 学 習す る機会 は数年以上遅 れ て しま っ た こ とだ

ろ う．

　漢字ま じ りで 表記 され た 語 は ， 平仮名の み で 表

記 さ れ た 語 と比 較 し て ，何 ら 困難 を も た らす もの

で は な か っ た ．む し ろ ，弁別 訓練 に お け る 潜時 の

分 布 ，文 の 生成訓練 に お け る 正答 の 出現率 な ど で

は ，漢字 ま じ り表紀の優位性が 示唆 され て い る．

　本 研究 で は ， 電 子音声 発声 装置 を 用 い た 1 こ の

装 置 の 利用 自体 の 効 果 に つ い て は 特 に 検討 して い

な い が，訓練 者 が 自 ら発 声 す る 場合 に 比 べ て
， 刺

激 提示 の 再現 性 ・同一性 と い う利点 が あ り，正誤

の フ ィ
ー ド バ

ッ ク の タ イ ミ ン グ を 厳格 に 適用 で き，
し か も，入力装置 に 習熟す れ ば 自力で学習が で き

る と い っ た メ リ ッ ト が あ る よ う に 思 う．ま た
， あ

くま で 主観で は あ る が，自閉症 児 の な か に は ，　「
ラ ッ

コ の ぬ い ぐ る み が し ゃ べ る 」 こ と に 非常 に 強
い 関心 を示す子供 も お り，広 範 な 応用が期 待で き

る．

五
ロ

晶＝
O

曳妻
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1−−2sec 5−6sec

潜時

！〔〕secL ）廴＿上　言呉答

口 平仮

鬮薗 漢

図 1 ． 弁 別 訓 練 に お け る 反 応 潜 時 の 分 布．
の 選 択 肢 か ら選 ぶ ま で の 反 応 潜 時 の 分 布 を ，
た 場 合 と 平 仮 名 の み で 表 記 さ れ て い た 場 合 に 分 け て 表 示 し て あ る ．
目 盛 り は，　nsec 以 上 （ n ＋ 1 ＞ sec 未 満 を 衷 わ す ．
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発達障害児の報告言語行動におけるMulti−Listener効果の検討

刎 田文 記 ・山本淳一

　　 （明 星 大学 ）

　　　　　　　　　 ｛目的》

　 Skinnee（1957）に よれ ば 、話 し手 の 言語行動は 、

聞 き手 〔言語共同体の 成貝）に よ っ て形成 ・変容 ・

維持す る もの と考えられ て い る 。こ の様な話し手 の

言語獲得に対す る聞き手行動の 効果 に つ い て の 研究

は、こ れまで に   誤物品提示に よる機能的要求言語

の 形成 〔Yamamoto＆ Mochizuki．1988） 、  誤物品提

示 に よる要求言 語 モードの 変換（野呂 、山本、加藤．

　 1989）、  要求 言語モ ードの 変換に 影響す る 聞 き手

の行勦の分析（望月、野崎 、渡辺 ．1986｝、  イ ン ト

ラバ ーバ ル 研究に お け る 聞 き手の 効果 の 分析 （Silv −

er 鵬an　et ．a1 ．1986｝等が行われ て い る 。こ れ ら の 研

究 で は 、マ ン ドやイ ン トラ バ
ー

バ ル と い う機能的な

言語行動を 夕一ゲ ッ ト行動 と し て 、一人の 聞 き 手 が 、
それ らの 言語行動 へ も た ら す効果 を検討した 。そ こ

で本研究 で は 、聞 き手の 知 ら な い 事象 に つ い て報告

　
・伝達 する と い う機能を持っ 言語行動 〔タク ト）を

夕一ゲ ッ ト行動 と して 、こ の行動を第 3者 へ の ダク

ト行動と し て 、さ らに機能化す る為の 、聞き手の 条

件を検討する事を 目的 とした。な お 、
”

機能的な聞

き手
”

の拡大に必要な条件を検討する為に 、2人 の

聞き手が存在す る状況 （Multi−Listener　Situation）
を設定 し、聞 き手の 行動 の 相違 が 、話 し手の 第 3 者

へ の報告言語行動に与え る効果 に つ い て比較す る 。

　　　　　　　　　《方法》

　rガ凄濯丿本研究の 対象児 は
”
気持ち

”
の 報告言語

行動訓練 に 参加 し た、自閉症 と 診断 さ れ た S 児
1
（男 、

CA＝12歳10月忍 A＝3歳 4月） と Y 児 （男 、　 CA・13 歳
「

9月．醒胴 歳 7月）で あ る 。両 対象児ほこ の 訓練の結
果 、 「 （人物）と 〔課題） をや っ て 、 （気持ち）だ

っ た 。 」 と い う様な 3 語文 あ る い は 2語文 ＋ 1諮文
で の報告を行う事が で きた。しか し 、 複数の聞き手
に対し て報告する 行動は見 られな か っ た 。

rセ タ デ デ ング丿室内に は 、対象児C と訓練者 T そ

して闘 き手 LO 、L1 、L2 お よ び カ メ ラ マ ン が入
室した 。 対象児 C と訓練者 T は遊戯室の

一
方に設置

された机を は さ ん で着席 し、課題 を行 っ た 。聞き手
は
一

方の壁か ら hn 〜］　 m 　30cmの とこ ろ に 50cm間隔

で 並 べ られ た椅子に 3名が 並ん で 座 っ た。但し聞き

手 LO と聞 き手 Ll は 、聞 き手 L2 を中心 に 、そ の

両側 に 着席 し た 。なお、聞 き手 L1 と 聞き手 L2 の

位置 は 試行毎 に ラ ン ダ ム に変え られた e （図 1参照）

　r謂尠 丿各対象児と も課題 は 、机 上 で行え る もの を

選択 した 。 S 児に つ い て は、 厂書 字課題」 「計算 j
　f描画」 「バ ズル （果物、幾何図形 、立体4）3種類）」

を用い た 。Y 児にっ い て は、対象児自身の 好む課題

で あ る 「書字課題」を行 っ た。な お 、こ れ らの 課題

は 1試行に っ い て
一

つ が行われ た 。

　r夕
一

グ ッ み痘む 丿夕 一ゲ ッ ト行動 は 、聞き手LO

あ る い は Ll へ 報告し た後 の 、対象児 C の 、聞き手

L2 へ の
”

自発的
”

報告言語行動と した 。 なお 、
”

自発的
”

な 報告言語行動 は 、聞 き手 L1 が 聞 き手 L
2 へ 伝達 す る前に 、対象児 自らが報告 した場合 と 、
聞 き手 L2 へ の 報告行動 の 中に 、聞き手 L1 へ の 報

告で は見ら れ なか っ た言語反応 が 表れ た場合で ある。
つ ま り、夕一ゲ ッ ト行動には、聞 き手 L1 ・LO の

完全な模倣以外の言語反応が 含 まれ て い る 。

rl 澄 ぎ丿ま ず 、訓練者 T は複数用意 された課題の

中か ら課題 を選択 し、机上 で対象児 C と一
緒 に その

課題 を遂行 した 。 課 題遂行後、対象児 C は訓練者 T

に よ っ て指示 さ れた聞 き手 （LO あ る い は L1 ）の

所ま で 報告 に 行 っ た 。対象児 C は 聞 き手 の 正面 に 立

っ て 、
”
誰

”

と
”

何
”

をや っ て
”

どん な気持 ち
”

で

あ っ た の か の 、い ずれ か を報告 した 。 報告 を受け た

聞 き 手 は 、下 に 示 し た条件 A ある い は B に 従 っ て 、

対象児の報告行動 へ 応対 した。対象児 C の 報告 と、
そ れ に伴う 聞き手の 行動 の 全 て が 終了 し た時点で 、
各聞 き手 （LO ま た は Ll ＞は対象児 C を訓練者丁

の所 へ 戻るように 指示 し次の試行 へ 移行 した 。 尚、
条件 A ・B は ラ ソダ ム に 配置 さ れ た 。

▽ A 　　　　き 　LO に 　th 　る ・
ヌ

1一

　対象児 C か ら の報告を受けた聞き手 LO は 、ま ず

「そ う」 と答え 、続けて対象児 の報告内容を繰 り返
し、身体接触や拍手等で強化し た 。そ の 後、聞き手
LO は対象 児 C に、訓練者T の 所へ 戻 るように指示
した。こ の 時、対象児 C か ら 自発的に聞き手 L2 へ

の 報告が現れ た場合 には妨げず、そ の 報告後再び戻
る ように指示 した 。 ま た 、聞き手 L2 は そ の 報告に

対 し、 「そ う」との み答え た。

▽ B 　
’
　　き　L1 に 　

th
　る

…PtUl
一

対象児 C か らの 報告 を受け た 聞 き手L ユ は 、ま ず聞

き手 LO と同様に応対 した 。次 に 、対象児 C に 対 し

て、 厂じゃ 、 （聞き手 L2 ）先生 に も 教 え て あげ よ

う 。 」 と言6 た後、聞 き手 L2 の 肩を叩き、対象児

1
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C の報告内容を伝えた。こ の 時 、聞き手 Ll は 対象

児が 自分か ら 聞き手 L2 へ 報告し た場含に は 、こ れ

を妨げず、そ の 報告後聞き手 L2 と共 に拍手 ・
身体

接触等で強化 した 。 さ らに 、聞き手 L2 は対象児 C
あ る い は 聞 き手 Ll からの 報告を受け た後、対象児

に対して聞き手 LO と同様に応対し、さ らに その 報

告内容をノ
ー

トに筆記 した 。

　 B条件の試行で の 夕一ゲ ッ ト行動の 4 回以一kの 出

現 を達成基準と し、そ の 基準達成ま で を 1 フ ェ イズ

と した。そ れぞ れ の フ ェ イ ズ の 各条件の試行数は等
し くなるように 行 っ た 。各 フ 土イズ終了後、聞 き手
LO 、Ll 、L2 を各訓練者間 で 役割交代 し 、次の

フ ェ イ ズ に移 っ た 。

r」鰰 羅盈丿　　存　
引一
　　

L
　　AIternaしive　Treatment

DLSts£K！］！）v を用い た 。

◇ カ メ ラ

憂

一

　　　 蝿

　 ○　 ←

対 象児

　 C

回 ・ ・

・ ・ 回 ．

回 Ll

聞き 手

図 1 ．実験 の の セ ッ テ ィ ン ク状 況

　　　　　　　 ｛結果と考察》

　 図 2 に 、 Y 児 の 聞き手 L2 へ の 報告数に つ い て 、

累積結果を示 した。結果は A 条 件と B 条件と の 間 で 、
対象児の 報告行動 に 差異が あ っ た事 を 示 して い る 。
つ ま り、A 条件で は 、対象児は 更に もう

一
人の 聞 き

手に対 して も、自発的に報告行動を行 うようにな っ

たの で ある 。

一方、条件 B で は 、第 2 フ ェ イ ズ に見
ら れ る よ うに 、一

旦 illじ た聞き手 L2 へ の 反応が現
れ な くな っ て い る 。 こ れ は 、聞 き手 LO が聞き手 L
2 へ の 報告を促進す る様な行動変化を行わなか っ た

結果 と考え る事もで きよう。

　 しか し、こ の 結果 は 各条件の 聞 き手 L2 の 対応 が

異な っ て い る こ と か ら、こ の 差 の 原因 が 聞 き手 LO
と聞き手 Ll の 行動 の 変化に よ る もの か 同定する こ

と は で きな い 。

　結果 は ま た、第 3 者が聞 き手 として機能するまで

の 1つ の 過程 を示 し た 。機能的な聞 き手の 条件は

「イ ン トラバ ーバ ル 研究に お ける聞 き手効果の 分析」

で示さ れた ように、聞き手が他の 聞き手と 1 つ の刺

激ク ラ ス に ある こ と で ある 。Multi−・Listener場面の

初期で は、聞き手 L1 と LO は 、対象児 C に と っ て

機能的な聞 き手で あ っ た が 、もう 1 人の 聞き手 L2
は機能し τ い な か っ た 。こ の 状況で 、聞 き手 L2 が

対象児 に と っ て機能 的な聞 き手と なる に は 、既 に 機

能し て い る 聞 き手か ら の 伝達等 の 条件を必要 と す る

可能性が ある 。

　しか し、各条件で の 聞き手 L2 を 1 人の人物が 行
っ て い る事か ら、A 条件と B条件へ の 相互作用が考

えられ ．既 に 機能化 して い た聞き手か らの伝達行動
が 、第 3者を 刺激ク ラ ス と して 機能化させ る条件で

あ る と断定す る事は で きな い 。
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　 オ ペ ラ ン ト行 動 を 弁別刺激 ・反 応 型 ・強 化 刺激 と い

う 3 項 随 伴 性 で と ら え る 行 動 分 折 的観点 か ら 考 え る と、
言 語 行 動 （特 に 表 出 行 勵 ） を と ら え る と い う こ と は、

　
「 何 に っ い て ．1、　

「 ど の よ う に 」 、　「な ん の た め に 」

誕 す の か と い う こ と を 分 析 す る こ と に な る。 ま た、菖

語学 的 観 点 か ら は、　「 何 に っ い て 」 と い う 問 題 は 齏 味

論 に、　
「 ど の よ う に 」、と い う 問 題 は 啻 響 論 ・綾 語 論 に、

　
「
な ん の た め に ll と い う聞 題 は 語 用 論 に つ な が る も の

と し て と ら え る こ と が で き る で あ ろ う。例 え ば 、　年 輩

の 研 究 者 が 若 い 研 究 者 に 向 か っ て、　「 以 前、私 は そ れ

と 同 じ 実 験 を や っ た が、　う ま く ゆ か な か っ た よ。　」 と

言 っ た と し た な ら ば、 そ の 君 語 行 励 は 「 自 分 の 過 去 の

で き ご と を 」 、　
「 啻 声 言 語 で、穏 や か な 抑 燭 で、 主 諾

・動 詞 ・遇 去 時 制 な ど を 用 い て 」 、　「相 手 の 失 敗 を 回

避 す る た め に 」 、話 し た と い う よ う に と ら え る こ と が

で き る。

　 1970 年 代 以 来、東 都 大 学 霊 長 類 研 究 所 に お い て

チ ン パ ン ジ ーの 言 語 能 力 あ る い は そ れ に 関 す る 知 覚 ・
認 知 ・記 ｛9能 力 の 研 究 が 行 わ れ て き た。 そ の 主 な も の

は、　（1 ）図 形 語 を メ デ ィ ア と し、象 徴 あ る い は 同 一

児 本 合 わ せ 課題 を 用 い た も の で、名 前 ・色 ・数 な ど の

概念 形 成 に 関 す る 研究、複 数 語 ・図 形 語 要素 の 携 成 や

構 成 時 の 反 応 系 列 に 関 す る 研 究、事 物 と図 形 語 あ る い

は 図 形 語 間 の 刺 激 等 価 性 に 関す る 研 究、躍形 語 の 知 覚

に 関 す る 研 究、　（2 ） RT 法 を 用 い た、聴 力、 母 音 ・
子 音 の 膏 声 知 覚 に 聞 す る 研 究 や、 nt　一一カ ル オ ベ ラ ン ト

や 般 化 損 倣 を 用 い た、発 声 な ど の 動 作 に お け る 運 動 能

力 の 研 究 な ど に 分 け ら れ る 。

　 先 の 分 類 に 従 え ぱ、　（工 ） は 図 形 語 を コ ミ ュ ニ ケ ー
シ n ン メ デ ィ ア と し た 言 語 行 動 の 、 刺 激 統 制 や 反 応 型

（特 に 反 応 系 列 ） に 関 す る 研 究、　っ ま り、　 「 伺 に っ い

て 」 、　
「 ど の よ う に

．
」 に っ い て の 班 究 で、慧 味 論 ・統

語論 に っ な が る も の と い え よ う。 ま た、　〔2 ） は 音 声

や 動 作 を コ ミ ュ ニ ケ
．一シ ョ ン メ デ ィ ア と し た 言 語 行 動

の 反 応 型 に 関す る 研 究、つ ま り、 9 響 論 に つ な が る も

の と い え よ う 。 しか し、現 在 ま で の 靈 長 類 研 究 所 の チ

ン パ ン ジ ーの 言 語能 力 に 関 す る 研 究 に は、　（3 ） 行 動

分 析 学 に お け る 強 化 子 の 同 定 と い う 視 点 あ る い は 言 語

学的 に い う 語 用 論 の 視 点 が か け て い る。

　
「何 の た め に 靉 す の か 」 と い う 間 題 を ど の よ う に 扱

っ て ゆ くべ き か と い う こ と に 対 し て は、 ス キ ナー（Sk−
inner ．B ．F．．1957 ）と 機 館 主 義 的 な 言 語 学 者 で あ る ハ リ

デ ー（Hallidny ，H ．A．K．，1975 ）の 定 式 化 が 役 に 立 っ 。 ス

キ ナ
ー

は、要 求 ・呼 び か け ・質 問 ・助 言 な ど を マ ン ド

と し て、記 述 ・報 告 な ど を タ ク ト と し て 分 類 し、ハ リ

デ ーは 発 話 の 対 人 的 助 機 と し て 要 求 ・
質 問 ・申 し 出 ・

記 述 を あ げ て い る 。 従 っ て、実 験 的 言 語 行 動 分 析 と し

て は・要 求 r 質 問 ・助 言 ・記 述 な と に 機 能 的 に 分 類 で

き る 言 語 行 動 を 形 成 し、そ れ に っ い て 機 能 的 な 分 杤 を

す る こ と が （3 ）の 悶 題 に つ い て 扱 っ て ゆ く こ と に な

ろ う。

　 こ の よ うな 研 究 を f．1う に は、 ミ カ ェ ル （翫 ch 盗 e1 ．」．
，1983 ）の 確 立 化 操 作 〔Establishung 　 operation ）と い う

概 念 が 有 用 で あ る。 こ れ は 中 立 な 刺 激 に 条 件 性 強 化 力

を 付 与 す る 操 作 で あ り、例 え ば、何 か を 実 行 す れ ば 強

化 子 が 獲 ら れ る と い う 状 況 は、 そ の 実 行 に 必 要 な も の

を 条 件 性 強 化 子 と し て 機能 さ せ る 。 i・の よ う な 状 況 を

っ く り 出 す 操 作 の こ と を 確 立 化 操 作 と ゆ う の で あ る。

　根 手 が 何 か す れ ば 良 分 が 強 化 子 を 得 ら れ る と い う 状

況 は、要 求 行 動 を、相 手か ら 情 報 を 得 れ ば 自 分 が 強 化

子 を 得 ら る と い う 状 況 は 質 問 行 動 を、相 手 が 得 を す れ

ば 自 分 が 強 化 子 を 碍 ら れ る と い う 状 況 は 助 言 行 動 を、
相 手 が 情 報 を 得 れ ば 目 分 が 強 化 于 を 得 ら れ る と い う 状

況 は 記 述 行 動 を 制 御 す る 確 立 化 操 作 と し て 機 能 す る。

　 そ こ で 本 発 表 に お い て は、 言 語 行 勤 の 研 究 に お け る

（3 ） の ア プ ロ ーチ の 出 発 点 と し て、 チ ン パ ン ジ ー
と

ニ ホ ン ザ ル に お け る 確 立 化 操 作 を 用 い た 要 求 行 動 の 訓

練 に っ い て の 最 近 の 知 見 を、 ビ デ オ を 中 心 に 報 告 す る。
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（1 ） 表 出 課 題

　 実 駿 者 ユ が チ ン パ ン ジー
に 租 木 （見 本 ） を 呈 示 し、

チ ン パ ン ジ ーが、 隣 室 に い る 実 験 者 2 か ら 見 本 と 同 じ

色 の 積 木 を も ら い 実 験 者 1 に 渡 し た ら、 奚 駿 者 1 が チ

ン パ ン ジー
に 食 物 報 ＆ を 与 え る 。 チ ン パ ン ジ ーは 手 差

し ・指 さ し に よ り必 要 な 留 木 を 要 求 す ろ こ と が で き る。
〔2 ） 理 解 課 題

　 実 験 者 1 が 実 験 者 2 に 租 木 を 呈 示 し、 実 験 者 2 は 隣

室 に い る チ ン パ ン ジ
ー

に 見 本 と 同 じ 色 の 黎 木 を も ら い

実 験 者 1 に 渡 す。奚 騒 者 2 の チ ン パ ン ジ
ー

に 対 す る 要

求 は 指 さ し に よ っ て 行 わ れ る。チ ン パ ン ジ
ー

に 対 す る

報 醜 は 食 物 で は な く、理 解 課 題 が 終 了 し た らす ぐ 表 出

課 題 を 行 う こ と で あ ろ．
（3 ） 行 動 の 分 研

　 表 出 行 動 の 分 折 の た め、実 馼 者 2 が 要 求 さ れ た 積 木

と 異 な る 積 木 を 差 し 出 し た と き子ン バ ン ジ ーが そ れ を

受 け 取 ら な い （拒 否 行 甦 ） か、 理 解 行 動 の 分 折 の た め、
実 駭 者 2 に 星 示 さ れ t： 穫 木 が チ ン パ ン ジ ーに も 見 え る

場 台、チ ン パ ン ジ ーが 奚験 者 2 の 要 求 な し に 正 し い 積

木 を 渡 せ る （援 助 行 鬢 〉 か を テ ス ト し た。 ま た、実 駿

者 2 の 役 削 を チ ン パ ン ジ
ー

に 遂 行 さ せ 、手 差 し ・指 さ

し に よ る 要 求 が チ ン パ ン ジ
ー間 で も 可 能 で あ る か ど う

か が 調 べ ら れ た。
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　基 本 的 に は 課 題 廴 と 同 じ で あ る が、 実 駿 状 況 が、 ブ

ン バ ン ジ ーと 実 験 者 2 が 向 か い 合 っ て 跪 り、．そ の 櫛
・

実 験 者 1 が 座 る と：い う と い う も の で あ る。
　 （ユ ） 表 出 課 題 ： 実 験 者 1 が チ ン パ ン ジ ーに フ タ の

な い 缶 あ る い は 柄 の な い ト ン ；・1
’
1 チ 〔彰黶 晶 ：・を 渡 す c

チ ン パ ン ジ ーが 、実 駿 者 2 か ら （親 離 品 1 に 対 応 才 b
子 部 品 を も ろ い 飆 み 立 て て 寞 験 者 1 に 渡 し キ ち、 健 臻

髯 ユ．が チ ン パ ン ジ ー一に 食 物 報 酬 を 与 え る。チ ン バ ン ♪

・一は 手 差 し ・指 さ し に よ っ て 必．要 な 子 部 磊，を 要
．
求 す Z・

L と が
1
（
’
き る。

　 （2 ）理 解 諏 懸 ； 実 験 蓄 2 に は 親 部 品 を ふ た つ 持 つ

て い る。実 験 者 2 は チ ン パ ン ジ
ー

に 子 部 品 を 要 求 し、
受 取 っ て 組 み 立 て チ ン パ ン ジ ー

に 渡 す。 ナ ン バ ン ジ ・．一

は そ れ を 更 験 者 ！ に 渡 し 食 物 報 酬 を 受 け 取 る．，

2 ・土 ma 二 磁 盛 ゑ濃二 二託 ．二、墨．ゴ．．．∠ 雄 処 三

mm3 の
言

　
’・9

　
｝

ズ 1．ム 辺 ｛膿
（ 1 ） タ ッ チ バ ネ ル を 用 い た 色 ・図 形 弁 別 の 訓 諌

　 コ ．ミ ュ ニ ケ ー
ン ヨ ン メ デ ィ ア と し て 罵 い る 色 ・図 形

の 弁 別 を 同
一

見 本 合 わ せ 課 題 に よ り 学 習 さ せ ろ c
（2 ）対 面 場 面 に お け る 同 一 ・象 瞰 見 塞 台 わ せ 調 練

　 色 ・図 形 カ ー
ド の 同 一見 本 台 わ lt訓 緻、あ る い は 積

木 ・色 カ ー
ド間 で の 見 本 合 わ せ 訓 練 を 行 う。

（3 ）対 面 場 面 で の 要 求 行 勦 の 訓 緻

　 ユ ．の 諷 題 1 と 同 一の 場 面 で 、 ：．1 ミ ：z ニ ケ
ー．

シ コ ン

ボ ー
ド上 の カ ードの ポ イ ン テ ィ ン グ に よ る 要 駅 行 動 の

訓 練 を 行 うe　「赤 ・ち ょ う だ い 」 な ど の ．2 語 鶏 述 を 巨i

漂 行 鋤 と し て お り、現 在 ま で に 色 カ ー
ド 黼 い た 1．語

記 述 に よ る 喪 出 と 理 解 の 訓線 が 終 了 し て い る a

3 ・土之 △ 之 必 二 K6 ．一 騒 豊 狙 i
　　勲璽 訟 　

唱
　 　 の い ・ 一 ・．．−AIS・−i2−Zll．AQ

　　面△ 雌 鱗 ム

（ 1 ） 指 さ し
・手 差 し に よ る 要 求 行 勳 の 課 題 2 に お い

て、子 部 品 を チ ：ン バ ン ジー
に は 見 え な い よ う に し て、

手 話 サ イ ン に よ る 要 求 行 勤 の 訓 線 を 行 っ た。Time −
delay 法 に よ っ て 自 発 さ れ た 親 部 品 に 対 す る 接 触 動 作 か

ら 手 話 サ イ ン を 決 走 し 、理 解 ・籔 出 課 題 に 用 い た 。 表

繊 録 題 に 対 し て は、逐 次 接 近 ・モ ール デ ィ ン グ な ど に

1

72

よ る 反 応 形 成 は 行 わ ず、 模 激 や 試 行 錯 誑 に よ る 学 習 の

進 行 を 待 っ こ と に し 許。手 話 サ イ ン が 両 手 を 使 う も の

で 難 し く、現 在 は、実 験 者 2 が 片
．
手 を 呈 示 し そ れ に 対

し て チ ン バ ン ジ …が 片 手 で 動 作 す る と い う 方 法 を と っ

て い る。

（2 ）上 紀 の 訓 皺 に 並 行 し て 、 指 さ し
・

手 差 し
・手 話

の 敵 化 を 目 的 と し て、簡 巣な 課 題 （入 れ 分 け
・

お 絵 描

き ・犢 木 遊 び な ど ） を 用 い た 食 物 鰻 飆 な し の プ レ イ
・

セ ヅ シ ョ ン を 行 い 、課 駅 に 必 要 な 物 品 に 対 す る 要 求 行

勳 の 般 化 を 調 べ て い る。駁 化 を 促 進 す る 手 続 き と し て、
お も ち ゃ 遊 び の 強 化 力 を 高 め る た め、物 品 の 使 用 や 課

題 に 対 す る 社 会 的 貫 賢 の 随 伴、　更 験 者 の 物 品 使 用 に 対

す る 実 験 者 に よ る 社 会 的 賞 賢 （代 理 強 化 ） な ど を 用 い

て い る。

t．！．．　t11・ゴ殴 ．璽 は登 差．．し」こよ ゑ 竣．案．．鷺 駿 旦≧．a 皇亡

　 Zl 輯体 の サ ル （言舌 し 手 ・聞 き rF ・） を 用 い て ．　話 し 手

｝と ．冠 L・て 、　　「 聞 き 手 に 特 定 0）反 応 キ
ー．

を ｝甲す よ 　う 手 き
．
t

し ｝、二よ っ て 要 求 す Z， … 灘1練 を 行 っ た。

話 し 手

慧 ．

懿 き 手・

＼
コ
冒
」二

イ エ ス ・キ ー
＠

ノ ー ・
キ ー　 ＠

　　　
ス

∵ 〉
一唇膕コ・ ・

一

オ（イ ン テ ィ ン グ ・キ ＿

（1 ）課 題

　 聞 き 手 の 前 に あ る 色 キ ーに 正 刺 激 ・
負 刺 激 が 灘 示 さ

れ ろ。　聞 き 手 が 蕉 刺 激 キ
ー一

を 押 し た と き、　話 し 手 は イ

エ ス ・
キ
ー

を 抑 L て 食 物 報
．
観 を 受 け 取 ろ こ と が で き る 。

開 き 手 が 勲 刺 激 キ ー．．tt檸 し た と き は、話 し 手 は ノ
ー ・

キ ー
を 押 し で も う

一
度 聞 き

．
爭 に 反 応 さ せ な け れ ば な ら

な い 。闘 き 手 の 反 応 前 に、 話 し 手 が 手 差 し キ
ー

を 押 せ

ltl．聞 き 手 は そ れ に 対 応 し た 色 キ ーを 押 す。
（2 ）分 析

　上 記 の 課 題 に お い て、話 し 手 か 正 刺 激 に 対 し
』
C 手 差

し を 行 う よ う に な る こ と、 ま た そ れ は 全 て の 疋 刺 激 に

対 し て 澱 化
．
y
’
る こ と が 確 か め ら れ た。 ま た、

．
話 し 手 と

の 正 刺 激 に 対 す る 手 釐 し と 食 物 報 飄 の 間 の 随 伴 性 を 保

っ た ま ま、話 し 手 の 手 差 し と 聞 き手 の キ ー押 し の 随 伴

性 を 崩 す こ と に よ り、 甑 し 手 に と っ て、臼 分 の 手 差 し

に 対 応 し た 聞 き 手 の 反 応 が 条 件 強 化 子 と し て 磯 能 し て

い る こ と が 示 さ れ た。
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チ ンパ ン ジ ー の条件性弁別轟
S ＋ 制 御 、

　　　　　　　　　こ

S 一 鋤 御 、 排 櫃 律 に よ る 制 御

　　　　　 友永雅己
（京都大学霊長類研究nt　e 心理 ）

　 ヒ ト以外の 動物を被験体とした条件性弁別課題にお

け る刺激性制御の研究か ら 、 主 として特定の見本刺激
と正の 比較刺激の 間の刺激聞関係 の セ ッ トに よ る条件
性弁別行動の 制御が示 されて きて い る （S ＋ 制御） 。

これに対 し 、 ヒ トを被験者とした場合 、 条件性弁別は

見本一正刺激問鬨係の み な らず 、 見本刺激と負の 比較

刺激の 間の 関係 に よ っ て も制御 され る こ と が知 られ て

お り （S 一制御） 、 さらに S 一制御 の 拡張形で ある排
他律 に よる制御（control 　 by　exclusion ）も認められ て

い る （図 1 ） 。

おげる制御関係の検討

　　　訓練

見本
’

A

比較 ガ丶

本

較

見

比

S ＋制御
　　A

ガ＼

1
＼
xN

／
B

排他律に よる制御

　 　 　 　 　 　 N2

♂丶

儲
・

《

S

　 　 　 　 図 1 ．条鉢性 弁璢 の鵠陶 関係 ．A ，B ，Cは訓櫛 1激、
　 　 　 　 　 　 N ，X ，Y は新 奇刺 激 ．下組は選択すぺ き比較刺 激

　 また 、 ヒ トを被験者と して活発 に 行われ て い る刺激
等価性 （stimulus 　equivalence ）の 研究で 見 られ るよう
な 、 Sidman ＆ Tailby（1982）の定義に よる等価関係成立
の た め の 3 つ の 要件（defining　 features）で ある反射性

（reflexivity ）、 対称性（symmetry ）、 推移性（transi −

tivity）の 形成が動物で は 非常 に 困難で ある（D
’Amato

et 　 al ．，1985； Lipkens　 et　 al ．，1988）。ただ し 、 これ

ら 3 つ の 要件 の 間に は階層 的な関係 が存在する よ うで

ある 。 つ まり 、 各要件の 形成は反射性 → 推移性→ 対称
性 の順 で 困難 に な っ て い くこ と が 知 られ て い る ．
（D

’Amato　et 　al ．，　1985；　Yamamoto　＆　Asano，　1991；
Urcuioli　 et　aL ，1989）。 こ の成立 要件間 の 階層的関
係 とさきに述 べ た条件性弁別の 制御 関係の 間に は 密接
な関連が認められ る 。 すなわちYamamoto＆ Asano
（1991）らも指摘す る よ うに 、 推移性に お い て は S‘一制
御は必要条件で はな く 、 S ＋制御の み で 十分成立 しう
るの に 対 し 、 対称性 （もし ［A ならば B］ならば ［B
な らば A ］）が成立す るため に は S ＋制御の みな らず
S 一制御の成立 も必要で あ る （もし ［A な らばB ］か
つ 匸A で ない な らば Bで な い ］ な らば ［B ならばA ］） 。

こ の こ とは行動的に も示 され て お り 、 対称性 の 成立 が

認 め ら れ な か っ た チ ン パ ン ジー
で は S ＋制御の み が認

め られ 、 S 一制御や排他律による制御は認められ な か

っ た （山本 ・ 伏見 、 未発表研究） 。

　今回の硯究 で は 、 過去 の 研究 に お い て （T。monaga 　et
al ．，1991）、 ヒ トの実験 と同 じ訓練 一テ ス トパ ラ ダイ
ム の もとで対称性の 成立を示 し た 1頭 の チ ン パ ン ジー
に お け る条件性弁 別 の 制御関係を 明 らか に す る こ とに

よ っ て 、 こ の 対称性成立 と負 の 刺激間関係に よる制御
の 間の関連に つ い て 検討を行 っ た 。

　　　　　　　　　　 【方法】

　あ齪 姑．　 実験開始時 9歳の メ ス の チ ン パ ン ジー 。

ク ロ エ 。ク ロ エ は 今回の 実験開始前に約 4年間 に わ た

っ て 見本合わせ 訓練の経験を有して い た 。 今回の 実験
の直前に は他 の 2 頭の若い チ ン パ ン ジーと ともに対称
性成立 に関す る実験に参加 し 、対称性 の 有意な成立を

示 して い た（Tomonaga　et　 aL ，1991）。

　雑 ．　 2．4m×2．Om× 1．8mの チ ン パ ン ジー用実験ブ
ーア ぞ更験を行 っ た 。 ブー

ス 内に は光学式タ ッ チ パ ネ
ル を装着し た 14イ ン チ カ ラー−CRT（ミ朴 1レケトロニクス、 TD−
301）が設置され て い た 。 この CRTに各種の コンピ 2一タケ

’
ラ

フィッウ刺激を呈示 し た 。 反応 は CRT画面 に 触れ る こ と と定
義した 。 この CRTの 右 に は トレ イ が とりつ け ら れ て お り 、

こ こ些強化子 （リ ン ゴ片 、
レ ーズ ン 、 ピーナ ッ ツ な ど）

が 呈 尓 された 。 実験の制御およびデータの 収集はハ  ソ
ナ朋 ンビ ュ

ータ（NEC、　PC−9801F2）で行っ た 。

　勅撒 ． 図 2 に今回の実験で 用 い た刺激 お よ び刺激
間蘭隔 示す 。 対称性 テ ス トで は 色

一
形課題を訓練し 、

形一色課題 で テ ス トを行 っ た 。テ ス ト後 、 両方向とも
分化強化訓練を行い 、 90％以上の 正答率を維持し て い た。
また 、 図 3 に は 今回 の 実験で行 っ た

一
連 の テ ス トに お

ける プ ロ ー
ブ試行を示す 。

　　　　　 訓練刺激

嬲 驚
G）

餐
R）

新奇刺激
青（B）　　紫（P）

▼　　　∩

　　 図 2 ．今回の 婁験 で用 い た刺 激 ．矢印は 脚 緻 された刺 激間関保を示す

　 手麓 き．　各試行は まず見本刺激がCRT上段部に 呈示
され る こ とに よ っ て 始 ま っ た 。 被験体が この 見本刺激
に 3 国触れ るナ見本刺激が消えCRT下段部 に比較刺激対
が呈尓 される 。正刺激を 選択 した場合は チ ャ イ ム とと

もに 強化子が呈示 され 、 誤選択の 場合 に は ブザ ー
が鳴

り 3 秒の タイ ム ア ウ トが通常 の 3 秒の 試行間間隔に 付
加 された 。 また 、 誤選択が生 じた試行は 正答す る まで

反復呈示 され た 。

　 テ ス トセ ッ シ ョ ン で は訓練課題 の みが呈示されるベ
ー

ス ラ イ ン 試行が 96 （同一
見本合わせ 48 、 恣意的見本

合わせ 48）と 12の 非強化ブロ ー
ブ試行からな っ て い た 。

また 、 非強化ブ ロ
ー

ブ試行の 挿入に よ る成績 の低下を

防 ぐた め 、 テ ス ト開始前にベ ー
ス ライ ン 試行の強化率

を100％から67％ に 下げて 訓練を行 っ た 。

　各 テ ス トは 3 つ の シ リーズに 分けて行 っ た 。 まず 、

予備テ ス トシ リーズ として新奇刺激に よる同
一
見本合’

わせ および恣意的見本合わ せ の テ ス トを それ ぞ れ 1 セ

ッ シ ョ ン ず つ 行 っ た 。 続 く排他律／ S 十 制御 テ ス トシ

リーズ では排他律 テ ス ト4 回 、 恣意的見本合わせ テ ス
ト3 回 、

』S ＋ 制御 テ ス トお よ び新奇見本一
訓練比較 テ

ス ト各 1回が クロ エ に与え られ た 。 また 、 S 一
制御 テ

ス トシ リーズ で は訓練見本一新奇比較テ ス ト 1回 、 S
一制御 テ ス ト2 回が 行われた 。
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翩 躰 帥 せ テ ス ト

B　　 P　　　▼　　　∩

＜ 　　＜ 　 　／＼　 ／＼

▼ ∩ ▼ ∩ BPBP

2 ・
殖星理甥

徽 櫛 嫐 テ ス ト

B　　 P　　　▼　　　∩

＜ 　　＜ 　　／＼　 ／＼

● X ● XGRGR

3
遡襲理鰐

倚 比灘 嫐 テ ス ト

G　　 R　 　　   　 　　×

＜ 　　＜ 　　＜ 　　／＼
▼ ∩ ▼ ∩ BPBP

4 。S 十制御テ ス ト （4 セ ッ シ ロ ン ）
G　 　 R　 　 　Φ 　 　 X

＜ 　　＜ 　　＜ 　　／＼

● ∩ X ▽ CBRP

5 ．S一
制碑 テ ス ト （4 セ ッ シ e ン ）

セ 7 ト1　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 セ ッ ト2
G 　R ’

Φ 　X 　 G 　R 　 砂 　×

＜ 　　＜ 　　／＼　 ／＼ 　　　　＜ 　　＜ 　　／＼　　／＼
∩ XV ◎ PRBG 　 ▼ X ∩   BRPG

6 ．排他律テ ス ト （4 セ ッ シ e ン ）
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〈

驚
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〈
似

・図 3 ．各テ ス トに おけ b プ ロ L ブ賦↑￥の 搆成 ．
　 　 下組を引い た 朗激は正堺 とな りうる 

　　　　　　　　　　　【結果】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 L

　 図 4 に各テ ス トの 結果を示す 。S ＋ 制御 テ ス トで は

ク ロ エ は非常に高い割合で正の 比較刺激を選択す る傾

向が み られ た 。また 、 S 一
制御 テ ス トに お い て も有意

に負の 比較刺激を避ける傾向が 認め られ た 。 こ の 結果

は 対称性 の 成 立 し な か っ た チ ン パ ン ジーで は見られ な

か っ たもの で ある 。

　 さらに 、 排他律 テ ス トで は新奇色刺激が見本の 時は
い ずれ の セ ッ トに お い て もほ ぼ 有意に 訓練比較刺激を

避けて い たの に対 し （平均85．9X 、
レ ン ジ62．5・vlOOX ） 、

新奇形刺激が見本の 時は セ ッ トに よ っ て パ フ ォ
ーマ ン

ス が変動した 。 そ こ で 、 新奇形刺激が見本と して 呈示

されたときの ク ロ エ の行動を さ らに 細 か く分析 して み

た 。 fi　1は排他律 テ ス トに おけ る新奇形見本刺 激試行
で の 結果 と刺激偏好 との 問の 関係 を示し た もの で あ る 。

こ の 表か らク ロ エ は緑と 紫へ の 偏好が強 く、 赤 と青を

避 け る傾向に あ っ た こ と が わ か る 。 排他律 テ ス トに お

い て 刺激偏好 が相 殺され て い な い 対 で は明らか に刺激
偏好が 行動を制御 して い た こ とが わかる （刺激偏好率

96．8X） 。 しか しな が ら刺激偏好が 相殺さ れ た 場合 、 見
本が∩ならば クロ エ は完全に排他的選択傾向を示 し 、

全体 で みて も71．9Xの 割合 で 新奇刺激を 選択す る こ とが

示された 。

　 ク ロ エ は 対称性 テ ス ト時に まず色
一
形課題に つ い て

か なり長期に わた っ て 訓練 を受 けた後 、 形一色課題 の

訓練を受けた 。 見本刺激次元 の 問で の排他律に よる制

御の程度の差異は 、

一
つ に は 上 に述 べ た 色

一
形課題 と

形
一
色課題 の 訓練経験の差に 起因す るの かも知れ な い 。
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PERCENT 　OORRECT
　 O　　25 　50　75　訌00

　 IDENTITY
MATCH 正NG

ARB 　1TRARY
MATCHING

EXCLUSION

ARB 　ITRARY
MArr℃HING

S．卜　CO   OL

UNDEF 　SMP
10 　DEF 　CMP

DEF 　SMP 　TO
UNDEF 　CI｛P

S −　CO 卜肛矼 ）L

1vzeLl）VJM4RY
7］9ST 　SERIES

灘

．9一α  

7聊 5　E）？las

口 COLOR − SAMpua 　TRIALS

圀 SHAPE −SAMPU 巨　TRIALS

閃 4 ．　 各 Y ス トの 緬 梟 ．色調激 が 見本の 膩行 と形融 が見本の 賦行を分けて 示
　 　 　した ．飆 廁 抒わ れ たテ ス トは その 甲均正答罕 を示した ．

表 L 　 罅舷律テ ス ト駈奇形見本 賦行 にお け る成 績 と剃諏偶好の 閼係

　 　 　 　 　 　 　 　 　 比　較　朝　尠　対

　　，瀞鴨 、 翌慰獺 噸 嬲
見本　R ／ σ　B ／P 　　R／ P 　σ／ B　　R ／ B　G／ P

　 ▼ 　　0／ 8 　1／ 〃　　　0／ 8 　　7／ 1　　　4／4 　5／ 3
　 　∩　　正／ 7 　1／ 〃 　　0／ 8 　7／ 1　　 0／8 　0／ 8

　 ．航 」 ∠葎．2∠4 ．．ユイ伊．！些《霍、。一生イL2一五4 ！．
塁斤衛詔ロ畄慶遡択目尸【　　　　　　　 56 ，3 ％ 　　　　71 ，8％

　　　　　　　　　　 【考察】

　今回の 実験 の 結果 、 こ れまで動物に おい て はほ とん

ど報告 され て い な か っ た 、 負の 刺激間関係に よる条件

性弁別 の 制御 （排他律お よ び S 一
制御 ）が対称性の 成

立を示 した チ ン パ ン ジーに お い て 認め られた 。 今回の

テ ス トは 、 対称性 の テ ス トに用い られ た形一色課題 の

分化強化訓練後に行われ た も の で ある断定は で きな い

もの の 、 排他律 や S 一
制御の 成立が対称性の 成立と密

接 な関係にある こ とが示 唆され た とい え る。

　今後 、 こ の 対称性 の 成 立 と負の 刺激問関係 に よる制
御 の 間の見か け上 の 関運 につ い て さらに 実験的に分析
を行 い 、 条件性弁別の 制御関係と刺激等価性の 関係 、

さらに は刺激等価性の 「起源」 に つ い て も検討 して 行
か な くて はな ら ない 。
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移 鸚 タ丿命テ 璽力 るこ 浮昭 嚀
『

る ．｝＿
一
ド 左 オ 7 （ノ ） ひ ら カ ぢ も O と 推建 掌 ζ7）

　　　　　　 看幾 有 陰 白勺 な ・等 イ1　fi’ヒヒび
「
） 矧定 ．ぬ孔 ごこ

・’
⊃ し

．・一ゴ
（
冒

　　　　　　　　　　　　　　　　 嫁i　植　雅　義

　　　　　　　　　　　　1名古慳市立才離 i・i・・学校精神薄弱
．
｝：級 ）

］．i：！的

　 発達障害児に 対する空間関係や 位置閲 係に関わ

る言葉 ［ ヒ 11 下 」
「左 」

「右 」 の 獲得に つ い て、

柘植
・
小林 （1991）が報穀， して い る。また、あ る算

数 用語 をそれ と密接に1；吾わ るス キ ル の 形成 の 中で

指導す るこ とが効果的で ある こ と を、拓植 ・小林

（1ggn＞が報告 して い る。

　 本研 究は、上 下 左 右 の 言葉に 関 わ る 刺激等価性
の 問題 に つ い て検討する。方向の ひ ら がなカード

と漢字カードに っ い て、ひ らがなカードを読む こ

とがで き、ひ らがなカ
ー

ドを使 っ て校舎内移動で

も ミニ チ ュ ア内移 動で もで きるが ．漢掌カ
ー

ドで

は い ずれ も移動で きない 児童に 、ひ らがなカード

と 漢字 カ ー ドと の マ ッ チ ン グを訓練 し、　
”
漢字カ

ード を読む こ とがで きるか ？
”

に 関する転移が成立するか ？ ）、　
“
漢字カ

ー
ドを

使 っ た校 舍内移動 または ミ；：チ ュ ア内移動の 訓練

をしな くて も漢字カードを用い て校舎内移動 また

は ミニ チ ュ ア内移動 が で きるか ？
”

（読み 以外 の

行動へ の 転 移が成立 す るか ？ ）に つ い て 検討する．
2，方法

2．1．対象児 ： A 児、 4 年生。精 神遅滞児 を対象 と

した 小学校特殊学級に在籍。ダウ ン 症で 、田中ビ

ネー知能検査 の 結果は IQ34 （1989年 11月測定 〉。
2．2．移動 の 方法 ： 移勤の 手続きが書かれ て ある メ

ッ セ ージカードの 一覧を、Table　 1 に示す。

　　　Table　 I　メ ッ セ ージカ
ー

ドの 種類
画 ：＝：＝：＝ 遜 ＝：：：＝＝＝

（読み 蕨 出調
［羽

　 こ れ に従 っ て 、実瞭に校
』
盆内を移勤す る トレ ー

ニ ン グ レ 、授書の ミニ チ 』』・．
1
、「勺で人 形を移動さぜ

る トレ ー一こ ン グを並行 して行うtt ス タ
ー・

ト地点は、
1階 に あ る A 児 の 教筆1の 醜。
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’
　／ 校舎は 4 階辷捶

ト
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’
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‘
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函 の 3 箇所あり、訓練で使 うの は中央．ミニ チ ．コ、

7iti］Oo× 30× 10c殿ごハ ｝1殳7聟
一

ノレ製。　／札晋卸うζ2 体。
2．4．訓練の 手続 き ： Fig．1 に刺激等 価性の関係を

示す。
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Fig．1

移動表示

蘭
（
鴛繋

用 ）

　 Table　2 に各 べ 一ス ラ イ ン 、

別課題 ）、転移テ ス トの 説明を示す。トレーニ ン

グ で ある マ ッ チ ン グ 訓練は、机上で行われた。T
か ら渡 され た カ

ード を、机 の 両端の 2 箇所に 置か

れたカ
ードの どちらかの 上に置 い て い く方法で行

われた。マ ッ チ ン グ は、上、下、うえ、したの カ
ードの 場合と、左、右、ひ だ り、み ぎの カ

ー
ドの

場合に分けて行われ た、また、訓練は、週 1 回 30
分程度の 個別指導で行 われた，

　 Table　2　ベ一スライン、トレーニング 、車云移 テストa）説明
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3、結果

　結果 を．1悔 ．2 に 示す。マ ッ チ ン グ手続 きに ょ

っ て、直接訓練 されなか っ た1莫字カ
ー

ドの 読み 、1二

漢 字 カ ードに よ る校 舎内移動及び ミニ チ ．エ ア 内移

動が達成され，読み と移動 とい う E つ の 行動 に関

して ひ らがな と漢字 の 機能的な美李価
卜1三（stimill ．！，；

fun航 i帆 1
「de ．

：
11i ソ・しレ瓶 のが戎立 した と 言 2119

4．考察

　 こ れまで 、刺激等価性の研究で lt／、弁雛 課題 内

で の 単語 の 読 み とい う レベ ル で機1兆ハ 転 移 を 検討

して い る もの が多か ・っ た、，文字 に婦する読み だ け
』

で な ぐ．文字を見て移動する と い う行動に も機：
；1：

的 な関孫が成S｛　”y｝’る こ とが可能で 汐 こ1 こ ・L二が 示さ

れ た 9 す
’
な わ ち 、音声 と文字 との 1：｝賀 弁蹴 i輝 冠ll｝1、

だ けで なく、文字 と移動とい う行菊　劃 ．！．｛課既 ）

閲 に も刺激等価性 が 成立す る こ とが 示 され た 、

　 また 、次 の よ う な疑問 に 対す る エ ピ ソー ドを紹

介する， 「教室 呂カ
ードだ け

’
で 正 1ノく移動 で き る

か ？ 」 は 、ミニ チ ュ ア 内移勤レ
厂
〕場禽ゐ み で きた 1

図工 室、音楽室、3 の 3 ）。 廉 祓 綬路で も移動
尸
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5．；［献

祐 植雅義
・
小林重雄 酔 ．・1．発 達障害

…，巳の 算数 ・

　　数学用語の 獲1駆 」：
．．「余 っ た jf 早らな い 1

　　 「ち ょ う ど 」
・・　 目本特殊 教育学会第 ．画列大

　　会発表言irf
．
史辱ミ．

妬植雅義
・
小鷲重雄 （上的 1）発 1｝1隙害 ∵この 算数

・

　　数学用語の 獲得 （2） ．’［．1・、」 「Tj 「左 ．！ 「

　　害 」 そ の 1 一
  日本特殊 教 育学会第 29殴大会

　　発 表 論文集 ．

庶 本研究 を進 め る に際 して、小林重雄 （筑波大学

心窮障害学系〉氏、望月昭 （餐知 県 コ ロ ニ ー
〉氏

か ら厂 ドバ イ ス をい ただい た 。
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自 閉促 児 に お け る VTR を 利 用 し た 会 詣 ス キ ル 訓 繍

1 ．問 題 と 目 的

　 井 上 雅 席 　 ・　 加 豚 暫 文 　 ・　 小 林・皿 雄

（筑 波 大 学 大 学 院 〉　　　 （筑 波 大 掌 ）　
丁帥 1。 lm 的gzaiiifhrr・m

臼聞 癜 児 に 対 し て 数 多 く の 会 話 魏纏 が 行 わ れ

て 露 た． 近 年 で は 訓 練 さ れ 滝 会 話 バ タ ン だ け

で な く 、様 々 な 場 面 や 刺 激 に 対 す る 般 化 デ ータ

も 徐 々 に 提 出 さ れ て き て い る 。 　し か し こ れ ら

の 研 究 に お い て も、 子 供 の 側 か ら初発 す る 讐

請 行 効 迎 舐 を 禽
．
む 会 話 を 撚 的 と し た も の は 少

な い ．

　 本 研 究 で は 自閉 症 児 慇対 象 に 子 供 か ら 初 発

さ れ る 会 銛 を 標 的 行 動 と し、 D 訓練 の 効 果、

2＞ス キ ル の 般 化 と 継 持 、 3）文 脈 内 で の 個 々 の

甘 昭 機 能 に つ い て 分 折 ず る こ と を 目 的 と す る 。

2 ．方 怯

（1）対 象 児 （以 下 C ） ： ジ ュ ン ち ゃ ん 9 才 9 ヶ

月、　 詮 断 は 自 閉 舵 児 、　指 導 開 始 塒 の 柵 神犀 齢

は 4 才 4 カ 月 （田 中 ビ ；・）で あ っ た 。 小
’5 で 傭

緒 敬 寵 に 通 級、 1旨 示 理 解 、 簡 單 な 碧
’
駆 的 や り

と り は 可 能、　エ コ ラ リ ア が 顕 著 で あ る．

（2）槻 的 醤
’
詔行 効 辿 鋭 ： 紐 初 に せ票的 と な る 会

’
話

A に つ い て ビ デ オ 視 聴 DII練 を 行 い 、　般 化 嵎 面

と し て 会 誕 B 〜D を 測定 し て い く． な お 訓 練

者 （以 下 T ） も 随 時 憂 化 さ せ る。 各 条 件 の 行

動 連 σ員 を T“ bte 　 Iに 示 す 。

（3）セ ッ デ ィ ン グ ： セ ッ テ ィ ン グ 1 （訓 練 富 ）

と セ ッ テ ィ ン グ 2 （大 学 内 の 救 室 ） の 2 つ の

堝 面 に お い て 測 定 な 行 う。

（4）闘 練 半 統 き

孅 ： 各 活 動 ア イ テ ム （競 魯 ・お 松 描 穹、
バ ズ 塩 勉 強 ） に つ い て 写 瓜 カ ー ド で の 命 名 反 ・

応 形 成 訓 轢 及 び T の 名 前 の 命 名 馴練 （4 名 ）

tth行 っ た ．

m a ： 2 つ の セ ッ テ ィ ン グ に お い

て、 探 題 に 対 し て そ れ ぞ れ 適 切 な 臀 詔 巡 鋏 が

誕 出 す る か テ ス ト し te．　T が 決 め ら れ た 活 動

に 従 事 し て い る と こ ろ へ C を 人 竃 ざ ぜ た 。 　T
は 25秒 ま っ て も 反 応 が 自 発 し な い 場 合 は そ の

試 抒 を 絡 了 と し、 C を 郎 履 の 外 に 戻 し た 。 不

適 切 な 反 応 が 出 IA レ た 場 合 は 対 応 し な い で 試

行終 7 し re。 　4 つ の ア イ テ ム を エ セ ッ ト と し

て T 工〜4 が 交 代 で 行 っ た 。 な お セ ッ 1・内 の

課題 順 は ラ ン ダ ム に 設 定 し た 。

Q ．一 ：Chakop ＆ Milstein （！989 ）

ら の 手 統 き を 甚 本 と し て ビ デ オ 覗 聴 訓 練 を 行

っ た e 会 膳 場 面 の ビ デ オ を C に み せ （3 回 〉、
そ の 鍛 醸 認 の テ ス ト を 行 っ た 。 　テ ス ト は T が

ビ デ オ の そ ば に ビ デ 才 と 同 じ ア イ テ ム を 持 っ

て 座 り 「同 じ よ う に い っ て ご ら ん．　 」 と 指 示 し

ビ デ オ の 会　ts　re言　t） せ た。 2 回 連 絖 で 全 て の

聾 鍛 が 正 反応 で あ っ た 場 合 を 逮 成 蕩 準 と し た ．

，基 準 が 満 た さ れ な い 場 合 ビ デ オ は 1 度 だ け 見

せ ら れ、 テ ス トが 繰 り 返 さ れ た 。

nLUS ＝ −2LL ： 2 つ の セ．ッ テ ィ
．
ン グ に お い て

訓 纏 の 縮 果、 そ れ ぞ れ 適 切 な 君 認連 鱗 が 裂 出

す る か く対 人 般 化、 場 両 般 化 ） テ ス ト し た．

基 本 的 手 統 き は ベ ー
ス ラ イ ン と 岡様 で あ っ た 。

会 話 の 成 立 時 に は ア イ テ ム が 渡 さ れ た．

璽LZ 二旦．ニ ユLa ： プ ロ ーブ 11こ お い て 言譜 連 顕

が 成 立 し た 会 躊 に つ い て 役 割 交 代 デ ス ト VE 行

な っ た。

＠ua ： 晋 詔 迷 鎮 の 中 に あ る 個 々 の 要

聚 （ 「何 の OO で す か J 、「私 も や っ て い い J ）

の 機 hE的 使 用 に つ い て 分 忻 す る た め A （慚 轍

を 一
度 に 提 示 ） と B （噸 番 変 化 ） の 2 つ の タ

イ フ
’
の 興 な r

） た 対 応 を 行 っ た。

− 51 ケ 月 彳級 び 5 。 月 後 の 慓

的 習
’
詔 行 動 連 鎮 の 維 持 を 測 疋 し た 。

3 ． 結 果

　 ベ ー
ス ラ イ ン、 プ ロ

雪 フ
’
及 U 維 袴 場 ii に お

い て 標 的 と さ れ た 書 譜 漣 鎮 （C   〜  ま た は

T   〜  ） 及 び ア イ テ ム の 受 渡 し 行 動 正 反 応

数 を Fi8 ．1に 示 す。 ベ ー ス ラ イ ン に．お い て は 燃

題 に 従 那 し て い る 大 人 に 対 す る 嬢 近 行 動 は み

ら れ た が 甘 詔的 な 対 応 は ま っ た く 覩 察 さ れ な
’

か っ た 。 　バ ズ ル 場 i斫に お け る VTR 槻 聴 訓 練

の 結 果、 パ ズ ル 場 面 に お い て の み セ ッ テ ィ ン

グ ・1 ， 2 、 及 び 対 人 閉 で 優 的 行 勁 が 出 現 し re．

し か し 他 課 題 に お い て は 成 立 し な か っ た ， 続

い て 行 わ IXた 「 お 絵 か き J 塲 面 の VTR 視 聴

訓 線 の 諮 果、 対 人 ブ ロ ーブ 測 延 中 に 他 裸 題 へ

の h殳 ｛ヒカ∫生　じ た o
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『1‘．1　 匂 瑠 予 イ

η1辰応 欺
　 　 　 　 回 71

ン グ 1に 釣 け る 各 禽 厠 柵 囲 の 曾 団 艀 勘 ・ア イ 早 ム 鴛 颯 し抒 動 の

oT2 “ 　TS ● T4

っ た。　し か し 会 断 A の VTR 規嗹 だ け で は 他

の 会譜 へ の 熊 化 に 認 め ら れ ず、 モ の 徳 の 会 驕

B の VTR 視 聴 後 に 他 の 諏 題 に も 標 的 言 詔 逗

鎮 が ti：現 し te． こ れ は 会 膳 B の VTR 視 聴 に

よ っ て、　 「 T が 鰐 か の 傑題 に 従 那 し て い る 」

駅況 が 「 OO 先 生 松 に し て る の 」 と い う 初 発

の 言詔 行 動 を 生 町出 ず 共 通 の 弁 別 刺 激 と し て

の 椣億を 獲 褥 した か ら で あ る と srJえ ら れ た．

　プ ロ ーブ 3 に お け る A タ イ フ
’
の 反 応 は 咫 に

提供 さ れ た 情 鰻 に 対 寸 る 町 慚 帽 要 求 で あ る ．

こ れ は C に と っ て 相 手 の 甘 甜 情 鰻 そ の も の が

弁 別 刺 激 と し て 樋 能 し て い な か っ た こ と を 示

し て い る・　そ れ は ア イ チ ム が 撹覚 的 に 共 有 さ

れ て い る こ と に 加 え て、　二 の 文 脈 に お け る 盟

問 は 蝋 に 余 籍 姫 進 め る た め の 搬 能 し か ta’ く．
墾 漢 機能 te も た な か ・

，　teた め で あ る と も 勇 え

ら れ る ． こ れ に 朗 し て B の 「や う て い い よ 」

は C に と っ て 既 に 機 能 的
’
汀 昭 と し て 昭 立 さ れ

た も の で あ り ・ 弧 化 を 得 る た め の 鰻 絆 群 詔 行

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　助 殫 階 で あ っ re。 以 上

プ ■
’フ「2

　紕 tel 蹴 掩2 　の よ う ここ 本 冥 駿 で 樣 的

　　 　　　　　　 　　と さ れ た 会 講 行 動 は 告

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　言 昭 行 動 翼 爾 が そ れ ぞ

　　 　　　　　　 　　オ｝ 己こ 罫虫 立 レ　ノヒ 槻 fi巨を ∫琵　
．

　　 　　　　　　 　　得 1」
’
る こ セ は な か っ た ．

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　こ れ は 会 虧 訓 練 に お い

　　 　　　　　　 　　て、 そ れ ぞ れ の 言 腑 自

　　 　　　　　　 　　休 の 槻 能 が 会 話 と い う 、

　　 　　　　　　 　　文 脈 の 巾 で ど の 欟 な 恤

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　置 を 占 め て い る の か と

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　い う 分 析 の 必 拠 性 を 示

　　 　　　　　　 　　峻 し て い る． 晟 f．k に エ

　　　　　　　　　　ピ ソ
ー

ド で は あ ろ が 本

　　 　　　　　　 　 災 験 静 ア 後、　半 校 堝 而、

　 　 　 　 　 　 　 　 　 禦 庭 場 面 （兄 が フ ァ ミ

　　 　　　　　　 　　コ
．
ン を し Z’い る 嵎 面 ）

　　 　　　　　　 　 に お い て・ 本 実 験 で 用

　　 　　　　　　 　　い な 会 巒 の 一
部 （ rO

　　　　　　　　　 O さ ん 何 し て る の 」 ）

　　 　　　　　　 　 h‘勘 発 さ れ 沌 と い う 栂

　　 　　　　　　 　 告 が あ っ な． こ の こ と

　　 　　　　　　 　 は C の 側 か ら 初 発 す る

　　　　　　　　　 と い う im
一
で の 胴 纏の nt．

　　 　　　　　　 　 果 を示 1广 も の で あ ろ う．

　　　　　　　　　 【謝 辞 】本 契 験 を 行 う に

　　　　　　　　　 あ teり
．
筑 波 大 学 大 学 院

　　 　　　　　　 　 生 米真 坊 浩 史 、 　澤 村 マ

　　 　　　　　　 　 ミ さ ん に 紳 協 力 を い te

　 　 　 　 　 　 　 　 　 だ き ま し た．　こ こ に 期

　 ■ セ ッ テ ィ ン グ 2 　 し て 感 謝 申 し 上 げ 丈 す ．

1．
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重
…．
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小 麋 団 社 会 技 能 訓 練 に よ る
発 達 障 害 児 の 対 人 技 能 の 改 善

　　　
゜

島 田　茂 樹

（筑波大学大学院教育学研究科）

　 自閉症は社会性 ・
言語性の障害を中核 とし、本来双

方向的であるべ き コ ミコ．ニ ケーシ ョ ンが…方通行で あ
ると い う特徴がある 。 自閉症児に社会的場癒で 適切 に
反応 し、様 々 な問題 に対処する技能を獲得させ るため

には 、構造化された場面 で組織的に指導する必要が あ
る 。 そ の ような指導 に小集 団社会技能訓練が ある、、 こ

れは中野 らが 応用行動分析の観点 か ら独 自に開発 した

訓練パ ッ ケ
…

ジであ り、こ れ まで 望ま しい 社会技能 を

獲得
．
させ るプロ グラム を探 究して きた （中野 ・橋詰

・

山下 T1988 ； 中野
・
山下 ， 1988）。

　 本石π究てトは こ の ，．li集WI社会技有旨訂r辟束a）中
『
で、　コ ミこ1．

ニ ケ ー・シ ョ ン 技能と推論技能を学習させ るため の 「イ

ンタビュ
ー一】 と 「クイズ 」 の課題を組込み、その 効果

を検刮する こ とを 目的 とした。指導には 6名の発達障
害児が 参加 した 。 そ の うち 3名は新参加者、の こ り 3
名はす で に 〕、年以上訓練 を受け て い た 。 本研究では こ

の新参加者 3名の反応を報告する 。

1．方法

〔1）被験児 ： T ．T ．は実験 開始時 13 歳 0 ヵ 月 の 中学
1年 男児 e 動作

’
性 i：Q （W 王 SC −− R知能倹査＞ 71n

診断名は 自閉症 。 視線合わせがな い 、エ コ ラ リアはあ

るが 理解雷語あり、気にい っ た人 に触 っ （1離れない 、
とい

・
う行動特徴がある 。 T ．Y ，は 1．2 歳 7 カ月の巾学

1年女児。動作性 IQ9 工 。 診断名は自閉症。要求語
が多 く、他者の働きかけに対 する反応性が低 く、かん

し Xb くを起 こす と関係の な い言葉を言う等の行動特徴
がある 。 Y ．N ．は ユ 2 歳 11 ヵ月の中学 1年男児。動

作性 IQ43 。特別 な診断名な し。 爽現言語は豊冨、
社会的な反応性が高い 、自分よ り年小0）子 どもに いば
る、と い う行黼 微がある 。 残 りは Y ，0 ．（14 歳中
3男 児、動作性 IQ45 、自閉症 ）、M ，0 ，（12 歳
中 1 男児、動作性 IQ51 ）、T ．N ．（j、0 歳小 5 男
児、動作性 IQ48 ）の 3 名である。
（2）場面 ：大学の 臨床実験室に6 名の被験児と 2 名の

大学生の生徒役か らなる 8 名の 集団を 1学級と して 編
成 し、第ユ著者が週 2 回約 1時間の セ ッ シ ョ ン を継続
して指導 した。その うち 「インタビュ

ー
」 と 「クイズ 」

は約 20 分間行っ た 。 生徒役の大学生は補助者 として

で は な く被験児と同等の 生徒として扱われ 、友だちお

よび行動モ デル と して 機能 した 。

〔3）標的行動 と測定方法 ： 「イ ン タ ビ ュ ー は 2人の

メ ン バ
ー

の 間で行 う。それ に含まれる反応は 、イ ン タ

ビュ
ー一

アーとイ ンタビュ
ー』イ ーに よっ て異なる 。 イ ン

タビ ュ
ー

ア
t一

は 、相手に画接して必要な情報を聞き出
す、得た情報をメ モ し記憶する、そ の情報を第 3者 に

発表す る。イ ンタビュ
ー

イ
ー

は聞かれ た質聞に 正 し く

答える。またイ ン タビュ
ー完了後の ブ リ

ー
フ ィ ング場

　 中 野　良 顯

（筑波大学教育学系）

両では、イン タビ ュ
ー

ア ーが 7 名の メ ン バーに収集 し

た情報を報告し、7名の 受け手は報告され た情報を記
憶 して い て 、ブ ロ

ーブに正 しく答え る 。 こ れ らの成分

反応の うち 「質闇の せ りふ を言 う 」
「伝聞報告の せ り

ふで聞 い た こ とを言う」
「教師 に聞かれて 他人 の情報

を言 う 」 の 3 っ の 反応をえらん で査定す る こ とに した。

　 ク イズに含まれ る反応は、与え られ た情報か ら推測
され る答の 遭鬘択肢をで きるだけ多く考える 、追加 情報
か ら不適当な答を除去 し 1っ に特定する、自力で問題
を解 くこ とで ある 。 標的行動は 、 ∫複数の答を書 く」

「笞を ／つ だけ残す 」
「カ ン ニ ン グす る」 の 3 つ の反

応 として 、それ らを査定す る こ とに した。
を標的行動とした 。

　指導場面での被験児の 反応は 、2台の遠隔操作の カ

メラによっ て全て録画 された 。 標的行動の測定では、
標的行動を遂行す る機会中の 正反応率とプロ ンプ トの

有無を測定 した 。

（4） 「イ ン タビ ュ
ー一一

コ の手続 き ： 2 人ひ と組で 4 組作

る 。 lmeifiが イ ン タビュ
ー

質問を決定する （好きな果物、
勉強等）。質問の せ りふ カ

ー
ドを黒板に提示する （○

○君 の好きな☆☆は何 ？）。せ りふ の 練習 を させ る。
各組の

…
方がイ ン タビュ

ー
ア
ー

にな り相手に質問する 。

聞 い た こ とをメモ する 。 生徒はその メ モ をも とに全員
に発表す る （○○君の好 きな☆☆は ☆ ☆ だそうで す 〉。
発表内容につ い て メ ン バ

ー
にプロ

ーブする。次にイ ン

タビュ
ー

ア
ー

の 役割を交代させ 同様に行う。
（5） 「クイズ」 の手続き ：解答朋紙 を配る。教師が 黒

板 に正解の 含まれ た絵 カ
ー

ドを4 〜 5 枚貼る 。

「それ

は ☆ ☆ です 」 の 形式 の ヒ ン ト文を黒板 に書く。そ の文

章に該当す る絵 をすべ て紙に メ モ させ る。生徒の メ モ

をチ ェ ッ ク し問違 っ た答は訂正させ る．次の ヒン ト文

を書く。メ モ の 中か らあて はまらない答を抹消させる。
答が 1っ にな るまで ヒン ト文を出す。
（6）信頼度 ：全セ ッ シ ョ ン か らラ ンダ ム に選んだ 39
％ の セ ッ シ ョ ン につ い て指導の VTR を再生し、独 立

した 2 人観察者に直接観察 しても らい 信頼度を測定 し

た 。 信頼度は、一致数を
一
致数と不

一
致数との 和 で 除

し、100 倍することによっ て 算出 した。
2 ．結果

　平均信頼度は87．〔［％だ っ た。図 1 はインタビュ
ー

に

おけ る 3種の標的行動の変化の グラフ で ある 。 3人と

も指導とともに標的行動をよ り多く自発するようにな

っ た。しか しT ．T ，は標的行動を自発 しなか っ た。図

2 は クイズにお ける 3種の標的行動の 変化の グラフで

ある 。
3 入 の被験児とも 「複数の解答を書 く」

「答 を

1っ だけ残す」 行動が増加 して い る。しか しカ ン ニ ン

グ行動は T ．Y ．以外の 被験児それぞれ で 生起 した 。
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3 ．考察

　小集団社会技能訓練を組織的 に適用する こ とによ っ

て 、被験児 それぞれ に、他者に質問する、聞き出した
こ とを メ モ する、メモ にもとつ い て発表する、正 しい

情報を記噫する、クイ ズ で推論す る等の技能を獲得さ
せる こ とが で きた。しか し被験児によっ ては完全にで
きると こ ろ まで獲得させ る こ とが できなか っ た 。 今後
さらに指導プ ロ ゲラム を洗練化す る 必 要が ある ．

　本研究では 、被験児の 対人行動の改善が こ の プロ グ

ラ ム によ っ て もた らされた こ とを実験的に検言釦 一tた ヒ
ぽ い えな い 。今後 は、適 切な実験デザイ ン を用 い でプ
ロ グラ ム の 効果を検証す る こ とが必 要である、
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