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大会 企 画講演

「科学的根拠 に基づ い た犬の トレ
ー ニ ン グ ， その 理論 と実践」

〜 家庭犬の しつ けの トレ
ー

ニ ン グは ， 今や 行動分 析学の 応用が主 流で す 〜

西川 文 二 （Can ！Do ！pet　Dog 　School）

司会 ： 野澤 孝司 （目白大学）

〈講演要旨〉

　
一

昨年ア メ リカ 獣医行動学会が ，
「動物 の 行動修正 に ドミナ ン ス 理 論 を用い る こ とに 関す る

意見表明」 を行い ま した 。 そ の 内容は ，未だ に 多 くの ア ニ マ ル トレ
ー

ナ
ーが 「群れ で生き る

動物た ちは順位 が上 の モ ノ には服 従す るが ， 下位 の もの に は支配 的 な行動 を示 す t とい っ た

認識 （＝ ドミナ ン ス 理 論 に基づ く認識）を して い る こ と，お よ び そ の 認 識 に基づ い た トレ
ー

ニ ン グを行 っ て い る こ とに警鐘 を鳴 らす もの で した。 そ して ，
ア ニ マ ル トレ ー

ニ ン グや 行動

予 防対策 ， 行動修正 プ ロ グラム な どは ， オ ペ ラン ト条件づ け ・古典的条件づ け ・脱感作 ・逆

／拮抗条件づ け とい っ た 「科学的根拠」 に 基づ くガ イ ドライ ン に従 うべ きで あ る こ とを ， そ

の 声明 で は強調 して い ます。

　 おわ か りの よ うに ，
こ こ で 言 う 「科学的な根拠」 とは ， ス キ ナー

等 に よ っ てす で に 20 世

紀 半 ばに確 立 して い た学習心理 学 にお ける 各理論 に他 な りませ ん。 ご存 じ の よ うに ， 学 問の

分野で 確 立 された理論や法則な どが
，

一
般の 日常レ ベ ル に 応用 され ， さらに広 く普及す るま

で に は ， 長い 年A を必 要 と します 。 犬の トレ ー
ニ ン グ も同様で す 。

　 日本に お い て は 80 年代 まで は ，体罰 をそ の 基軸 と し トレ ー ニ ン グがな され て い ま した。

もちろん ，それ は 当時す で に確 立 して い た 学習理 論で 読み解けば，正 の罰 と負 の 強化 を用い

犬 の 行動 を変 えて い く こ とに他 な りませ ん が，当時は 訓練士 も飼い 主 もそ うした理 論 を知 る

よ しもな く，結果 ， 犬の 攻撃性 を高め て しま うとい っ た弊害を多々 生 み 出 して い ま した 。 90
年代 に入 る と冒頭 の ドミナ ン ス 理 論に 基づ く トレー

ニ ン グ方法が 日本に広ま ります。こ れ は ，

犬 の 行動学に 基づ く根拠の あるもの と して ，当時新 しい 考え方 と して広 が っ て い き ま した 。

しか し，2000 年 に入 る と ドミナ ン ス 理論 に基 づ く トレ ー
ニ ン グを用い て も，攻撃性 を高 め る

犬がで て くる とい っ た弊害 は払 拭 で きず，その 理 論に 基 づ く トレ
ー

ニ ン グ方法 に否 定的な行

動学者 が海外 を中心 に 増 えて い きま した
。 そ うした行動学者た ちは ， 学習心理 学に 基づ く理

論を，犬の トレー ニ ン グに応用 す る こ とで ， 犬の 行動 を変えて い くべ き， と主張 しま した 。

そ して ， そ の 主 張に共 鳴 したイ ン ス トラクタ
ー ・トレ ーナーがそ の 考 え取 り入 れ，実践 し，

現在に 至 っ て い る わ けで す。

　 しか し，未だ多 くの トレ ーナ ーた ち も過 去 の 方 法論 に と らわれて い る とい うの がア メ リカ

の 現 状 で あ り ， 冒頭の 意見表 明は そ の 現状 を変え る た め に な され た 次第で す 。 今回の 講演で

は ， こ うした犬の トレ
ー

ニ ン グに お けるそ の 方法論の 変遷 ， 及び ， 現時点に お ける学習理論

に基 づ い た その トレー ニ ン グ方 法の 実際 ， さ らに 私 も含 め い わゆる学問用語 には ア レ ル ギー

反応 を起 こ して しま う
一

般の 飼い 主に ， ど うや っ て その 理 論を理解 させ るか に つ い て ，お話
し して い きた い と考えて い ます 。

〈 著書 〉

「も しも ， うちの ワ ン ちゃ んが話せ た ら …　　 」 成美堂 （2011 年 ）
「改定版　犬 は知 的に し つ ける」 ジ ュ リア ン （2011 年 ）
「うま くい くイ ヌ の しつ け の 科学」 ソ フ トバ ン ク ク リエ イ テ ィ ブ （2009 年）
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