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資　料

自己教示技法 が運動反応 に 及 ぼ す効果

鵜 沢 明 美
＊

問 題

　行動療法 は 学習 理論の 臨床的応用 と し て 発展 し て き た

が ， 近年， 人間の 行動 を理解す る に あ た っ て ， 個入 の 行

動に対 する個人内部の さ ま ざ ま な影響の 過程，つ ま り認

知過 程 を重 視し よ う とす る傾向がで て き た。そ れ は，行

動療法 の 枠組 みの 中 に ， 認知的な過程 を取 り入れ ようと

す る 試 み で あ り，こ の 立場 か らさまざまな技法が開発 さ

れ つ つ あ る 。

　そ の 1 っ に ， Meichenbaum ＆ Goodman （197ユ）｛こ よ

っ て 開 発 され た 自己 教示訓練 （Self−lnstructional　Trai−

ning ）が 挙げ られ る 。 こ の 研究の 背景 に は ，
　 Luria （1961）

の 言語的 自己 統制の 発達的 な 三 段階 モ デル をは じ め と す

る ソ ビ ヱ 】・の 言語発達理 論 （Vygotsy ，1962＞や ，発達的

な社会 的学習理論 が あ る 。こ れ らの 研究 をもとに ，以下

の よ うな ユ組の 訓練手続 が考案され た 。

　   モ デル 〔指導．者）が 目標行動 を言語化 し なが ら示範

す る （認 知 モ デ ル ）。

　  モ デル の 教示 に よ り，観察者 （子 ど も｝が 同課題 を

彳テう　　（タト白：
」誘 導 ）D

　  自ら声に出し て 自分の 行動を誘導 し な がら同譟題 を

行 う （外頭的 自 己 誘 導）。

　  教示 を自分 に ささやきか け なが ら同課題 を行 う （外

顕 釣 自 己 誘 導 の フ ＝一デ イ ン グ ）。

　   内言 に よ P 自分 の 行動 を誘導 し なが ら同課題 を行 う

（内 潜 的 自 己 誘 導 ）。

　一連の 自己教示 技法 の 研 究 に先立 っ て ，Palkes 　et 　 al，

（1968，1972＞ は ， 多動児 に 対 し て 「止 ま っ て ，聞 い て ，

見 て ， 考 え て 」 な ど と 書か れ た 自己 指示的 な カ
ードを用

い て，課題遂行時に こ れ を言語化す る よ うに 訓練し た。

こ の よ うな 訓練は，迷路 テ ス ト （Porteus ，1965）に お い

て 有意な改善 をもた ら した。Meichenbaum ＆ Goodman

（1971）の ア プ ロ
ーチ は，Palkes　 et　 al．（i968，1972）の
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研究 を拡張 し，上記の 訓練手続を臨床的に速用した もの

で あ る 。 彼 らは 衝動児の 熟 慮的走査方略 の 訓練 に お い て ，

モ デ リ ン グ群，モ デ リ ン グに 自己教示 を組合わ せ た群，

統制群の 3 群に分 け，反 応 潜時 と 誤数に つ い て そ れ ぞ れ

の 効果 を検討し た が，モ デ リ ン グの み よ りもモ デ リ ン グ

に 自己 教示 を組合 わ せ た手 続の 方が効果的 で あ る こ とが

示 され た 。 さらに ，中沢 と 金子 （1980） は，熟慮型 と衝

動型の 幼児に線引き課題 を課 し，ヨ ーク ト・
コ ン トロ

ー

ル を用 い て 「ゆ っ く り」 と い う教 示 の 回 数 を等 し くす る

こ と に よ P，自己教示 と実験者 に よ る外的教示 の 相対的

効果性 を比 較 し た が，後者 の 方 が 効果的 で あ る こ と が 示

され た 。

　 自己教示 技法 は，以上 に 述 べ た他に ，多動児や衝動児の

教室 内行動 の 改善 （Kendall ＆ Finch ，1976 ；Bornstein

＆ Quevillon，1976）， 満足 の 遅延 ， 誘惑 へ の 抵抗な ど の

認 知的変容 くHartig ＆ Kanfer ，ユ973），不 安 の 除去 や 恐

怖 症 の 治療 （Denfiy 　 et 　 a1．
，
1977 ；Saras。 n，1973）， さ ら

に は読み 理解 の 改善 （Wozniak ，1972）な ど多様 な 適用

が 試 み られ て い る 。し か し，こ の よ うな 研究 の 多 くは ，

こ の 技法 の 効果性 の 検証 に と ど ま っ て お 1，効果性の メ

カ ニ ズ ム に 関 す る 分析的検討 は 行 わ れ て い な い 。つ ま

り， こ の 自己 教示技法 に は モ デ リ ン グ，自己 強 化，外

言 ・内言 リハ
ーサ ル ，プ ロ ン プ テ ィ ン グ， フ ィ

ードバ ッ

ク，社会的強化 な ど多 くの 成分 が 混在 し て い る が，各 々

の 成分 の 分析的検討が な され て い な い た め，そ の 効果を

生 み 出す メ カ ニ ズ ム は 明 らか に さ れ て い な い 。そ こ で 本

研究 は，自己教示 技法の 成分 の 分析的検討 を行 な うこ と

を第 1 の 目的 と す る 。 こ こ で は ， 主要な成分 と 思 わ れ

る ，自己教 示，外的教示，モ デ リ ン グ ， フ ィ
ードバ ッ ク

に よる 直接訓練 とい う 4 成分 の 成分 比較が 目的で あ るの

で ，外言か ら内言 へ の フ ェ
ーディ ン グ手続は と らず ， 外

言 で 自己教示 を行 うもの とす る 。

　 さて ， 鏡映描写課題 で は ， 視覚像 （鏡映 橡 ） と し て は

「下 」 に，しか し実際 の 手 の 動き は 反 対方向の 「上 」 に動

く時 ， 視覚｛象の み に と らわ れ る と ス ム ーズ に ペ ン を動か

一 52 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

鵜 沢 ： 自己 教 示 技法 が 運 動反 応 に 及 ぼ す 効 果 53

す こ とが で きない 。 こ の ような事態 で ， もし も，「上に，

上に 」 と実際 の 手 の 動きを誘導す る よ うな外言化 で あれ

ば ， 自分 の 手 の 運動 を コ ン トロ
ー

ル する こ と が で きる と

考え られ る。そ こ で 本研究 で は ，鏡映描写課題 を用 い

て ，言語 の 行動調翹 幾能 と 誘動機能に つ い て 速 さ と正 確

さの 両測度に よ っ て検討する こ とを第 2 の 目的と す る。

　従来 の 自己教示 の 研 究の 多 くは ，衝動性 の 統制，熟慮

性 の 獲得 とい う領域 に お い て 適用 され て きた 。こ れ は ，

言 語 の 意味的側面 に 注 目 し，言語 の 調整機能に よ っ て 行

為が慎重 に な る と い う解釈に 立 つ もの で あ る が ， 言葉に

出 し な が ら行為 さ せ る と い う手続 が 行為 の 運 動 反 応 の

干渉的 に 作用 し て ， 即ち言語活動 と い う副作業 に よ っ て

結果的 に行為 が 緩慢 に な る とい う解釈の 可能性が残され

る こ と に な る 。 し た が っ て本研究 で は ，こ の 点 に つ い て

よ り明確 に す る た め，言語の 意味内容 を重要 視 し ， 「上

に ， 上 に j とい う よ うな 実際の 手の 動 き を導 くよ うな自

己教示 を用 い て ， 言語 の 行動調整機能 を明 らか に し よ う

とす る 。

　第 3 の 目的 と し て ， 自己教示 技法 の 効果 の 般化 に っ い

て 検討す る。こ の 技法 の 1 つ の 問題 点と して 「般 化」 の

獲得 の むずか し さ があげ ら れ て い る 。 た と え ば ， Robin

et 　al ．（1975）の 研究 で は ， 訓練 で 使 わ れ な か っ た般化

課題 に おい て は 有意な改善が見 られ ず， 自発的 な 自己教

示 の 回数も少 な か っ た こ と が 示 され た 。そ こ で本研究 で

は ， テ ス ト課題 と し て，練習課題 と類似性 の 高 い 課題  

と類似性 の 低い 般化課題   の 2 種類を用意 して ， そ の 効

果の 般化 を検討す る 。

方 法

1） 被験者

　大学生 40名が紋験者 と し て こ の 実験に参加 し た 。彼 ら

は ， 本研究 の 実験課題 （鏡映描写課題 ） に つ い て ナ イー

ヴな者 で あ り．マ ッ チ ン グ課題の 成績 に よ っ て 等質な 5

群 （各群 8 名） に 分 け られ た 。

2）　課題

　本研 究 で は ， 手 の 動 きが 自分 で 看視 で き，調 整 可 能で

巧皺性 を含む 課題 と し て ， 鏡映描写課題 を用 い た 。課題

図形 に つ い て は ，予備実験 を行 い ， 各 セ ッ シ ョ ン に お い

て適当 と思 わ れ る図形 を用意 し た （FIG．1）。

　   マ ッ チ ン グ課 題＠ ，  

　  練習課 題

　  テ ス ト課題 ： プ リ テ ス トと ポ ス トテ ス トに 用 い る 課

題 で ，練習課題 と類似性 の 高い 課題   （類似課題）， 類

似性 の 低 い 課題   （般 化 課 題 ） の 2 種 類 を用 意 し た

（F 【G ．ユ）D

  一
’

＼
　   NX

 

　   マ
ッ チ ソ グ課題   　 　   マッチ ン グ課題  

　  練習 課題　　　　　　　　1至）テ ス ト課 題 

　 ・  テス ト課題 ◎

FIG，1　各 セ ッ シ ョ ン で 用 い られ た 課題

3）　 手続

　実験 は 個別 に実施 され ，マ ッ チ ン グ， プ リ テ ス ト，教

示 操作，ポ ス トテ ス トの 4 セ ッ シ ョ ン か ら成 っ て い た 。

　   マ ツ チ ン グ

　被験者に と っ て ， 鏡映 像 の み が 見え ， ト レ ース すべ き

図形 の か か れ た紙面 は直接見 えない よ うに着席さ せ p 利

き手 に鉛筆 をもたせ る 。 そ し て 次の よ うな教 示 を 与 え

る 。「2本 の 線で作 られ た コ ース を合図 とともに ， で き

る だ け 速 く，また ゴ ース を逸脱 しな い よ うに 1 周 して 下

さい 。 なお ， 鉛 筆 の 先は常 に 紙面 か ら離さな い こ と 。 そ

し て コ
ー

ス か ら逸脱 した場合は，直ち に コ
ー

ス 内 に 戻 っ

て 下 さ い 」。こ の よ うな教示 を与え た後，一旦，被験者

を閉眼 させ ， マ ッ チ ン グ課 題   を セ ッ トし，出発点 に 鉛

筆の 先端 を置い て や る。合図 と と もに 開始 し ，
コ
ー

ス を

1 周 し た ら，鉛筆 を 図形 か ら離 させ ，再 び 閉眼 させ る 。
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そ の 間 に課題   に取 り換え ， 15秒後 に 同 じ要領 で 行 う。

　＠プ リ テ ス ト

　マ
ッ チ ン グ と同じ要領 で 行い ， 課題 は テ ス ト課題＠，

  を用 い る。

　   教示操作

　プ リ テ ス トの 後，マ ッ チ ン グ課題 の 成績に よ っ て 等質

に 割 り 当 て られ た 5群に 分 れ て 練習課 題 を 行 う。す な

わ ち， 臼己教示群 （SI群 ）， 実験者に よ る外的 教 示 群

（EI 群 ），モ デ リ ン グ群 （M 群），練習群 （P 群），統制

群 （C 群）の 5 群 で あ る 。 また ， 自己教示群 ， 外的教示

群 ， モ デ リ ン グ群 に おけ る教示内容 （言語化の 内容）を

FIG2 に 示 し た 。

　 自己 教示 群　初め に実験者が方略を言 語化 しな が らモ

　デル と して 示 範す る 。そ の 間被験者は実験者の 試行を

　観察 し て い る 。次 に，被験者は 実験者の 教 示 に よ り同

　課題 を行 う　（1試行）。 続 い て ， 被験者 は 実験 者 と
一

　緒に 声 を 出 して 教 示 し な が ら同課題 を行 う （3 試行）。

　最後 に ， 被験者は 1 人 で 声 に 出 し て 教示 しな が ら同課

　題 を行 う （3試行）。

　外的教示群　初 め に ， 被験者は ， 実験者が 方略 を言語

　化 し な が ら遂行す る の を観察す る 。 続 い て，被験者は

　実験者 の 教示 に よ り同課題 を行 う （7 試行）。

　 モ デ リン ゲ群 　初 め に ， 被験者 は 実験者 が方略 を言語

　化 し なが ら遂行す る の を観察す る 。 続 い て ， 被験者 は

　 　 　 　 　 　 　  

  右下 へ ，ぐ っ と右下 へ …

  こ こ で一度止 まって ，少 しベ ソ の

　先を左に 向けて …

  ベ ノ の 向きを下 へ 変 えて ，丸 く…

  丸 く，丸 く，止 ま らずに ，そ の ま

　 ま右 へ …

　 　 　 　 　 　 　 FIG．2

 

 

 

 

  だん だ ん 上に も っ て い っ て…

  左上 へ ，左上 ヘ …

  こ こ で 一度止 ま っ て ．少 しべ γ の

　 先を右に 向け て
…

  右上 へ ．く
“
o と右上 へ ・・

教 示 内 容

　教示 を受 け ず に ，同課題 を行う （7 試行）e

　練習群 被験者は モ デ リ ン グや教示 を受けずに 課題 を

　行 う （7試行〉。

　統制群　練習課題 は行 わ ず ， 他 の 群 の 練習 に 要 し た時

　間 と 同 じ時 間 （5分程度）本 を黙読す る 。

　 自己教示 群 の 手 続 や試行数は，予備実験に お け る被験

者の 言語化習得ま で の 回数や 実験者の プ ロ ン プテ ィ ン グ

の 回数，さらに 被験者の 内省報告 などか ら決定 し た 。自

己教示群の 全試行数 を 7試行 と し た の で ， 他の 群 も練習

試行数を全て 7 試行と した 。尚，実験者 （モ デル ） の 遂

行 を観察 して い る間は，実際に課題 を遂行 し な い の で 回

数に含め な い 。

　   ボ ス トテ ス ト

　各群 ともプ リテ ス トと同 じ要領 で 行 う。

結 果

　 逸脱得点，速 さ （所 要 時 間 〉，総合得点の 3 っ の 溜度に

っ い て ，結 果 の 分 析 を行 う。 テ ス ト課題 ＠，  に つ い

て ，マ
ッ チ ン グテ ス ト，プ リテ ス ト， ポス トテ ス トの 各成

績，プ リ
ーボ ス トテ ス トの 変化 量 （ポ ス ト テ ス ト の 成績

か ら プ リ テ ス ト の 成 績 を 差 し 引 い た 変 化 量 ）に お け る 5

条件 （自己 教 示 ， 外的教 示，モ デ リ ン グ，練習，謹制）

の 成績を，分散分析法 と
一

対比較法 を用 い て 分析 し た。

　 1） 逸脱得点

　逸脱得点 は，ふ つ う逸脱回数 の 総数で 表 わ され て い る

が ， 予傭実験 の 線 引き課題 に お け る 線 の 軌跡 か ら，単 に

回数 で 表 わ すだけで な く， その 逸脱 の 程度を考慮 して 得

点化 し た 方が適切で ある と思 わ れ る。し た が っ て，本研

究 で は，逸脱 の 程 度に よ っ て 以 下 の よ うな 基 準 を設 け得

点化 した 。 即ち，線 との 接触は 0．5 点，逸脱は 1 回 に つ

き 1 点 で あ る が，逸脱が 著 し く 5mmx5mm の 枠 よ り

大 きい 場合 は さらに 1点 を追加 す る 。
つ ま り， 逸脱回数

は 1回 で も， その 程度 に よ っ て 0，5点 ， 1点 ， 2点以上

の 得点 に な る よ うに し た e

　一要因分散分析の 結果，課題   ，  ともに マ ッ チ ン グ

と プ リテ ス トに お い て各群間に有意差は な い が，ポ ス ト

テ ス トで は 課題   に お い て の み ，各群問 に 有意差が み ら

れ た （F （4，
16）＝3．87

， P＜．05）。 こ の と きの 逸脱得点 を

低 い 順に 並べ る と，SI群，　 El群． モ デ リン グ群 　練習

群，統制群の 順 で あ り，ま た 群問 の 一対比較をす る と ，

SI群 と練習群 （t（35）＝2．　56，
　 Pく．05），

　 SI 群 と 統制群

（i（35）；・　3．　OS，　 P〈．　Ol），また EI 群 と練習 群 （t（35）；

2．　15，　P＜．05）， EI群 と統制群 （t（35）＝ 2．　29
，
　P＜．05＞の

間に そ れ ぞ れ有意差が認 め られ た 。

　次に，プ リーポ ス トテ ス トの 変化量 をみ る と，課題＠
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　 　 　 　 SI …自己教 示群 　EI …外 的教 示群

　　　　 M …
モ デ リ ン グ群 　P …

練習群 　C …統制 群

FIG ．3 逸脱得点 に お け る プ リ
ーポ ス トテ ス トの 変化量

で は SI群，　 E 王群，練習群，モ デ リ ン グ群 ， 統制群 の 順

に ，ま た課顯   で は S正群，練習群，EI 群， モ デ リ ン グ

群 ， 統制群 の 順 に 逸脱得点 が 低 くな っ て い る 。 分散分析

の 結果 ， 課題   ，   ともに各群問に お い て有意差は見 ら

れ なか っ たが ， 課題   で の 各群間 の 一
対 比較 に よ る と ，

SI 群 と統制群 （t（35）＝2．25，　P〈．05）の 間 に 有意差 が 見

られ た （FIG ．3）。

2＞ 速さ

　被験者 が 各試行 で 出発点 か らゴ ー
ル に 至 る ま で に 要 し

た 時問 を逆数変換 L て 速 さの 測度 と し た 。

　一要因分散分析 の 結果 ， 課題＠ ，   と も に マ ッ チ ン

グ，プ リテ ス ト，ポ ス トテ ス トに お い て 各群 間 に 有意差

は 見 られ な か っ た 。し か し，ポ ス トテ ス トに お け る 課題

＠で の 群問 の
一

対 比 較 に よ る と，SI 群 と モ デ リ ン グ群，

（t（35）　・1．　83，P＜．1  ），　 SI群 と練習群 （t〈35）＝ 1．70，

Pく．ユ0）の 問に有意な傾向がみ られ， SI 群 と統制群 （t

（35）＝・2．28，，bく．05）の 間 に有意差が認 め ら れ た 。

　 次 に，プ リ
ー

ポ ス トテ ス トの 変化量 をみ る と ， 課題

＠ ，   ともに ， SI群 ，　 EI群 ， モ デ リン グ群 ， 練習群，

統 制群 の 順に 速 さ は 増大 して い る。一要 因 分散分析 の 結

果 ， 課 題   に お い て の み各群間 に有意差 が 示 され た （F

（4，35）＝4．91，Pく．01）。課 題   で は ， 各群問 に 有意差

は 見 られ な か っ た が ，一対比 較 に よ る と， SI 群 と もモ

デ リ ン グ群 （t（35）＝L81 ，　 Pく．01）の 間 に 有意 な傾 向

が 見 られ ，ま た SI群 と練習群 （t（35）＝ 2．06，　 p〈．05），

SI群 と統制群 （t（35｝：＝2．97．　 P〈．Ol）の 間 に そ れ ぞ れ

有意差 が み ら れ た 。ま た，課 題   に お け る群問 の
一

対比

較 に よ る と， SI群 と EI 群 （t（35）＝ 2，88，　 p＜．02），　SI

群 と モ デ リ ン グ群 （t（35）＝3』 8，Pく．　Oユ），　 SI群 と練習

FIG．4　速さに お け る プ リーポ ス トテ ス トの 変化量

群 （t（35）＝3．83，　p＜，001 ＞，SI群 と統制群 （t（35）＝3．96，

P 〈．0001）の 間に有意差 が 認 め られ た （FIG ．4 ）。

3） 総合得点

　速さ と逸脱得点の 相関 を求 め た と こ ろ，負 の 相関が示

され た 。 こ の こ とは ， 「ゆ っ くり， 正 確 」 で あ る場合 と，

「速い が，逸脱が多い 」場合の 二 分化の 傾向があ る こ と

を示 唆して い る。そ こ で，鏡映描写 課 題 の 「速 く，か つ

正 確 に 」 とい う要求を満 た す遂行 を表 わ す測度と し て，

総合得点 を考え る こ とに し た 。 こ の 得点は ， 速さ と逸脱

得点の 両測度の 標準得点 を合計 し て 求 め られ た 。

　一
要因分散分析 の 結果，課題  ，  と もに マ ッ チ ン グ，

プ リ テ ス トに お い て 各群間に有意差は な い が，ポ ス トテ

ス トに お い て は 課題   に つ い て 各群 間 に有意差 が 見 られ

た （F （4．35）＝3．68，P＜．02）。課題   に お い て群 間 の

一対 比 較 を し た と こ ろ， SI 群 と練習群 （t（35）＝2．79，

P＜．Ol），
　 SI 群 と統制群 （t（35）；3．52，　 f）〈．　Ol） の そ

れ ぞ れ の 閼 に， ま た EI 群 と統制群 （t（35＞＝2．21，　 p＜

・05）の 問に有意差が認 め られた 。

　 ま た，プ リーポス トテ ス トの 変化量 をみ る と，課題  

で は ，SI 群 ，
　 EI 群 7 練習群，統制群の 順に 、課題   で

は ， SI群 ， 練習群 J　 EI群 ， モ デリ ン グ群， 統制群の 順

に 標準得点 は高 くな っ て い る 。分散分析 の 結果，課題＠

に お い て の み ， 各群間 に有意差 が 見 ら れ （F （4．35）＝

2・6S，　 P〈・05）， 群問 の
一

対 比 較 に よ る と，　 SI 群 とモ デ

リン グ群 （t（35＞＝1．91，p＜．10），　SI群 と練習 群 （t（35）
＝1．93，P〈．10） の それぞれ の 問 に ，

　 EI 群 と統制群 （t

（35）＝ ユ．69，Pく．10） の 問 に 有意 な 傾向 が 見 ら れ，　 SI

群 と統制群 （t（35）＝3．23
， p〈．01）の 間に 有意 な 差 が

見ら れ た 。また，課題   で は各群間 に 有意差 は な か っ た

が，一対比 較 に よ る と， SI 群と EI 群 （t（35）＝ 1．　96，

カ＜．10），SI群 と モ デ リ ン グ群 （t（35）＝2．04
，
　p＜．10），
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FIG ．5 　総合得点 に お け る プ リ
ー

ポス トテ ス トの 変化量

S正群 と練習群 （t　（35）； 1．89，P〈，10）の そ れ ぞ れ の 問

に 有意な傾向が見 られ ， SI 群と統制群 （t（35）＝2．3ア，

Pく．05） の 間 に有意差 が 認 め られ た 〔FIG ．5 ）。

考 察

　本研究 で は ，（1）自己教示技法 の 成分 の 分析的検討，（2）

言語 の 調整 と誘導機能に 関す る 検討，（3｝自己教示 技法 の

般化性に つ い て の 検討 の 3 つ を主 な 目的 と し て い る が，

こ こ で は そ れ ぞ れ に つ い て ， プ リーポス トテ ス トの 変化

量 をも と に し て 考察 して い く。

　（1）自己教 示 技法の 成分分析

　本研究で は，自己教示 技法の 成分 と して，自己教示，

外的 教示，モ デ リ ン グ，直接訓練 の 4 つ を取 り上 げ， 逸

脱得点 ， 速 さ， 総合得点 に つ い て そ れ ぞ れ 各成分 の 分析

を行 っ た 。

　まず逸脱得点 に つ い て で あ る が，課 題   ，  い ずれ の

場合 も， SI 群 の 被験者の 成績が最も優れ て い る こ と が

示 され た 。し か し ， 分散分析 と
一

対 比較の 結果 ， 課題  

に お け る SI群 と統制群 に つ い て 有意差がみ られ た だ け

で ，そ の 他の 成分 に つ い て有意な分析 は で きな か （ ， た 。
こ れ に つ い て ，本研究 で 用 い た 教示内容，測定手段，課
題 の 妥当性 に つ い て，再検討 して み る必 要 が あ ろ う．従

来の 自己教示技法 に 関す る 研 究 で も，逸脱 に つ い て 望 ま

し い 変容 が 見 られ な か つ た研究は 多 い が （Meichenbaum

＆ GQodman ， 1971 ； 中沢 ・金 子 ， 1980），今後は 教示

内容を 「反応 の 正 確 さ 」 と い う点 に 焦点 をあ て て い くな

どの 工 夫 が必 要で あ る 。

　次 に 速 さに つ い て み る と，課題  ，  い ず れ の 場合 も，
成績順 は S【群，EI 群，モ デ リ ン グ群，練習群，統制群

で あ る が．な か で も S1群 の 成績が 特 に優れ て い た 。両

課題 と も， 統制群，練習群，モ デ リ ン グ群，EI 群と い う

よ うに ，直接訓練 ， モ デ リ ン グ ， 外的教示 と 1 つ ず っ 成

分 を増 して い くに従 っ て ，少 し ず つ 成績が良 くな っ て い

る が，以 上 の 4 群 に 関 して は各群間 に それ ぞ れ有意差は

見 られ ず，各成分 の 効果性に っ い て 有意な 比 較 は で きな

い と い え る 。こ れ は，自己教示 の 成分 が 被験者 の 遂行に

大 きな影響 を及 ぼ し ， 直接訓繍 モ デ ジ ン グ，外的教示

と い う 3 成分 に 自己教示 の 成分 を加 え る こ と に よ っ て ，

効果的 な遂行が 著 し く促進 され る こ と を示唆 して い る 。

　最後 に，総合得点 に つ い て み よ う 。 ま ず，課題  で あ

る が，SI群 の 成績 が 最 も優 れ ， 次 い で EI群 ，モ デ リ ン

グ群 練習群 統制群の 順 で あ っ た 。モ デ リ ン グ群と統

制群 練習群 と統制群の 間 に は 有意差 が 見 られず，直接

訓練 の 成分 の み，ま た 直接訓練に モ デ リ ン グの 成分 を加

え た もの の 効果 は確認 され な か っ た．特 1：，モ デ リ ン グ
群 と練習群 の 成績は 僅差 で あ ！，モ デ リ ン グの 成分 は そ

れ 自体 で は ほ と ん ど効果 をもた な い と い え る 。 こ の 場合

の モ デ リ ン グ は ， 交互 モ デ リ ン グ な どの 反 復 的 手 続 は と

らず，単 に 実験者が モ デル と し て 1 度 示範す る だ け で

あ っ た の で ， そ れ ほ ど大きな 効果 をもた な い と し て も う

なづ け よ う。ま た EI 群 と統制群の 間 に 有意 な傾向が 見

られ，直接訓練 ＋ モ デ リ ン グ とい う形 に 外的教示 の 成分

を加 え る と，有 意な効果が表わ れ て くる とい え る 。さ ら

に SI群 で は ，統 制群 との 問 に 有 意差， ま た練習群 ， モ

デ リ ン グ群 との そ れ ぞ れ の 間 に有意な傾向が み られ，特
に 優 れ た成績を示 し て い るが ，こ れ は 速さの 測 度で 得 ら

れ た 結果 と 同様，自己教示 の 成分 が被験者 の 遂行 に 大 き

な 影響を及 ぼ し，自己教示 の 成分 を導入す る こ とに よ っ

て ，最 も有意 な遂行の 促進 が み られ た こ と を示唆 し て い

る 。

一 56 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

鵜 沢 ： 自 己 教 示 技 法 が 運 動反 応 に 及 ぼ す 効 果 57

　また課題  に つ い て は ， SI 群と他 の 4 群 と の 間 に，

そ れぞれ有意 な傾 向あ る い は 有意差が認 め られ ， 非常に

優れた成績が 示 され たの に 対 し ， 他 の 4 群間 で は有意差

が見 られ な か っ た 。こ れ は ，直接 訓 練 の 成分 に モ デ リ ン

グや 外的教示の 成分 を加 えて も，自己教示 の 手続 が 導入

され な い 限 り，ほ と ん ど効果が得 られ な い こ と を示 して

い る 。

　 こ れま で 述 べ て き た よ うに ， 本研究 の 成分メ カ ニ ズム

の 分析に つ い て は， 3 つ の 測度 に 関 し て ほ ぼ一
貫 し た 結

果が得られ た 。すな わ ち，本研究で 取 り上 げた 4 成分 の

うち ， 自己教示 の 成分は被験者の 遂行に大 きく影響 を及

ぼ し ， そ の 効果 が 認 め られ た が ，他 の 3 成分 の 効 果 性 に

つ い て は あい ま い で あ っ た 。 とは い っ て も， 直接訓練，

モ デ リ ン グ，外 的教示 と い う成 分 に 自己教 示 の 成分 を加

える こ とに よ っ て ， 最 も有意 な効果 を もた らす遂行が得

られ た と考 え られ るの で ，それ ら 3成分 の 効果 に つ い て

無視す る こ と は で き な い 。今後の 研究に よ っ て ，さ らに

細 か い 分析が望 まれ よ う。

　（2）言語 の 調整 と誘導機能 に 関す る 検討

　本研究 が 従来 の 研 究 と最 も異 な る点は，反応時間 の 増

大 を 目的と して い る の で は な く， 逆 に で き る だ け反応時

間を短縮させ る こ と を 目的 と し て い る こ とで あ る 。 こ れ

は，言葉に 出し な が ら行為す る とい う手続 が，行 為 の

遂 行 に 干渉的 に 作用 し て 結果的に 行為が緩慢 に な る の で

は ない か とい う解釈 に 対 し，言語の 意味内容 を重 要 視

し，言語 の 調 整機能 に よ っ て ，行為 の 遂行が適切に導か

れ る こ とを明確 に し よ うとす る もの で あ る。速さ に つ い

て は，考察（1）で述 べ た よ うに ， 両課題 に お い て SI 群の

成績が 有意に優れ て い る こ と が わ か る 。 こ れ は，実際の

手 の 動 く方向 を 自ら言語 化し な が ら遂行す る とい う手続

が ，よ P迅速 な遂行を もた ら し た と い え る 。 すな わ ち ，

言語活動 が 遂行 に 于渉的 に 作 用 す る の で は な く，言 語の

意味内容 に よ っ て 行為 が 導 か れ ， 「右 へ」「下へ」 とい う

実際 の 手 の 動 き を誘導す る よ うな 自己教示 が反応時間の

短縮を もた ら した とい う こ と を示 唆 し て い る 。

　   　自己教示 技法の 般化性 に っ い て の 検討

　 本研究 で は ， 練習効果 と般化効果 に つ い て 検討 を加 え

る ため に ， 2種類 の 課題 を用意 した 。考察（1）で す で に 述

べ た よ うに ， 逸脱得点 に つ い て は有意な般化効 果 は 得 ら

れ な か っ た が ， 速 さと総合得点 に お い て は，課題   （般

化 課 題 〉 で，S王群 と他 の 4 群 との そ れ ぞ れ の 問に有意な

傾 向 あ る い は 有意差が認 め られ ，自己教示 が被験者の 遂

行に非常 に 効果的 で あ る こ とが 示唆され た 。 従来 の 研究

の よ うに，般化 の 限界 が 論 じ られ ， 般化 を促すた め の 方

法 の 検討が必 要で あ る と い わ れ て い る が ，本研 究 で 用 い

られ た 自己教 示 で は十分 な般化 効果 が 得 られ た 。 こ の 相

違に つ い て は ， 被験者の 違 い （幼児 と大 学 生 ），教示内

容の 違 い ，課題の違 い や反応時間の 短縮 を貝標 と して い

た こ と な ど， い くつ か の 点が考慮さ れ な け れ ば な ら な い

で あ ろ う。
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