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原　著

自閉症児における教示要求行動の般化に関する研究

　　　　　　　一ビデオ訓練の効果の検討一

李　　　在 旭＊・小 林　重　雄＊＊

　今まで教示要求行動の形成にっいて様々な研究が行われ、教示要求行動の形成に関

して一応の成果をあげてきた。しかしながら、教示要求行動の般化に関する研究にお

いては研究の余地を残している。本研究では教示要求行動は獲得したものの、未訓練

の場面で教示要求行動が自発しなかった自閉症児を対象として、場面般化を促進する

ためにビデオ弁別訓練を行った。また、般化促進のためのビデオ弁別訓練において、

正反応のフィードバックの有無が場面般化に与える影響を検討する目的で、正反応の

ビデオフィードバックが随伴する条件と随伴しない条件に分けて訓練が行われた。本

研究の結果、ビデオ訓練は教示要求行動の場面般化を促進したが、訓練回数が少ない

場合、そして正反応のビデオフィードバックが随伴されない場合は場面般化が見られ

なかった。このことから、般化促進のためのビデオ訓練において、統制を緩くして訓

練すること及び十分な反応例を使用するこ．との有効性が明らかになった。また、正反

応のフィードバックと訓練回数が場面般化に影響を与えることが示唆された。

キー・ワード：教示要求行動、場面般化、ビデオ弁別訓練、ビデオフィードバック

I．はじめに

　自閉症児は様々なコミュニケーション障害を

有している。特に、伝達機能障害が指摘されて

おり、相互作用的な叙述・報告や教示要求行動

などの機能の形成が著しく遅れることが指摘さ

れている（Tager－F1usberg，198113））。しかし、

コミュニケーションの伝達機能は、日常生活や

将来の社会生活における社会的行動のためにも

重要とされている（Garfin　and　Lord，19863〕）。

その中でも、教示を要求する表現は特に重要な

ものの一つとされている。教示要求行動は、自

分が必要とする情報を選択的に入手するための

言語的な手段である点、双方的な杜会関係を発

展させていく上で重要な機能を持つ点、そして

複雑な言語行動連鎖を含む会話機能の基礎とな
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る点で、重要なものであると考えられる（山本，

198714））。

　教示要求行動の形成について様々な研究が行

われ、教示要求行動の形成に関して一応の成果

をあげてきた（山本，198714〕；佐竹・小林，

198910）；藤原・佐野，19895〕）。しかしながら、教

示要求行動の般化に関する研究においては研究

の余地を残している。例えば、佐竹・小林

（199411〕）は訓練場面と類似しない般化場面で

は教示要求行動が自発しなかったと報告した。

山本（198714〕）は般化場面でわずかな言語的手か

がりを与えない場合、教示要求行動が自発しな

かったと主張した。また、李・松岡・今本・澤

村・小林（19958〕）は、言語プロンプト・フェイ

ディングを用いて未知質問に対して教示要求行

動を獲得させる訓練を行った。その結果、対象

児は教示要求行動は獲得したものの、未訓練の

場面で教示要求行動は自発しなかった。
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　今まで般化を促進させる目的で様々な訓練技

法が研究されてきた。その訓練技法としてモデ

ル刺激を用いる方法がとりあげられ、成果をあ

げてきた（Carr＆Darcy，19901）；Cha1rop，

Schreibman，and　Tryon，19832〕；Haring，Ken－

ndy，Adams，and　Pitts－Connway，19874〕；

Morgan＆Saizberg，19929））。モデル刺激を用

いる方法の中で、ビデオ訓練が注目されてきた。

その理由は、ビデオ訓練のメリットとして、統

制を緩くして訓練することができる点、十分な

反応例を使用することができる点があげられる

からである（井上・小林，19926〕）。今までに、ビ

デオ訓練の研究において、正反応のビデオ

フィードバックが場面般化に及ぼす影響につい

ては検討されていなかった。従って、今後はビ

デオ訓練の場面般化の可能性だけではなく、ビ

デオ訓練の手続きについても調べる必要がある

と考えられる。

　本研究は、ビデオ訓練が場面般化を促進する

か、そして訓練手続きにおいて正反応のビデオ

フィードバックの有無が場面般化に及ぶ影響に

ういて検討を行うことを目的とする。

II1実験1：ビデオ弁別訓練（Video　Discrimi－

　　nation　Training）

　1．目　的

　ビデオ弁別訓練を用いて獲得された教示要求

行動が未訓練の場面まで般化するかを調べるた

めに、本実験を行った。ただ、実験1では、ビ

デオ弁別訓練においてビデオフィードバックの

効果を調べるために、正反応のビデオフィード

バックのないビデオ弁別訓練を行った。

　2．方　法

　1）対象児

　対象児は、1名の自閉症児（A君）とした。

対象児は、小林（19807〕）の診断基準により自閉

症と診断された。実験開始時の生活年齢は8歳

9ヵ月で、公立小学校の通常学級の3年生に在

籍しており、新版田研式田中ビネー検査の結果、

精神年齢は7歳9ヵ月、知能指数89であった。

　教科学習（算数、理科、国語など）について

は、以下のようであった。算数に関しては、機

械的な足し算、引き算、掛け算、割り算が可能

であったが、文章化された応用問題は解決でき

なかった。そして、理科に関しては、断片的な

知識をきく問題は解決できるが、絵を入れたり

矢印を入れたりした応用的な課題は解決できな

かった。指示理解、要求理解、挨拶などの簡単

なやりとりができるので、日常場面では大きな

問題はなかった。しかし、会話パートナーの言

う意味がわからない時や自分が答えられない質

問を聞かれた時、そして知らない物を要求され

た時には混乱した。その結果、学校場面で声を

かける会話パートナーが少なくなり、対象児と

会話パートナーとの会話持続時問が短くなって

きた。担任の先生が授業時問に対象児が知らな

いことを指導しようとしても、対象児と担任の

先生との言葉のやり取りがうまくいかなかった

ので、学習場面での困難さを増してきた。訓練

開始の前の対象児の様子は、対象児は教示要求

行動は獲得したものの、未訓練の場面では生起

しなかった。

　2）実験セッティング

　実験は、4mX　g　mの訓練室の一部分を便

用して行われた。訓練室には机1脚、椅子3脚、

そしてビデオ1台とテレビ1台が設置された。

対象埠の左側にST（副訓練者）、対象児の右側

にトレーナーが座った。ST（副訓練者）は対象

児の左側に座って、必要な所でビデオを止める

役割を果たした。そこから約2m離れた所にビ

デオカメラを設置し、訓練の様子を撮った。Fig．

1に実験セッティングを示した。

　3）刺激（ビデオ内容）

　ビデオのシーンは、ビデオの対象児役のモデ

ルがビデオの質問者役のモデルによって質問さ

れる時、対象児役のモデルが質問者役のモデル

の質問に対してわかった様子をする場面とわか

らないを様子する場面から構成されれていた。

前者をパターンA、後者をパターンBとした。

パターンAの形式で五つのシーンを、パターン

Bの形式で五つのシーンを成した。パターンA

とパターンBのシーンをランダムにそれぞれ
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表2　実験2のビデオの内容

順番 パターンA パターンB

1　T1カマキリの足は何本？
　M1わからない様子をする
　M：わかりません。教えてください

T：「上」の反対の言葉は何？

M：わかった様子をする
M：下です。

2　T：ダンゴムシの足は何本？

　M：わからない様子をする
　M1わかりません。教えてください

T：40÷5は？
M：わかった様子をする
M：8です。

3　T：2個で10円の飴を4個買うと
　　　全部でいくら？

　M：わからない様子をする
　M：わかりません。教えてください

T1猫の足は何本？
M1わかった様子をする
M：4本です。

4　T1鉛筆1ダースは何本？
　M：わからない様子をする
　M1わかりません。教えてください

T：磁石にはS極と何極がある？
M：わかった様子をする
M1N極です。

5　T：サザエはどこにすんでいる？

　M1わからない様子をする
　M：わかりません。教えてください

T：リンゴの色は？
M：わかった様子をする
M：あかです。

ら、冬休みの後（1ヵ月後）、1セッションの訓

練を行った後、場面般化をとった。その結果、

正反応率は、ビデオ訓練の背景になった廊下で

は90％、池では60％、そしてコンビニエンスス

トアでは80％であった。本実験の結果、未訓練

の場面で教示要求行動が自発するようになっ

た。この結果は、ビデオ弁別訓練が教示要求行

動の場面般化を促進したこと、そして正反応の

ビデオフィードバックが有効に便えることを示

している。そして、冬休みの前に、場面般化の

測定を行ったところ、教示要求行動が自発しな

かった。しかしながら、冬休み後に正反応のビ

デオフィードバックを随伴するビデオ弁別訓練

を行った結果、未訓練場面で教示要求行動が自
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発した。これは、冬休みの前は、訓練の回数が

十分でなかったため、場面般化が成立しなかっ

たが、冬休み後において十分に訓練を受けるこ

とができたために、未訓練の場面での般化が見

られたと推察された。

1　　2 3　　　4　　　5　　　　6　　　7
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Fig．3　実験2の一結果

IV．総合考察

　教科内容の質問を口頭できく場面で、未知質

問に対して教示要求行動を自発することはでき

るが、未訓練の場面で教示要求行動が生起しな

い対象児に、場面般化を促進するためにビデオ

弁別訓練を行った。本研究において、ビデオ弁

別訓練の目的は、ビデオ弁別訓練は場面般化を

促進するか、そして正反応のビデオフィード

バックの有無が場面般化に影響を与えるかを調

べることであった。本研究の結果、ビデオ弁別

訓練は、教示要求行動の場面般化を促進するこ

とがわかった。この結果は、ビデオ弁別訓練が

自閉症児の教示要求行動の場面般化に有効に使

えることを示唆している。このことから、般化

促進のためのビデオ弁別訓練において、「統制を

緩くして訓練すること及び十分な反応例を使用

すること」（strokes＆Osnes，1986’2〕）の有効
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性が示唆された。しかしながら、ビデオ弁別訓

練において、正反応のビデオフィードバックが

随伴しない場合、そして訓練回数が少ない場合

は場面般化が成立しなかった。このことは、正

反応のビデオフィードバックと訓練回数が場面

般化に影響を与えることを示唆している。本研

究で教示要求行動の場面般化をとった場所は、

限定されていた。従って、今後の研究は、教示

要求行動が使われる頻度の高い場所で場面般化

をとり、訓練の効果を調べる必要がある。
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Usimg　video仇pe　mode1img　to　faci1itate　gemem1izωm刎阯for　imstructiom

Jae　Wook　L㏄，㎝d　Sigeo　K0BAYAsHI

　　One　chi1d　with　autism　was　trained　to　express　mand　for　instruction　through　the　use　of

prompt－fading．Training　in　one　setting　fai1ed　to　produce　genera1ization　to　the　three

probe　settings．General1zation　training，which　used　video　discrimination　training，was

then　introduced．Especia11y，in　order　to　investigate　the　effect　of　video　discrimination

training　on　genera1izing　mand　for　instruction　to　the　three　probe　settings，video　discrimi－

nation　training　was　consisted　oftrainingl　and　training2，Training2was　inc1uded　video

feedback，but　training1not－On1y　video　discrimination　training　with　video　feedback

（training2）resu1ted　in　genera1ization　to　the　three　probe　settings．It　wou1d　be　suggested

that　video　feedback　is　necessary　to　produce　genera1ization　to　the　three　probe　settings　in

using　video　discrimination　training．

Key　Words＝mand　for　instruction，genera1ization　across　settings，video　discriminati㎝

　　　　　　　　　　　training，videotape　feedback
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