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幼児 に お け る漢字熟語 の 読 み と生成
長谷規芳典 （畏崎大学医療 技術短期 大学部）

　実験 者 の 艮男 で あ る男児 1 名 （実験開 始時 2 歳 2
ヶ 月） を対象 と し て i 年 余 に わ た り 「漢字単語／熟

語 の 読み 」訓錬 を 行 な っ た．日乍年 の 発 表 （ 【1 】，
【2 】 参照） で は ，漢字 ま た は ひ らが な ま じ り 漢 字

で 表 記 さ れ た 藷の ほ うが ひ らが な の み で 表詔 さ れ た

語 に 比 べ て 翌得 さ れ やす い こ とを ψ心 に 報告 し た が ，
今回 は そ の 続 き と して ，新 た に 3 っ の 爽験 を行 な っ

た ．全 体を 通 じ て
， 実験 は 3 歳 3 ヶ 月 ¢ 畴 点 よ り開

始 し 3 歳 5 ヶ 月 で 終了 した ． 3 歳 3 ヶ 月 の 時点 で ，
被験 児は 漢字単熟 語 約 300藷 （構成 漢 字数約 110文字）

・濁 音 ・拗音を 含む ひ らが な ・力 タ ブ1 九 数 字 ， ア

ル フ ァ ベ
ソ ト の 読 み を ほ ぼ 完全 に 習得 して い た．

翼
　1 ： 滋 堂 と ひ 迦 醜 錘 b豈

　　　　　　　　　　 殪塁

　 Fl9 ・ 1 に ．各条件 に お い て iseじ未満 ， 及 び i
−−2secの 範囲 で に 正 し い 読 み が 発 声 で きた 誘 の エヒ率

、を示す ． また，各 条 1’トに お ける 正答 率 （％ ） を Ta
ble 　 1 に 承 す．

　 漢字 の み で 衰紀 さ れ た A 条件 お よ び ひ ら が な ま じ

り漢 字 で 衷 紀 さ れ た B 条 件 は ， よ り短 い 時 間内 に 正

しい 読 み が 発 声 さ れ た ． い っ ぽ う ， ひ らが な の み で

灘 己さ れ t4　a 条件 ，　 b 条伽 よ，正答率 は い くぶ ん 高
い もの の ，読 み を 発 声す る まで に 長 い 時 間を 要 した ．

Tab 三 e 　 1　 各条 件の 正答率 （％ ）

条 件吟 、1 a B 　　 　 　 b

　 同 じ語が
， 漢字 の み （ま た は ひ 劫 ∫な ま じ り漢 字）

で 表記 さ れ た 場合 と，ひ らが な の み で 衷認 さ れた場
合 と で ， ど ち らが速 く読 め るか比 較 した ．

　　　　　　　　　　越

　 刺激材料 ・
鑞 　訓練開始か ら 1 年以内 に 習得 し

た 249語 を用 い た．こ れ らの 語 （漢字の み 197 語 ，ひ

らが な ま じ り漢宇 52語〉 を漢 宇 の み ， 及 びひ らが な
・
の み の 2 通 り に 表記 し ラ ン ダ ム な順 に 提 示 した ．以

下 ， 漢 字 の み で 表記 され た 語を A 条件 、 A 条件 の 錘

を ひ らが な の み で 表認 した語 を a 条件 ，ひ らが な ま
じ り漢 字 で 癬 己され た言吾を B 条件 ，

B 条件の 語 を ひ

ら が な の み で 続 し た 語を 峰 件 と 9郵 ・．各言甜 2
通 りに 表記 され て い る た め ，提 示語 数の 合計は Z49
x2 ＝49S語 とな る ．語 の 提示 と潜 時 の 双1淀 に は パ ー
ソ ナ ル コ ン ピ ュ

ータ （エ プ ソ ン 社 PC286LE ）
を 潺 い た ．

　fESt   波験 児 は，パ ソ ・ ン に 向h・ い 合 い 実鰭
の 膝 の 土 に座 る ．  玻験 児が みず か らキー ；κ一 ド上
の 「 1 」 を押 す と

， 上紀 の 語 の うち の 1 っ が デ ィ ス

プ レ イ 上に 横 書 きで 提示 され る．  陂験児が 捷示 さ

れ た語 の 読 み を発声 し終 わ る や い な や ， 実験者 は ス

ペ ー
ス キ ーを押 し

， さ ら に そ の 発 碑 が正 しい 読 み で

あ っ た 場合 に は 「C 」 ， 聞遼 っ た 読 み で あ っ た 場 合
に は 「E 」の 串 一

を 押 した ．　厂 苴」 キ ー の 押下 か ら
ス ペ ー

ス キ ーの 押 下まで の 時間が反 応潜時 と して 記
録 S れ た ・提示語数 は 1 セ

・ シ 。 ン に っ き 2唔 分 と
し

， 提示順序は ラ ン ダ ム で あ っ た ．各セ ・
ノ ン ヨ ン の

終 了 後 に は デ ィ ス プ レ イ 上 に 「花火」 の 模様が 表示
さ れ ，ま た 引 き続 い て パ

ソ コ ン e
’
　一ム で 遊 ぶ こ とが

許 さ れ た ．す べ て の セ ッ シ ョ ン の 提示終了 後， さ ら
に 2 四 且 3 回 目の 維塒 齢 ヒが 行なわ れ た ，

1 回 目　　 84．3　　　87．3
2 回 目 　　86，3 　　 93．9
3　回目　　　　@90．1　　　　　98．

84．

88．

94．

92．

94．

98．

　　　　　　　　 　璽
　 幼 児 に お いても ，ひ ら が な の み に よる表 記 の

う が 「 読 み づ ら い」 こ と が わ かっ た． ひ ら がな
み 裘 記 の 「 読みづら さ 一 i は ， 経

験
レ ベ ル ・ではな

， 朿 蝋 レベ ル で の弁 別 の難 し さ に 起 因 している
と が 示唆

さ れ る ． 　 　 　 　

　　 　 　1 … 験

F 短　の読 遡 　単熟 語 の 読 み を 習 得 する こ とに
っ て ， そ れ ら を 齢 文 に つい て も 読める よ う‘ ・なる
E ・ ど

かP検討 した．
　 　 　 　 　 　 　　 互法 盥 次 の 1 喇

文 を図鑰カ ード に囎 き で 紀し，提 示 し た ． こ れ
の 文は ，被験 児 がすで に習 得した 漢 字等 から 構 成

れている ．ただ し，「見に 」 ，　 「行 き」 は， 　 「見

」 s 　 「 行く 」 と い う 形

し か 教 え た こ とがなかっ た．   浅 は春にな っ
ら 上 長 与 幼 軒 葮園 に 行きま す．  蟹 拑 と バナナ
果物 で ，大 根 と 人 参は 野 菜 で す ．   冬 は

寒

が 夏は暑 い ・   姆 さ ん の 誕舶は 三月で ， 僕 と お
さ ん の誕 生臼は十月 です ．   僕 は夜 寝 る 前 に歯
磨 く ．   僕 と お 父 さん は 男で，お 母さ ん と 恭 世

ゃ んは 女 で す．
  僕 は ， お 父 さ ん と お 母 さん と

世 ちゃ んと一 緒 に 西 区 の 公 園に桜 の 花 を 見に 行 き
ﾜ した．   僂 は 家に 帰っ た ら手を洗 ってうがいをし

ます．
 
パト カ ー は 警 察 に ，救 急車と消 防 車 は 消防 N 工 工一
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署 に 帰 ります．  申央 公園 は 工 事中 の た め 立入禁 止

に な っ て い ます ．

　　　　　　　　 圭1墨 ．懿

　  と  を除 く 8 個 の 文 は ， ま っ た く練習な しに 初

回 か ら Iliし く読む こ とが で きた．単熟繕の 「読み 」

習 得 か ら文 の 1読 み一1 へ の 移行 は 問題 な くで き た ．

鎹 一 盒せ に よ互 塾塾 叟臨

　単漢字を み ず か ら組 含せ て 習得 した 熟語 を生戒 で

き る よ う に な る か検討 した．

　　　　　　　　　　方迭．

　被 験 児が 最 も早期 に 習 得 した 100 文掌を 白色 磁

石 販 （3伽 m × 3〔｝mm ） に 個別 ；こ 記 し，上下 左右 バ ラ バ

ラ の 状態で 提示 し ， 金属製 の 板の 上 に単熟語 （2 字

以 上 ） を横 欝き形式
’
で 生成 さ せ た ．

　 　　　　　　　 結渠 ・考察

　 7 回 の セ ッ シ ョ ン 中 に ， 被験 児が 助力な しに 生成

し た 単熟語 数は の べ 70 回 ， 実質 29 語 で あ っ た （

う ち 3 宇以 上 の 語 4 語 〉． こ ρ）う ち，文字の 選択 が

誤 ・
っ て い た も の は 1 回 ， ま た文字 の 順 序が 「校学 」 ，

「車汽 」 の よ う に 左 右逆 に な っ て い た もの は 26 回

で あ っ た ．な お ， 上
’
下 の 位 置はす べ て 正 しか っ た ．

　 以上 の 結 果は
， 単熟 語の 読み 学 習の さ い ，被験 児

が 熟語全体を 1 っ の 模様 と して 捉え て い る の で は な

く ， あ る程 度 ，鷹 々 の 漢字 を独立 し た 文字 と し て 認

識 して い る こ と ， ま た 単漢字 を自 ら組 合せ て 習得 し

た 熟藷 を 生成 で きる こ とを示 して い る．な お
， 横 書

き形式 で 生成 さ せ た 際 に順 序が逆 に な る傾向が見 ら

れ た が ，
こ の 原 因 に っ い て は は っ き り し な い が ，こ

の 破験 児の 場 合，た とえ ば 2 桁 の 数字 を読 む さ い に

「51 」を 「イ チ ，
ゴ 」 と い うよ うに左か ら右に 読

む 傾向が なか なか な お らず ， こ の こ と と関連 して い

る もの と思 わ れ る．

孅

　 3 つ の 実験 を通 じて ，ひ らが な の み で 蓑記 され た

単熟語は漢字 表韻 に 比 べ て 読 み づ ら い こ と，漢 宇 単

熟 語の 読 み学 習 に よ っ て そ れ らを 含む 文が 読 め るよ

う に な る こ と，お よび単漢字 を み ずか ら組 み 合わ せ

て 巣熟 語を生 成で き る こ と が 示 され た ． こ れ ら の 結

果 は ， ひ らが な先行教 育の 無 意味 さ を裏付 ける い っ

ぼ う，こ の 種 の 漢字教育が 幼児期 に 十 分 に 導入 で き

る可能性を示唆 して い る．

　 幼 児期に 漢字 を教え る こ と に 対 して は ， 「失 う も

の も大 き い 」 と の 批判が あ る （た と え ば 【3 】 ） ．

しか し ， ひ らが な の み を先に教え る こ と が ほ ん と う

に 正 当な学 習 と言え る の か ど うか ．　「ひ らが な の み」

先行教育は ，   漢字 で 表記 さ れ た 街角 や新聞な ど の

文 字環境か ら子供 を隅離 し， B 常生 活 に お け る 発見

の 喜 びを失わ せ る ，  大人で も読み に くい 表記で ，

読書速度 と理 解 を妨 げ る ，   中学入 学 以 後 の 記 億 負

担 を 増やす な ど の 弊害が あ る ．こ の よ う に ，む し ろ

「ひ らが な の み 」 の ほ うが，失 う もの が は る か に 大

き い の で は な い だ ろ うか．

遡

【1 】長谷川芳典 （ig88） 行動分析学会第 6 回 大会
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【2 】長谷川芳典 （1989） 2 歳児に お け る漢字 の 読
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精 坤遅滞児に おける読字 行動 の獲得
一

同時見本合わせ 法 を用い て
一

　　　　　鶴 巻正 子 （福 島大学教育学部附属養護 学校 ）

　精神遅滞児教育の 現場に おい て 、精神遅滞児

に読字 行動 を獲得させ るこ とは 、 彼ら の 社会的

自立 を促進 して い くうえ で必要不 可欠 な課題 の

一
っ で あ る。 しか しなが ら 、 筆者の 体験 も含め

て 、従来、必 ず しも有効な指導法が あ っ た とは

い い がた い 。

　こ の ような現状に対 して 、最近 、
「フ ェ イデ

ィ ン グza−　．］ や 「見本合わせ 法 」 等 を用 い た応用

行動 分 析学的研究 がな され る よ う にな っ て きて

い る。そ の うち 、見本合わせ法 を用い た研究 と

して は 、 例えば、片岡 ・菊地（1978a，1978b，1978

c
，
1978d，1978e，1979，1980a，1980b，1981 ，　IS82a，

1982b，1983〕、Rosenberger，Stoddard，　亀　Sidmafl

（1972）、Sid“tan （1971）などをあ げる こ とがで き

る 。こ の うち 、片岡 ・菊地（1978d）は 、「i司時聴

覚 一一視覚見本合わ せ 法」 を用 い る こ とに よ り、

精 神遅滞児に読字行動 を獲得させ る こ と に 成功

して い る。

　本研究 は 、昨 年本学会で 報告 した もの に 続 く

もの で 、 精 神遅 滞児に読字行動 を獲得さ せ る 指

導法を確立 して い くため の 基礎的研究 で あ る。

すな わち 、 精神遅 滞児に対 し 、 「動物 名 を表す

漢字 1 に関す る読字行動を獲得 させ る ため に、

い わ ゆ る 「同時視覚
一
視覚見本合わ せ 法 」 を使

用 し、その 効果の 検討を企図 した もの である 。

　　　 　 1．方　 　法

　　　　 1．被験 者 ：福島大学教育学部附属養護学校高

　　　　 等部の 生徒 6 名 で あ る。 S ，，　17：7，女，正Q53 （

　　　　 コ
ー

ス 立方体紐 み 合わせ テ ス ト），精神遅滞 ；

　　　　 Sz
，
17：5，女，IQ73 （同 ）， 自閉性精神遅滞，て

　　　　 ん か ん ；S．　 ，，，
17：1，女 ，

IQ65 （同 ），精神遅滞；

　　　　 S　．i，16：11，女，IQ58 （同 ），精神遅 滞．て ん か

　　　　 ん，遺伝性進 行性痙性麻痺の 疑 い ；Sr，，15：9，男，

　　　　 1Q47 （同），精神遅 滞；S6 ，15：5，男，IQ52

　　　　　（同 ），幼 児 自開症 （残遺型 ）， 精神遅滞。

　 　 　 　 　 　 B，KSEL［NE　［

　 iOO　 F “−e “”　 “　　　　 1 い
一
一 t −HT 　 I

　　　　　　脚　　　　　　　　　　　　　I　　　　　　　　　　　　　l
　　　　　　 l　　　　　　　　　　　　　卩　　　　　　　　　　　　　ト
　　　　　　　　　 コ　　　　　　　　　　　　　ロ

劃鉢i／〜剛

t＝一
　 ｝　　 ：　 　 1　　 ：

　 　 l　 　 　 l　 　 　 ：　 　 　 ｝

。し士 肚 L 」△竺 L＿ 。＿ ＿ ＿

2 ．実験 デザ インは ABA である ft 手続き は以

下に 示す とお りで あ る。
・ ベ ース ラ イン は、  読字行動 と絵 の ネ

ー

ミン グ
ー

・  　同時視覚
一視覚見本合わ せ

一
・  

読字行動と絵の ネ
ー ミ ン グ　の 順 に 行な う。ベ

ー
ス ラ イン H 終 了後に フ オ ロ

ー
ア ッ プ を実施す

る。
・　 モデ ィフ ィ ケ

ー
シ ヨ ン に お い て は、 「同時

視覚
一

視 覚見本合わ せ 法 」 に よ っ て読字 行動 の

獲得 を図る 。その 際 の differLential　 reinforce −

mefltCC は 、 「褐 島大学式　 Behavior　Modifi−

cation 　Apparatus
，
　 Type　I 」 （考案者 ： 片 岡義

信，1981）を使用す る。
・　 刺激資料は 、 1文字 で動物の 名前 を表す漢

字 （8 字 冫で ある。

H ．結果 と考察

　ベ ー
ス ラ イ ン 1 と R の 読字 行動 の結 果 を被験

者 ごとに比較する と、それ ぞ れ 、S1 ：50．0％cor −

rect ，
　S　e ：87．5罵correct ，　S ：1 ：100毘correct ，　S　4 ：

75．O％correct ．
　S　5 ；50．　O男correct ．　S　6 ：1001　c；or −

rect の 上 昇 が み られ 読字行動 が獲得 され た こ と

が明らかで ある 。また 、フ ri・ロ ー
ア ッ プ を施行

した 4 名の 被験者全 員が 、 8 週聞後か ら10週 間

後 に もその読字行動を保持 して い た 。 Sz と S6

は 、
ベ ー−t

ス ラ イン期間に p（，sition 　preference

が認め られた が 、 モ デ ィ フ ィ ケー
シ ヨ ン 期間に

入 る とSz は 第 1 セ ッ シ ョ ン 、
　 S6 は 第10セ ッ

シ ョ ン で position 　preference カi消失 し 、 正反

応 生起率が上昇 した。以上の 結果 は 、 精神遅滞

児に読字行動を獲得さ せるた め の 指導法 として

「同時視覚
一
視覚見本合わ せ法」 の 有効性 を示

して い る も の と判断さ れ る 。
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＊轟 ぞ卑 遅 濃 ギ．！廻 涛 こ ’お 彰ナ ・る 金 窘頁 の 読 み 一雀 ヲ繞逸ら男彡 垣覧

浅見　騒　　（馮島大学教育学部附属撲謹学校）

　婿神遅滞児 の社会自立を図 る ために は、金銭処理の

指導 が 不 可 欠 で あ る 。 こ の 書旨獰を行 う鳰合、日 常生活

場面 で 実際 に 用 い ら れ る金頷を扱 うこ と の 蚤要性 は 言

う ま で もな い 。しか し、そ の 金額 の 量を表 して い る数

値 が 、精 神 遅滞児 に と っ て 数量的 に 理解 で きな い もの

で あれ ば、捲導 は 困難 で あ る、，した が っ て、こ の よ う

な 場 会に は、数概念を裸作的 に 定義 し、学習状 態を明

確 に 評 価 しな が ら進 め る工 夫が必要 で あ る と考え る。

　本研究 で は、　「金銭処理が で き る」と い うこ と を次

の 三 つ の 行勤が で き る こ と と して 定義す る 。 　   金額

を 見て そ の 通 りに 言 う こ と （金額の ロ 照 で の 読 み ）、

  金額 を 見 て 表 承 通 り に お 金を出す こ と （金額の 理鰍

  お 金を見 て そ の 金額を言う こ と （お 金 の 数 え 方） で

あ る。そ して 、 「金額 の 読 み行動」 と し て 、金額を見

て、そ の 通 り に 言 うこ と と、表示通りに お金を出す こ

との 婚弊を行 う もの とす る 。

　金践処理 の 脂導 に 関す る研究で適用 され て い る 指導

方 法 と して は 、モ デ ル を模倣 させ て い る もの （o．g．，

BeUamy 　and 　Buttnrs，1975；　Lowe　and 　Cuvo，1976；

Tr；）ce ，（］uvo 　and 　Crlswell，19？7）や見本合 わ せ 法（翫 些，

Wunderlich，　1972；　McDonagh ， Mcllvnne　and 　Stoddard ，

1984）が報告 され て い る。しか し 、 金額を示す数字ま

で の 数唱が 形成 されて い な い 被験者 に 対 して 、金額の

読み行勤を効 率的 に 形成 させ て い る 研究 は な い。数唱

が で き る 範 囲 以 上 の 金額 に つ い て 口 頭 で の 読 み と 理解

を効奉的 に 形成 す る た め に は、訊 反 応数を少 な く抑 え

な が ら 目標達成 で きる よ うな 工 夫を し、、学習中の 混乱

を防 ぐこ とが重要 で あ る と思 わ れ る 。 Corey　 and 　 Shn−

mow （1972）は、読 み の 指導 で 誤反応数 を 少 な くす る方

法 と して 、ス
ーパ ー

イ ン ポ ジ シ ョ ン （superimposition ）

と フ x イ デ ィ ン グ （fading）を併用する こ とを報告して

い る 。 そ こ で 、本研究 で は 、2U9円以内 の 金額が読め

ず、お 金 を 出 す こ と の
．
で き な い 精神遅滞児 に 対 して 、

こ の 方法を応用す る こ と に よ り、金額を 口 頭
．
で読み 、

表 示 通 りに お 金を憩円硬貨 で 出す こ と がで き る よ う に

し よ うと企図す る。

　　　　　　　 〈 　　方　　法　　〉
．

　 被験者

　被験 著 は、擢島大学教育学部附属養謹学校 小学部 6

年 の 男 子で あ る 。 大脇式精琿児用知膨検査 の 結果は 、

CAhgll歳 11か月、蹠 が 4歳 10か月、1〔1が41で あ る （昭

和 63年 11月22日 現在） Q 平仮名、片仮名及び 1 〜
・5Bの

数字 は illし く読 め る。甜 以 上 の 数嚇 や20以 ヒの 露1数及

び足 し箪はで きな い 。　 20臼円以内 の 金額（10円、20円
・
へ 193円、 200円）を 「○○万円」 と読 み 誤 る e そ の

表示通 りに お 金を正 し く出す こ とはで き ない 。お 金を

数 え させ る と、、い つ も 硬貨名を 言 う だ け で あ る。た だ

し、Pt　lA に 示 す よ う な 台紙 を 与 え れ ば、左 上 の 升 目

か ら 厂jo円丶2DtL］、一・・
。」と言い な が 1う10円硬貨を並 べ

て い き、最後に 置 い た所 の 金額 を もう
一

度 書 っ て 「O
O 円で す」と 正 し い金額を答え る こ とが で き る 。

　指導場所

　指導は、飆島大学教育学部附属養護学校 小 学部生活

訓練室 で 行 う。

　 実験デ ザ イ ン

　 ABACA デ ザ イ ン と し 、 般化 テ ス ト、フ ォ u −一ア ッ

プ を行 う。

　 ベ
ー

ス ラ イ ン 期間 　 ：　 捲導す る金額は 丶 表 1に 示

す通 り で あ る。

　　　　　　表 1　　 撫導す る 金額

20円 　　　　40円　　　　50円　　　　80円　　　工00「−9

12a円　　　14 卩ヨ　　IJ「 o円　　　180｝コ9　　2UU円

次 の 三 つ の 課題 に つ い て 、 王セ ッ シ ョ ン ずつ 番号順に

実施す る。各金額 に つ き 1試行ず つ 、計 10試行を 1 セ ッ

シ ョ ン と す る 。

  金額 の ロ 頭 で の 読 み 一
金額 カ ードを 1枚ず つ

　 頑不同 に 提示 し、読 ま せ る。

  金額 の 理解 一・一一 金額 カ
ー

ドを 1枚ず つ 噸 不同 に

　 提示 し、表示通 りに お金を出 させ る。被験者 の 手元

　 に は20枚 の 10円硬貨が入 、ゲ こい る 財霜を置 き、そ の

　 中か らお金を 出させ る。金額が合わな い 場合や約 80

　秒以内で 正 し くお金を出せな い 場合を誤反応 とす る

  お 金 の 数 え 方
一一t

金額分 の 10円 硬貨を提 示 し、

　 そ の 金額を言 わ L＋る。金額が合わ な い 場合 や約80秒

　以内で答られ な か っ た場合を誤反応 とす る 。

　 脂導 1 〈 お 金の数え方 〉 　 ：　 金額分の 13円硬貨を

提 示 し、m 円硬貨を台紙 の 上 に 並べ させ て 、そ の 金額

を 言 わせ る。各 ス テ ッ プ で 罵 い る 台紙 は、図 1に 示す

磁 りで あ る 。

正反応 に 対 して は、チ ャ イ ム 音 と○印を提 示 す る。

誤反硲 に対 して は、ブザ ー音と X 印を撮示 して か ら、

台紙を図 1に 派 し た ように 替え て 再試打を行わせ る。
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　 図 墨．　指 導 1 で 坩 い る 台 紙
A ；フ驚ラ

＝

ッ1プ1σ）喜嚠 ヨi［3；フζ5F9ッ：プ2気Z）「數 乏夛C ：フζテ
．、
ソフ2

正 反 応生起率 鵬 ％が 5 セ ッ シ ョ ン 連読 し た ら、次 の

ス テ フ プ あ る い は べ 一ス ラ イ ン 箕環罰へ 移行す る。

　 指導 2 〈 金顯 の 理解 〉 　 ：　 金額カ ードを 1枚ず つ

題不同 に 提示 し、台紙上 に 褒示通 りの お 金を出 させ る。

ス テ ッ プ い 2で の 台紙 は、図 1C と図 1C か ら金額

を 取 り去 っ た もの で あ る。強化手続き は指導 1 と同様

と し、ス テ ッ プ 1の 再試 行 は、揃導者 に よ る 見本を見

た後 に 團 じ台紙で 、ス テ ッ プ 2 の 薄試行は 、 ス テ ッ プ

　1 の 台紙 で 行 わ せ る 。

　 般 化 テ ス ト　 ：　 30円、60円、70円、90円、　138円

　王60円 、　 170円、　190円 の 金額に つ い て 調べ る 。

　 フ a・ロ
ー

ア ッ プ 　 ：　賄導終了か ら4 、8 、 12週間

後 に べ 一
ス ラ イ ン の   と  を 1 セ ッ シ ョ ン ず つ 行 う。

　 　 　 　 　 　 l 　　　　　　 I　　　　　　　　　　　
「
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，
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　　　　　〈　　結果 お よび考察　　 〉

　結果 は、図 2 に 示 す 通 りで あ る 。 詣導 1 ・
搬導 2を

通 して の 誤反応 は、 2試 行の み で あ っ た。

　第 1 ベ ー
ス ラ イ ン 期闘 の 「口 頭 で の 読 み 」 と 「金額

の 理解」 と で 、　 106円以内 の 五 つ の 金額 に つ い て 、正

反応 が 認め られ た 。 101］ 円 を越え る金麟に つ い て は丶

す べ て 誤反応 で あ っ た 。 「お 金 の 数 え 方」 で は、す べ

て 「io円。」と 答 え て い た。第 2 べ
・一一

ス ラ イ ン 期聞 の 「

口 頭で の 読 み 」 で は 、す べ て 正 反 応 で あ り 、「金額 の

理解」で は 丶　120円 と 200円 の 金額 が 全
．
ヒ ッ シ ：．1 ン を

通 して 誤反応で あ っ た 。 「お金 の 数え方」 で は 、 100
％ の 正 反応生起率が認 め られ た。第 3 べ 一

ス ラ イ ン 期

間 で は、三 つ の 課題 で loa％ レ ベ ル の 正反応生起率を

示 した ． 般化テ ス トで は 、指尋前 に 、 1日0円を越え る

金額 に つ い て 「金額 の ロ 頭 で の 読 み」と 1
『
金額 の 鯉解

が す べ て 誤 反 応 で あ り、搆 導 後 に は、す べ て 正 反 応 で

あ っ た。フ ォ μ
一

ア ッ プ で は、12週間後 ま で 100％ の

正反応生起率を示 した。

　以上 の 結果 か ら、目的 と し た行動が 形成さ れ た こ と

が明 らか とな っ た。ま た、数唱が で きる 範囲以一．ヒの 金

額 で あ っ て も、誤 反応数 を少 な く抑 えて 金額 の 読 み 行

勤を 形 成で き る こ とが 立 証 さ れ た e 以一L の こ とか ら、

精神遅滞児 に 対 して 生活 に 必要な金額 の 読 み 行動 を形

成 させ る壙合に は、ス
ーパ ーイ ン ポ ジ シ ョ ン と フ x イ

デ ィ ン グを併用する こ と が 、 効果的 で あ る と考え られ

る 。
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　 図 2　 正 反 応 生 起 掘 の 打霞 移

［｝｛コ： 金 額 の 口 頭 で の 藹 み

σ つ ：金 額 の 理 解

△「
一
△ ： お 金 の 数 え 方

囓ト   ： 指 襷 2 に お け る 金 顔 の β｛解

舳 ： 指 導 1 に お け る お 金 の 数 え 方
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"!IL'le:
 Verbal  Behavj.ox'  .tn tha IRte=national  schoo]..

"ja;･ne: George  T'tianas .M.ore okuhara  ) i(bjo dbrzxe,le':va･LIZe? 
it

i{lacuttirazdazr

I hd'vEt been  workiAg  iJi the  international  s:'hool  for  mox'e  
'thcm

 fS.fteen

yt'tars. itere  I wauld  like  to  use  ?x'of. Skinner's  VerbmJt Eta)hov/tor in

ana].yzi.ng  the  verba].  mcgvJ, ±sition  of  non-native  fspeakex$  of  EngLtsh  wlth

ti'!at', of  Na.tive speakers  ot  
EngMsh.

"A

 c{.iT]ple[nentary  p,ractice  has  been  to  ass ±get an  independent  exist,ence  to

iu]ani.ngs.  
i`Meaning"L

 1.ike ':tdea,
 j.s sald  to 1)e sornething  expresred  or

cc.mwftinica'ted  by an  uliterance."  I ivade  a research  in our  school  with  the

age  o./I' IO to  13 wj.th  50 students  aiid  discoveved  
'thal:

 overwhelrning  rrBjortty

of  
'tl',e

 s'tuden'lts  will  L)e ,lean)j.ng iti.glish  through  S.R. formla  because  of

their  non-na'tive  img.ll/Lsh spemkex'  
'bEackground.

 They  t]end to  say  fran  words

in English  but  the studentsi  envix'onaent  i.s tota).ly in Japan.

''sketches

 the  topography  of  verbal  behavior  in  relation  to  i'ts coritroll.jj'ig

vayj.ables"  Vaiat: are  the  varj.ables  in  acquisJLtiom  o.E  one  language?  Th ±s

is one  oLF the !vajor  any  psychologists  and  linguists  had  for  rrnny  ye.ars.

I do  believe  it  is  one  of  IJhe major  behav/Loz'istic  Iinguistic  
'training

 ttiat

a  student  wi12  ge  tiifough in  the  educational  tt:a.tning  that  he  or  she  nny

have.  Then.  whet  .i.s the  variable?  Xt  is the  utterEmce  traj.ning  fj.rst and

later  proceed  wi'th  a  certaj.n  basic  sentence  pattern.  I noti.ce  tihis through

ffIy instruction  at  S't. Joseph  and  Gyosei  l.nternationa].  
'that

 the  
"old"

M.tchigan  behavioristic  pattern  practice  sum7passe$  iji the  /result  over  the

psycho-linguistic  (incrT'skian. But. what  do  you  mean  by  the resuXt  in  the

acquisition  result  va]rlable?  7'he variables  woul.d  be controlled  basic

necessity-words  that  aiiy  student  would  need  and  would  bEit reenEorced  irr

'their
 environmental  usage  vocdbulaiy  arid  sentence$.

'`

 A  U'iird  possi.ble  indj.cati.on of  relative  strength  ±s  tlie irn'riojinte

reget/Lti.onof  a  response.'t

R.epet/Ltiop  is the  base  of  acquisition  of  any  langtJages. 
'

'']/n

 teaching  
'the

 young  child  to talk, the formal spec.ifications  uE)pn  which

rej.nforcarent  is contingent  are  at  first  greatly  relaxed."

Thj.s, I noticed  in n'sr classes  where  ! used  the  Social  Studi.es textbc)ok

ove.r  
'the

 regu].a,z'  Jaranese  language  tiexts, where  I /found  i)etter

undeL'tstanding  and  confrKmlcation.  Surprl$ing  fa.ttor ±s the  two  new

Pnklstani  studen'ts  could  tre ab].e  to  read  and  ur)'e aU  the  v)cabulaiy  he

und  she  had  acquired  in one  s"ig].e  perfectly  ;vhc].reas  using  the tradi.tional

Japnne'se  l.anspuage text  they  were  overwhelnu'ng  .i.nvolve in t.he. ene.r{mr

acqul:ring  the Kanji. and  rel.axExl  fee/Ling will  not  exG.st.
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'iA

 child  acqiires  verbal.  beliavior when  relatively  unpat,terried  vocaliz]Lng

      sel.ectjve'l.y  retnforced,  gradua}ly  assuTT?e  fo][ies which  produc'e apprcpri.ate

      consequences  in a  given  verbai  cam"nity."

      
''Pr.Lor

 stjJiiu].i  iilre,  t'xxvever, jirlpo[rtant ,'L'ii the  cont.rol  o.F verba].  behay/Lor

      such  a  contLngency  is a  property  of  the  envi.rorunenL"  The  enviromwant  would

      be  for  the  student.s  to  heve  a  coristant  reinforcenientJ  stiucture.

      Tihe experiiren't  I did  is to  divide  the  rit'udents  group  iJito t:wo, one  with

      the  en'･firorment  o.f  reinforcernent  and  the  other  with  non-reinforcenvent.

      The  Tesi.:lt  is obvious  that  one  with  .ireinforcetnent had  overwhe.]ming  resu/Lt

      over  the  other.

      
"A

 mand  is characterized  by  the  unique  relationship  between  the  form  of

      t/he response  and  /reirtforcpment  characteri$tically  received  in a  given  verba,I

      corniiunity.  St.  Joseph  English  is made  f.rua t.h±s  environinental  Eactor  as

      the  bdse  schoo].$  most  probably  wi!1  be  doing  the  seune and  may  extend  to

      any  social  groups  or  kins.

      
"'Vinat

 needs  to  be  explaj.ned,  Sn  ether  words,  .is the  total  speech  epi$ode."

      
"SSnce

 verbal  behavlor  im the  form  of  the  infifid  operates  PrimaTil.y for  the

      benefit  of  the  speaker,  riepeated  rnands  are  1ike/ly  to  move  the  listener

      t'o J.'exolt."  This  can  be  seen  d.n the  gap  of  the  mewly  assigned  instiructors

      fran  the  United  States  will  have  miscannL]nicatian  or  end  up  with  the

      ccxTinunicAtLon  break-down  with  the  students  or  seen  arTDng  the  friistration

      of  e  serious  language  instructors  teaching  in the  Japanese  schools.

      
"An

 echoic  reperteire  is estabJ,ished  in the  child  through  
"educationall.

      ]reinfercefnent"  because  it ls useful  to  parents,  teac:hers, and  others."

      This  peirt is ignox'ed by t:he Ch.omskian, and  I do  see  in .ins'tn]c'ting a

      Iantguage  ttvat it  is a  vital  part  o.C  it. . i

      
"In

 echoic  behavior,  ti'ie correspc)ndence  upan  which  veinforcernent  is based

      rrvey serve  as  an  autamatic  conditioned  reinfo.rcex'.';
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精神発達 遅 滞児 に 対す る非 反 響 語 の 形成
　　　　　　　　　　 河 合　伊 六 　 （広 島 大 学 教育学 部）

　　　　　　　　　 問 　　題

　 反 響 語 に つ い て は ．Kanner ，L。（1948）が小 児自閉症の

診断基準 の
一

っ と し て 取 り上 げ て 以 来注 臼 さ れ た 。そ し

て ．す ぐ に 糟神分 祈的 心 理 療 法 と 薬 物 療 法の 併用 が試 み

られ た が．こ の 方 向 で の 有効 な 治療法 は 、現 在 ま で の と

こ ろ まだ 確 立 され て い な い よ う で あ る ttま た ．発達 の 観

点 か ら は 、反 響 語 は 正 常 な 言 語 発 逮 の 初 期 段 階 で
一

時的

に 発 生 す る 反 応 で あ と 考 え ら れ て い る 。

　そ の 後．1960年 代 後 半 に 至 っ て ．行動 論的観点 に 基 づ

く研究 が 開始 さ れ た 。そ し て 、反 響 晒 は 適 切 な 回 答 がで

きな い と き に 多 発 さ れ る こ と が観察 さ れ 、反 響譖 は こ の

よ うな 場 面 で の 適 切 な 反 応 レ パ ト リ
・一が学 習さ れ て い な

い と き の ス ト ラ テ ジ ィ
ー

の
一一一

っ で あ る と み な さ れ た。そ

こ で 、治 醸 〔櫓瀦） に 当・
） て は、反 響 顎 を滑 失 さ せ る よ

り も．非 反 響 的 に 答 え る 行 動 を形 成す る こ と に 璽 点 が 臓

か れ た 。そ の 主 な技 法 と して 試 み ら れ た の は ．

　（i＞ト レ ー
ナ
ー

（モ デル ）の 発言 を模倣 させ る e

　（2）友 だ ち を モ デ ル と し て モ デ リ ン グ技法 を用 い る。

　（3）絵 カ
ードなど の 手 が か り を利 用 す る。

　（4）プ ロ ン プ トと タ イ ム ア ウ ト の 技 法 を 併 用 す る 。

　（5）質問 と．は 別 の
一

定 の 言 葉 （ Fハ ア ？亅 と か 「わ か

　　 り ませ ん 1 な ど） で 答 え る s

　（6）質 問 の 前．途 申、直 後 に 爵 か に 待 た せ 、回 答 を 遅

　　 延 さ せ る 、な ど で あ る 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 目　 　 的

　 本 研 究 で は．モ デ リ ン グ の 方法 （Coleman ＆ Stedmap．，

1974） を 中心 に 、正 警 の 増 加 に 伴 い モ デ リン グ の 回 数 及

び 物 的 強 化 子 の 随 伴 を減少 さ せ る 技 法 に よ っ て ．非反 騨

籍 の 形成 を 試 み る．

方 　 　法

蠶 児 ・モ デ ル ・ト レーナ ー
； 対 鴃 児 は ．す べ て の 賀

問 に 対 し て 反 饗 語 で 箸 え る 養護学校小学部 2 年生 の 女 児 。

モ デ ル は L 同 じ 学校 に 在 籍 し て い る友 だ ち （男児 ）。そ

して 、トレ ー
ナ
ー
役 は 闘 校 の 國 川 行則 教頭 が 勤 め た。

　 タ
ーゲ ッ ト行 動 ： 「す い か 1 の 絵 カ

ード を示 し 「こ れ

な あ に ？亅 と い う貨問 に た い し て 「す い か 亅 と笞 え る。

　蜘 し乏 ： お 菓 子．言語称賛、頭なで の 3 種頬の 併 用 。

　垂」纏廼．： （1 ）事前 に 物 的 強 化 子 を 遺 定す る。3 種頬

の お 菓 子 （ボ ン 菜 子、え び せ ん 、ポ ッ キ ー） の な か か ら、

も っ と も 好 き な も の を避 ばせ る 。

　 （2 ）ペ ーz ラ イ ン 期 ： 絵 カ
ード を示 し、絵 （す い か ）

を 指 し な が ら 「王｛子ち ゃ ん。こ れ な あ に ？ 1 と 尋ね ．反

響 籍 で 答 え る 実 態 を闘 べ る 。10 試 行。

　 （3 ）入 テ ッ プ t ．反 響 的 に 答 え る と と 盈 逆 に 利 燭 し

て 、後 の 段 階 で の 正 答 を、ま ず 学 習 させ る。絵 カ
ー

ド を

示 し、絵 （す い か ） を指 し な が ら rH 子 ち ゃ ん。こ れ す

い か 」 と話 し掛 け る 。対象 撮 が 「す い か 」 と正 答 す る た

び に お ） YA、醤 語 称 賛．鑽 な で を艟伴 さ せ る 。

　 （4 ） ス テ ッ プ 2 ．モ デ ル （N 鴛 ） の ∬…答 を 嘆倣さ せ

る。対 致 児 と並 ん で 着席 した モ デル に 向 か っ て 「N 君、

こ れ な あ に ？」 と 貿 問 し．正 答 に 強化 を 随伴 さ せ る。纜

い て 対象児 に 同 じ 貿 問 をす る 。対象児 で の 正礬率 が80％

を 越 え る と、次 の ス テ ッ プ に 進 む 。な お 、正 答 で きな か

っ た と きに は ス テ ッ プ llの 質 問 に 戻 り、毎 試行 正 答で き

る よ う に 努 め る 。

　 （5 ） 再 度、一・番 好 き な お 菓 子 を選択 さ せ る 。

　 （G ） ス テ ッ プ 3 ．モ デ リ ン グ 回 数の 低減。モ デ ル へ

の 貿 問 と対 餓 児 へ の 貿問 の 回 数 の 比 率 を 1 対 2 に 減 少 す

る 。そ れ で 対救 児 の 正 答 寧 が 80 ％ を越 え る と 、そ の 比

率 を 1 対 3 に 、続 い て 1 対 5 まで に 減 少 さ せ る 。

　 （7 ） ス テ ッ プ 4 ．モ デ ル な しで 正 答 さ せ る。モ デ ル

を退 席 さ せ る 。正 答 で きな か っ た場舎は、以 前 と 同搬 ．

ス テ ッ プ 1 の 貿 問 を 挿入 す る 。

　 （8 ） ス テ ッ プ 5 ．菓子 に よ る 強 化 率 を ▽ R3 に 下

げ、正 答 率 が 80 ％ を越 え る と VR 　 5 に 下 げ る。

　　　　　　　　　 結　　果

　 3 種 癰 の お 菓 子 の うち、一
番 好 き な も の と し て 、す べ

て ポ ン 菓子 を 遍 択 し た 。

　 ベ ー
ス ラ イ ン 期 の 10 試行 で は、1 試行 の 無反 応 を除

い て ．すべ て 反 響 語 に よ る 回 答 が な され た。

　 ス テ ッ プ 1 で は ．80 ％ の 基 準 に 達す る の に L7 試 行

を 要 し た 。こ の ス テ ッ プ で は 反 響 誕で 簪 え れ ば い い た め

に、比 較的 に 早 く基寧 に 到還 で き た と考 え られ る．

　次 の ス テ ッ プ 2 で は．モ デ ル が 同席 し た に も か か わ ら

ず、基準 に 達す る ま で に 38 試 行 を要 し た。

　 ス テ ッ プ 3 で は、モ デ ル へ の 質聞 と 対激児 へ の 質問 が

1 対 2 、1 対 3 ．！対 5 の す べ て の 婚 合 に 100 ％の 正

答 が示 さ れ．ス テ ッ プ で の モ デル の 模倣 が有効 で あ っ た

こ と が示 唆 され た e こ れ以 後、ス テ ッ プ 4 と 5 に お い て

も、基 準以 上 の 正 答 が示 さ れ た。こ の 聞 の 指導所 要時閥

は 約 30 分 あ ま り で あ っ た。今後 は 、別 の 絵 や 具体的 事

物を用い て 、非反 響 語 で 答 え る 脂嵐を予定 し て い る。

　 な お、本研 究 で 用 い た 指 導 プ ロ グ ラ ム の 作成 及 び 実 践

な らび に 観 察 ・記録等は ．日本 行 動 数育 研 究会広 島 支 蔀

の 共 岡 研 究 と して 行 わ れ た も の で あ る。

Kanner ，　し。　194 呂　child 　Psychiatry （2nd　ed ．）．

　 Springfield ，　ILILnois ： Charles 　C．　Thomas．

Co1eman
，　S．　L．，　＆L　Stedman ，　J．　麗‘　1974　LT　se 　of 　a

　 pee で　taode 】　in　tanguagc　training 　in　a ロ　echo 王alic

　 child 、 」。 urna 正 Q 田 eha 》i。 r τherapy ＆ experi −

　 nentel 　Psychiutry ，　5，　775 − 279．
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廼 sX 籍 パ ソ 澱 ン の行勤実験で ○ 零ll難
　 藤 　 　健 　

．一

（ 立命館大学　）

　心 理学実験に お ける刺激提示や反琉認 禄
の 問題は，以 前か ら心 理学者を悩ませ続け
て い る問題 の ひ とつ である 〔苧阪 ・浅 野

・

藤，　198・・1〕　カく．　ig7ミ）年イ竜Oこノ、 り
一
？ イ ク ロ コ

ン ピ s ．　・一・　evが普及 し始め た． しか し こ れ は

また ， 穎た に 研究者を悩ませ る事態 を も出
来 せ しめ た の で あ る、行動実験制御 に お い

て は，（｝一）パ ソ コ ン の ハ
ー

ドウ ェ ァ の 頻繁 な

変化 ，
121実験用 プ 1二〜グ ラ ム の利用 範阨が ハ

t一
ドウ ；r．ア に 俄存 ， （3）パ ソ コ ン が 安 くな い

ノ：こめ に 実験 （実験室 に 非ず） に 応 じた パ ソ

．』1 ン の 配 置が困 i鬟猛，な ど の 闘題が番 げ られ
よ う．

　 近年， MSX を行動実験に 利爾 する 研究
二う
：：｝曽貞．．

『
て：き

』
（ lt　1 る　　〔宅隻里書， 1988　；　苓彡本 ，

1‘li89　〕 が、筆者 σ）実験室 も増設移乾を機
に，行鋤実験劉伽 用に 春4SX パ ソ コ ン を本
榔 1顎 二採用 した．そ の 結果，（DMSX の 規
絡な らば，メ

ー
カ ーは ど こ で もよ い （ハ ー

ドウ ll ア 閣の 互換性 の 保障）．｛2｝ 黶 SX
−・D ｛、）ST 卜1を 用 い る 事で ，　 MS −．DOCS 　

’
IT’1

上で の デ ー
タ の 処理や 分析が 可能 （異機 種

艱 の デ ー
タ利用 を OS 環境を 整備す る こ と

‘こ よ っ て 可能 に す る ），（3）1 ス キ ナー箱 に

至パ ソ コ ン が 容易 に 実現 可能 に 弌藍っ た． こ

の 1実験者 （主に 学生） 6：二 1 パ ソ U ン が 翻
り当 て られ る事は，そ の 実験者に と っ て ，
轣究行勤の 強力な 弁別刺激や 強化刺激 とな

る 」、う で あ る ．ま た
， 以下 の 点に 留奮 した．

G 嗣 用者の 実験 プ ロ グ ラ ム 作 成環境を整え

るため，
．
日本語MSX − DOS2 澗 ， 日本

語 MSX ・
厂 WRlT 巳 段を各 ・忌ご ッ トに 揃え

た．  実験室 で利耳iす る者橿 の マ 恥 訟 j”
’
ル

は，す べ て 同 ・一寸法の 1．f ン ∫ノ  勹
・イ ル に フ

ァ イ ル し，専 篤1の キ ャ
’
二詠 ッ i・　eこ収納 し た

．｛3）MS ．…1）　F［）S と の ”i
’
　
’一

タ の や りと りを
行 うために 3．5P

「
プ ロ ・

二♪ ピ ー・
デ ィ ス ク ド ラ

イ ブ装 置を pCgS （ i に 増設 した．（4）実
験装羅剃 御 の た め の イ ン タ フ コ ∵

一
ス に は，

臼作 〔浅野， 更987〕 の カ …・
トリ ッ ジ に リ レ

ー・
ボ
ー

ドを つ な い だ もの を用 い て い る が ，
硝販品も硬用 する 予建 て 凌）る ．こ れ らの 情
報を衷 玉に 示 した．

浅野 凌夫 1〔137 自動飆畧蓉識 別装置を用い た

霊 長類 の 集懸学 習遡程 の 勇
・
級
』
方法 の 開発

昭和59・GO・6｝年度科三尹研究費補 助金（試

験研究  ）研究成 果報 告警 （課題番号J
「 9Eil

OOO3）
浅野俊夫 1988ポ ケ ッ トコ ン ビ Jll．．’一一タお よ
び 聡 Xパ ソ コ ン の 行動研究 へ の 応 用 　H 本
心 理学会第52蕃！：大会発 表論

．
文藥 7．

苧阪良二 ・浅野 俊犬
・
藤 　健 　

一 198・1 心

理学 の イ ン ス トル メ ン テ
…

シ n ン に お 1：｝る

マ イ ク U コ ン ピ ュ
ー

タ ： そ の 来 し方行 く末
Plan七；t， 梅 ．4　三8．29．
杉本助男 ig89．動物 行 i肋研究 に お け る晨期
終 日実験の 研究意義 に 関 する 総合的検索
U召和62 ・63年度科学研究費 補助金 （総合研
究 A）研究成果 報告書 （諜題番号62301015）

峩 1　市販の MSX2 用入出カ イ ン タ フ St−　一一ス G989。4現在）／

品　名 入力数　出力数

T選210　岡SX　　　　　　　　　　　　　　8　　　　　　8
　入 出ヵ モ ジ ュ

ール 　（カ ー
トリ ッ ジ ）

11sXl／o ボ
・一

ド

ノt ラ　レ ノレ ｛！o
　 イ ン タ フ エ

ー
ス

　 　32　 　 32
（カ

ー
トリ ッ ジ と

　 ）ff　一一ド ）

　備　　 ．考 　　　　　扱 　い

入 出力 と も　　　　　   テ コ ー一ル シ ス テ ム

フ ォ トカ プ ラ処理済み 。　　　 06−305．（1鍛 1

入出力と も TTLレ ベ ル ，  マ tVク プ Ll ジ ） ， ク ト

他に MSXカ …
トリ ッ ジ

，

ケ
ー

ブ ル が必要，

　　24　　 24　　求 一
トの 端子は

（カ ー
トリ ッ ジ ） 未処理の ま ま．

OS2−228−8ξ．lls〔；

笛｝エ ミー一ノレ ・ソ フ ト

　 　　 0886　31　23〔i6

・聡 鵬 ・轍
’
・
　 ｝・の 増設の た め の

“

拡 彊 ス ・
ッ トボ 。 ク ス EX−4 （ 糊 本エ レ ク 障 ニ ク

ス シ ス テ ム 蔀 03−486−418［）
”

が あ る．
b鵝 翻 蹴 ）鳳 琳 稽 擁腓 Dos2はア 対 一 の

， 婚3』「Dosは マ イ ク ・・ ソ フ ト社 の 髄標 ，

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Japanese Association for Behavior Analysis(JABA)

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Assooiation 　for 　Behavior 　Analysis （JABA ｝

レlsx − Cls ．
用
幽

妊廉 翫版 レ、．貌 。実習用 シ ス デ ム 開発 の v ／

大 野 裕ノ リ 1痘六
’
f ’1：、・身

’t
望 掌 系）

　　勤 分栢 ≠の 暮 礎 的 薜 叢 の 学 習 1氤 襾 義 柴遜 じ て よ

り も 、穿 験 ・実 習 を 遇 し ぐ の j 尾 解 し や ず い と   え

る 。 し が し 学 生 の 実験 ・メ： ∵ に 郵1甥美験 を 行 ♂ う と な

る と 飼 fiの た 1・h　
’
） ス ’ ム 内誉 蟹 羂 が 必 要 に な る。纔 告

7．の 浙 属 は 臥 。胃磐 殊 鞍 で】 1珪1係 で あ り・3 験 皸 物 を 餅 f

で ぎ る 環
1
寛に は ア£ い。

．“’
可．応 用 場 面 で 児 鯉 （孔 達 障

事
『
児 が り の

．
｝ ｝薄 ぎ し 実 ll祭 1ご 経 験 で き る と い

’
列 茂

は あ る が、わ 郵 窮．
一
1こ 譯 ｛獄 （ ｝就 り・ま た 倫 理 的 な 問

題 も 絡 む た め、実 験 ＃ ｝ と V て 乏遍 切 で は な い。

　 そ こ で、廉 贈 球 バ
・．
ソプF ．］ ／ ス

・．’s （以 下 パ ソコン と 略 ：M

S×−2） と そ の 周 辺 纖 ，，，、を f日 い ．．イ セ 自、聾 を 被験 ｛本 と し

て 行 動 分析 の 基 礎 的 郭1 （強 ｛ヒ t 耕 販鮮 制 碑 ） を 教 擾

；
’
る シ ス テ ム を 開発す る こ と を 試 み f／／r　Ur 凝

’ i る ・

体内 芳 析法 を 用 い る ・二 と 厂 『 1棟 も 勤 の 制 卿 蛮 数 を F1定
ず る プ

叫齟
を．亀・に ｝ f イ　 こ．、　と し ，こ 。

、フ
’
ロ t　→ ム 巨）単．r オ’γ レ 冫’＿ノ　（　1 へ・2 ス テ ツ ブ ）　

．
で

｛　 ，1　1こ 与 え ．b．響 み‘大 tSい こ と：。

　 オ
．
ベ ラ ン i・条 偉 付 け の 典 型 的 な 実 験 で 1ま、オペ i）ヅ ム

が
一…

つ の 埼時 芹別 で あ り、EX
「
「べ 以 ラインと ドノ

ー
トメント　 F，　“，：

  1 別矧砂提 亅
、 と の 1，r｛で 反 応生起碓 事を 比版

．
ず る。

今 i璽 1，ま．．　2 か
．
、

釦
ノ　タ

h
ム・ 

一
D 丼」や理り　（実 髦黄　1　

1
で 1ま日寺隅 白  1こ

丈 替 ず る、笋 載 殺 で こ，L 斑輯イ
玲茜

〜1‘」〉 を 行 な い、　 EXTベ ー

．V1 ・
で ひ な く

「7酌
．応　＋

」
喋｛ 1ビ

奥（，．疳鷽昧な 餐．
’

牛 （奄後変化

の な い 醍 数 強 化 勲 ジ ュ
・’1＞ 憂 瀬 入 し、｝舅 τCtJ　f 環 撮 を 強

調 し た，こ の 翌由 は ．（1 般 示 を 彳J 獄 う た 〉）、　 1 験 二骨

ド
’
てσ 更免 が 救 承 に 統制 さ れ 、オペ ラン）

”
1，が 1．つ で lux

T下 （．も 装続 し ノ J9；， が 出現 す る 可能柑 が あ り、气鉾差

が ”t ｝、 ノフえ ・影 饗 を 繪 ltし・1こく L    反応 の 轄 果 2

し・
．
てカケンタ

“・
を 硝 ｛、 ろ 晝：属ナEX、

層
て　へ

“一一
λラインを 取 っ ノ　±器合

．、　教

天 が 偽 と
．
な り、き ｝ に 対 し軸 栗 錘 作 だ け で 1；辷な く 2 種

類 の 教示 の 影 饗 が 関 与 す る 可 fit、性 が あ る。

2些乙二 乙
一
ム σ≧暦！響ご

’』1 習 に 舷 うプ 0グ 弘 は 3 種 類 で あ

り、B汽＄lcて 灣 が れ て い る （概 駿きを Fi瑟，｛に
一
tt廴・ノ ） 9

］）ntiX （conc 　 F民 EX↑）；フ
“
Oゲ ラム：を

” R轡N”

す e と 乱 列 吐
tJI

保、ジ ョ イパ ッ ド や 9 苣
一
か 之・の 鶴 込 み の 許司

・
分岐 先、F

FI　vall 」e、．　 l　 phase．の ｝E　 l　 5 よ び 当 該 フエイズ の 揮 的 ボ タン （

カウン｝・ゆアップ に 関 懣 ブ る 耋 〃 ）、鋳 施 丿 イズ 数 の 擣 ｝ト な ど

の 初 鮒 議 建 が 臼 な わ れ る。そ の 陵 ブ イλフ
”
財 の 1強1瀰 に カウ

ン9− （表 示 初 ンタ・『　と、　1
’
・じ ・．一） tナん か い し／ n の 去 j が 現

わ れ る。尚、左
『
む ．t］ら の ト【功

  ・1
”
　，」ンが 嫌的 ボ ン・1“J な

るカ、は ゲ ラ
ー
？ン系列 に 彳走つ て い る v

　 フェイズ 変更 の た め の 外 ぞ
一．
と 反 応検 出の た め の 彬 ガ

ー
か

ら割 込 み が か か る 以外、」
”
uゲ ラムは 1ト プ を 回 っ て い る。

　 卜1坊
“『

が ら 割 込 み が か か る と、ボ 9ン番号 （左 右 ど ち ら

の 反 応 か 〉 ・Ygl’・の 値 を 配列 に 記憶 し、当該 ボ タンが 標

的ボ タンで あ る か 否 か を 判断 す る。標 的 ボ タンで な い 場 合

は、jS・−i
“
ll戻 る。曹 男 ボ Pン（D ユ男合 に は、　 FR加 汐

・一を 1 つ

．亅．渉グるウそ し て
‘
ド尺か）ンタ…の 澄 が FR　 vaiuct を 満 た し て

』
い る

か 否 か 判断す る ． 溝 た し て い な い 場合 ω ニ ブ に t る。

満 たして い る 壙合 は、鼠 ep 膏を揚 亅：iへ
t ・・配 丿り惇 1

つ 上 げ、FR加 ン掛 を ゼ ‘籃 一 7
悔 貝 、励 ン．トリ 　ブ が あ

・
ノ た

こ と を 己録 ず る。　tr の 彳 it
−’11

’
V 　 る。

　 実 験霈指了、メ全 て 終了 ず る と、ヂ ィスプ しイに 総反応 数 と

盛 而 ウ汐
一
数 が 凱 貢さ れ ノ ．そ の 緩、 トリガ

・．ボ 舛 番 咢 （

7 ； t：1 う⇒ ．反応 ｝  6、，〈　 主1］v，か 　u／）　！1
．lv ．結 竪

n

蒙 ‘ む 駈 （　 t、，
．
勅 ンワ ｛．しが る ／ b《 〔Ψ 盲 だ け ／t｝

・
」、＿

’
さ：

れ る
．一

  く建 の ハ 厂 、2）の み ／ 峯 t：変 i な い ノ 1
”’1ント

？　アウトさ ナし る。

　 　　　 　　 ＜ 　 機 　種 　構 　成 　＞

i．薦 X一ハ
゜

ソコ丿 ll
’
ANASCt，UC 　 FS−Ail “定 価 53800i・…。

’
：．5

インメ・ブ 賦 ク・ド ：iイフ lt きΦ獅 イ1．は MSX −2÷t 規 格 が 爽 〜9 さ

れ 、相 当 品 （FS・・AlドX） o 丿；：］goF ； f入可 で き る “ 宇 験

腿 御 ’　：；
t ．一ケ処 望 に 用 い る。blS×．？は

” Tl卜11，；”
／19 ンド

ー
Z レ

「

6啀 減 て ［ 貯 で き も。IL・9801で は
” TIME ＄

”

二iマンド を 分解

・利用 し L も 、　1 秒 の ゴ ー一ダ ー
で b る。

2 ．シ
ー

ヨイハ
o

ッ ト
囚
　：　S〔〕N

、
〜　，！：！　−：羣e3

「
「o 　黛

一「
｛rM　20〔）Ornヨ0 　2

．1
二）σ）ト［ノ　1

一ボ 9ンが
．
つ い て い る。iペ ランダ ムと し て 矯 い る。’tベ ランラ

隔
ムと し て は オ C｛

’
iDk 一

ボ
．．
斗
“
を 用 い る こ と も で き る が 、耐

久性 ・尺 応 の 否 易 ざ ・．単調 な 課題 な の で ゲ ーム llx　“Zで

で き る こ と 算 を 考 え て ジ ョイバ ッ ド を 用 い て い る。

3．テyビ ＃ た 1，tデ
’
ll 冒 ： か テ

層
イ t・t

“
テ 隙 入出 力 珂 有諺な も

の が eq ’
」
．
し い （，b

’
りえ．ζま

’
1．　，

“
A・テ

円
fλヲ

゜
レイ） が、通 常 の iレ

ビ を 絹 い て アンil 齣 か ら入 出 ブllず る こ と：も 可 能 で あ る。

斈侵告 者 仁まlqインチ・．毎ラ
ー
テ
鴇
tJ（フ

ttt
レイ。］しヒ

ー
　（S目A試P　C．Z−60（A）El。

定 偽 玉29800円 ） を 利 用 し て い る。視 慮 畷 乾蒋 激 耘 丿

用 （S．←、蝿 1ヒ刺 激 と し て 用 い る 予 定 の か）汐
一
を 含 む ）・

鼻、そ の 他．．1レビ と の 接 続 り
一
ブ ル （映 懆 ・音 声 ケ

ー・
フ
．“
ii　tr．1

’
ン

月 切 獅 S
：） は 付 属 品 と し て ｛亅い て い る 。データ を プ リン

尸 ア弊 す る 隙 に は フ
゜
リン9．一が あ る と 粳刊 で あ ろ。

　 　 ＜ 　 フ
’
　【：1　グ 　

・
　 ム 　 の 　構 　戒 　 ＞

tt，i’di辷方．．靴．三．集 ♂担 ｝閏 1ま ll−・厂・’皇時瞬 で、三庭験 と 講義 か

ら 成 る。　艶繭 生 状 大 学 院 ll−
ll

こ更毛 堂 生 数 名 で あ り、心

理 广 1係 ω 集 撃 実 習 軽 験 は 多様 で あ る q 韓　 　 ｝招 譱

臼分 の ｝、、 母 目 標 は、（1．行 動 ク7 析
“．の 尊 縫 臼丿￥　J ！li触

さ せ る。 て の 興 　 1 強 化 」　「刺 激 ｛t， 制獅 」 の ター一．・
ム
・」

定 義 よ り は、f〜 応 の 辛
「
県 ・先 行 築件 を 鑠作 ず る こ tfで

反応 の 牛 起 確 宰 hSt 化 ti　 A こ と、即 ち 環 慌 の 撫 作 が 反

応 に 与 え る 影 響 を 知 る ・二二．と＼ （、 群 1鴇比較法 で は な く個

｝

1

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ［

　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　1
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2）mix （conc 　 FR　 EXT ）： 概 ね   と 同 じ で あ る が、トリガ ー剛

込み が か か り、標 的 ボ タンで あ っ た場 合 、 beep音 が鳴 る。

そ して beep音 が 鳴 っ た こ と が 言己録 さ れ る 。

3）ntui七（conc 　FR　 EXT）；概 ね   と同 じ で あ が、初期設 定

が終 わ り 「じ っ け ん が い し 」 を裘 示 した後、標的ボ 9ン

に 対 応 し て 「キ ー 1j ま た は 「キ ・− 2 」 と い う文字を

ヂ ィスア 冒 に 提示 す る。　　　　　　　　　　　　　　　 ，

　 　 　 　 　 　 ＜ 　 実 　 　施 　 　例 　 ＞

L 被 験者 ： 受 講学 生 の 中 か ら実験 玉gU 各 2 名 を 任意 に

選 択 し た （本 プ ロ グ ラ ム の 実 施経 験 者 は い な か っ た 〉。

2 ．．　計 画 ： A −B −A ヂ ザ ィン。

廴盆 き↓ 1フ1 イズ 10秒で L）O）ユ ィズ 行 な っ た。 FR　 value は

iGで あ っ た。実験 者 は 被 験 者 に 、　 「2 つ の ボ タンを或 る

や り 方 で 押 す と カウ汐 一が 上 が りま す。 カウ汐
一
の 値 を で き

る だ け上 げ て 下 さ い 」 と教 示 し た 後、プ ログ ラムを
”RUN”

し た e

生盆 」監 Fi馬 2は 表 示 肋 汐 一
数 を総 反応 数 で 除 した値 を

示 し て い る 。 表示 加 ン9一は最少 10反応 で 1 つ 上 が る （ドR

value が ioで あ る が 、フェ イズ が 変 わ る 毎 に value を満 た し

た い な い 反 応 は ワtッ トさ れ る〉 の で、 こ の 軆 を 10倍 強 し

た 数 を疑 似 的 に 正反 応率 （総 反応 数 に 占 め る 標 的 反応

数〉 と み な す こ と が で き る。

　実 験 1 で は標 的反 応 に beep音 を 後続ざ せ る （条 件 B ）

と 反 応 率 が 増 大 し、 heep 音 を 除去 す る と 減 少 し た。実

験 llで は 標 的ボ 9ンに 対応 し た 外 部刺 激 を提 示 した 条 件

B で は A 条 件 に 比 べ 、反 応 率 が 高 か っ た 。

　　　 ＜ 　 こ れ ま で の 失激 例 （3 回 施 行）　 ＞

L 左 右 の 親 指 で 交 互 1こボ 夘 を 押す n
‘
9ンを実 験 1 ・A で 形

成 さ れ た 被 験 者 は B 条 件 で も 交互 に 押 し続 け る こ と が

多 く、 beep音 に よ っ て 反応 が 分 化 し に く い 。 こ の 場合 、

ボ タ ン を捲 1 本 で 押 させ る こ とに よ り解消 で き た。

2 ．ボ 9ン押 しの 反応間隔 が 長 く （反応 が 遅 く）、1 フェ イズ

内 に FR　 va1 肥 を 満 た せ な い。 こ の 場 合、  1フェ イズ の 時

閣 を長 くす る、  FR　value を 下 げ る。

3 ，ボ タン押 し の 反応問間 隔 が 短 い 場 合、 テ
  9欠損 が生 じ

る こ とがあ る。

4．同一被験 者 が 繰 り 返 し遂行す る た め 疲 労 す る こ とが

あ る 。 こ の 場 合、  根性 の あ りそ う な 被 験者を選択 ず

る、  「hウンy一が 100に な れ ば 、無条 件 で 成縦 を A に す

る 」 と 事 前 に つ ぶ や い て お く 。

　本 シ ステ ム を開 発 す る に あ た り、浅 野 俊

知 大学 ）、山本淳
一

先生 （明 星大学 ） に 多

を 頂 き ま し た。 こ こ に 記 し て 謝意 を 裘 し ま

ジ 、・n
’
v ド ・ ら ・ ．9・i込 。 ：T、q と 飛 び 先｝

の 指

lph9

イ？一

phashO

ン9

実 験

，イ？
一・

B

Fig ．1 　 プ a グ ラム の 概 ee　Oa −・チ v −十） 。 こ の 図 で は 終 了

し な い が 、窯 隈 に は
一

定 の フェ イズ の 後 、テ
  9 を ｝

’
i ］］

’

レイ と γ リン， に 表 示 し 終 了 す る 。　 ．
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DRHパフオー
マンスにおける2者間の権互コミュニケ

ー
ションの影響

小 　野 　浩　
一

（駒 沢 大学 文 学部 ）

　　 人側の ス ケ ジ ュ
ー．一

ル バ フ オ
ー

マ ン ス と 言語の 渕 係 に
’
つ い て

　 の 研究は 、主 に 2 っ の 膨 砌 か らお こ な わ れ て きた。 1 っ は 爽

　 験 者 が 提示 す る教 示 が パ フ オ
ーマ ン ス に ど の よ うな 影響 を及

　 ぼ す か を 調 べ る も の （％ え ば、Gallzio ，1979，藤 田 ら ，1983，

　 ｛987．，Uayes　5 ，t986） で 、他 の 1 っ は 被 験 者 の パ フ オ
ー

マ ン

　 ス と そ の 纛 誕 記 述 と の 関 係 を調 べ る も の （例 え IUt，Catania ら，

　 ig82 ） で あ る 。こ れ ま で の 諸 研 究 か ら ．い か な る 条 件 下 で 言

　 語 刺 激 が効 果 的 に 働 くか と い っ た こ と が、か な り明 ら か に な

　 っ て きて い る。

　　 そ こ で 、本 実験 は 次 の 3 点 に 工 夫 を加 え て 、言 語 と ス ケ ジ

　 コ．一ル バ フ オ
ー

マ ン ス との 関 係 を iis　（｝検討 して み た も の で あ

　 る．，まず 第 ⊥ に 、教 示 ・パ フ オ
』一

マ ン ス
・誘 語 記 述 の 3 項 を

　阿 じ 実 験 セ ッ テ ィ ン グの 下 で 調 べ る よ う に した こ と 。 第 2 に、

　教示 は 実験 者か ら で は な くて 、同 じス ケ ジ ュ
ー

ル に さ らさ れ

　
’
て い る 他 者 か ら与 え られ る こ と。第 3 に 、教 示 の 内容 に 2 っ

　 の 次元 を導．入 し た こ と。

　　　　　　　　　　　1 方法 ｝

　被 験 者 　男女 大 学 生 8 名 （続 制 群 と して 他 に 5 名 ）

　飆 　高 さ 70cmの テ
ー

ブ ル の 上 の il三面 と左 右 の 3 而 をパ ネ ル

　で仕 切 る 。 オ ペ ラ ン ダム は 期 鉄 性 の レ バ
ー

（28．5cmK，36entb，

　34cmll｝で デ…ブ ル 中 央 に 潰 か れ た。　ま た 、バ ネル の 正 面 の

　壁 に は ポ・イ ン トカ ウ
’
ン ター

及 びポ イ ン ト表 示 ラ ン プ、左 手 の

　壁 に は緑 の セ ッ シ ョ ン ONラ ン プ と メ ッ セ
ー

ジ 堺・一ドが 取 り付

　 け られ て い る 。

　強化 ス ケ 池
一

ル 　被験 者 が さ らさ れ る 強 化 ス ケ ジ ュ
ール は

　Dft 　H5 ／ ．t　5s で、緑 の ラ ン プが つ い て い る 15 紗悶 に 5

　回以 上 レバーを 引 く と 3 秒問オ レ ン ジ の ポ イ ン ト表 示 ラ ン プ

　が 点灯 し、ポ イ ン トが 止点与え られ る （そ σ）後、2 秒醐の 暗

　黒 ｝。も し条 件 が 満足 され な け れ ば 、5 秒 問 の 崎 無 の の ち 次
1 の 試 行 が始 ま る。こ の 作 業 に 9 試行 3 分   従 螂 す る。
1手 続 き　実 験 の 殿小単位は ラ ウ ン ドで、そ の 内 容 は 次 の と お

1りで あ る ．  
・

サ ク ラ
・

麒 者 （・竃一トナー
と 畑 の パ

　フ オ
ー

マ ン ス。真 の 被験者は 別 室 に て 待機。こ の 問 、パート
fl
ナ
ー

は 実験 室 に て 実 験 者 の 摺示 に よ り ダ ミ
ー

メ ッ セ ージ を 書
1 く。  4 − 5 分綾、実験 者 は パ

ー
トナーを 連 れ て 別 案 に い き、

　被験 者 を実 験 案 に 連 れ て く る。実 験 窯 で 被験者は ま ず バー
ト

　ナ ー
の メ ッ セージ を瀧 む 。   mo験　M一の 3 分問 の パ フ オ

ー
マ ン

　ス 。 こ の 間 室 内 煕明 は 消 さ れ る。  3 分後、披験 者 は ’τ
』

ト

　ナー
へ の メ ッ ヒージ を 1！｝い た の ち、実 験 者 に 連れ られ て 別 室

　へ 行 き バ ー｝・ナ ー
と 交轡す る 。

　 実験 は バ…
トナー．の 教 示 の 内容 に よ り、以 下 の 4 つ の フ エ

iイ ズ に 分 か れ る ・ ブ
．
血．イズ 1 ・： 20 回 以 ．ヒレls− e 引 くご

iと。　 ツ 土 イ ズ 2 ： 7 秒 待 っ て 10 回引 く こ と b ツ
．
至
．
イ
：1
ズ 3「

1

瀧 轡
っ ‘ 囎 く こ と・ ・’・ ・ … 2 ・ 回 以列

1．” 一トナ
ー’1・1湘 ・フ ・ ・ ズ 醐 剛 吶 容 を一91し按

｝籌二鸞 髄戮鷙撫1蘓蠶嘉芒髦纛 1謬 1

に次 ぎ の フ ェ イ ズ に 樹 テした 譲 嬲 1｝始昿 両 者 に 購 に与
．

え た教示 は、
”
緑の ラ ン プ の 点 灯中 に、tE し い 方 法 で レバ

ご

を 引 けばポ イ ン トが 与 え られ る の で 、な る ぺ くた く さん ポ ィ 1
，ン トを獲 得 す る こ と

”

と い う も の で あ っ た 」 ま た 、メ ッ
．
セ ー

：ジ に は、
”

と の よ う にず れ ば ポ ．イン トが 得 ら れ る か
”

に っ い

｝て 霞 くよ う指示 さ れ た。

1　　・　　　　　　　【結 果 と考 察 】

（1 〕実験 聞 始 直 後、特 に フ ェ イ ズ 1 で は 全 て の 被験 者 が 糾：

会 的 教示 の 影 響 を 強 く受 け た．しか し、多 くの 場 魚 そ れ は

完全な 追 従 と い う 形で は な くて 各被験者独 自 の バ タ
ー

ン が ｛正1
現 し た。効 果 の 持続性 と い う 点 か らみ る と、7 名 の 被験 者 が

フ ェ イ ズ 3 の 後 半 か ら
’
フ ：r．イ ズ 4 ま で に ス ケ ジ ュ

ー
ル 性 副 御 　

蕚

を 確 立 した （Fig．1．　 Fig．2 参照 ） tt

（2 ）譱 謎 は パ フ オ
ー

マ ン ス と きわ め て よ く徴 し た 。
v

た だ し、欝誌記述 は パ フ オ
ー

マ ン ス よ り も い く ら か 早 く ス ケ

ジ ュ
ー

ル に一致 す る 。 こ の こ と は ．被 験者 の 誘 語 記 述 が ス ウ
：

ジ ュ
ー

ノ に一
致 し た の

．
らもパ フ ォ

ー
マ ン ス は 社会的 教 示 膨 1

欝を受 け て 変動す る こ とを 示 し て い る （Fjg．3 参照 ）。　　 〜

（3 膕 迹次元 で あ る 反応転 り も無 1聰 次 元 で あ る 瀦 の 1
ほ う が よ り強 く社会的教 示 の 彫 饗 を 受け た。
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eJapanese

　
Ass ° ° ’ at ’ ° n

　
f ° 「 Behav ’ ° 「 Ana ’ys ’ s （JABA ｝

；
i

　　　　当：憲至韃緯誰
‘
誕監澱 ル

1
感 の 鍔 二業琵 敵こ 女寸裡 九 る ハ く フ

ナ

レ ン ト 。

1、 レ …一
二 ニ ン ク

ー ・
冫

デ
ロ ク

ヘ

ラ ム び ） 1荊 一
発 と 党物果 に 洪 1噛 ・

る イ沂 蜜冠

　　　　亭モ　　幹　韓

じ飛：渋ノく学 左学iぢ‘異育学演 究科 ）

r’τず．
ド

エ

厂
r翆一「

辱、
ノ

「
r

　−一’ρく下
3

／
「

厂
べ

ぴ

亨ぐメ斐
．
〃

 

弋
ヤ

9（

匚

1　 ヒ  ・j

　f：vj　t” 差的 親」；1練が ｝
・
と二 む 丿）問題ぞ了動を修 廴｝izl る上

て 効果的て あ る、
．’

とが 桑嘩｝され て い る。しか し日本で
・

は 、親訓縅用 ゲ 実∫頃
ノ

｛の 高 い 効果的な プ ロ グ ラム ・パ

ッ ケ  一ジ は また数 に お し、て 、
．1・分開 発 され て い 有こい、し丶

そ の 効 搬 の づン析 も ！
一
分なされ て い ない 。本研 究は功児

の 1二語め
’社会 ドiく丿囃題f

−
「勁を改亨聾し、そ の 般 1ヒを促進

す る 一・’
ハか τ三澱

’
と し

’
（の ペ ア レ ン ト ・ト レ・一ン ン グ に

焦 点を あ て 、親 訓練用 の 実際 ｝再な プ ロ グラ ム ・パ ッ ケ

・一ジを陶元 し 、そ の効 乗を分鼾す で・こ とを 目的 ど した ら

2 ．ノ」法

1 ）対象親と 子ども ：   親 M と子 ど も m ： m は来談1昏
6 歳 2 プヴ」の 女

Lll
誌 ／3〜現 【嘗語の 1環害 （1

『
か ．1 「さ 亅 行

の 発菖看 丶　「あ 1 「ち や 」 彳fと して発昌
−
噸 る 、発音が

毫休的に は っ き りし 右 い ）と、社会的据 屑乍用 〔ハ 自発

の 過少を 1三訴 とす る。家族は 両 親と本児 と そ の 兄妹 の

5 人 。 M は 37 歳で あ り、学歴は高卒で 、コ ン Li：　．u タ

ー一関 係の バ ー一卜職導二勤め てい る 。 父親の 両親 と同斌qマ
。

  醇親 Y と子ども y ： y は 家 談鰐 4 歳 6 ヵ 厂｝の り1児 。

言語礎達 の障吉 （言語 が 獲胃され τ い ず 音∫き1摸倣が で

きな い ）と 、適ワ｝な対 人fi’動 ・
服従行動 ・果団参加 行

動の 欠如を主訴 とする 。Oiiiの 2 次検診で 自治医大に

紹 介さ オし、精密検査の 結 宋 「自閉的傾向 」 と診断され

る 。 家方箪ま両 親 と 参児 とその 妹の ・1人 。Y は 24 歳で

あ り 、学 歴は 中卒で不ki：．llJ｝にパ ー
トの 仕事を して い る 。

2 ）場面 ：大 学の ク リニ ッ ク場訓 ぐ母 子に対する指導

を週 2 回 行う （，］セ ッ シ ta ン あた り 1時開か ら 1 時囲

30 分。その うら母親訓練0）
…部と して の 自分の r・ど

もの 指導実習は 、 iセ ッ シ ョ ン あ た り約 10 分 。 訓練

期間は、 2例 と 6 【 988 年 9 月力、 ら」 989 年 2 月

来まで （力約 6 ヵ 月 てゴ〜っ た 。

3 ）標的行蜘 ： それぞれ の 母 ｝
：

に っ い て 、標的行動を

次の よ うに決毒 した 。   r一ども m ：増や すべ き行動は 、

［lj 「か 」 料 、 1 さ」 百の 発音の 獲得 と鶴川 、〔Zlゆ っ

くりは っ きり詁 す、［倒社会的柑互｛
’

1用を自発する こ と c，

減らす べ き有動は 丶［・11ゲ ーム で Fl分が IB8て ない とき

投慢で きす 、大声 で しば らく泣 くこ と 。   子ど
1
もy ：

｝曽やす べ き負動は 、1！i5秒間 た人の 目を見る ，捻llO

数え る まで 梼 了
・
に座る、［：月，大 人 の f旨示や 質問に服従し

簡 単な lllll題を 1主仔す る、巨i話 しこ｝∫嘉を獲鐸す る こ と。

  母親 M と母親 Y ： ［llf’ども と の コ ミ ュ ニ ケ ーシ 三1

ン を改 諒す るたaJ．）i：必 要な 5 っ の 行動銭法を 実！ち僉室内

で 撕 ゴし毬 ｝11り る こ と．121イ．： わ ら 唄 剛響1面で t
’
IJ
！川 L、

て 、子 と も の 行励 己父善を維扛 1、．iii混ll｛1動 に よ リタプ1黒

的 に苅処 する こ と 。 　　　　　　　　　　　　　
尸

4 ）訓練プ ロ グ ラ ム お よび訓 繍バ ツ ケ t−一ジの レ
晝
｝容 ，昌、

親訓練は 、  行勲理
1
読と技法に聞する tt，　L輝 ）哩，1壷1勉強

会、  実験室 1、
P
お けるフ f −・ドバ ツ ク つ きの ｝旨導．1：習、

  セ ル フ ・王 ∴ 夕 t．」ン グ調紬 、（王顕 ：駒
卩
耄て・ノ

’
i ソ で

・・．ド

バ ツ クな し指導墨 習フ）！！成分が ξノ成 り 、こ の 漸序
1
て∫芦

われ た。以 ドは そ の 主な 1丿1容 γ あ る。

　廷有 ！助理論ど技法 にF21iする 5 臣iの勉 1礁会
・

： 5 つ t，
’
）11

動技法 ぐ脂示の 出 しノア、結 昊1ヴ鎚 ド ．ノデ、イ・連罫，
F

鬮；試負浸ξ、

補助 の 仁ト え方．L 新 しい 行 動を 形1戊 7i る ノJ，

’
〜ミ）1、：関す る

理 論と実1際を学、5ζ。 iセ ツ シ ョ ン あ Prt ）、．　 i爵揖13鋤Σ、

誰練∫｝｝パ リ ケ ージ は 丶K〔｝Clgp ］ら（19
．
l　i、19／8）に iτ奪づ き丶

そ れぞ れ 5 っ の 技法に関 し て 著 台らが 直接イノi・戒 し （中

野、1　38，1）、さら に改請補足した 。 主成分は 5 つ の fl
動技法 につ い て の ブ VJグラ ム 教材 によ る1既念学 習、ヒ

’

テ オ祝聴、行動 リハ ・一’リル 、氾字教1イに よ る練1〜常 1題

だ っ た ，，  実験室で び：）フ f　
一一ドバ ヅ グ コ，きの 1毫親 に 」

．

る子ど もの指導実習と宿題 ： 哩論 勉強会の 1憂、母親か

セ ラピス トの 援助で r一どもの 階導を弐習する 。 セ ラ ビ

ス トは 、母親 と同席 して 母絣 の コ ミ ：L ；一ケ・一
シ ョ ン行

動の 適否に関 し て そ の 場 で フ ィ
… 1，

’
パ ・ソ ク ｛：．　siえ丶場

合によ っ て はモデ リ ングを石 う 。 また則i時 7 イ ードバ

ッ クの 他 に 、前回 の 指導実習の ビテ オ鐸1断を教材 とす

る じデオ学習場面で の フ ィ
ードバ ッ ク も仔な っ た。こ

の 指導実習は 母親が 技法を k］1ぼ 完个 じ 習得づ
』
る まで 有

なわれ た
。 母親の 技法習得を 査定するゐ め に 、再 llri実

習終了後輿問紙を与 え、その N の 指￥貿
『
洩llに つ い て の

自己評｛画を求めた 。 また指導実習終 了後 、家庭 姜習教

材を渡し、家に帰っ て か ら 、そ の 教材をも 〜：に 週 2 囲 、

1図あ たり 10 分闘ず っ 、
−rどもの 指導 左試．

一
／］一るよ う

指示 した。（  セル フ ・モ ニ タ リン グ訓練 ：　
’
去：！｝；貪室て

’
の

母親 へ の 補助や フ ィ
ー．ドバ ・ソ ク

’
っ きの llq練が終わ る こ

ろか ら、習得した技法の 肖當ゼi｛1使用を繚持す るため 、

口常場颪℃逆）∫ど もへ の 母親 として の 畑 ，卜；1串；1す る農

問紙に よっ て 王ど
1
走｝へ の コ ミ ュ ニ ケ ヤーシ コ ン k 動を ドi

己評髄 して もら うこ と 1二 した∩こ れ は 週 2 回、3 週 問

℃あ っ た。（D実験室で （ハ ソ イ
ー

トハ ワ ク な しの 1’L．9Siに
よる了

・
どもの 指導実習 二 母栽 の 学ノ1ノニ 1：？1：・技 法o ）艇得

と：技泓の メ没1ヒの 程度を 査定
1
弓る ため じ 臼

一・ノ・，

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　Servloe

一 ．一一　一＿ ntmL −St −　；」　　「 ド　冊1…− 　　　　i1．r　　．炉一　　　　　　　一　r　T　　　’ド」　「「「．　一一一マ’　一一　尸目．　一　「一　一「
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Japanese

　
Ass ° ° ’at ’° n　f ° 「 Behav ’ ° 「　Ana ’ys ’ slJABA ｝

切  ．ケ 1ノニ ・フ．  ・桝 雌 題隠 鄲 に む 1坊 日 級甜 づ 暑訳 Yの 趣 掌 の ヒ｝：し
．占

　嗣 入鵠 マ ル 摯 7
．
ル ペ ・一・．ス ラ ベ ．〆デイン に よ る分听

1

i

5 ＞手続 き ： 2 入 の な
．
協 よ以．ヒの 訓練 ：了旋きを觸別 に

適溺 され た。訓．1
．
卿琳 骸 は 指導実習で ある。搬 椴 階

には 、なる
．べ く韈．1轄煽 1題 を｛

．
｝iうよ うに した 。 母親 1よ

学ηしたばか りの 指示 、結穣、郵1渤 、不連続試｛
．
了法 、

シ ）t　．一一ビ ン グ法を れ ！蒔 の 標的行動 に ）飆 iして、フ ィ

ードバ ツ クを受
』
Lなが ら そ 彳℃そ れ の 眩法を習得し て い

っ た 。
；’／tに対 して は 滸 ｛｝に m の 言薫の 指導1こ シ ）L　

一一・ビ

ン グ 汰を追渕す る こ と を教えた。　
「 か 」 行の 指導で 1・S−、

「く ・あ 」 ：か ら 「 く；あ j モ し
．
て 1 か 」

ハ 、と ス モ ・．一．ノレ ’

ス テ ソ ブで段 1鞠 守に 手旨導す るよ うに導い た 。 また、照

の 慯 合強
．1ヒの 方怯 と 1．．．て 、ほ め 言葉 と同時 ll：ト

ー
ク ン

を適用する
．
仕万を撚 えた。Yl こ矧 ．以

．
は 、5 つ の 行勤

技法 の 獲filの 後は ．注「iや 絵カ
…

ドによる命 名の 課題

を使 っ て y を指〜ξ1；オる 、ILう要求 した 。

6 ）デザイ ン ：親講徠謡練
．
］
’
t−￥充きが 瞬 駒 1種醜二及ぼ

した効果は、個人 間マ ルヂ ブル ベ ース ラ イ ン ・デザイ

ン じ ．ABA デザ イ ンを併用し
『
ぐ分構し た。丹観か 彡斐

得 した行 動技法の 尭1汐化 につ い て は 、 訓錬 1こ使われ な か

つ た課題で
．
くノ）手鱒 、被験児の きょ うだ い へ 0）指導 、帰

路で の 親
．
テ間期互 作用 に Jkっ て査定 した c，

7 ）記録 ：母 親の 測 ）郁は すべ て遠隔操1’

！lの ビデす カ メ

ラ によ っ て録画 した 。 そ の 再生映像を も と 1：二して 、5

っ の 技法の 活欄過 1程を評価 し分軸 した 。 室支法の 正 し い

活用を分析する魯組あみと しては 、Koege！らGil77）の 基

準に従 い 、5 っ の 技法に闃わる佃 厚 の反応を、jJ三用法、

誤用法、または NA の どれか に分類サる 方法を用 い た 。

3 ，結果

　　園 1 、図 2 、は 2 人の 母親の 子どもに対す るコ ミ ュ

ニ ケ…一シ ョ ン行動の うち．． 11指示の i“し方1 と 「結果

の 与え方 」 に っ い て の マ ル チゾ ル ・ベ ー・ス ラ イン
・
デ

ザイン に よる分梅 結果の グラフで もる。大学の 難1鰹
嫐 酊では 、2 入 とも 2 っ の 標的 1了動に改善が 見られた 。

また般化に関す る測定の 結果 、2人 の 母親は ともに違

う課題、違う標的ぞ樹 1、きょ うだい等 に対 して学んだ

技法を適切に適」
’
llで きる こ とが 明 らか にな っ た ウ さ ら

に、訓練終 了後にネ；い ても指導技法σ瑠 持ゐ覗 られ る 。

4 ．考察

　　こ の 糧訓棟手統きに よ り、発逼上の 1嚇 ilを持つ 幼児

の 母親の
ニ
ニtf・ど もに対する コ ミ こL ニ ケ …シ ョ ン 行勤が改

善され．  子どもの 言語行i覇や その他の！i票的行動も改善

され 、望 まし い 親 了
・
相互作用が 増1肌 ，た 。 また父親に

対す ．る質｝！撫 の 斥占果は 、家庭で昌親 が 課二騎室℃ 学んだ

技法 勺 瀞 認 して 口常諺麺 ：iで もアどもを 適軽llに繕導で き

る よ 舅 こなっ た こ と を 師 守、 か に して い る。こ の ；ノ
゜
ロ グ

ラ ム に対 して 父親や 、社t7父 母や 、｛ の 他Ol）人 ／ご が積極

的評 ll樋濠 ドしてい る こ とは 、こ の 介入 の 1謄 iγ暖 l！慣 三

繍 覡 し て い る摂 丶えよ う 。 こ の プ ロ グラ ム a）1麟 1蹴
．λ糊 発と塾果の 分析が 今後の 課題で ある 。
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The 　Japanese 　Assooiation 　for 　Behavior 　Analysis （JABA ｝

気 管 支 喘 息 の 行 勸 分 秘
こ

鵬 王i 韃 遺 （兵庫 教 舟 大 学 学 校 教 潟 学部，

　 気 繋 支 艦 息 は 「 種 々 の 剃 搬 に 対 し て 気 管 お よ

び 気 管
．lfの 反 応 性 が 亢 逢 し

ー
ぐ い る こ E を 蒋 搬 と

し ．自 然 に ．あ る い は 冶 療 に よ っ τ 強 さ が 変 化

す る 嫁 範 な 気 道 狭 窄 を 燕 状 と す る 撲 患 で あ る 」

縁 聡 rjc 衄 Tharecic 　 Society ｝と 定 義 さ れ て お

り 、．
乏
．
の 臨 探．症 状 孵：、咳 ．蔓 、喘 鳴 ．呼 吸 踏 難

を 特 戡 と し 、外 匪｛型 （ア ト ビ
．・一型 ） ．内 囚 型 （慮

染 型 ） 、混 舎
・
型 等 に 分 嬪 さ れ ．る。礑 鳴 ・呼 吸 餌

難 等 を 特 践 と す る 喘 窟．発 作 は 物 理 的 ・化 学 的 刺

激 に よ る 気 道 の 反 応 （気 道 荻 窄 〉 の 轄 果 弓iき 起

こ さ れ る の で あ る か ら 、単 な る 生．理 学 的 な 現 激

（疾 患 〉 で あ る と 考 え ら れ る 。 し か し 、気 道 狼

窄 の 源 哩 と ．な る 刺 激 を 誘 発 軻 激 、気 道 狭 窄 を レ

ス ポ ン デ ン ト 反 応 と 考 え る な ら ば 、気 道 狭 窄 は

こ の 調 糖 剃 激 に 先 行 ま た は 同 伴 す る 弁 別 鵜 激 に

よ ・
っ て 桑 件 づ け ら れ る 可 熊 性 か 無 い と は 難 い 舅

れ な い の で は な か ろ う か ．

　 ま た ．気 道 狭 窄 の 結 果 生 じ る 呼 吸 園 難 に よ っ

て 引 き 起 ：、さ れ る 様 々 な 反 応 （体 動 、机 坐 呼 張 、

瞭 吟 、歩 行 、承 分 補 給 、自 分 で 救 急 車 を 呼 ぶ ．

学 校 や 会 祉 を 休 む 、自 分 で 病 銑 に 得 く 、治 療 を

受 け る 等 々 ） は 睡 吸 困 難 と い う 嫌 悪 剃激 の 回 避

関 達 オ ペ ラ ン ト で あ る と 考 え ら れ る 。 さ ら に 宋

た 、こ の 國 避 醐 速 オ ペ ラ ン ト 1よ 親 や 軣 ま た は 夫

の 君 病 麗 連 行 動 （心 配 す
’
る 、オ ロ オ IUす る ．健

に い る 、背 中 を さ す
’
る 、救 急 ．叡 を 呼 ぶ 、病院 に

っ れ て い く 等 々 ｝ に よ っ て
．
強 化 さ れ る 可 能 性 が

あ る 。す な わ ち ．回 避 蘭 遼 オ ペ ラ ン ト ｝よ 看 病 閲

連 オ ペ ラ ン ト に 含 ま お る 成 分 （滋 の 強 化 刺 激 ＝

愛 、注 目 と い っ て も よ い ｝　を ．入 手 す る 機 醍…を 果

た し て い る 可 能性 が あ る 。

　 さ ら に ま た ．回 避 飄 達 オ ペ ラ ン ト に 含 ま れ る

い く つ か の オ ベ ラ ン ト （た と え．1：［一圭糞 校 や 会 社

を 妹 む 〉 は ．別 種 の 嫌 悪 刺 諏 （た と え ば 、学 校

の 理 解 で き な い 援 業 ・教 鯒 の i［匕責 ・友 邃 の い じ

め 、．ほ 事 に 闔 遮 多
．
る 嫌 悪 事li嶽 、．ヒ 罵

・
鬟1〜
．．
F
’・1司

僚 等 の 対 人 躑 儀 に 伴 う 嫌 悪 婀 磁等 々 ） 5三．

る 機 能 を 果 た し て い る 可 鮨 憧 が あ る 、

　 現 在 の 医 学 的 泊 療 法 橡 主 と し て 、体 到 か ら 侵

入 す る 化 学 勃 ：質 に 対 し て 生 理 的 反 応 騎 引 き 趨 こ

さ な い よ う な 生 体 に す る 方 接 （原 覈 療 法 ＝ 識 感

痒 療 法 ） ．狭 禦 を 起 こ し た．気 逆 を 薬 物 で 拡 帳 す

る 方 訟 （対 症 療 法 謬 薬 物 療 法 ） ．そ
．
の 態 （鍛 烈

療 歓 、喘 息 俸 擬 ．パ イ オ フ ．ft 一ド バ
ツ ク 癩 法 を

含 む 心 理 療 漁 、etc ．）に 大 別 さ れ る ．、し か し ．、

こ れ ら の 腰 法 だ け で ほ 治 癒 し な い 鯱 治 性 略 恩 の

患 者 が い る 、ま た 患 潟 も 医 師 も 擾：期 競 に わ た る

薬 物 の 使 屠 は 生 体 に 好 ま し く な い と 考 え．て い る

（た と え ば ス テ ロ イ ド 剤 の 使 用 等 ）a さ ら に 、賊

入 を 含 む 薬 物 療法 が 効 果 を 発 偲 し が た い ！
．
： き や ・

薬 物 の 黶1時 入 手 が 不 町 能 な と き 、他 者 の 援 助 が

得 ち2Vな い と き ． モ の 他 命 に か か わ る 緊 急 を 要

す る と き 等 も あ る ．こ の よ う な 函 難 な 条 件 が 構

っ た と き 、医 学 的 な 治 療 法 が 効 を 奏
．
す る ま で の

閾 、繁 急 に 呼 吸 困 難 を 和 ら げ 、命 を 守 る 白 己 救

助 怯 （
ー
セ ル フ コ ン ト ロ

ー
ル 法 ） が 霊 ま 3t る 。

　 庫 報 告 で は ．気 管 支 喘息 の 行 動 分 析 的 な 藪 式

を 提 示 し 、そ の 図 式 に 適 合 す る 事 例 （愛 惰 欲 求

型 ．回 濃 聖 ） を 輹 告 す る 。次 い で ．薬 物 に よ る

気 道 拡 張 に 代 わ る 気 道 拡 張 法 と し て 勸 作 鷭 練 法

に よ る 気 遂 拡 張 法 を 提 示 し 、　そ の 効 果 を 検 言寸す

る ．そ し て 、生 理 学 的 な 反 射 を 制 御 す る 方 法 を

行 勤 分 析 学 的 に 説 明 す る 。

（践 ： 勁 作 卵i嫌 は 成 瀬 策 が 開 発 し 、そ れ を 喘 息

患 者 に 遮 朋 し ．効 果 の あ る こ と を 見 い だ し た 人

の
．一

入 に 瀬 田 　 螂 が お リ ，披 と 蜂 者 の 協 同 で 霞

己 救 助 法 が 発 展 し 、ま た 端 息 の 行 勒 分 析 学 的 な

説 明 が 試 み ら れ た ，）
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登 校 拒 否 の 行 動 分 析 的 ア プ ロ ー チ

　 　　 　　 そ の 原 因 と 具 体 的 対 策

驕編提供者 　 　策

（50 音類）　 茨 木

　 　　 　　 　 小 林

　 　 　 　 　 　 ，園 田

司　会 　者 　 　河 合

　 正 　大 分 大 学 教 育 学 部

俊 夫　埼 玉大学教 育学 部

重 魏 　筑波 大 学 心 身障 害 学 系

瀕 一
　鹿 屋 体 育 大 学 体 育 学 部

伊 六 　広島 大 学教育学部

　 企 両 の 趣 旨

　 最 近 、登 校 拒否 が ま す ま す 増 加 し．家 庭 で も 学 校 で

も そ の 対 策 に 苦 磁 し ．各 種 相 談 機 関 に お け る 相談件数

の な か で も も っ と も 多 く を 占 め て い る 。

　 登校拒否 に も い ろ い ろ の タ イ プ が あ り、そ の 原 因 の

捉 え 方 や 冶療 （指導） の 方法 に も い ろ い ろ の も の が あ

る 。わ が 国 で は 、こ れ ま で 長 年 に わ た っ て 心 理 搬 法 的

方 法 や ．常識的 な 取 組 み が 多 く 用 い ら れ て き た が、必

ず し も 十 分 な 成 果 を 挙 げ え て い る と は 言 い 難 い 。

　 ： の よ う な 状況 の も と 、最 近 、世 界 の 多 く の 国 で 、

行 動 理 論 の 原 理 ・技 法 を登 校 推 否 の 治 療 〔登 校 の 指 導 ）

に 適 用 し よ う と す る 試 み が 行 わ れ る よ う に な っ た 。行

動 分 折 的 ア プ ロ ーチ は そ の
一っ で あ る。こ の ア プ ロ

ー

チ は ．登 校 拒 否 の 原 因 に つ い て も 、し た が っ て そ の 具

体的 な 対応策 （指導法） に っ い て も、従 来 の 取 組 み 方

と は ま っ た く 異 っ て い る 。

　 そ の 主 な 相 違 点 と し て 、次の 諸点 が 考 え ら れ る 。

　   こ れ ま で の ア プ ロ ーチ で は 、登 校 拒 否 の 原因 を本

人 の パ ー
ソ ナ リ テ ィ の 未熟 さ や 歪 み （例え ば 、自主性、

積 極性 な どの 欠如、あ る い は 、強 い 不 安 ．も し くは 自

我 の 発 達 の 来 熟 さ ）な ど に 求 め る 。そ し て 、そ の よ う

な r心 の 弱 さ 」を 生 み だ し た 原 因 ・背 景 と して ．乳 幼 児

期 以 来 の 、家 庭 に お け る 「過去 」の 養育態度 の 歪 み （例

え ば ．過 保 護 や 愛情 不 足 な ど ）や 、家庭畷境 （例 え ば ．、

少 子 化、核家 族化 な ど ）な ど に 注 目 す る．

　 し か し．行 動 分 祈 的 ア プ ロ
ー

チ で は 、 「登 校す る ・

登 校 し な い 亅 と い う 行 勤 に 注 目 し、 r豊 校 し な い i 行

動 が 強 め ら れ て い る 「今 の 現状 亅　（そ の 行 動 と 家庭 及

び 学校 と の 関 係｝ を 分 析 す る。そ し て 、早 く 学 校 に 復

帰す る こ と を 目 標 に し て 、系緩的 な 指導 プ ロ グ ラ ム を

作 成 し 実施 す る ．

　   「内 的 な 心 亅の 変 容 を 治療 目的 と す る が 、そ の 治

療効果 を客観 的 に 評 価 す る こ と は 容易で は な い 。

　 し か し、行勤分析的 ア プ ロ ーチ で は 登 校す る こ と 自

体 を 指 嫌 と す る た め に 、そ の 効 果 は 歴 然 と し て お リ．

無 益 な 方 法 は す ぐ に 中止 も し く は 改善 さ れ る 。も し く

は 別 の 方法 へ と 切 リ替 え ら れ る 。

　   さ ら に ．登校拒 否 自体 を
一

種 の 「病 気 亅 と み な す

傾 向 が 一部 に み ら れ る 。そ の た め に 、治 療 は も っ ぱ ら

専門家 に 任 す べ き だ と い う 発想 が 生 ま れ 、親 や 教師 は

指 灘 か ら 手 を 引 こ う と す る 。

　 こ れ に 対 し て 行 動 分 析 的 ア プ ロ ーチ で は ．再 度 登 校

す る よ う に 指 導 す る こ と を 目 標 と し、教師 や 親 が 学 校

や 家 鷹 で 取 り組 み う る 指 導 プ ロ グ ラ ム の 開 発 を 意 図 し

て い る。

　 こ の よ う に 、登 校 拒 否 の 治 療 （登 校 の 指 導 ） に は 種

e の 方 法 が 用 い られ る が 、最近、そ の 相対的 な 効果 に

っ い て 比 較検 討 が 試 み ら れ る よ う に な っ た 、そ の 代 表

的 な 研 究 の 惑 っ が Blagg　 and 　 Yule （1984） で あ る 。

こ の 研 究 で は 、行動諭的方法 （BTA ）（30名 ）．入 院 さ せ

て 心 理 療 法 （HU）（16名 ）、自 宅 勉 強 と ク リ ニ ッ ク （隔逓 ）

で の 心 理 療 法 ｛HT）（20名） の 方法 を用 い た群 を比較 し 、

そ の 効 果 を 、  成功 （そ の 後 続 い て 登 校 ）、  部 分 的 成

功 （1 年 間 は 登 校 し た が、そ の 後 不 登 校 ）、  失 敗 （不

登校 も し く は 登校 は 3 ヵ 月 未瀧 で 再度 不 登校）の 基 準

で 比 較 し た 。そ の 結 果 、行 動 諭 的 方法、入 院 さ せ て 心

理 療法 ．自宅勉強 と ク リ ニ ッ ク で の 心 理 療 法 の 順 に 良

い 効 果 が 得 ら れ た 。

　 わ が 国 で も 、す で に 十 数年前 よ り、行 動 論 的 観 点 か

ら．効 果 的 な 予 防 と 治 療 （揺 導 ）の 技 法 を 開発 し よ う と

す る 試 み や 臨 床 場 面 で の 具 体的 な 適 用 の 試 み が 盛 ん で

あ り、す で に か な り の 成果 が 挙げ ら れ て い る 。

　 そ こ で 、本 シ ン ポ ジ ウ ム で は 、畏 年 に わ た っ て 既 に

行 動 分 析的 ア プ ロ
ー

チ の 研 究 と 実践 に 取 り組 ん で お ら

れ る 方 々 に ．臨 床 的 な 事 例 を 挙 げ な が ら．登校拒否 の

原 因の 捉 え 方 と 有効な実践 の 具 体的方策 に っ い て 提 耆

して い た だ く こ と に し た ．

　今 畿 の 泊療 （登校指導 ） の 実 践 の た め に 貴 璽 な 示唆

が 提 供 さ れ る こ と と 確信 し て い る 。

　 　　 　　 　　　 　　 　　 　 （文 責 ： 河 合　伊 六 ）

　 文 　献

　 Blagg ，　N．　R．，　＆ 　Yule ，　U．　1984 　The　behavieral

　 　 treatment 　 of 　 school 　 refusal ： Acenparative

　 　 study ．　Behav ●　Res ．　The ？．p 　22，　119 −127 ●

　　　　　　　　　　　　　1
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登 校 拒 否 行 動 と 条 件 統 制 の 限 界 に っ い て

：1：　 fA ：分 大 学 教 肖学 部 〉

桝 、酬 の ○ 県 に 在 住 し て い る カS・県教委 で は ・

最 近 の 殖
・生 徒 の 問 題 行動 へ の 対応 の ひ と つ と し て ・

巡 回 撒 の 制 度 を つ く ・ て い る ・ ・ れ 1ま・心 理 轍 育 一
一

医 学
・社会福 祉 等 の 専 門 家 が、各 地 域 の 教育事務 所 を　

．

ma介 に 注 と して 教 師 を 嫐 と し て 相 談 幽助言 の 鹽

を 有 す る し く み に な っ て い る。教師 の 相 談 内容 は 、勿

論 ．問 題行 動 を有 す る 児 童 ・生 徒 へ の 対 処 が 中 心 に な 　．

っ て い る ．と こ ろ で 昨年 の 統 計 を み い る と 湘 談 件数 ・

数 百 余 ケ
ー

ス の 中．80 ％ が登校 拒 否 と な っ て い る ．

こ の 傾 向 は ．○ 県 で 教育 相 SCの 中心 的機能 を 果 た し て

い る 教育 セ ン タ ーへ の 来灘 に つ い て も み らn ・o 県

の よ う な 鱗地 県 に あ っ て も．登校拒否 が い や が応 で も

関 係者 の 関 心 を よ ば ざ る を え な い 状懲 に あ る ．

　 と こ ろ で 問 題 は 、登 校拒 否 行動 へ の 対応 で あ る 。問

題行勤 と し て カ テ ゴ リー自 体 に も さ ま ざ ま な 見 解 が あ

る が 、ど の よ う に 対応 す べ き か 、っ ま り、治療手続 き

が 必 ず し も 明 快 で は な い 。O 県 で の 巡 回 相 談 に お け る

対 応 ・助 誓 は ．

　   翌 校剃激 を 与 え な い こ と ．

　   気 長 に 接 す る こ と、

　   保 護者．圭 と し て 母 親 へ の カ ウ ン セ リ ン グ．

　 等 か ら成 り 立 っ て い い る 。そ して こ の よ う な ア プ ロ

ーチ の 結 果．数 ヶ 月、大 半 は 数年 か か っ て 立 ち 直 り が

み られ る と さ れ て い る 。

　 さ て 、こ の 種 の 対応 は ．一
種 の 非毓制的 な 環境条件

の 操 作 と み な せ る が 、仮 り に 数 年 か か っ て 立 ち 直 リ が

み ら れ た 場合．そ れ を 治練 の 効果 と み る か 、あ る い は

白 然 濟 癒 と み な す べ き か 、疑 問 の 残 る と こ ろ で あ る 。

い ず れ に せ よ 。す っ き り し な い 腹 だ た し さ を 感 じ る 。

　登校 拒否行動 を、B ＝ f （S ） の 行動方程 式 に 照 ら

し て み る 場 合 、そ こ で は 学 校 が 陽 性 の 強 化 劒激 を 喪 失

し た 状態、あ る い は 、陰性強 化 と し て の 篆底 へ の 閉 じ

こ も り 行 動 、ま た は 家 廃 が 強 力 な 陽 性 強 化 刺 激 を有 す

る 状態 、等 々 、一
見、理 屈 の 上 で は 単純 で あ る 。登 校

拒 否 行 動 の 変 容 は ．こ れ ら の 強 化 刺 瀲 を適 切 に 銃 制す

れ ば よ い 、と い う こ と に な る 。

　 し か し、現 実 は そ の よ う に 単 純 な も の で ば な い 。条

件 分 析 に よ り、行動 に 影響す る 刺 激 の 確 認 を こ こ ろ み

る と し て も、そ れ は 一
部分 の こ と で あ り 、更 に 、刺激

が 確 認 さ れた と し て も 、操作不 可 能な 場 合 が 多 い 。子

ど も の 家威 の 有 す る 社 会 ・経 済 的 条 件 の 擬 作 は 、先ず

不 可 能 で あ る 。

　 行動 分 析 の 立 場 か ら す れ ば 、強 化 刺 激 の 操 作 に よ る

“

行動変容
”

と い う ア プ ロ
ーチ が 本筋 で あ る が ．現実

は な か な か 厳 し くて ．や や も す れ ば 折 衷 的 な 妥 脇 が 行

われや す い 。発表者 は．た ま た ま 昨年 、あ る ケ ー
ス に

深 入 り す る 機 会 を も っ た の で ．そ の 資 料 を こ こ で 報 告

し 、上 記 の 問 題 点 を 含 め 、諸 士 の 検 討 と 助 言 を求 め た

い と 思 う。

登校拒否児
・ケ ー

ス M に っ い て

　対 象 児 は 高 2 の 女 子 で あ る が．昨 年 6 月 18 日、母

親 と 同 俸 、登校拒 否 の 状態 を 訴 え る 。不 安神経症 と い

う 医者 の 診断書 を 有 して お り．文 字 が 書 け な い の で ．

手 の ふ る え を 止 め る 薬 を 飲 ん で い る と い う。明 ら か に

書痙 の 症 状 を 示 す 。

　 登 校 拒 否 は ．高 校 1 年 の 2 学 期 （10 月 ） か ら は じ

ま っ て い る が、き っ か け は、運 動 会 で の チ ア
ー・ガ ー

ル に 避 ば れ た こ と か ら の 責任感 か ら 、そ う な っ た と 訴

え る 。

　治療 は ．系 統 的 脱 感 作 法 を 中 心 に す す め る こ と に し 、

母 子 に そ の や リ方 を 説 明 、十 分 に 会得 さ せ た 。狙 い を

9 月 1 日．っ ま り 2 学期 か ら の 登 校 再 開 に お い た 。

　本 ケ
ー

ス は ．彼 暗 示 性 が 高 く、ま た 母 親 の 要 望 に よ

り 催 眠 治 療 の 手 続 き も ．臨 床 の 前 半 に 導人 し た が、脱

感作時 の リ ラ ク ゼ イ シ ョ ン の 状熊 と も く み あ わ せ た。

　 9 月 1 日 ま で に 、約 2 時間 弱 の 臨 床 を、大 学 の 臨 床

室 で 11 回 行 っ た 。当初、書 痙 の 治療 か ら は い り．3

回 目 か ら、登校拒 否 行動 の 改 善 に む け て の 脱 感 作 イ メ

ージ を 瀬 入 。臨 床 前 後 に は
’t
気 も ち テ ス ト

”
を 施 行 。

終 了 時 の 好感 反 応 を 確 認 。ま た 母 親 の カ ウ ン セ リ ン グ

を、電 話 で 続 行。

　 い よ い よ 登校 日 を 控え た 8 月 31 日．対餓児 の 自宅

か ら学校 ま で 報告者 が っ き そ っ て 登 校 繚 習 。

　 9 月 1 日 か ら 予 定 ど お り登 校 開 始 。9 月 は ほ ぼ 満足

す べ き 状態 と な る 。と こ ろ が 10 月頃 か ら、ぽ っ ぽ っ

と遅 刻 が は じ ま り、 11 月 に は い る と、欠庸 が は じ ま

り、 12 月 に は 、す っ か り登 校拒否 の 状態 に 陥 っ て し

ま っ た 。

　 こ の ケ ース は 、明 ら か に 、積極的治療 に よ っ て ．行

動 変容 を 示 し た の で あ る が 、
』
手続 き が 失敗 し て い る。

ご 検 肘 を お 願 い し た い 。

　　　　　　　　　　　　　 2
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思春期登校拒否行動の治療的ア ブ ［コー チ

茨木　俊夫　 （埼玉大学教育学部）

1 ．思春期登校拒否行動 とは

　登校拒否行動 を示す ものの うち、年齢的に思春期 （

学校種別で い うと主 として 中学校 ・高等学校期）にあ

る も の をさす 。

　なぜ こ の ような用語を用い るかと い うと、思春期に

なる と、
』
生物学的に も社会 ・経済的に も児童期 とは異

なる行動 レ パ ー トリ
ー

を可能にす る状況が あり、治療

的ア プ ロ
ー

チ と して も広い 選択可能性が で て くるため

登校拒否行動一般 として治療的ア プロ
ー

チを述 べ るよ

りも こ の 時期 を取 り出 して見た方が便利だ とい うだけ

で あ る6
　生物 学的問題か らする と 、性 的行動の レ パ ートリー

が増加す る こ と、食行動の 特徴が と らえやす くなる こ

と、体力を要す る行動が可能に な る こ と、保護者の接

近行動の バ タ
ー

ン が変化 して くる こ となどが、こ の 時

期に 顕著な特徴 とな る，，

　社会的な面 で は、行動範囲 が広 くな る こ と、地理的

空間の把握が正 確に なる こ と、余暇活動の潜在的レ パ

ー
トリ

ー
が 増え る こ と、移動方法が多様な形態で可能

になること、社会参加の 方法が多様化 して くることな

どが顕著 な点 で あ る 。 　 経済的に は収入が増加す るこ

と、消費行 動 の 潜在的 レパ ー
トリ

ー
が 増え る こ と、保

護者の 扶養経費 の コ ス トが急増す る こ と など で ある。

　 こ れ らの フ ァ クタ
ーは 児 童期 までに は 見 られ な い こ

とが多 く、思春期登校拒否行動へ の ア ブ9 一
チを特徴

づ け て い る。

2．目標行動の 選択

　つ ぎ に 、何を 目標行動と して 選択す るか で ある が 、
一応は 「登校」 と い うこ と に なるが 、さ らに上位の 目

標と し て 「自立 的社会参加」 を考え る 。 そ して、状況

に よ っ て は r登校に よらない 社会参加 1 へ の道を探る

場合もある 。 また、登校は必ず しも不登校時の 在i籍校

で あ る必要 はな く、転籍 （情緒学級や通信制 ・定時制
へ ）も考え る 。 登校形態は一応完全参加型の登校をめ

ざすが 、慌 兄に よ っ て は部分参加も考える （例えば 、

保健室登校や短縮登校）。

4 ．事例
一 1

中学 3 年男子 A

　　目標行動は現学級へ の 登 校と高校入学

5．事例
一2

中学 3 年男子 B

　　目標行動は高校入学
6 ．事例 一3

高校 2 年女子 C
　　特に現学級 へ と い うわ けで はない が、学校復帰
7 ．事例一4

高校 3年男子 D
　　社会参加

8 ．親 の 役割

　家庭生活の面で は、行動レ パ ー
トリ

ー
の 拡大 と自発

行動の 強化を行な う。代理登校を行な う。

9 ．担任の 役割

　親 との 連携 を行 な い 、学校環境の中での強化子の発

見 、開発 を担当す る 。 場合 に よ っ て は、主任 ・養護教

諭な どとの 連絡調整 の 役割 を荷う。

10．親や担任の 訓練 。指導

親 トレ
ー

ニ ングは重要で、これは個別的 トレ ーこ ン

グ で 行な っ た り、グル ープ ・ト レーニ ン グ と して 行な

っ た りする 。

　担任の 訓練はグル ープ研修方式で行なう の が望ま し

い 。 こ ち らの 方は ロ
ー

ル ・ブ レ イ ン グ に よ り行 なう。

11．進路の 方針をど う立 て るか

　で きるかぎ り本人の 意志 を尊重する 。

ただ タイム リミ ッ トの ある時期に おい ては、と りあえ

ず保護者と相談 し別ル
ー

トを考えてお い たほ うが よ い

3 ．治療的 チ
ー

ム の構成

　治療 チーム は専門的ス タ ッ フ と保護者、学校関係者

（担任教師、養護教諭など）か ら成る 。

　親子の 情緒的関係その もの は主た る夕
一

ゲ ッ トとは

せず、親が 参加す る場合で も補助治療者としての役割

を分担して もらう。

3
凹 影 黜 ．【直　　　 ヒ沚 　　　　　广

・，．，・t ．．　　　 ．
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　　　　登校拒否の行動分析的アプ ロ ー チ
行 動 ア

’
セ ス メ ン ト と 登 校 行 動 の シ ェ

ー ビ ン グ

　　　　　　　　　　　　　　　 小　林　重　雄

　　　　　　　　　　　　　 （筑波人学　’c身 障害学系 〉

　 「登校拒否 i を彳1動 パ タ
ー

ン レ ベ ル で とらえるなら

ば． 1 基本的 には家庭一学校一家庭 とい う往復パ タ
ー

ン が家庭で停滞し、断続 して しまっ た状態 亅 をい う．

すなわち 、継続的な不登校状態が続VV （い るとい っ こ

とになれば、完全に学校が回避すべ き対象とな っ てお

り、学校に向けて家庭を離れる こ とが不可能とな っ て

い ると考えられる （ノ1淋 、198〔〕｝。

　不登校行勤によっ て学校、または登校行動に関連す

る刺激によ っ て誘発された不安
・恐怖などの不快が低

減 して い るこ とが問題となる。すなわち、回避行動と

して の 登校拒否と考えられるもの である。そして 、伝

綯的には不安反応としての 小児恐怖症の
一型と して の

学較恐怖症 （school 　phebia ）と命名され てきた もの

と対応す る （Johnson．A．M．　e し al ．，1941，鷲見たえ子他、

1〜馭 〕〉。

　とこ ろが 、1980年以降、不安 ・恐怖感が言語応答や

客勧∬1勺尺度に表れない タイプの 登校拒否が増加 して き

た 。い わゆる典型的な神経症の 発症メカ ニ ズム とは異

なるタイプ の登校拒否とい える。無気力 ・学業不振、

落ち こ はれ 、怠学傾向などが先行条件とな っ て い た り

随伴症状とな っ て い る。典型的には落ちこ ぼれ状態に

な っ て い て、学習に参加で きない 学校事態 を避けて し

まう。そして 、自宅にとじこもり、好み の TV 番組を

観賞 し、フ ァ ミコ ン に従事するなど して、家でゴ ロ ゴ

ロ して い る。不快事態 をさけるこ とと、家に居るこ と

か積極的に強化刺激 を受けることと結びつ くこ とにな

る。

　 1 ）　 行動アセ ス メ ン トの 着眼点

　登較抱否行動の 行動アセ ス メ ン トは 「不登校状態を

形成 し、それを維持して い る条件を明らかに し、再登

校行動の シ ェ
ービ ングにあたっ て必要とされ る情報を

収集することである」 と定義され る （小林、1988） e

  発癒 i疏の 行動特性 ： 社会的 ・情緒的発達につ い ては

周囲との かかわ りにおける対人的ソ
ー

シャ ル ス キ ル 面

での 発達レ ベ ル を調べ る。知的面 ・学習面につ い ては

特定教科の 不振、全般的学業不振、学習障害、おちこ

ぼれ状態につ い てチエ ッ クする．性格 ・行動面につ い

ては恐怖 ・不安感、強迫的、ルーズ、過従順 ・
反抗、

引きこもり、自信欠如、妄想傾向などに留意する 。

  発症の 経過 ：長期断続的、断続的か ら継続的、突発

性継続の いずれかにより形成 ・維持要因も異なっ てく

る。断続的であれ、登校 した場合の 教室内での様子。

転校 ・進学、成績の 低落、学習で の 理解困難感、友人

関係の 変化、心因反応 （妄想反応も含む ）などとのか

かわ りを検討する。

  全般的症状の変化 ：身体症状の 訴え （’c、蒙  【ll）の 出

現とその 消失過程、家庭内の 緊張と爆発そして緊張を

伴 っ たある種安定。日中変動、逃墹変動の消失と家庭

内で の 日常生活習慣の くずれは慢性化の サイ ンである

  学校 ・学習との関連 ：学校 ・教員・同級生などとの

接触度 ・反発度をチェ ッ クす る。極端な回避 ・無視 ・

拒絶状態か ら不登校状態にある とは考 えられな い ほ ど

密寸妾な関係を維持して い る場合 （担任の家庭訪問によ

る接触、同級生の 訪問や長時閭にわた る電話な ど）ま

て幅広い 。学習に対す るf皷 や学力につ い ては ト リー

トメ ン トの 過程て觀慮すればよい 。

  家庭内で の行動 ：生育史の なかで家族との かかわ り

が どの よ うに展開 して きたかを明らかにする ． そ して

、現在の 家族との コ ミュ ニ ケ
ーシ ョ ン の レ ベ ル、日常

生活の リズ ム の混乱程度、自室へ の閉じこもり、清潔

習慣 ・食事習慣の くづれ などの 程度をチェ ッ クする。

  その 他 ：長期の 不登校にかかわる体力 ・学力の 低下

、家庭 ・学校 （担任 ・治療教室担当者 ・養譲教諭 ・校

長 ・教頭 ）との チ
ーム ワ

ー
クの 可能性。

　 2 ）　 再登校行動の 再学習 （トリートメ ン ト）の着

　　眼点　　 ．　　　　　
ノ

　アセ ス メ ン トで得 られた情報を効率的に用いて トリ

ートメ ン トは進め られ る 。

  治療関係の 設定 ； イン テーク以降の展開は本人との

契約を原則とする。

  治療計画の予定表の 設定 ： 1セ ッ シ ョ ン は 4〜6 時

間を基礎として設定 し、本人の 申請による予定登校日

が設定されると、その 日まで の 期間 （4 〜 7週間 ）の

計画が立てちれ る。

  トリートメ ン ト （1 ｝− i塋鍵的アプ ロ
ーチ

　 a ）学習指導

　 b ）体力訓練

　 c ）ソーシャ ル ス キル訓練 ・役害桁 動訓練

　 d ）学校 （担任など）との コ ン タクト

  トリートメ ン ト （2 ）
一
技法の選択

　 a ＞神経症状態 （学校恐怖症 、対人恐怖、不安反応

N 工工
一Eleotronio 　Library 　
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姦1　　 寔渕の 黶要 （88 隼展 ）

丘朋 　　　彰 鵠　　　　不 豊後澱 聞　　不 丑校の 契覲 　　　冶凝 セ ッ シ ョ ン 数

　 　 （学母｝　　　（　Fi　O．、斷続｝　　　　　　　　　　（再盈 改 までの 湖嗣冫

主要銭法

・胃

女

L4 　 　 　5 カ月 斷 現 　　 ク ラ ブの 先  

〔中 2〕　　　 4 カ月 翼精 　　　に 践 ら れ t：

12 　 　 　 9 カ月 妲鰲 　 　 友六 閲係 の も

〔小 6）　　　　　　　　　　　　 つ れ

．刃　　　　 12　　　　　5 舅…6 カ 月

　 　 〔小 6 ｝　　　 建 Enl

女

女

男

　 91
小 3＞

　 9
〔小 3 〕

10
〔小 4 ｝

i カ月速読

1 年 4 カ 月

1 カ 月

給 賁を 貞
・’二ろ

こ とを旭 任に

弛 別され た

達tk中 にけカ【

を した

怠孚

給
．
良 を☆ ・．．《る

こ と を瓰妊 に

強 刮 ざれた

／t‘し　　　　 7 カ A 断 疑 　　　
」
芋駆 罰 羅

（中
’
2 ｝　　　 3 カ 月 建ξ是　　　象 庭環 壤

43

｛約 6 カ 月）

L3

11 （直 測

20 　（憤コ財旦住 ）

工 9 （le墺｝
B （｝旦任｝

3 回

7 回 （直愚 ）
2 回 〔竃話 ）

魅 畸．暖近 法

ト冖クン エ コ ノ ミ
…

庶

期 紹接凌 法

トーク ン エ コ ノ ミ
．一

法

孚 琶 指こ導 ・
俸 力顕 談

鑞町捷近 法

矩 筑的脱 悠 作法

霞 階的強、制豆 笹濫

孕 響電渥

強 制翌 驚法

盥 葺鎌 近法

トー一ク ン エ コ ノ ミー一蜑

三5 回　｛．idra｝　　　　 掌 湿指鳳

30 回　（家凝 蕣方「縄　　継 時 隠近 法

　 　 　
・

電 活 ）　　 系蔵 動脱 醸 作 酸

など ）の 変容
一

系統的脱感f 三法、主張反 応法、．強制法

　（フ ラ ッ
・
デ ィ ン グ法 ）

　 b ）再登校行動の シ ェ
ー一

ピ ング
’
一夕方 ・早朝登校法

抹認台療．孜室
・
保健窰 の’憇蝦と継時接近法、トー

クン エ

：1ノミー証ミ

  トリートメ ン ト （3 ）一
その 他

　 a ）再登樹 用女寿予定日の 書髭助

　 b ）安定化へ の bSVJと終結

　 c ）追跡調 窪

　　 3 ）1．li−1例blf究
（E ）対

ご

良1馳　1．｝樗を2 ．年∠｝三 （13 論境）男子

　　中学 1．第の ．i’糧弱か ら心気殖｛状が出現 しは じめ 、

照 壁して登校 して い たが 2 学期には授罷日数 92H の

うち11｛席 1．1数は 35 「1で田i続登校とな っ た 。3学期は

更に 62U の うちわずか 10LIの 11｛席日数とな っ た ．

中学 2 年 とな り当初の 3 日間だけ登校 し、その 後継続

不登校の状態とな っ た。そして 、中 2 の 6月 18 日に

祖Ct　・撰任に 付き添わ才
』
1．て来室した 。父親はアル コ

ー

ル 巾毒で入退 院をく
．
りか え、して きて お り、

．
祖母を中心

に 簡易食堂を営み 、生計を立てて い る．母親は本児が

4鋼 交2 年時に弟をつ iして離婚 して い る。

（2 ）彳1
：

動ア セ ス メ ン ト

  （．発症前〉小学Sl6年 までは交友関係も良好 ぐ、成
績も一L位呑こあ っ た ．しか し、運動初軽がにぶ く、体育

は苦 ．
｝
三
とした ．性格的にはき帳画1過ぎるところがあ っ

み 。中学校に入学ttXk、無力感が生 じ、とくに英語の

学習 に の れ
’
¢拯 i惑 して v る．）鰯 指検査 の結 果は IQ ：

UO で ド均．−Lの レ ベ ル である （WISC − R 、中 2
の 8 ／ 28 実施 ）。

  （発症 ）長期断続か ら継続へ 。断続期 には 自発的に

登校 した ときは学校で普通に活動で きた 。しか し、強

刷した ときは身体症状を訴えるなどして早退す るこ と

も多カレ｝ た。

  （全般症状）断続期には腹痛、気分不 良が毎朝訴 え

られた 。継続期に入 り身沐症状の 訴えは消失 した 。日

中変動、週間変動は残 っ て い るが 、午萌 10 時頃に超

床するとい っ た生活習慣の 乱れは生 じてきて い るひ

  （学較 ）学校 ・担任 ・
同級 tk ’学習に対する抵抗は

低 い 。同級生が下校時に立ち寄ると
一

緒に フ ァ ミコ ン

などで遊ぶ 。しか し、・担任の 家庭訪問では顔をだ さな

い ，

  （生欝史 ・家庭 ）ノ1惇 較 2 年の とき 3歳年 Fの 弟を

つ れて母親は離婚して い ぞ・ v 父親が追い餌 した もの と

本．人は とらえてお り、ほ とん ど父と話しを しない で き

て い る。とくに、仕事もろくにせず朝か ら酒を飲んで

い た り、本 人が小学校 3〜4 年の 頃は しlfしば酔 っ て

家の 中で 墨れて い たとの こ ともあ っ て父親を信用 して

いない 。　　　　　　　　 tt

（3 ＞指導経過

（］．yMl 與月（6／ 18 −、7／ 15 ＞

　 6 ／ 18 イン テーク後、7／ 14 までに 9Ll登校、
その 後

．
再ひ不登校。

  ．第 2期 （7 ／ 16 〜 8／
．
31 ）

　 7 ／ 16 は強制的にメご｝乏へ ．夕方に担当ス タ ッ フが

学櫨訪冏 （担任 と柑談 〉、8 ／ 29 までに 8 セ ッ シ ョ

ン。7 ／ 26 の プ ロ グラム を例示する ； 10 ： 1．5・．丶・

11 ： 05 英盞吾．．　11 ： 10 −
M −12 ： 00 数

’｝
碧、　1　：

00v11 ．： 30 散歩、　
．
【： 40 ・一・−2 ： 30 晦’妾。要：休

み 中に担任と英語の 学習を6He

α）第 3其月（9 ／
’
2 、．．1 （）／ 3 ）

　 9．／ 2．、9／ 19 は；ラヒi全登垂交．9／ 20 ．．．− 9／ 22
は1膏 際 が らみ で不登校。その 後も不登校、ただ し．
祖母か ら登校 して い る との虚偽の 報告あり。

嚇 等4 莫冠（10 ／

／ 4〜．1L ／
／
1 ＞10 ／ 31 ：

：F定日

  第 5期 （11 ／ 4k −　1．・2 ／ 24 ＞ 11 ．
・ 26 ：了畑

11 ／ 26 登季交、
・、・12 ．．／ 2xl　・ii一退あ り、　1 ／

／ 7．1、．・○ ｝く ぐ、｝
N 工工

一Eleotronio 　Librar 　 Servioo 、
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．社 会的学習埋論 a／）ウ場か ら
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（漉弄　rtfit ｛学 1

　 今目、t　 乂llπ iは’1
’
Friく1曜嚢の 大きな艮1じ・ iiであり、

そ
・
の 絹决乞くが強

・
く迫られ て い る現代n 課，誕てあ る。

　 今1対、う校おlrfに対 して 詳IA的二旨 り伊 論の ウ：場か ら

行動 ア セ ス メ ン トを守ナい 、それにもとず い 石 6寵 法を

述へ た い 。

　 2　行動アセ ス メ ン ト

　 登較拒否は 、田 童 ・ノi．徒が当然行 くもの と；−
itt

：）iLて
い る r 捜を扞　fし、家麺iに とどまつ てい る状態て あ り

卒 へを取巻くギ校と豸u庭 とい うf函し境の 申 コ．発莞した字

習竹の 不適沁 fl至1｝である“彼を丙び学ポへ li・1ハ わ ぴ k

　）と 1　 ム．それ を拒
’
1；し、決 し

17
舖 しよ ）としな

い、L ．（ハ 辷うな　とカ
・1
丶
、男校“

11
｝は 、学枝ノ・ら遡 プ

’
C る 口避疔動 と粛 える“その ア セ ス メン

・
トは、　 人ひ

とりに対 して 、登校蓄L否に1瓢学し ぐい る 冫区iを見極め

て it｝》”

）
’
十k　i；るための 撫針Kr　’i｝』てど，

一一・辻の ∫三続きで ある

　 〜｝∫ミ醗
’
｝へ 〜理

．∴
侖↓ お い てほ 篤7lf戸Si因 、結楽蕩

』
1天1、

側 みJ人配 1因の
尸
：1つ に 分け て 行動 分析を｛1う．前 者の 2

丿は 環尻 登数て 鮒λ 後 7，

・
は91i人の f碑 的 鮒 ・や認気1

を△む個 f4・内　数で
’
ある。

　 旨 謬輩因は、）i戟吾　がおこ つ rt：lttsti；の 償短 刺激を

，」，F“る，二とで朔 ら かになるて 色ろ う．GIi）f；ばか りでな

く、数 H 、棚 間ない しは数カ月前まで さか の ぼつ て

検註 して い く。例え1よ
’
、い じめ 　教師の 叱責さらに学

鞄戊紂侃 卜．書が嫐 9諌1嫐 になつ て い るか も知れない 。

　結朱 ，因 は、登樹 正：ln　fl功の 哨 ：後に随frした 頁柄で

あ る 一 ：．、 （は、それ に対 して周 りの 人 々 の 対応が、

どうであつ たかをヨtPX〈て い くの である．登校時刻の頃

示 ず
’
動や身体毎状に親は どの よ うに対処し．，たか 。親

は 、・卜・侃 ：、に もそま
．
しを強化して い ろの か も矧れない 。

　醐人内is．因eJ・、登校拒否前後に 5けぞ、 、生理的状態

嬉覇 状黛 そして眉考パ タ
ー一

ン 苞謁べ 、さら にコ1埋、身

体的条件として
・ig£的イ腫ルk準、疲労状焦、∫著

・
休的欠

陥 や
辱
才休 1吟病气の看

．
，唾や程湾をチ ．．クする こ とウ、．．なる

その n、置の 思 ・  櫨へ1・ゴ、∫に涯｝費へ で冠鱈い
；
の かかわ り

の なか て 、外的 1 良ノレ ら えか たに特微はない か をみ

〜i、て い くの である e

丁 一

　行動ア セ ス メ ン トの 最得 ま、こ の 燦ぢ議 件 と燭人条

件との 相互1り｝三珊 を総合が∫に挽けし、肇佼拓 ’は どの よ

うな
・
先行刺激で 発現し、どの よ ♪な蝦 人｝に よつ て朞続

してお り、その 隙 li．ll人は 、どの ように考えて い る か を

検討 した づえで
』
、冉撃校へ もつ て い くの であ る．

　 3　醇ゐ較の ナすめ 方

　耳亅

期に ．f」校御 濫さ
・
ぜるこ とを第一一・

に考えてすすめ て

い く。その す崢め カた と 1 （ほ、その 1緻人を回避 させ

て い る先臼 の 姐 悪輯激キ 司
．
能な畷 り除去した上で 登校

しやす い L ）な
P

∫校状況 を作 り、一
方
’
．tsに逃の塾 む

よ うな状況を作 らず、画避石鉤を撮止す甚・ よ うな方貰

｛積極的に講ずるの である t一きらに、その 個人に回避

行劫を起 こ しべづ
一
い 傾向があるとすれば、そ ）昔．

』鹽
ノァ

； 11：1｝メ
1
る．．た 、対ノ」莫1係の つ まずきには、それ に

対 する対処力を高め る．恐怖感に は、それに 1雨獅さ感

る とか 、段 1瑠i考丿に接近させるとか して 、恐怖を軽減 さ

せ るの で
’
あ る ，

　 ／1　治療‘
、髪
滌

　鴆理的には 、−1二しげべ凌 ような方法で 治療 して い ．く

わけで あるが、現ヌこには、腹雑な問題が出て くる。彼

は、 「学校に行かねばならな し丶 しか しfi
：

けない 」 と

い う気持ちに擁えて、親は 窪佼を強く眺んで い るこ と

を彼は 1一分に知 っ て い るの で ．彼の 葛藤 （回避
．一一
回避

型〉は
一段と強 くなる。彼は、内面 と外面か ら規制 を

受けて い る。こ こ に身体化、彳i動化そして精神化ク）症

状が見られるこ とになる。また、学校を休む こ とで教

科の 遅れL、ク ラ ス メ ー一
トの 噂 そして先生の 叱貴な どが

気 になり、二 次的に再撃校をますます困鰹 こ して しま

っ 。ここで親に求め られることは 、どんな．Pをしてで

も登校させるのだ とい う強い 信念と装勢である。それ．

を登校するまで
1導寺しつ ずけなければな らtg い ．その

．」．で 、旦休的な治燐法を導入する。藍辮・鴇劬一7鮫 へ 接

近さゼ
’
て い く醵 f飜 接近法、強1蹲鬘1判∫を｝弼qした ｝・

一・一
ク ンエ コ ノ ミ

ー・決、磐
「
tH を設定して イllh契約乏絃

撃校強制法を用い る．また、再登校を前技と した社会

的ス キル法や誌知カウン L・リ ングを才　一な ；

，

言6
．Pt ’，
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