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通 常学 級 に お ける 「「や さ し さキ ン グ』を め ざそう 1」の 取 り組み

　　　　　　一
「や さ しい 言葉 かけ」の 促進 に 向け た学級介入
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　本研 究で は 、公 立 小学校第 1学年の 通 常学級児童 を対 象 に、担任教 師が 「や さ し い

言葉か け」 に重 点を置 い た ソ
ー

シ ャ ル ス キ ル 促進 の 学級介入 を行 い 、その 有効性 を検

討 した 。 事前の ア セ ス メ ン トの 結果か ら 、 「大丈夫」「ど うした の j 「貸 し て あげる 」 な

どの 「や さ しい 言葉か け」 を学級児童 の 標的行動 と した 。 「や さ しい 言葉 か け」 の 促進

を ね ら っ た授業の 実施、週 ご と の 「や さ しい 言葉 か け」 を行 っ た児童 の 投票、上位 3

位 まで の 児童 を 『や さ しさ キ ン グ』 と して 表彰、メ ダ ル の 授与 とい う介入 を行 っ た 。

そ の 結果 、児童の 「や さ しい 言葉 かけ」 が促進 され 、 学級の 中で 互 い に声をか け合い 、

児童 同士 で 困 っ た こ とを解決する姿が見 られ る よ うにな っ た 。
こ の こ とか ら 、 表彰 や

メ ダ ル 、 教 師に よる個別評価 を含め た介入 が 「や さ しい 言葉 か け」 の 促進 に有効で あ

っ た と示 唆 され た 。 ま た、評価 され る機会 の なか っ た児童 に対 する 働 きか けに つ い て

検討す る必要性が指摘 され た 。
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1．は じめ に

　現代 の 子 ど も達 の 特徴 と し て 、  精神 的 な弱

さ、  幼児的な自己 中心性 、  対 人関係が 不得

手、  精神的に幼い 、こ とな どが指摘 されて い

る （河村，2002）。 実際 に学校現場で は 、い じめ

や不登校の 増加 、 学級崩壊 な どの 現象が見 られ 、

社会問題 とな っ て い る 。 そ の 原因の 1 つ と して 、

学級作 りの 中で 子 ど もの 人 間関係 を適切 に育む

こ とが で きず、学級経営が 円滑 に営 まれ なか っ

た こ と も示 唆さ れ て い る （安部 ，2005 ）。 新保

（2001）は 、 小学校 1年生 に つ い て 、
コ ミ ュ ニ ケ

ーシ ョ ン が 下手で 集団に 慣 れ な い な ど の 現象が

見 ら れ る こ とを 「小 1 プ U ブ レ ム 」 と呼ん で い

る 。 様 々 な生 活体験 の 不足 か ら、仲 間意識 を築

い て い くこ とが 阻害 され 、集団形成が 困難 とな

る 「学級未形成」 の 聞題 と指摘 して い る 。

＊
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　こ の よ うな学校 不適応 と呼ばれ る現象に対す

る 指導 や予 防を効果的 に進 め て い くた め の 方策

の 1 つ と して 、社会性 、 と りわ け対人関係 の 育

成 にか か わ る ソ
ー

シ ャ ル ス キ ル か らの ア ブ U 一

チ が 検 討 され （例 えば ，金 山 ・佐藤 ・前 田 ，

2004 ；小 林 ，
2005）、個別 指導だけ で な く、小

集 団 で の ソ
ー

シ ャ ル ス キ ル 訓練 （social 　skills

training ： SST ）に つ い て も報 告 さ れ て い る （岡

村 ・佐藤 ，2002 ；佐 藤，2003）。 また 、通常 学

級に在籍す る児童で個別 指導 を受 ける こ と を望

まな い 子 ど もの 場合 、 少集団で SST を指導する

こ とは困難 で あ る と こ とが 指摘 され て い る （興

津 ・関戸 ，2007）。 学校教 育現場 に お い て は 、

特別支援教育体制が始 ま り、 学習障害等の 発達

障害の あ る児童 に対す る教 育的支援が 通常学級

の 中 で 進め ら れ て い る 現在、学級全体で の SST

の 必 要性 が指摘 され て い る （梶 ・藤 田 ，
2006）。

ま た、学級 内で 適応 しに くい 児童 を学級の 中に

受 け入れ られ る よ うに 、意図的 ・計画的に ソ
ー
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シ ャ ル ス キ ル を育成 して い くこ と （佐藤 ・相川 ，

2005）、及 び大勢 の 子 ど も達 に共通 の 目的 とな

る ソ
ー

シ ャ ル ス キ ル を定 め る こ との 必要性 （小

林 ，2005）も指摘 され 、学級全 体 の SST の 取 り

組み が 行 わ れ て い る （例 えば ，後藤 ・佐 藤 ・佐

藤 ，2001；藤枝，2006）。

　
一

方、応用 行動分 析学 に基 づ くア プ ロ ー
チ か

らは、学級集団 や学級集団内の 個人 と環 境と の

問の 強化随伴関係 を考 え る ため に、「集団随伴

性」 とい う新 し い 試み が提案 され て い る 。 例 え

ば、仲間 モ ニ タ リ ン グ と集団随伴性 を組み 合 わ

せ た研究 （涌井 ，
2004）や 、通 常学級全体 に 集

団 随伴 性 を適用 した研 究 （大久 保 ・高橋 ・
野

呂 ・井上 ， 2006 ） な ど が あ る 。 道 城 ・松 見

（2007）は 、通 常学級 にお い て 小学校 1年生 に 、

「め あ て ＆ フ ィ
ー

ドバ ッ ク カ ー ド」 を用 い て 着

席行動の 向上 を試み た実践 を報告 して い る 。
こ

の 実践 で は、目標設定 と フ ィ
ー ドバ ッ ク を行 う

こ とで着席行動 が増加 し、 フ ォ ロ
ー

ア ッ プ期で

も効果が 維持 されたこ とが示 され た 。 こ れ ら の

研究 は 、「問題 を抱 える 児童 を治 療す る 」の で

は な く、「学 級 の 機 能 を高め る 」 と い う視点に

立 っ た有効な アプ ロ
ー

チ で ある と考 えられ る 。

　 こ れ ら の こ と か ら 、 「学 級 の 機 能 を高 め る」

た め に は 、学級 内で の ソ ーシ ャ ル ス キ ル を育成

し コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン 機能 を円 滑 にす る こ とが

重要 で あ る と考 え られ る 。 そ の コ ミ ュ ニ ケ ーシ

ョ ン の 方法 と して の 「や さ しい 言葉 か け」 を 日

常化 させ る こ とが他者 へ の 適切 な働 きか け とな

り、「学級 の 機能を高め る」 こ と に つ なが る と

考 え られ る 。

　そ こ で 、本研究で は 、通常学級にお い て SST

の 授 業 と正 の 強化 を導入 した学級介入 を実施 し

た 。 そ して 、通常学級 の 日常生 活場面 に お ける

「や さ しい 言葉かけ」の 促進 に対 す る効 果 を検

討する こ と を 目的 と した 。

H ．方　法

　 1．対 　象

　公立 小学校 1年 A 組 に在籍す る児童 33名 （男

子 18 名、女子 15名）を対 象 と した （うち、男子

1名は 2 学期末 に 転入 ）。 専 門機関 にお い て発

達 障害な ど の 診断 を受 けた児童 は い なか っ た 。

学級全体 と して は 、比 較的落ち 着 い て 課題 に取

り組む こ とが で きる 児童が 多か っ た が 、休憩時

間に は 、 些細 なこ とで けんか を した り、友達 と
…

緒 に遊 べ ず 1人 で 過 ご した りする 児童 の 姿 も

見 ら れ た 。

　 2 ．実践期間 と手続き実施者

　実践期間 は、 X 年10月か ら X ＋ 1 年 3 月 ま で

で あ っ た 。 X 年 10月か らU 月に ソ
ー

シ ャ ル ス キ

ル の 授業 を行 い
、 そ の 後、介入 と して 、A 条件

を X 年 11月 17 日か ら12月15 日 、 B 条件 を X 年 12

月22 日 か ら X ＋ 工年 2 月 16 日、 B ’

条件 を X ＋

1 年 2 月23 日か ら 3 月 16 日、 2 回目の A 条件を

X ＋ 1 年 3 月23日 の 期間 で 実施 した 。

　 第 1 著者 で ある A 組担任教 師が ソ ー
シ ャ ル ス

キ ル の 授業及 び介入手続 きを実施 し、デ
ー

タ収

集 を行 っ た。担任教師 は女性 で 、教 員歴 は 19年

で あ り、また半年間、内地留学生 とし て 大学 で

特別 支援教育 に つ い て 学 ん だ経験 があ っ た 。

　 3 ．手続 き

　 （1） ア セ ス メ ン ト ：標的行動 を決定 する た め

に 、 X 年 10月 に以 下 の ア セ ス メ ン トを実施 し 、

結果 を得 た。

　1） 社 会 的 ス キ ル の 自己評 定 ：佐 藤 ・相 川

（2005）の 児童 用社会 的 ス キ ル 尺度 を使用 した 。

こ の 尺 度は
、 向社 会的ス キ ル （7項 目）、 攻撃 行

動 （4 項 目）、引 っ 込み 思案行動 （4 項 目）の 3 下

位 因子 か ら構成 され て お り、 4 件法の 回答形 式

で あ っ た 。 こ の社 会的ス キ ル の 自己評定の 実施

法は後藤 ら（2001）を参考に し、各質問に つ い て 、

児童が理 解 しや す い よ うに 担任教 師が 質問項 目

を読み 上 げ 、 具体的な説明 を加 えて実施 した 。

　そ の 結果 、「何で も友達の せ い に する」 （攻撃

行動）の 質問項 目に対 して 「よ くあて は ま る 」、

「少 しあて は ま る 」 と回答 した 児童 は学級全 体

の 69％ で 、学級 の 平 均得点 は 3．1点 で あ っ た 。

「遊 ん で い る 友達 の 中 に は 入 れ な い 」 の 質問項

目に 対 して 「よ くあて は ま る」 また は 「少 し あ

て は まる」と回答 した児童 は学級全体 の 42 ％ で 、

学級 の 平均得点 は 2．5点で あ っ た 。「友達 と離れ
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て 、

一
人 だ けで 遊 ぶ 」 の 質問 項 目 に対 して 「よ

くあ て は ま る 」また は 「少 しあて は まる」 と回

答 した児童 は学級全体 の 48％ で 、学級の 平均得

点 は 2．4点 で あ っ た 。 こ の こ とか ら、学級 に お

い て引 っ 込 み思 案傾向の ある児童が 多い こ とが

明 らか と な り、介入 の 必 要性が示 唆され た 。

　2） 自由記述 形 式 の ア ン ケ
ー

ト調 査 ：担任教

師が作 成 した質問用 紙 に、児童 に筆記で 回答 さ

せ た 。 質問項 目は 「学級や友達 の こ とで 楽 しい

こ と を書 きま し ょ う」、 及び 「学級や 友達 の こ

とで 困 っ て い る こ とを書 きま し ょ う」 の 2 つ で

あ っ た 。

　 そ の 結果 、「学級や 友達 の こ と で 楽 しい こ と

を書 きま し ょ う」 の 項 目で は 、「休 み 時間 に友

達 と遊 んで い る と き」 とい う回答が多 く見 られ

た 。 「学級 や 友達 の こ とで 困 っ て い る こ と を書

き ま し ょ う」 で は 、「友達か ら嫌 な こ と や 悪 口

を言 わ れ る」、「遊 ん で い る友達 に入れ て と言 っ

て も入 れ て くれ なか っ た」 と い う回答 が 多か っ

た 。 い ずれ も友達 と の 遊 び に か か わ る こ とで あ

り、 児童 は友達 との か か わ りや遊 びに高い 関心

を示 して い る こ と が確認 され た 。

　 3）学級 の 問題 点 に つ い て の 話 し合 い 活動 ：

学級活動 の 時 間 （45分）に 、 「も っ と楽 しい 学級

に し よ う」 と い うテ
ー

マ で 話 し合 い を行 っ た 。

話 し合 い の 柱 を 「学級の い い と こ ろ 1 と 「学級

で 困 っ て い る こ と」 と し、自由 に意見 を 出 し合

い 問題点 を整理 した 。

　 その 結果、「学級の い い と こ ろ 」で は、「あい

さつ が で きる」、「勉 強をが んば っ て い る」、「仲

良 し」 とい う意見 が挙 げ られ た 。「学級 で 困 っ

て い る こ と」 で は 、 「嫌 な こ と を言 わ れ る 」、

「（仲 間に ）入 れ て と言 っ て も入 れ て くれ な い 」、

「無視 され る」 と い う意見が 挙げ られ た 。 「仲 良

し」 と感 じ て い る児童 が い る反面 、 遊 び の 場面

や 言葉 で 嫌 な思 い を して い る 児童が い る こ とが

明 らか とな っ た 。

　 4）標 的行動 の 決 定 ：上記 の ア セ ス メ ン ト結

果 に基 づ い て 、学級 の 全 児童 が 「大 丈夫 ？j
「ど うした の ？」 「貸 して あ げ る」 な ど の 、「や

さ しい 言葉か け」が で き る こ と を標 的行動 と し

た 。

　 （2） ソ
ーシ ャ ル ス キ ル 授 業 ：ア セ ス メ ン ト実

施後、 X 年10月か らll月に、担任教 師が週 1 回

45分程度 の ソ
ー

シ ャ ル ス キ ル授 業を計 4 回行 っ

た 。 それ ぞれ の 授業 は、佐藤 ・相川 （2005）を参

考 に 、  ス キ ル 学習の 目標 を つ か む ため の 教示 、

  適切 なス キ ル の モ デ リ ン グ、  児 童同士 の ロ

ール プ レ イに よ る行動 リハ ーサル 、  フ ィ
ー ド

バ ッ ク と社会的強化、  日常場面で の 実践 の 奨

励 、 の 5 つ の 過程 か ら構成 した 。 授業内容は 、

小林 ・相川 （1999）を参考 に 、 「仲間へ の 誘 い 方」、

「仲 間へ の 入 り方」、「や さ し い 言葉か け」、 「上

手 な断 り方」 と し、 1 回の 授 業で 1 つ の 内容 を

取 り上げた 。 そ の 実施案の 概略 を、Table　1 か ら

Table　4 に示 した 。

　 （3）介入手続 き ：ソ
ーシ ャ ル ス キ ル授 業の 実

施後 、 X 年11月か ら X ＋ 1 年 3 月 まで 、「や さ

しい 言葉か け」 を標的行動 と し、以 下 の 条件で

学級全体 へ の 介入 を行 っ た 。

　 1）投票の み 条件 （以 下 A 条件〉：毎週金 曜 日

の 5校時の 終わ りに、担任教 師が児童 に投票用

紙 （Fig ．1 参照 ）を配 り、そ の 週 に 標 的行動で あ

る 「大丈夫 ？」「どう した の ？」「貸 して あげる」

な どの 「や さ しい 言葉か け」を して くれ た学級

の 児童 の 名 前 を 3 人 ま で 記 入 す る よ う教 示 し

た 。 な お 、 投票 は無記名 で 行 い
、 自分 の 名前 は

記入 しな い よ うに 教示 した 。 また 、 好 きな児童

の 名前 を書か な い ように 注意を促 した 。 放課後、

担任教 師は投票結果 を集計 し、翌週 月曜 日 の 朝

の 会 に、上位 3 位 まで の 児童 名を発表 した 。 な

お 、上 位 3位 まで の 投票数が 同数 の 場合 は 、そ

の 全員 の 名前 を口頭で の み発表 した
。

　 2）『や さ しさ キ ン グ」 メ ダ ル 条件 （以 下 B 条

件 ）lA 条件 と同 じ手続 きを行 い 、朝の 会で の

発表 の 際 、 上位 3 位 ま で の 児 童 を 「や さ し さキ

ン グ」 と認定 し、強化子 と して 『や さ しさキ ン

グ』メ ダ ル を渡 した （Fig．2 参照）。 ま た、友達

か らも拍手 の 賞賛 を受 けた 。

　 3）『や さ しさ キ ン グ 』メ ダ ル 条件＋ 教 師に よ

る個 別 評 価 条件 （以 下 ， B ’

条件 ）：学級 の 全児

童が メ ダ ル 授与 され る こ と を 目的 と して 、 まだ
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Table　 1 実施案の 概略 （第 1 回 「仲間 へ の 誘 い 方」）

教 師の 指示● と児童 の 反応 ・
行動 ☆ 実 施．上の 留意点

・ 1幣慧 鑄 譜 鬲隣 証
ども鼎 た 糠 示 し・「こ の 子 に どう して あ 】

’

騰
と

呆壽皇灘 黔
示 旨☆ 「一緒に 遊 ぽ う」 と言 っ て あ げる．　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 る．
　 旨●今 日 は ，一

人で い る 子 を仲 間 に誘 うた めの 誘い 方 を考えます．
　 旨● 友達 を誘 うため に は，今 まで ど うし て い ま し た か．　　　　　　　　　　　　　 1

モ

！☆ 「
一

緒 ・遊 ぽ う」 ・諌 をか け・・　 　 　 　 　 　 　 旨
デ 1

■ 友 達 を誘 うに は，言葉 だけ で な く，体 の 使 い 方 も大 切で す．　　　　　 ：

夢…灘 蘓 纛鋤：∵簾
ち ん と見 蹟

阿
　

1 ●児童 か ら数 名 を選 ん で，2 人 1組 に な っ て演 技 を行 う．　　　　　　　　　　　 旨

…轡
の 誘 い 方」 を使 つ て ・ゲ

ーム を し ま し ょ う・

　
・2 チ

ー
ム に 分か れ，チ

ーム 内で 順 番 を決め る．

　 合 図 とと もに 各チ
ー

ム
ー

人ず つ 真 ん 中 に走 り，「友達 ス テ ィ ッ ク 」 を引 く．
　
・相手 チ ーム の こ の 名前が 出た ら，近づ い て 「

一
緒 に遊 ぼ う」 と言 い 自分 の チ

ー
ム に

　 連 れ て くる．

・表 情 や顔 ・体 の 向 き言葉，声

の 調 子 な ど を 意 識 し な が ら，
モ デ リン グす る．

劇
っ た 点 に つ い て は 韻 す

リ
ハ

ー

サ
ル

71 ●始 め に 誘 わ れ た 児童に誘 わ れ た と きの 気 持 ちを イ ン タ ビ ュ
ー

す る，　　　　　　　…

購 総髓 ・・ ・ ・… もの で す・ … … 感 ・た ・ とel
　 I　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 I

…
’

蹊瀦 鐸劉
な

姫
旨　ドバ ッ ク を与 え る．
旨・「い ら っ し ゃ い 」 な ど，仲 間
i

が増 えた こ とを喜 び 合 える よ

　 うな言葉 か けを す る ，
・相手 や 場 面 が 異 な っ て も，「友

達 へ の 誘 い 方」が 大切 な こ と

を 確認す る．

● 印は教 師の 指示

☆ 印は児 重の 反 応 ・
行 動

Table　2 実施案の 概略 （第 2 回 「仲 間へ の 入 り方」）

教 師の 指示● と児 童 の 反応 ・行動☆ 実施 上 の留意 点

・ …
°

諜 弩 飜 1る諜謡纛 鷙  髦耽鶴 1驚
もを描 い た絵 を

鵬 齧爨 羅 毳
本 時

示 旨☆一緒 に あそ び た い なと思 っ て い る，　　　　　　　　　　　 1
　旨■ で は，一人で 遊 ん で い る子が仲 間に入 る には ど うした らい い か を考えま しょ う．　　　 i
　 2●仲間 に入 る た め に は，今 まで ど うして い ま し たか ．　　　　　　　　　　　　　 1

　　☆ 「入 れ て」 と声を か けた ．　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 旨

季…
°

謙 鸞 脚
りた い 子 ｝こ な ・ て ・や ・ て み ます・上 手に で き・ ・ る か ど ・…

　 1
リ 旨● さあ，ど うで した か．これ で は う ま くい か ない ね．前に 勉強 した仲 間 へ の 誘 い 方 を

引 思 咄 して み まし ・ う．　 　 　 　 　 　 　 　 　 I

　 l絵 を指 しな が ら．  相手 に近づ く  相 手 を きちん と見る  聞 こ え る声 で 言 う  笑顔 で 旨

i 言 う ・ と を押 さえ ・・　 　 　 　 　 　 　 　 　 旨
　 1 ●児童 を数名 選ん で，実 際 に モ デ ル を示 す．

・「仲 間 へ の 誘 い 方 」 と同 じ で

あ る こ と に 気づ か せ る ．
’

嬰鷙働罫錨 ζ
楽しん で使 える よ うにす る．

リ
ハ

ー

サ

ル

1● 「仲 間 へ の 入 り方」 を 使 っ て ，ゲーム を しま し ょ う．
1 ゲ

ー
ム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旨

卜 ・畑 ・ な り じ・ ん けん をす ・ ．勝 。 た 二 人 ・ 「あ な ぐ ら」 。 な り手 をつ な く
・圓

旨　け た
一

人 は 中 に 入 っ て 「く ま」 に な る．　　　　　　　　　　　　　　　　　 旨
Ilt

「くま」 と コ
ー

ル した ら，「くま」役 は 他 の 「あな ぐら」 に移 動 し，「入 れ て 」 と声
…　 をか ける．
卜 「あ な ぐら」 と ・ 一

・ した ら 7 「あ な ぐら骰 は 「くま」 を探 し，「入 。 て」 と声 を i
I

　 か け る．　　 　　　 　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　 旨
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1’

獻 翻
とコ

ー
ル した ら・「あ な ぐら」 「くま」 役み ん なが 鰭 わ 胤 い 3

…

3・声 が 小 さ い 児童 や 自分 か ら 言

　 い 出せ な い 児 童 に は ，教 師 が

側 につ い て 少 しで も良 さ を 見

い だ し 自信 をつ け させ る．
ゲ
ー

ム を利 用 し て ，楽 しん で

身に つ け させ る．

フ …
● 「くま」役 で 「入 れ て 」 と言 っ て ，友 達 に 「い い よ 」 と言 わ れ た と き，ど ん な気持 旨

イ 1　 ちが しま した か．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 旨

P．・i☆ … と ドキ … た・で ・，い ・・よ と言・ n ・ うれ ・か ・ た・　 　 旨
バ 1 ●少 しで も言 える よ うに なっ た 子 を賞賛 す る．ま た，「い い よ」 と笑顔 で 受 け 入 れ た l

X．懲 惚 ，淋 。 時。。 、使 。 て 。 きま し、 う．　 　 i

・少 しで もで きた こ とを賞賛 し，
今 後の 自信 に つ なが る よ うに

す る ．
・
互 い に 相 手 の 気 持 ちに 気 づ く

よ うに す る ，

● 印は教 師 の 指示

☆ 印は 児童 の 反応 ・行 動
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通 常 学 級 にお け る 「『や さ し さ キ ン グ』 を め ざそ う ！」 の 取 り組 み

Table　3　 実施案の 概略 （第 3 回 「や さ しい 言葉 かけ」）

教師の 指示● と児童 の 反応 ・行動☆ 実 施 上 の 留意点

旨●怒 っ た 表情で 言い 合っ て い る二 人 と笑っ た表情 で 会話 をす る二 人 を描 い た 2枚 の 絵 ド 児 童 に と っ て 身近 な 場 面 を取

　 旨　 を提示 す る，そ れぞ れ の 場面 で ，違 う と こ ろ に 気 づ か せ る．　　　　　　　　　 旨

麹 ☆怒 っ て い る二 人 の 会話が ギ ザギ ザ の 形 に なっ て い る．　 　 　 　 　 旨

示 2☆笑 っ て い る二 人 は 楽 し そ うな感 じが す る ．会話が ふ わ ふ わ の 形 に な っ て い る．
　 1

　 …●今 日 は，笑 っ て い る 二 人 の よ うに，心 が や さ し くなる よ うな 「ふ わふ わ こ とば」 に 2
　　　 つ い て 考えます．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 旨

り上 げ，本 時 へ の 意欲 を高 め

る．

…鰓 驪 奮鵞頴鸛1腔罐 藩禦 細
・

　　　　 …
’

誰 籌譲隊 禦 季

書1°翼 懇 黶 留 溜 1こ と舗 で す・

　 　 …
リ ン グ す る・

引 ● い ろ い ろ な瀟 を提 示 し・目の 大 きさ夘 の 形 な ど 饌 際 に鰤 が モ デ 」レ と してや
　 1　 っ て み せ る．
　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ，
　 1 ● そ れ ぞ れ の 表情 が ど ん な気持 ちかみ ん な もや っ て み ま しょ っ ．

旨●友達 の 気持 ちが 分 か りま した ね，で は，次 の 絵 を見 て，そ れ ぞ れ そ の 人 が ど ん な気 レ リ ハ ーサ ル を観 察 しな が ら，

リ
ハ

ー
サ

3　持ちで い る か を考えて くだ さ い ．そ し て，話 しかけ る言 葉 も考 えて くだ さい ．
1

旨●次 に ，考 え た言 葉 を グ ル ープ で 試 して 見 ま し ょ う，
II
☆せ っ か く作っ た 車が 壊 れ ち ゃ っ た よ．「あ あ，壊れ ちゃ っ たね，

　 直 る か な，一緒 に や っ て み よ う よ」

．☆バ ケ ツ を運 ん で い る とき 「大丈夫．手伝っ て あげ る」
1

ル E●○○ さ ん の 様子 を見 て くだ さい ．どん な と こ ろ が 上 手で す か．
旨☆友達 に 優 し く して い る と こ ろ ．手伝 っ て あげた と こ ろ．
13

● そ うで す ね．友達 を よ く見 て，言 葉 をかけ て あ げて い ます ね．優 しい 気持 ちが よ く 旨

旨　伝 わ っ て きま す．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 旨

旨　 よか っ た 点 を 賞賛 し，フ ィ
ー

1　 ドバ ッ ク を与 える．
　

1・役 割 を 交代 し な が ら，繰 り返

1　し練 習 さ せ る．11

・言 葉 をか け られ た方 の 気持 ち

い 教 ・せ ・・

：

〒…鬻 讐繍 霧 讒、臨 醺ヒ畿綴 鶲鴛鴛犠 論 、

’

溜 徽 鞴 欝閉
茶 2　た こ と を使 っ て ，相 手の 気持ち を考えて，心が 温 か くな る よ うな 「ふ わふ わ こ とば」…
別 をた くさ ん使い ま し 、 う．　 　 　 　 　 　 　 　 　 旨

●印は教師の指示

☆印 は児 童 の 反応 ・行動

Table　4　実施案の 概略 （第 4 回 「上 手 な断 り方」）

教 師 の 指 示● と児 童の 反応 ・行動 ☆ 実施上 の 留 意点

教 …
°

礬 
い 齡 き緋 困 っ た 纖 や・断 られ て 嫌 儲 ちに な っ た 纖 を

  総鵬雛 1獄 ぼ
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

示 1☆ 「嫌 だ っ た け ど しつ こ く誘 われ て ，も っ と嫌 な気持 ち に な っ た 」 　 　 　 　 lt自分 の 経験 を想 起 させ ・問題

　 1　 「遊 び に 誘 っ た け ど，だ め と言 わ れ て 悲 し くな っ た 」　　　　　　　　　　　　 2 意識 を もたせ る．

　 1● は っ き りと 「だめ 」 と言 わ れ る と，嫌な気持ち に な りますね．　　　　　　　　　
 

表情 や 顔
・
体の 向 き言葉，声

　 1　 き ょ うは ，「上 手 な断 り方」 に つ い て 勉 強 します，　　　 　　　　　　　　　 旨 の 調 子 な ど を 意識 し な が ら，

引 ● 「献 た か 噺 り方 」 と 「冷た ・・削 方」の 二 つ の 場 面 を測 ，「ど・ カ・違 うの か … モ デ リ ・ グ す ・ ・

リ　旨　 を見つ け て くだ さい ．」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 旨
ン 旨☆ 「下 を 向い て い た か ら，よ くわ か らな か っ た 」　　　　 　　　　　 　　 旨
グ

：● 断 り方 に も大 切 な こ とが あ ります ね．カ
ー

ドを指 しな が ら  謝 る  断 る 理 由  断 り 旨
　　 　 の 表 明  代 わ りの 意 見 を押 さえ る ，
　　 ● 二 人 1組 を つ くり，最初 に 「冷 た い 断 り方」 次 に 「あ た た か い 断 り方」 の 両 方 をや 旨

・
断 る こ と が 苦手 な 児童 に は，

　　　 っ て み ま し ょ う．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 旨 セ リ フ だ け を言 う練 習 を何 度

；！…●黼 較 代 し，m 方噺 り方を練習 した ら謀 達噺 り方 蜆 娘 か っ た点 を黻 す る一 か 行 い 自信 を つ け て カ・ら 湘
　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ，
1 旨☆ 優 しい 言 い 方 だ っ た．笑 っ て言 っ た け ど，きちん と断 っ て い た．　　　　　　　　　 手 に伝 え る よ っ に す る．

剃 ☆ 声 の 大 きさ粮 か っ た 湘 手 を見 て 言 ・ て い た・
　 1● そ う で す ね．上 手 に断 る こ と が で き ま した．友 達 の 良 か っ た 点 を見 つ け る こ と もで 1
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

　 旨　 きま した ね．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 旨

フ 1 ●振 り返 りカ
ー

ドに ，感想 を書 きま し ょ う．　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 ・自由 に書 か せ ，本 時 の ス キ ル

祖☆ 相 手 燗 ・ える よ う・ 言 う・ と・
・大切 だ と思 ・ まし た．　 　 　 　 旨 ・ 閔 係 ・ … 感 想 を懸 ・

　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

ド 1 ☆ 「明 日は 遊べ る よ」 と言 っ て くれ た か ら，少 し安 心 した．　 　 　 　 　 　 　 　 1 せ る．

ゲ 鰍 か ら頼 ま れ て も冷 部 で きる と ・ ・うわ け で は あ りませ ん．そ の ときは，自分 の ・ 卜轍 も使 ・ て い ける ・ うな動

ク　　 とをよ く考 えて，断 る と きに は きちん と断 るこ とが大切 で すね，　　　　　　　　 1 機付 け を して お く．

● 印は 教師の 指示

☆ 印は 児童 の 反応 ・行動
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Fig．1　 『や さ しさキ ン グ』投 票用紙

メ ダル を授 与され て い な い 児童 に対 し て 、 あ る

特定の場 面 で 個別評価 を行 う機会 を担任教 師が

意図 的 に設定 した 。 例 えば、グ ル ー
プ活動の 際、

ま だ メ ダ ル を授与 されて い な い 児童が 友達 に手

助 けで きる よ うに助 言 した 。 また 、 給 食の 準備

や 清 掃活動場面 で は 、
こ れ ら の 児童 に役割 を意

図的 に指示 し、「や さ し い 言葉 か け」や 行動が

見 られ た ときに は、言葉で ほめ た。また 、学級

の 全児童 に は 、 友達 の 良 さ に 気づ い た こ とを ほ

め
、 友達 の 言動 に注 目で きる よ うな働 きか けを

行 っ た 。 そ し て 、児童 に 投票用紙 を配 る前 に 、

「誰 が や さ しか っ た か、よ く思 い 出 し て ね」 と

教示 した 。 さ らに 、「先生 もや さ し い お友 達 を

見 つ けた よ 。 み ん な は気づ い た か な」 と言葉か

けを した 。 そ して、 B 条件 と同様 に 「や さ しさ

キ ン グ』発 表を行 う際 に教 師の 評価 と同 じ児童

に投票 した児童を挙手 さ せ 、拍手で 賞賛 した 。

　4） 2 回目の A 条件 ： 「や さしい 言葉か け」の

維持 を確認す る た め に再度 A 条件を導入 した 。

　 （4）結果 の 評価 方法 ：結果 の 評価方法は 、 児

童が投票 し た 用 紙 か ら 、 名前 の挙 が っ た児童 を

記録 し、投票数を集計 した 。

　 （5） デ
ー

タ の 整 理 ： 「や さ しい 言葉 か け」が

で きた児童 （「や さ しさキ ン グ』）投票 にお ける エ

ン トリ
ー

数 は 、 2 票以上 を得 られ た児童 を ユ週

間 ご と に カ ウ ン トした 。 「や さ しい 言 葉 か け」

が で きた児童 （『や さ しさキ ン グ』）の 累積数 は、

新 た に 『や さ し さ キ ン グ』 と して 上 位 3 位 ま で

に挙 が っ た児童 を 1週 目 か ら加算 した 数 と し

た 。

Fig．2 　 『や さ しさ キ ン グ』 メ ダル

　（6）杜会 的妥 当性 の 評価 ： 3 学期最終 日に 、

学級 の 児童 を対象 に挙手 に よ る 質問調査 を実施

した 。 質問項 目は 4 項 目 （Table　5 参照 ）で 、そ

れ ぞ れ の 項 目を担任 教 師が 読み 上 げ、「は い 」

また は 「い い え」 に つ い て挙手を求め た 。 児童

1 名が欠席 し たた め
、 調査対象は 32 名だ っ た 。

皿．結 　果

　 1 ．「や さ しい 言葉か け」が で きた児童 （『や

　　 さ し さキ ン グ』）投票に お ける エ ン トリ
ー数

　「や さ しい 言葉か け」が で きた児童 （『や さ し

さ キ ン グ』）投票 にお ける エ ン トリ
ー数 をFig．3

に示 した。

　 A 条件期 の エ ン トリ
ー数 は 平均 20名で 、 学級

の 全児 童 に お ける 割合 の 平均は 61％ で あ っ た 。

週 ご と に 増減が 見 られ たが 、
エ ン トリ

ー数が 増

加 した週 は校外学 習や生 活科で の グ ル ープ活動

が 行 わ れ、活動 の 中 で 友達 とか か わ る 機会が 多

か っ た 。 B 条件期で は 、
エ ン トリ

ー数 は 平 均 24

名で 学級 の 全児童 にお ける 割合 の 平均 は約 75％

とな り、エ ン トリー数が 増加 し た 。 5 週 目 と 6

週 目 の 問 に約2週 間の 冬休 み があ っ たが 、エ ン

トリ
ー

数へ の 影響 は見 られなか っ た 。 5〜 7週

目に は 、 風邪 の た め 欠席 者が多 くエ ン トリー数

が減 少 した 。 また 、 8 〜10週 目 に も欠席者が多

か っ た た め 減少 し て い っ たが 、 学級の 全児童 に

お ける 割合 は 70％ 台 を維持 し て い た 。 B ’
条件

期 で は、エ ン トリ
ー

数の 平均 は 21名 とや や減少
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Fig．3　 「や さ しい 言葉かけ」が で きた児童

　　 （「や さ し さ キ ン グ 』）投票 に お け る エ ン トリ
ー

　 　 数 の 推移
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Fig．4　 「や さ しい 言葉かけ」が で きた児童

　　　 　（『や さ し さ キ ン グ』） の 累 積数

した 。 学級 の 全 児童 に お ける割合 の 平均 は 68％

で あ っ た 。 欠席 が 3 、4 名 と多か っ た 時期で あ

っ た 。 2 回 目の A 条件 で は、エ ン トリ
ー数は 24

名 に増加 し、学級 の 全児童 にお ける割合 は 75％

と な っ た 。 また 、金 曜 日 の 5 校時に な る と 、

「先生 、今 日 も 『や さ しさ キ ン グ」 を選 ぶ で し

ょ う」 と楽 しみ に し て い る児童の 様子 が見 られ

た 。

　 2 ．「や さしい 言葉 かけ」 がで きた児童 （『や

　　さ しさキ ン グ』）の 累積数

　 「や さ し い 言葉 か け」 が で きた児童 （『や さし

さキ ン グ』）の 累積数 を Fig ．4 に 示 した 。　 A 条件

期で は 投票 で上位 3位 まで に発表 され た児童 は

4週 目で 13名で あ っ た 。 各週 の 発表者数は平均

4 名で あ り、 増加傾 向にあ っ た
。 B 条件期 で は 、

A 条件期か ら 『や さ しさキ ン グ』 と して 発 表さ

れ た児童 が 10週 目で 8名 とな り、各週 の発 表者

数は平均 L3名とな っ た 。 6週 目は 『や さ しさキ

ン グ』の 新た な発表者数 は 0名で あ っ た が 、 7

週 目は 4 名 と大 きく増加 した 。 8 週 目は 1 名 、

9 週 目は 0 名 と増加傾 向が 見 られ な くな っ た 。

B ’

条件期 で は 、各週 の 新 た な発表者数 は 平均

2 名 と増加 し、再 び増加傾向が見 られ た 。 2 回

目 の A 条件期で は 、 「や さ し い 言葉か け」が で

きた 児童 の 新た な発表者数は 0名 で あ っ た 。 ま

た 、「や さ しさ キ ン グ』メ ダ ル を首 に か け て も

ら う児童の 表情は と て もうれ しそ うで 、名前を

呼 ばれ なか っ た児童か らは 「い い な」 と言 う声

が 聞か れ た 。

一
度 も発 表 さ れ な か っ た児 童 は4

名で あ っ た 。

　 3 ．社会的妥当性

　介入手続 きの 社会的妥当性評価 の 結果 を Table

5 に示 した 。 『や さ しさキ ン グ』に選 ばれ な か

っ た児童 4 名の うち 、 2 名 は全 項 目 に つ い て

Table　5　 社会的妥当性評価 の 結果

質　問　項 　目 はい い い え

  「や さ し さキ ン グ 』を し て ，お 友達 に や さ し くす る こ とが 増 えま した か ．

　 ま た
，

や さ し くされ る こ とが 増 え ま し た か，

  「や さ し さキ ン グ』 を して ，お友達 とけ ん かをす る こ とが減 りま した か．

　 ま た，嫌 な こ と を した り，さ れ た りす る こ とが 減 りま し た か．

  『や さ し さ キ ン グ』 を して ，や さ し くし て くれ た お 友達 を見 つ け る こ と は 楽 し

　 か っ た で すか ．

  2年 生 に な っ て も，『や さ し さ キ ン グ 』み た い な こ とが あ っ た らい い な，と思 い

　 ます か．

32 名

（100％ ）

30 名

（93％）

29 名

（90％）

31 名

（96％ ）

0 名

（0％ ）

2名

（7 ％ ）

3 名

（10％ ）

1名

（4 ％ ）

一179一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Association of Disability Sciences, Japan

NII-Electronic Library Service

Assooiation 　of 　Disability 　Soienoes 厂　Japan

長谷 川 清美 ・倉光　晃子 ・松 下 　浩之 ・園 山　繁樹

「は い 」 と回答 した 。 他 2 名 は それ ぞれ   「『や

さ しさキ ン グ」 を して 、お友達 とけん かをす る

こ とが減 りま したか 。 また 、嫌 な こ とを した り、

さ れ た りす る こ とが減 りま し た か」、  「『や さ

しさキ ン グ』 を して 、や さ し くして くれ たお 友

達 を見 つ ける こ とは 楽 しか っ たで すか」の 質 問

項 目に つ い て、「い い え」 と回答 した 。

　 4 ．学校生活 にお い て見 られ た エ ピ ソ ード

　介入 前 は 、学級 で 泣 い て い る 児童 が い る と、

周囲の 児童が 「先 生 …　　 」 と教 師 に報告 に 来

る こ とが 多か っ た 。 しか し、介入以 降は 、直接

泣 い て い る 児童 に 「ど うした の ？」 と話 しか け

る姿 が見 られ 、学級 の 中 でお 互 い に声 をか け合

い 、児童 同士 で 困 っ た こ と を解決する こ とが で

きる 様子 が 伺 えた 。授業 中、名前を書 くた め の

油性 ペ ン が なか っ た児童が い る と、近 くに い た

児童 数名が
一

度 に 「貸 し て あ げる」 と声 をか け

る様子が 見 られ た 。 また、自分 よ りも優先 して 、

まず友達 に 先 に貸 し て あげる 姿も見 られ た 。ま

た 、給食 の 時 間、楽 し く会食 し て い る と きに 、

教 室に置 い て あ っ たバ ケ ツ に つ まずき、水をこ

ぼ して しま っ た児童が い た 。 それ を見 て い た周

囲の 児童 は 、 率先 して 立 ち上 が っ て 雑 巾を取 り

に 行 き、床 を掃除する 行動が 見 られた 。

】V ．考 察

　本研 究は 、通 常学級 にお い て 、 「や さ しい 言

葉 か け」 を標的行動 と した SST と正 の 強化 に 基

づ く学級介入 を行 い 、学級内の 日常生活場面 に

お け る 「や さ しい 言葉か け」の 促進効果 を検討

する こ とを目的 と した。

　「や さ しい 言葉 か け」が で きた児童 （『や さ し

さキ ン グ」）の 投票 の エ ン トリ
ー

数 に つ い て は 、

メ ダル 条件 （B 条件）で 増加 して い る こ とか ら 、

メ ダル が強化子 と して有効で あ っ た と考え られ

る 。 しか し、教 師に よ る個 別 評価 （B
’
条件）導

入 後は エ ン トリ
ー数が減少 した。それは 、特定

の 児童 が 「や さ しい 言葉 か け」をで きる よ うに

教 師が意図的 に 場面 を設定 したた め で あ る と考

えられる 。 また、投票する際 に 、その 場面 を想

起 し や す い よ うに 「だ れ が 優 し か っ た か よ く考

えて ね」 と教示 した こ とが 、特定の 児童 に票が

集 まっ た こ とに影響 した と推察 され る 。 そ の こ

とに よ っ て 、 メ ダ ル 授与 され て い ない 児童 が授

与 され る こ とが で きた 。 こ の こ とは 、再 度 、投

票の み 条件 （A 条件〉に 戻 し た 際、エ ン トリ
ー
数

が 増加 した こ とか ら も伺 え る 。

　次 に 、「や さ し い 言 葉 か け」 が で きた 児童

（『や さ しさキ ン グ』）の 累積数 に つ い ては 、 各条

件 に お い て キ ン グ獲得者 の 増加 に効 果が あ っ た

とい える が、特 に投票の み 条件 （A 条件）で の 増

加率が 大きか っ た 。
こ の こ とか ら、上位者 の 発

表の み で もキ ン グ の 累積数の 増 加効 果が ある こ

とが 示 唆 さ れ る 。 メ ダ ル 条件 （B 条件 ）で は 、

『や さしさキ ン グ』の 累積 数の 増加が 見 られ な

い 週 もあ っ た 。 し か し、教 師 に よ る 個別評価条

件 （B
’

条件）が加 わる と、「や さ し さキ ン グ』 を

新 た に獲 得 す る児童 が 増加 して い っ た 。 ま だ

『や さ し さ キ ン グ』 を獲得 し て い な い 児童 は 、

お と な し くあ ま り目立 つ タイ プ の 児童 で は なか

っ た ため 、そ れ ま で の 投票で もエ ン ト リ
ー

され

た 回数 は少 な か っ た 。 そ こ で 、周囲の 児童 に も

認め られ る よ うな場面 を設定 し、個別の評価を

加 えた と こ ろ 、エ ン トリ
ー
数が 増 え、『や さ し

さキ ン グ』 を獲得す る こ とが で きた と考 え られ

る 。 『や さ しさ キ ン グ」 を獲得 した 児童 は 29 名

で 、全児童 の 87％ とな っ た 。
こ の こ とか ら、発

表や メ ダ ル 、教 師に よる個 別評価 が 「や さ しい

言葉 か け」 の 促 進 に有効 で あ っ た と考え られ

る 。

　金山 ら （2004）は 、集団 SST の 訓 練効果 の 般

化、維持 を確認す る だけで な く、訓練効果 の 般

化、維持 を生 み 出す ため の 条件 を明 らか にす る

こ とを指摘 して い る 。 ま た、学級内で の 社会的

ス キ ル の 発揮 は 自分 の ス キ ル が 支持 され た り、

他者の ソ ーシ ャ ル ス キ ル を受け入れ た りす る 体

験や 、担任教 師の 意識的 な か か わ りが 望 ま し い

影響 を及 ぼ した結果 で あ り、さ らに他者 か ら認、

め られ た 体験 が訓練 され た社会的ス キ ル の 発揮

へ の 動機付 け に な る こ とも示 唆 され て い る （織

田 ・藤本 ・有馬 ・宮前，2002）。
つ ま り、 『や さ

し さキ ン グ』 と して 評価 する こ とが 「や さ し い
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言葉 か け」 を強化す る機会 とな り、『や さ し さ

キ ン グ』 と教 師の 賞賛が 強化子 として 機能 した

とい える だ ろ う。
こ の よ うな強化機会 と強化子

を設 定 した こ と に よ っ て 、「や さ し い 言葉か け」

を発 す る と、『や さ し さキ ン グ 』 と し て 評価 さ

れ る とい う強化随伴性が成立 した と い え る 。 さ

らに、こ の よ うな強化随伴性が 成立 した こ と に

よ っ て 、 学級 内の 日常生 活場面 に お い て 、「や

さ し い 言葉か け」 に対す る 確立操作が 働 い た こ

と も考え られ る 。 以上 の 点か ら、応用行動分析

学 を取 り入れ た本実践 の 介入方法は、学級内の

「や さ しい 言葉 か け」 の 促 進 に 有効 で あ っ た こ

とが示唆 され る 。 また 、学級経営 の 視点 に お い

て も 、 本研究に お い て 実践 し た学級介入 に よ っ

て 学級 内で の 良好 な人問関係 を築 くこ とが で き

た こ とは 、 SST を重点とす る応用行動分析学 に

基づ い た ア プ ロ
ー

チ方法が有効で あ っ た こ とを

示 した と考え られ る 。

　 藤枝 （2006）は、小学生 児童 が学習 した い
、 身

に つ けた い と感 じ て い る 社会的 ス キ ル を明 らか

に する こ と、また、実施する SST の 目標 ス キ ル

の 選定方法 に つ い て指摘 して い る 。 そ こ で 、本

研究で は、ア セ ス メ ン トとして、社会的ス キ ル

の 自己評定 、 記述式 ア ン ケ
ー

ト、 学級 の 問題点

の 話 し合 い を行 っ た結果、標的行動を決定した 。

こ れ ら の 過程 に お い て も、児童の 意識が 高 ま っ

て 目標 が明確 に な り、標 的行動の 促進 に 有効 で

あ っ た こ とが 考えられ る 。 また、木原 ・外 山 ・

戸 ヶ崎 ・椎葉 （2007）が 指摘す る よ うに 、ア セ ス

メ ン トを実施す る こ とで 学級 に お け る社 会的 ス

キ ル に 関す る特別 な ニ
ーズ が 明 らか とな っ た。

そ の ニ
ーズ に対 し て 実施 した本研究 の 取 り組み

は 、 学 級内 に存在す る特別 な ニ
ーズの 解決 に 効

果的で あ っ た こ とが い える 。

　 本研 究に お け る 介入 の 実施 は 、SST の 授業 を

学級活動 や 道徳 の 時 間 を利用 して 行 い 、『や さ

しさキ ン グ』の 投票や発表は朝の 会や帰 りの 会

の 時問 を利 用 した もの で あ り、教 育課程 の 範囲

内で 実施可能で あ っ た 。 ま た 、 実施 にあ た っ て

の 準備 は メ ダ ル と投票用紙 を作成す る こ とで あ

り、デ
ー

タ収集法 も担任教 師が 『や さ し さキ ン

グ』 の エ ン トリ
ー
数お よび累積数 を集計す る の

み で 、比較的少 な い 負担で 取 り組む こ とが で き

た
。 本研究 の 取 り組み は、特別 な人 的資源 や時

間 をほ と ん ど必要 とせ ず、多忙 な教 師 に も十分

に実行可 能な介入手続 きで ある と考 え られ る 。

　社 会的妥当性 に つ い て は 、 9割以上 の 児童が

肯定的 に 評価 し て お り、今後 もまた続 けたい と

答 えた 。
こ の こ とか ら 、 本研究 の 妥当性が 示さ

れ た と い える 。 しか し、『や さ しさ キ ン グ』を

獲得で きなか っ た 4 名 の 児童へ の 配慮 も重要で

ある 。 これ らの 児童 に 対 して は 、 担任教 師は機

会 をとらえて 声か けをし、意 図的 に 「や さ しい

言葉 か け」 を認め る よ うに し た り、そ の 他 の 学

習面や 行動面 にお い て 賞賛を行 っ た りした 。

　 また、学校生 活 にお ける エ ピ ソ
ー

ドか ら、児

童同士で 問題 を解決する様子 や 自分 の こ と よ り

も友達の こ とを優先 して 考え行動す る姿が 多 く

見 られ る よ うに な っ た 。 こ の こ とか ら、「や さ

しい 言葉か け」 を標的 と した 学級介入 を実施 し

た こ とは他者へ の 適切 な働 きか けが 行 われ コ ミ

ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン が 円滑 に進み 、学級 にお け る社

会的な機能 を充実 させ た とい える 。

　 最後 に、今後 の 課題 と して い くつ か の こ とが

指摘さ れ る。第
一

に、キ ン グ の 累積 数で は 上位

者の み の 発表で も上昇 効果が あ っ た こ とか ら、

介 入条件を変 えずに発表 の み の 効果 を見 る必要

性 が あ る と考 え られ る 。 第二 に 、 「や さ しい 言

葉 か け」 の 促進 は見 られ たが 、 3 学期が 終了 し

春休 み とな っ た た め 、維持 を確認す る た め の 投

票 の み 条件 の 介入 が 1 回 し か 行 え なか っ た 。 本

校 で は 、 1年ご とに新 しく学級編成 を行 うた め、

継続 して の 介入 は 実施する こ とが で きない 。 し

か し 、 介入 の 効果 や ソ
ー

シ ャ ル ス キ ル の 維持 を

検証す るた め に は 、 で きる限 り長 い 期間の フ ォ

ロ ーア ッ プ に お け る 標 的行動 の 追 跡 が 必 要 で あ

る 。 第三 に 、標 的行動 の 評価 方法が児童に よ る

好意性 指名 の み にな っ て しま っ た こ と で あ る 。

友達 を指名す る手続 きと し て は指 名人数 を 1 名

か ら 3名 と指定す る場合が 多い 。 そ の た め、小

学校 の 1 年生 と い う実態か ら も、「や さ しい 言

葉 か け」 を して くれ た 人 を 3 名 まで 書 くよ うに
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教示 した 。 しか し、手続 きを進め て い くうちに、

「先生 、 も っ と書 い ち W だめ」 と 3 人 で は 足 り

な い と い う児童 が数名見られ た 。 また 、友達 と

の かか わ りの 少 な い 児童 は評価 される機会 も少

な くな っ て しま うの で 、教 師評定 や 自己 評定な

どを組み合 わせ た評価方法 を用 い る必要が ある

と考える 。 第四 に 、SST の 授 業に つ い て は介 入

手続き の 1 部 と して 実施 した た め、SST の 授業

その もの の 効果 に つ い て は明確 に す る こ とは で

きなか っ た 。 SST の 授業後 に 、上位 の 児童 を発

表 しな い 投票の み の 条件 を実施 し、SST の 授業

効 果を測定する必 要が ある と考え られ る 。 第五

に 、本研 究で は、 1 学年 2 学級 の うち、本学級

の み の介 入 を行 っ た 。 「介入 の 厳密性」 を図 り、

通常 の 学級担任が 日常に使 える よ うな手続 きを

マ ニ ュ ア ル 化する ため に も学級 間多層 ベ ース ラ

イ ン デ ザイ ン を用 い た 検証の 必要 性 （道 城 ・松

見，2007）が指摘され る 。

付 　記

　本実践 の 実施 と公表に つ い て は学校長 の 承諾

を得 た 。 な お 、本研究 の
一

部 は 日本特殊教育学

会第 45回大会 にお い て ポ ス タ
ー
発表 した 。
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The  Practice of  
"Let's

 Aim  for YASASISA  KING  (King of  Kindness) 
"

in the Regular Classroom: The  Classroom-based Intervention to Promote

                    
"Kind

 Speaking to Classmates"

Kiyomi  HASEGAWA
                    ***                                            **

, Akiko KURAMITSU                      , Hiroyuki MATSUSHITA
                        **

  and  Shigeki SONOYAMA

    The  purpose of  this study  was  to examine  the effbct  of  interventions by a teacher in an

elementary  school  class  to foster secial  skills among  the  pupils, focusing on  speaking  kindly to

al1 classmates.  This study  was  implemented in a normal  first-grade class  at  a  public elementary

school  and  set a target of  
"speaking

 kindly to classmates,"  as  represented  by such  expressions

as 
"Are

 you  okay?,"  
"What's

 up?,"  and  
"Why

 don't you use  this?"  These  expressions  had

been previously selected  based on  the assessment,  The teacher's interventions consisted  of

providing lessons to the class  on  social  skills to promote 
"speaking

 kindly to classmates",

perfbrming  weekly  voting  for those who  had translated the ideas into action,  and  conferring  the

title of  
"King

 ofKindness"  on  the top three winners  and  awarding  medals  to them. As  a result,

the  pupils in the class  acquired  the habit of  speaking  in a  kmd  manner  to their classmates,  and

there  were  often  scenes  where  the  pupils solved  problems by themselves through  discussien,

This suggests  that interventions such  as  awarding  titles and  medals  and  teacheris  evaluations

were  effective  in encouraging  the pupils to be caring  toward  others.  It was  also  noted  that

teachers need  to discuss ways  to address  pupils who  have never  been evaluated.

Key  Words:  regular  classroom,  social  ski11,  applied  behavior analysis
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