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展　望

モ デ リ ン グ に よ る 心 理 療 法

福 島 脩 美 西　沢　芳 　枝
＊

1．　 モ デ リン グ療法の概念

　行動療法は 学習理論とそ の 技法 に 基礎 を置 く心 理 療法

で あ る。そ の 背景 には 古典的条件 づ け とオ ペ ラ ン ト条件

づ け の 理論があ る が，そ の 「1
．
1 で Wolpe は 独 自の 技法 を

生み 出 し て い る 。近 年，学習玉ll！論 の 1 っ と し て Bandura

の 社会的学習理論あ る い は モ デ リ ン グ理論 が注 口 され て

い る 。モ デ リ ン グ療法 は モ デ リ ン グの 理論と技法 を治療

に 応吊す る もの で あ り，行動療法 の 諸技法 の 中の 重要 な

1 つ と し て ， そ の 位置を1’i張 し うる もの で ある 。 覗在 の

と こ ろ，モ デ リ ン グ療法 は 1 技法 と し て の 地位を確立 し

て い る とは言 え ない か もしれ な い が，現実の 問題 と して

モ デ リ ン グに よ る 行動変容 は起き て い る。現在まで の モ

デ リ ン ゲ理 論の 臨床適用 を振 り返 り，一
心罫療法 と して

の 今後の 発展 を考 え て み た い 。

　従来 の 強化理論 と モ デ リ ン グ理 論 との 主 要 な相違 は ，

モ デ リ ン グに よ る 行動変容が第 ／ に，強 化 を必 須 の 要因

とは して い ない こ と で あ る 　（原 野 他， 1975）。第 2 に直

接的 ・外的強化 の み で な く，代理 強化や 自己強化に 重 要

な役割が 与 え られ て い る こ と。第 3 に 認知的媒介過程 を

重視 し て い る こ とか ら，イ メージや 言語 とい っ た 内潜的

過程をも理論体系 と技法 の 中に 無理 な くと り入 れ る こ と

がで き （福 島
・
松村 1977），第4 に入 間の 杜会的行動 の

現象 を
．
卜分 に説明 で き る だ けの 柔軟 さ と 広が りを も っ て

い る こ と，な どが 挙げ られ よ う。

　Bandura （1969 ， 1971a）は モ デ リ ン グに よ っ て 習得 さ

れ る の は特定 の 刺激
一反 応 の 連合で は f！fiく，示 範 され た

事象 の 象微的表象で あ る と し て ，4 っ の 下 位 過 程 （注 目，

保詩， 運 動 二Ili：生，動機 づ け の 各 過 程 ）を仮定 し，心理学

的機能 と し て 3 っ の 主 な 効果 （観 察 学 習，1「ilJIL・脱到1…1［F．，

反 応 促 進 の 各 効 果 ） を指摘 して い る fi

　心理劇や役割演技法は，そ の 治療 の 中で 役割交換 に よ

っ て 適 切な役割を模倣 させ，行動 レパ ー
トリ

ー
を増大 さ

せ よ う とす る 面 で は モ デ リ ン グ と類似 し て い る 。し か し，

＊ 束京 学芸大学

モ デ リ ン グに お い て は Cl （ク ラ イ ＝ン ］・）が 日常生活 の

中で 演 じ て い る習慣化 され た 不適切 な行動 （役害［1）を再

現 して ，そ の 行動 にClが気づ くま で 待 つ と い うこ と は し

な い 。それ は 不 適 切な行動 を モ デ リ ン グす る こ と に な る

か らで あ P ， 否定的な面を強調す る危険性を含ん で い る

か らで あ る。

　 伝 統的 な カ ウ ン セ リ ン グと の 比 較 に お い て，Bandura

（1971c）は カ ウ ン セ リ ン グの Th （治療者）はClに とっ て

機能 的価値 の 低 い 沈黙 と解釈行動をモ デ リ ン グし て い る

の で あ り，そ れ に対 し，モ デ リ ン ク療 法は CIに 機能的価

値 の 高 い 適切行動 を呈 示 して 習得 させ る もの で あ る と述

べ て 両者を対 比 し て い る 。カ ウ ン セ リ ン グに お け る Th

とCl問 の 相 互 交渉過 程 は，モ デ リ ン グ理論を含む 社会的

学習理 論 （Bandura，1977 ）の 視点か ら再吟味す る こ と に

よ っ て ，そ の 治療的意義を 明 らか に し うる 可能性 が あ る

（福島 ・1京挈予 1977）　と考え られ る 。

2． モ デ リン ヴ療法 の適 用症 例

　モ デ リ ン グ療法 に よ っ て 改善され た 問題 は，そ の 性質

に よ っ て 幾つ か の グル
ープ に 分 け る こ とが で き る 。

　（i） 恐怖 ・不安 の 除去

　Mo （E
一
デ ル ） が 恐 ろ し い 活動を し て い て も， マ イ ナ

ス の 結果 を受 け な い の を見た 後 で は，Ob （観 察．9i）の 抑

制され て い た行動が起 こ りやす くな る こ とが知 られ て い

る 。こ の よ うな脱制止 効果 の 例証 と して，モ デ y ン グ療

法 を特定 の 対 象に 対 す る恐｛布や 不安 の 除去 ・軽減 に 適用

した 例 は，以下 に述べ る よ うに多数報告され て い る。

　Bandura ＆ Menlove （1968 ）は 犬恐怖 の 子 どもた ちの

一方 の 群 に は 大 入 の Mo が，他方 に は 複数 の 子 ど もの Mo

が恐が らず に 犬 と社会的交渉 をもつ 映画 を見 せ た と こ ろ ，

どららの Mo を見 た子 ど もた ちに も凶 避行動 の 面で 広 般

な改善 が見 られ た こ と を報告 して い る 。

　 ま た Cautela，　Fiannery ＆ Hanley （／97の は ね ずみ 恐

怖 の 女子大生に モ デ リ ン グを用い て 除去 をは か っ た が ，

イ メ
ージ に よ る 内潜的 モ デ リ ン グ群で も， 実物の ねずみ

ゃ Mo を用 い た ライ ブ （live）モ デ リ ン グ群で も等 し く効
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果 の あ っ た ：：とが報告 されて い る 。

　治療 の 対 象 とな っ た 恐怖 は，ね ずみ，犬 （Bandura ，

Grusec ＆ Menlove 　1967 ），蛇 （Kornhaber ＆ Schroeder

1975），カ え る　（4°・X 弔 親 1976） な ど とい っ た将走 の 勇

物 に 限 らず，こ れ らの 恐 怖 が め る た め に 日常 生 活 の 中 で

囚難を生 じ る よ う な水活動 （水泳） へ の 恐
．
lfi （Lewis

1974），フ ライ ト（flight）恐 怖（Denholtz 　19
’
15），菌利恐

怖 （Shaw ＆ Thoresen 　 1974，　Me ！alned 　 et　al．1975），さ

らに は 子 ど もた ち （4 〜
⊥2才） の 入院 ・手術 に対す る 恐

怖の 軽減 をは か る な ど広 く用 い ら れ て い る。Melamed

＆ Siegel、Q975＞は入院して 同 じ手術 を受けた 子ども（Mo ＞

の フ ィ ル ム を見せ る こ とで，無関係 の 統制 フ ィ ル ム を見

た子 ど もた ちに 比 べ て，親 か b の 戟告も含め て 有丿飾こ そ

の 恐怖 を軽波す る の に 成功 し て い る 。

　 （ii）　 怠見 の 主張や自己衣明の 促進

　 Rathus （］973）は 非 卞 張的 ね女子 大生 に，主張的 なMo

が異 な っ た揚面 ・状況 の 中て 話 し i，．り討論 し た りす る 7

つ の セ 張的な VTR （一 拶，貧 分 の ≠ 明，　ト［分 の 情 利 や

有利 な 息 を 主 張 ，他 人 と の 不
・
致 の 人 明 1よ ど） を観察 さ

せ ， その 後 で 9 つ の 段階 に わ たる 弌i張行動を実践 させ た 。

その 結果 ， placebo と無処 置の 統制群 の S　 l被険 rr） に比

べ 有意 に 高い ．i張行動 が 自己 報告 され，さ らに社 会 的 葛

藤事態 へ の 恐怖の 低減 をY艮告す る 傾向がみ られ た 。

　対人交渉丹面で 適切に 自己 と 4 張す る こ と は，そ こ で

生 じ る 社会的為藤 亊：態 へ の 恐 怖 を抑 副す る 上 で 玉要 な だ

け で な く， 社会的参加 を促す．Lか ら も電要 で ある 。

　 0℃ onnor （1969 ） は ，祉会員」に 引込 み思粢 の 子 ど もた

ちに ，次第 に 活発に 仲間 との 交渉 を増 し て い く Mo を観

察 させ る こ とで ， 社会的交渉を碓太に 僧加 させ ， Stone

＆ Gotlib（ユg75）は Mo が あ る 話題 に 関 し て n発的
・
即興

的 に 話 し て い る テ
ープ を聞 くモ デ リ ン グ 「粍 と，教示

（inStruction）の 組合せ に よ っ て 大学生 の self −disclosure

を増加 させ た こ と をそ れ ぞ れ職告 し て い る 。ま た 福島

（／973）は 揚 面 縅黙 の 幼児 に 教師 と仲間 を Mo と し て ，幼

稚園で の 発
一．一

を形成 して い る v

　（iii） 自閉症児 らに対す る機肓旨的言 耳や番1掘 亅病首 らに

対す る社会的行動様式 の 訓練

　 自閉症児に 対 し て モ デ リ ン グ療法が用 い られ る揚合，

そ の 多 くは 分 化強化法 を伴 な・コ て い る 。そ れ は 口閉症児

の 示 す不 適 切な行動に対 し て
一一・

貫 し た 無強化を通す こ と

で （Risley＆ Wolf エ967）， こ れ らの 行動 の もつ 機能的価

値 を失 わ せ る と共 に ， こ れ と は 対象的 f．k適切行動 に 強化

を随伴す る こ とで 刺激に 対 す る弁別価値 を増大 きせ ，モ

デリ ン グ手掛 りに対す る 反応性 を発達 させ よ うとす る も

の で ある。こ の 方法 に よ っ て ILovaas　 et　 al・（1966）は ，

自閉症児 に対 して 初期 の 搬虍的言悟 を発迂 させ る こ とに

成功 し て い る 。叛近 で は Rosenbaum ＆ Breiling（1976 ）

が，文 filをnJ 己む こ と は で き る 力 理解す る こ と の で き な い

自閉症児 に対 して， verbal 　prompt ，モ デ リ ン グ，強化

を組合 せ て 1r［練 し，段階的 に こ れ らの 援助 を と ，下 げ て

い く方 法 を用 い て い る 。例 え ば，「ボー
ル を指 し な さ い 」

と芋か れ た カードを提示す る 。 10秒以内 LrE し い 反応が

起きた揚合 に は 強化が 字え られ ， 点 っ た 反応 の 場合 に は

10秒間 の タ イ ム ア ウ トの 後 に， も う 1 長提示 し，「こ の

カ
ードに は ど うす る よ うに と設い て あ ります か 」 と言葉

で 促 し （verbal 　proml ）t），さ ら ttLr
レ、っ た易合 に は E （失 験

紛 が正 しい 行助 を示範 し （modeling ）， さ らに は身体

的手助け（physical 　guidance ）を加 え た りす る u こ の よ

うな手続 に よ っ て C1の 機能的〒  吾が 土曽大 し，強化をと り

さ げた後 も遂行 が，，，fl拝 さオ
・
z る よ うに な っ た 。 こ こ で は カ

・・一一
ドの f 、u 「

J
が を理 解 して 行動 が な され た の か，単 に カ

ード刺激 の 固ル 旧
一
r！，

一
トりが 行動を誘 発 し た の か 疑問 は残

るが，般化項 口に 対す る遂行水4勃 ，川1末項 口 と等 しい か

そ れ 以 上 で あ っ 九 こ とか らみ て，特定 の 反応 パ タ
ー

ン を

引彳、J・し た 以 上 の 弓 認 が行 わ れ た と考 え られ る 。ま た CIの

傍 に E がE ろ こ とは 遂行 の 増加 をもた らし，E が こ の 訓

練を コ ン トロ
ー

ル す る 重要な刺畝で あ っ た こ と を示唆 し

て い る。

　Lovaas
，
　Freitag

，
　 Nelson ＆ Whalen （1967）は身辺 生

活 の 自／v ：，遊び の パ ターン，適切 な
」
汁役割 の 獲得 と い っ

た社会的行功 パ ター
ン を ll「練す る た め の プ 1・ グ ラ ム も，

言語学帑と 同様な 基礎的方法をとる こ とで T∫能 に なる と

して い る。

　Edelstein ＆ Eisler〔1976）は祉会的交渉を避ける 分裂

病煮 に対 して モ デ リ ン グ を使 っ た 治療 を試 み て い る 。4

つ の 目損璞彳
．
∫］
’
Jl　（eye 　contact の J

，．，加1，　 〃
・
振 り の 耳 JJ［1，　感

．1［1 の y 明，全 材 メβ ｝ 「」三の 「跏 D が設疋 され た ロC艮は 4

つ の 訓練 勃 面 で 適切に行動す るMo をVTR で 観察した後

4 つ の 股化↓・面｝」誘享され，御察に よ る「ワ待を実践す る

よ うに 指示され た 。そ の 結朱，感 「i物 表明行動が増大 し，

さ ら に救示 と フ ィ
ード

’
ッ ク を伴 な っ た モ デ リ ン グを行

うこ とで R 賑 とする行動fv1　M：

し く増大 した 。

　（iv） 1依夫指 厚，与攻指 霧，非行少年 らに対す る対人

関係 指尊

　 Kru 皿 boltz（1964，　196．5） らは ，行動 カ ウン セ リ ン グ の

一
技法 と し て 51会的強化を伴な っ た 象徴 モ デ リ ン グの 処

置 に よ っ て，ii
「
亅校生 の 職業選択 の た め の 情報探京活動を

増大 させ ，そ の 結果，decission　 making が 促進 された

こ と をY艮  して い る 。Wachowiak （1972） は ほ ぼ 同様 の，

手 楓 を用い て，大守生 の 尊攻決定に 関する実験 を行っ た 、
一 55一
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Mo の 専攻決定に 関す る熟考 と陳述 に 対 して カ ウ ン セ ラ

ーが 系 統 的 に強化 を与 え て い る テープ を聞 い た 後，S は

自分に関 して述 べ る機会が与 え られ ， そ の 際適 切な陳造

に 対 し て 強化 を受 け た 。そ の 結果 S は 自 らの 専攻 に対す

る 確信 を増加 させ ，専 攻 に 対 し て の 荊 足 度 も増 加 し て い

る 。

　少年犯罪者 の 指導 に もモ デ リ ン
．
グが 応 川 さ 紅 て い る

（Sarason 　＆ Ganzer 　1973，　Prentice　1972）c，臆ミ々 な 問

題 を含 む対入間関係状況 に お い て，始 め は うま く対処 で

き な い Mo が 徐 々 に そ の 状 況 を克 服 して い くVTR を視察

し iL 後で，　 Sは E と
．．．．・

諸 にMo の 役を ロ
ー・

ル ブ レ イ す る。

こ の 手続に よ っ て，行動評定の 而 で 改，1…がみ られ て い る

（Thelen ，　 Fry ，　Dollinger ＆ Paul　 lg76）。

　 そ の 他 ， 強化 と モ デ リ ン グに よ っ て 小学生 の 自己 に 対

す る 低 い 自信 を変容 し よ うと し た 試 み （Flowers ⊥972），

失敗に対す る子 ど もの 不適切 な 反応を変容す る た め の モ

デ リ ン グ効果 の 検証 （Shell　 I　975 ），苧級 に 適応 で きない

子 ど もた ちの 社会的 ・情緒的行動 を増加 させ る た め に ．

教示， モ デ リ ン グ，強化 を組合せ ，こ 治療例 （Cooke ＆

Apolloni　 IY76 ） などが報告 され て い る 、，

3， モ デ リン グ療法で 用 い られる手続

　（i＞オ バ ー
ト・モ デ リ ン グか ，カ バ ー

ト ・モ デ リ ン グ

カ．実際 の Mo を 川 い る ライ ブ ・モ デ リ ン グ法 （！ive　model −

ing），　 VTR ，映画，物藷
．
などの 媒体 を過 し て Mo を三 示

す る象徴 モ デ IJン グ法 （symbollc 　 modeling ），及 び 後示

を使 っ て 望．ま しい 行動 に従事 して い るMo をClに．イ メ
ー

ジ させ る 内潜 モ デ IJン グ法 （covert 　 modeling ）の 3 つ に

大き く分類で き る 。さ ら に 上 の 2 つ を合わせ て，カ 1・一

トに 対 し て 外 に 現 わ れ た とい う意味 で，オ バ ・一ト ・モ デ

リ ン グ法 （overt 　 n〕odeling ） と し て 区 別す る こ と が で き

る。　　 　　　　 　　　　
．

　 ラ イ ブ ・モ デ リ ン グの ．手続 は，恐怖症 の 治療 な ど で は

実際の MQ が．実物の 恐 怖対象を扱 うの を C工が直按観察す

る こ と で あ り，言語 訓練な ど で はTh がMo と し て 正 しい

反 応 を示 範 し た Vす る こ と で あ る 。こ れ に 対 し て 象徴 モ

デ リ ン グは Mo の 行動 が視聴覚の 媒介を通 して ［曙安的 に

艮示 され る 。こ こ で は す べ て の Clが 同 じ も の を観．察す る

こ と が 可 能 に な る し，実 物 で は 皐 示 す る こ との で き な い

よ うな活動を た やす く呈 示 す る こ と がで き る 。ま た 子 ど

もた ちの こ の よ うな象徴的蝋 本に な じ ん で い る こ と が，

彼 らの セ主口過程 に 促進郎∫に 働 くと い うメ リ ッ トも手旨tits
・
さ

れ て い る 　〔Bandura 　l　971a ）。

　適用 の 肖在さ を さ ら に広 げ る こ とが で き る と期特され

る の が カバ ート・モ デ リ ン グで あ る 。カ パ ート・モ ラ リ

ン グは オ バ ー・．・
ト・モ デ リ ン グに比 べ て そ の 臨床へ の 適用

報告 は ま だ少 な い が，そ の 有効性 に関 して は 荒がな い こ

と を示 す研．左結果（Cautela　 et 　 a1．1974，　 Prentice　IS72）

も出 され て お り，こ れ か らの 行動的 セ ノレ フ 」／ ン 1・ロ
ー

ル

の 発展 の 中で ， そ の 重 要 陸は さ らに 高 め られ て い く もの

と 二繆え ら堵
’
しる 。

　 蛇 恐怖 の 除去や主張彳亅動 の 訓練 に 内漣 モ デ リ ン グ法 を

用 レ、冫紀石｝「ゴ巳ヵ二
，　Kazdin （ユD73 ， 1974a，

　b
，
　c

，
　d

， 1975 ，⊥S176）

に よ っ て 多数な され て い る 。主 張 訓 練 の 揚合の イ メ
ージ

に ょ る モ デ リ ン グの 手続は ， 例 え ば 次 の よ うに 行 われ る

（Kazdin1974a）。まず最初 の セ ッ シ ョ ン で 主 張行動 に 関

す る 討議 と内1昌…的手 繦 ど二関す る説 明 が な され，そ の 後 で

S は主張 とは 無関係な 状況 に他人 （Mo ）が い 耐 「面 をイ

メ
ー．

ジす る よ うに 言 わ れ ， そ の 揚面 に つ い て の 詳細 な 陳

述 が 要 求 さ れ る 〔でt・一ジ チ ，匚ッの 。こ の よ うな イ メ

ージの 練習 の 後， 第 2 セ ヅ シ ョ ン か ら訓練揚面 （懌威）

が数示 llt　ri　Lる （、　 S は 提 示 され に 揚面 力翌〔！
’
偉明 に イ メ

ージ で

き た な ら，指 を立 て て 合図 す る よ うに 指示 さ れ る （こ の

時 E 柔そ
．v ．面 の 叙述 ば 求 め ノ：くい ）。

S は 合図 し て か ら何

秒 閊か そ の 易面を．イ メ
ー

ジ し続 け る 。回
一

揚面が各 セ ッ

シ u ン で 繰 り返 され る th

　内潜 モ デ リ ン グは Cautela （1971，Cautela　 et 　aL 　1974）

に よ っ て 提μ呂され た 内詐的静習技法 の 申で 独 自の 地位を

占め て お り，イ メ
ー一ジ や言 、 、1とい っ た 認知 亙畳程 を重視す

る 動向の 中で ， 今後多 くの 注 日をひ くに 相異 な い 。

　（ii）　 コ
ーピ ン

．．
グ

・モ デ ル か ，
マ ス タ リーnモ デ ル か

　呈示 され る Mo の 特徴か ら2 っ の 手続が考え られ る。

1 っ はC1 と ［F・Jじ立 場 か ら出発 し，段 階 的 に克
トlkし，1．1採

行動 に 接近 して い く コ ーピ ン グ・モ デル （coping 　mode1 ）

を呈 示 す る方 法 で あ り，他方は 始 め か ら円繧行動を難な

く達 成 して い る マ ス タ リー・モ デノレ （mastery 　 model ）を

呈 示 す る 方 法 で あ る v

　 コ ーピ ン グ ・モ デル は Mo とOb の 麹似性操作 とい う点

か ら生 れ て き た。円題 とす る行動次元 で Ob と類似 の 属

性 を もち な が ら変化 し て い く歴史的呈示 を与える こ とに

よ っ て，そ の 効果 は大 きい と され て い る （Flanders　 1968 ，

Rosenkrans ユ．969，　 Kazdin 　 19．・74c）。また 課 題 へ の 接 近

に 不 安，た め ら い ，心 配 を も　 て い る た め に，接近途中

の 段階 に お い て 深呼吸な ど の リ ラ ク セ
ー

シ ョ ン を援用 し ，

自信 を つ け て い く逓糧 を含 む こ と は，Ob が Mo を通 し て
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 し

リ ラ ク セ
ー．

ン ヨ ン の 方法 な ど を学ぶ こ とに な り，よ りξ1．r

療効果を高 め る こ とが示 峻され て い る （Meichenbaum

lY7 工，　Kazdin 　1974b ）o

　 し か し，マ ス タ リー一・モ デル と コ
…

ヒ
：
ン グ

・
モ デ ル の

羽≡1対的優位性に 関 し て は ， ．Mo の negatlive な情動 の 表出
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が Ob に 代理 的 に 恐怖を増強す る と い う視点 か ら， む し

ろ マ ス タ リ
ー・モ デル の 優 位 性 を説 く も の も あ り

（Berger ユ962 ，　Bandura ＆ Rosenthal 　 1966），即断 は で

きな い 。近刊 の 論文 （Kato ＆ Fukushima 　 1978）に よれ

ば ，
コ
ーピ ン グ ・モ デル は Ob の 行動 レ ベ ル で の

．
改善 に

促巡的に 作用 す る一方 ，主 観 的 恐怖の 改善 に は マ ス タ リ

ー・モ デル の 方が効果的 だ とい う結果 も得 られ て お り，

こ の こ とは Mo の コ 冖ピ ン グ過程 に は注意深い 配慮の 必

要 な こ とが 示唆され る 。こ の 間題 に つ い て は
．
適用 され る

症例 の 面 か らも，今後検討され な けれ ばな らない だ ろ う。

　（iii）　モ デル 刺激 の 自己操「乍か ， 治療者 に よる 操作 か

　 こ れ まで 多 くの 治療 の 中
『
e 用い られ て きた 方法 は， li

に モ デル 刺激 の
11
ミ示 が 治療者 に よ っ て 操作 され る方法 で

あ っ た 。一・
系列 の フ ィ ル ム な り，実 際 の 場面 な りを 全 部

あ る い は あ る 段 階 ま で 観察 させ る 。そ の 際，呈 示 す る刺

激段階の 大 き さ は，基本的 に は Clの 問題行動の 大きさ，

性質に応 じて 決 め られ る。

　 と こ ろ で 最 も
．
妥当なCIに応 じた 呈示方法 は ，

　 Cl 自身

に 畢示 を任：上る こ とに よ っ て 保証 され る はず で あ る 。モ

デル 呈示 をClが 肉分 で 操作す る 方 法 が こ の 点 で 注 日 され

る。Mo
．
が 「1漂行動を遂行す る テープ　（イ メ ージ 〉を疵

察 し て い る 際，不安，不快 など の 反応が起 こ る よ うで あ

っ た ら，C ！自身 が そ ¢）テ
ープ （イ メ

ージ ） を止 め て
．
卜分

に リ ラ ッ ク ス した Jlで，も う 1．度始め か ら董 示 しな お す。

こ の 方法 Olb は 自身に よ っ て モ デ ル 刺激の 強度が コ ン ト

u 一ル で き る 呈示 の方法 で あ る 。 こ の 時 ，
Th が Cl の 合

図に よ っ て ， テ
ープ を操作す る 場合 もあ る （Bandura 　 et

a1．1969，　Lira　 et 　al．1975）。

　行動療法 に お い て も，他 の 心 理 療法 と 同様に gradu −

ation 原理 が．S 視 され ね ばな Ll♪ない 。 例 え ば ，
　 successive

approxima ．tion
， ス モ

ー
ル ・ス テ ッ プ 原理，及 び モ デ リ

ン グに お ける コ
ーピ ン グ ・モ デル が それ で あ る。CIに応

じた gradu 語 on 法 の 設も妥当 な方法 は，　 Cl 「「身に ス テ

ッ プ を任
一E　

”’
こ と で あ ろ う、モ デル 刺激 の i示 をC培 身

に 任せ る 技fまは ， こ の 点か ら も，今後 の 臨床 分 野 で の 活

爪性 力大 きい と期待 され る 。

　 （iv）　 モ デ リ ン グと他 の 手 紐 の 組合せ

　多 く用 い ら れ る の は ， 参加 モ デ リ ン グ （pai
・ticipant

modellng ）とモ デ リ ン グと強化を結 び っ け た 方法 （mode
−

ling　with 　rainforcement ）で あ る。

　参加 モ デ リ ン グ法 は Mo を観察 した 後，　 Cl　r；身 が 同
一．一一

場面 で遂行を反復す る 方法 で あ る 。も し こ れ を イ メージ

の 中で 反復す る な らば ，
covert 　 self −・modeling と な る。

社会的学習理 論 に 従 え ば ， 恐怖行動 は 外的な恐怖刺激 に

よ っ て直接ひ き出され る か，あ る い ｝よ self −arousal な メ

カ ニ ズ ム を介 して 起 こ る と 考 え られ る の で ，こ の 2 経路

の 刺激決定因 の 程度を麦化させ る こ とで 恐怖行動 は コ ン

ト n 一
ル され る 。後者は恐怖をひ き起こ す思考の 活性化

に よって 動機づ け られ た 防衛行動で ある 。 こ の よ うに 恐

ろ しい と思 い 込 む こ と で 恐 怖対象を避け
．
て い る よ うな場

合，そ の よ 丿 な反応 と不
一

致 を起 こ させ る i江接径．験 （
“
恐

怖 対 象 は 安 4≧で あ る
”
）をモ デ リ ン グの 最終プ ロ セ ス に維

み こ む こ とで ， 恐怖回避行動の 除去 を は か る の が 参加 モ

デ y ン グ法 で ある。即ち M 。 を介した代理 経験 の 効果 を

ふ ま え て ， 1卜喜1．接経験 を援助す る こ と に よ っ て効果 を一層

確信的なもの に し よ うとする わ け で あ る。Ritter （1968）
は眤 恐怖 の 子 ど もた ちをモ デ リン グに よ る手続と参加 モ

デ リ ン グの 手 続 に 分 け て， 2 回 の 35
ノ〉セ ッ シ ョ ン で 治療

し た と こ ろ ，
モ デ リン グの み の 群 で は 53％ が，参加 モ デ

リ ン グ群では8〔｝％ の 子 ど もた ちが 恐怖 の 改善 を示 し，統

制群の 子 ど もた ち で は ］．人 も目；ボの 接近行動を遂行 で き

な か っ た と報
1
；
’
し て い る 。

　参加 モ デ リ ン グ法 に お い て CIが 1人 で 遂行 で きな い よ

うな揚合，Th あ る い は Mo が physical　aiding を与 え る

こ とが莠 え られ て い る 。親 し い 人 の 存在 は 不安生起 を抑

制す る し （Kissen965 ），多少 の 蛇恐怖 の 人 で も，　 Mo が

し っ か り と蛇 を捉え て い れば触れ る こ と がで きる （Ban−

dura ，Blanchard＆ Pitter　19S9）cBandura
　et 　ai．（i974 ）

は さ らに 援助 の 大 き さ の 違 い に よ る 参加 モ デ リ ン グ法 の

効果 を検討 し て い る．高援助群の S は ， 態度 ， 感惰 ， 行

動 の 測度上 で 低援助鮮 よ りす ぐれ て い た 。Ilr璃ミの 結果 は，

高所恐怖 （aceraphobia ）の S を用い た Ritter（1969）　a）実験

で も示 され た 。外的援助に よ っ て 反応促進 の 効果が どの

よ うに 引 き出され て くる の か は 今後 の 課題 で あ るが，反

応 が 援助に よ っ て 促 進され た 後 て は， S が援幼な しで の

成功を経験す る た め に ， 援助 は段階的 に取 り除か れ て い

くもの で あろ う。

　 モ デ リ ン グが 強化 と 加 び つ い て そ の 効果 を高 め よ うと

す る 腸合 ，
Mo に 強化が与 え られ る の をCl が 観察す る 代

理 強化 の 利用 と，Mo を観察 し た 後，　 Clが 実際に 遂行 し

て み る 際 に 強化が 加 え られ る直接強化の 利用 の 両方 が と

られて い る 。 ライ ブ とフ ィ ル ム の モ デ リ ン グに お い て ，
Mo の 行動 の 後に 好 ま し い 結果 が 随伴 され る の をSが観察

す る と，S の 遂行が面 ま るが，反 対 の 結果 は 遂行を抑制

す る こ とが ￥1乏告 され て い る　（Bandura，　Ross ＆ Ross

⊥963，
Bandura 　I　965）。

Kazdin （」．974a ，1975，1976）は 内

潜 モ デ リ ン グ法 に よ る ヨ三張訓練 の 1・Fで もlMo の 遂行後

に望 ま しい 結果を イ メ
ージす る こ と は，内潜 モ デ リ ン グ

の み の 処置 を受け る よ り も Ob の 遂行を高 め る と い う結

果 を報告して い る 。
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　 しか し こ こ で代理 強化が機能す る の は， M 。 の 遂行 と

強化 に 対 して 適切 ，こ注 目が な され る 場合 に 限 られ て お り，

Key ＆ Vene 〔1975） は 分 裂病者に．対 す る モ デ リ ン グ の

代理強化効果実験 の 中 で，SがMo の 行動を模倣す る 程 圧

は 代理 強化 に よ っ て 影響 を受 け な か っ た と し，分裂病者

が 適切 な 細部 に わ た る 注 日過程 を も っ て い な い の で は な

い か と い うこ と を示 唆 して い る。適切な注 目機能 の 成立

して い な い 自閉症児 に つ い て も同1良な こ と が 言 え そ うで

あ る，、そ こ で は モ デリン グ刺激 そ の もの に 対す る 反応性

を育 て る 上か らも，Cl の 遂行に 対す る直接強化 の 形 が と

られ て い る （Lovaas 　 et　 al．／967）。

4． モ デ リン グ療法の 有効性

　モ デ リ ン クノ奈法 の 有効性 を他の 1

．
為支法と の 相対1

「
1勺比 較

の 上か ら見 る と，
Rachman

，
　Marks ＆ Hodgson （／971，

1973 ） は 強迫神経症者 に 対 し て，モ デ リ ン グ，フ ラ ッ デ

1 ン グ，あ る い は 両者を組合せ た も の は， リ ラ ク セ
ーシ

ョ ン よ り有効 で あ っ た こ と を勲告 して い る 。さ らに Ban −

dura，　Blanchard ＆ Ritter（／96g）は 詑 恐怖 の S に対 し て，

参加 モ デ リ ン グ， 象微 モ デ リ ン グ， 脱感作；去の 順｝．二効果

の あ っ た こ と を≒L乏告，Schaw ＆ Thorasen 〔1．974 ）は 1断

科 恐 怖 の Sに 対す る self 一工nodeling ＋ ヲラ クセ ーシ ョ ン と

脱感作を比較 し て，両者 に 有恵差 は なか ・
コ た が歯科医を

訪 れ る とい う行動面 で，モ デ リ ン グ群は脱感作群 よ り大

き な改善を示 し た こ と を報告 し て い る 。ラ イ ブ ・モ デ リ

ン グ，脱感作，フ ラ ソ デ ィ ン グの 比 較 で は ， 後者 に比 べ

て 前者 2 つ の 効 果が大 きい と され て い る　（茨 木 1975 ）。

また 伝統的 カ ウ ン セ リン グと の 比較で は，幾っ か の 河度

で 強化 モ デ リ ン グ法 が
’1
’
ぐれ て い た とす る 報告（WachQ −

wiak 　 19．　72）もあ る 。

　 こ れ ら一連の 結果 か ら，す べ て の Clに と っ て モ デ リ ン

グ療法が最良の 方法 で ある と言 い 切れ る もの で は ない が，

モ デ リ ン グ療法 が．他の 心 理療法 1 、｝匕べ て 決 し．て 劣 る もの

で は な い こ とが示 され よ う。

　 こ こ で 興昧深 い こ とは ，こ れ らモ デ P ン グ療法 の
．
優位

性 は，恐怖行動 に おい て は その 行勃的鉄近 とい っ た 現実

的 ・共体的測度上 に薯し く表 わ れ て い る こ とで あ る。モ

デ リ ン グの 有訪性 は，既 して，感性 （不 安 ・霧 Ll動）生 起 ），

態度，行動変化 の 3 つ の 次元 の 指標が，自己報告と他者

評定 の 2 つ の 方法 で 測定され他 の 状況や 対象 へ の
一

般化

〔空間的
．
変化 と して ） と，時間的変化 と して の 改凄の 維

持 に 関 し て 評価され て い る 。変化 の
．
誘発 ・役 化 ・維持を

捉 え る測度 の 適切 さ に対す る 松討 と合 せ て，モ デ リ ン グ

に よ る勧 きか け の ｝彡響 辻ユ佳 を一
層的雌 に 反映 で き 石川度

と い っ た もの が 出て こ な い ，
1
ごろ うか 。

　 ま た ，
Blanchard 　（（unpublished ）Bandura 　19．　7／c ）は

モ デ リ ン グを通 し て 引き出され た態窟 と行動 の 変化 の 間

に は 高い 相関の あ る こ と を指摘 して い る が ， 行動約接近

の 測度 に 反映 され た の は モ デ リ ン ：ダ 自体 の 効呆 な の か ，

参加や イ メ
ージ に よ る リハ ーサ ル の 効果 で あ る の 力疑問

が 残されて い る 。

　組合 せ られ た ．于続 の 中で の 各 々 の
．
貞献度 を知 る た め に，

モ デ リ ン
．
グは 教示や コ

ー
チ ン グ （coaching ），オ バ ー ト

あ る い は カ バートな リtt・一テル や参加 （participation），

フ ．イードバ ッ ク な ど と そ の 効果 を比 較 伊滑 きれ て い る。

精神病者 の 主張訓練 （Hersen，　Eisler，　et　 al、1．973）や 自：脱

的行動 の 訓 練 （Goldstein　et 　al．1973 ）な どで 教示 とモ デ

リ ン グの 効 果が，また self−disclosureに お け る モ デ リ ン

グと り．ハ ーサ ル の 効果 が
．
認 め られ て い る （Bliss　I97・1）。

一
方，Twentyman ＆ Mcfall （］．973）は 主張訓練に お い

て モ デ リ ン グは，内潜 リハ
ーサ ル と コ

ーチ ン グの 頁 伏度

に比 べ て，そ の 効果 に ほ と ん ど付加 し て い な い と し て

い る。こ れ に対 し て Kazdin（1976 ） は ，こ こ で 用い られ

た 内漕 リ ハ ・．一ナ ル は 内替モ デ リ ン グの ．手続 に 類似 し て い

る こ とを指摘して い る。Bandura（1969）も教示 とモ デ リ

ン グは 反応媒体 が vcrbal で あ る か，　 syrnbolic で あ る か の

違 い で あ る と し て，教 示 を 1 っ の verbal 　 modeling とみ

な し て い る こ とは，モ デリン グの 範賑を考 え る 上で 意味

深 い 。

　 モ デ リ ン グの 過 程 や 影響 に 関す る 実験 は ， 心 理 療法 と

し て の モ デ リ ン グ効果 を高 め る た め の 工 夫 で も あ っ た。

モ デ Jjン グに バ リ エ ーシ ョ ン をつ け よ うとす るjbU合 ， そ

の
．
多 くは モ デ ル の 特 徴 に 関係 して い る。先 に述 べ た コ ー

ピ ン グ ・モ デル も恐怖 に 関係 した （relevant ）次元 で の

Mo と Ob の 類似忙 を
．
考慮 し た 1 つ で あ る 。

　rl者の 類似性 は 問題 に 関係 し な い （irrelevant）次元 で

も考 え られ る。同性 vs 異性 の 性 の 類似性 （0
’
sullivan ／976，

Kazdin 　 1974），同 年 （
，
∫ ど も ） vs 年長 （大 人 ） の 年齢

の ∬似性 （Komhaber 　 1975，
　Kazdin 　l974，　 Bandura ＆

Barab　 I973）， 内潜 モ デ y ン グに お ける 自分 vs 他人 の イ

メ
ージ （Kazdin 　l974）な どの 実験がな され て い る 。Mo

が Ob と 共通 の 特質 を もっ こ とは Mo の 反 応 が 個 入 に と っ

て受 け 入れ やすい
．
もの に な る と い う同

一・視の 考え 方

（Stotland＆ Patchen 　1961）に従う と，両者の 類似性 は

モ デ リ ン グの 重 要 な変数と な る が，同 性 Mo が 異性Mo よ

i〕効．呆的 だ とす る 研究は 多 い が ，
！i
』
齢 の 類似性 の 点 で は

一．・
貫 し た 結論 は 出され て V ・ない 。子 ど もをSと した Korn −

haber （1975）の 実験で は，子 ど もの MQ が大 人 の Mo よ り

有効 で あ る と され た
一
方 で ，

Bandura ＆ Barab （1973）

の 実験 で は ，大人 の s （16〜54才）が 子 ど もの Mo を観
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察 した 場合の 方 が大入 の MQ を観察 し た 場 合に 比 べ て ，

恐怖接近行勤 の 遂行がで∫意に 促進 され た と して い る。脱

制止 効果 を祉会的対 比 に甚 つ く動機づ けに よ っ て 解釈す

れ ば， Mo ガ 類似 し て い る こ と
」
だ け が 重 要 な要 因 と は 言

え な い 疋 ろ う。モ デル の 影考
只1；に は 情報機能 と 動棧づ け効

果も含 まれ る と考え られ る （Bandura ＆ Barab ／973 ）

　呈示 され る e デル の ．数に よ る 影響 も検計 され て い る 。

ライ ブ ・モ デ IJン グに お い て Bandura ＆ Me1 ｝lovc （196g）
の 実験 が行わ れ，複数 の Mo の 優位性が 示 され た ab：，こ

の 実験 で は Mo の 数力 礼致 で あ る と同時1こ恐 怖刺激 も複

数 で あ っ た た め，両 者 が混 1司され て い る お それ が あ る 。

Baron （1．971 ）ぱ攻 1
窶1［勹な Mo だ け を観察 した ［「寺と，攻撃

的な Mo と非攻撃的な Mo の 2 人 を織察す る揚合を比較

して ，攻 撃 性 が 2 人 の MQ を 見 る こ と ：C　．）．」め られ る こ と

を報告 して い る 。 複数 の Mo を観察す る こ と は ，それ

だ け多くの 侃．r艮を得 る機会 に な る と 足！、わ れ る、、また，

Kazdin （1D75，1976）　は 内潜 モ デ リ ン グ；こお い て も
．
複数

Mo の 効
’
果 が 憂位 で ある こ と を示唆 して い る ，，

　 モ デ ル が 褂封詳に と っ て 封
．
和的，報酬的，日常rl勺人 物

で あ る こ とは ，モ デ リ ン グ の 影 響 を受 け や す くし て い る。

特 に ， 入院 し て い る 精神病．者や情緒1策害児 な ど に と tt）て ，

こ の 要因 の 彰禅は大きい と怨わ れ る （Ain 工ey ＆ Chartier

197・」，Portnoy 　／973 ）。

　Meichenbaum （197エ）は コ
ーヒ

゜
ン グ

・モ デル を11
−
1い た

モ デリン グに お い て， Mo に自分 の 行動や正 の 感情を苫

葉 で 説明す る よ うに さ せ る と，こ の よ うな 手 続 に よ っ て ，

不安や恐怖 が一．．
層 効果的 に 径減 され る と して い る ，， 行動

モ デ リ ン グと君語 モ デ リ ン グが紐含 され た形 態 と い え

る。Ob は Mo の 行
．
動 に示 さオ  た．著 例 か ら の 情 1 「貼 ，

．
言栞

に よ る概念化 され た情報 を続合
．
す る こ と に よ ワ て ， 安定

的 で
一

般性 の 高 い 認釦T的」象 を獲得 した とい うこ とが で

きよ う。

5．　結 　 　び

　 モ デ リ ン グ療法 は，モ デ リ ン グの 独自の 理 論 、≧技法 を

臨床分野 に 活用す る もの で あ る が，今 ま で な され て きた

臨床研究は少な か らず モ デ リン
．
グ技法 と他の 行動療法 の

諸技法 と を組合せ る 形 で ，そ の 有効性 か認め られ て きた 。
．

例 え ば，モ デ リ ン グと強化 を組合せ た方法や行∬ リ ハ
ー一・

サル 法 と組
．
合され た 歩加 モ デ リ ン グ法 な どで あ る 。ま r ／：，

モ デ リ ン グ技法 は，こ れ ま で の 行
．
臼瞭法研究 び）iF

’
か ら：｛．L

まれて きた諸伎法 か ら多 くの 示 1唆を受けて い る 。コ
ー．一ピ

ン グ ・モ デル の 呈 示 は シ ェ イ ビ ン グや 脱感 作 の 迂、征をモ

デ リ ン グに 応用 し た もの で あ る 。ま た， 1 っ の セ ル フ ・

コ ン ト v 一ル で も あ る 内 潜的脱感作法 は ，自らを MG と

し イ メ
ージの 1．l　Iで 反 復す る covert 　self −modeling 法 と考

え る こ と がで き よ う．J こ の こ とは，モ デ リ ン グ療法が従

来 の 行動 療法 と共通 の 共 盤 に 立 ら，な じみ や す い こ と を

意昧 し て い る ／，社会的学習理論 は ， 人 ・行動 ・環鮨 の 間

の 相 五 影響的 なlnteractionと し て 入周行動 を捉 えて い く。

／
’
1 の 視点 け，仮定 され た 内的力に t！t　・．．・て 彳

．
∫動 を説 明す る

立 揚 と は は っ き1）対立す る もの で あ り，一
方，イ寸動療法

の 立 揚 と は矛丿鳶し ない だ ろ う。

　 し か し，従未 の 行
．
勁埋 論と社会自丿詐習到

1
論 の 間 に は 基

本的な考え方 に 違 い の あ る こ と も見 落 と して は な らない 。

確 か に モ デ リ ン グ理 論に よ る 治療 は オ ペ ラ ン ト技 法 と共

に 用 い られ る こ とが 多い が ， し か し そ の 際 の 強化 の 二1昧

は オ ペ ラ ン ト原理 に立 っ それ と は異 なる 。 モ デリン グと

強化を紺合せ る こ とは，モ デ リ ン グの 1 位過世 を紅進す

る た め で あ り， 参加 モ デ リ ン グ法 は，観翼；的 に獲得され

た 「，13知的衣象 こ そ の 表象 に よ ・．っ て 貯か れ た実際 ¢）遂行 と

の 照合 をは か る もの で あ る．そ こ に は モ デ リ ン ク
」F！論 の

独削生が 保た れ て L・丶る 。
モ デ リ ン グ理論で は，側察 に よ

．
っ て 認 知的衣．象か 獲 fl｝．∫れ，そ の 表象が遂行 を ガイ トす

る と考 え る が，こ うし た 認知過丁
「匸
は オ ペ ラ ン ト理 論 で は

と りあ げられ て い ない 。 行動療法 を 含む 行動変容 の 丿∫法

¢）ヨ莟達カヨ，　　イ1・旨iノ丶ドt｛j→．仁L会 「 勺
’こ
｝
ζ：箸

「

，　　イ也彳1ヒ「コ勺一トゼI　l　l￥丿　ゴ　Il．1 

顕夜的
一

・内潜的（認 人 lrl勺〉学習 の 方向 へ 11
ヒ
1jか う 幡 木 1．，75＞

とす る な ら ば ，
モ デ リ ン グ療法 こ そ こ の 方lr

厂［jに 向か ・
コ て

．：芝化 し うる療法 と い え 翫 ，　　　　　　　　　　　
ド

　心 理 療法 の P硬 “沖
一
C・，耳

：
、［副 吩 析 を代 tc・と ナる 伝統 lll9

な心理繊 境 ノ調 1の 認
．
矧 L 仁liを考慮 に 入 れ な い 行動ぬ 去

と は ， 其本的対宣関係 に あ．
，

一
，，　71と言 え よ う。そ の よ う な

中に あ っ て，モ デ リ ン グ療法 は1両 6 の 統合の 一う厩 h ，こ あ

る と考 えられ る 、、 そ の 意味 で ほ，モ デ リ ン グ寮法 は 行動

療法 を越えた 広が りと港1義 を持 ・、て い る とい え．よ う。
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