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展 望

機会利用 型 指導法 と そ の 汎用性 の 拡 大

機能的言語 の 教授法 に 関す る 考察一

出　 口 光 山　 本　淳 　一 ＊

INCIDENTAL 　TEACHING 　AND 　THE 　EXTENTION 　OF 　ITS 　APPLICABILITY

　　　　　　TO 　SEVERELY 　 LANGUAGE −DELAYED 　CHILDREN

一 Toward 　an　Explicit　Teaching 　Method 　of　Functional　Language 一

Hikaru 　 DEGucHI 　AND 　Juniehi　YAMAMoTo

　　Hart　 a 皿d　Risley　have 　deve里oped 　 an 　incidental　teaching 　method 　to　teach　the 　 sponta −

neous 　 use 　 of 　functiona 且 language 　 for　 mildly 　 language −delayed　 children 　 within 　 natural

environments ．　 Their　method 　appeared 　advantageous ，　 because　it　 incorpOrates　 language

lntQ 　 robust ，　 behavioral −like　chains 　already 　functional　in　a　natural 　settjng ．　 The 　method 　in
larger　population ，　however ，　 is　quite　unexplored ，

especially 　with 　severely 　language−deficient
persons ，　 not 　having 　large　functional　behavioral　repertoires ．　 The 　present　paper　analyzes

the　incidental−teaching 　method 　and 　its　prerequisites，　and 　offers 　systematic 　ways 　to　apply
．

this　method 　 to　more 　severely 　lang 岨 ge −deficient　children ．　 In　addition 　this　paper　is　 an

attempt 　to　make 　 an 　extended 　 teaching 　 method 　 of 　 funetional　 ianguage 　 by　 putting　 in

perspective　ecobehavioral 　analysis 　of　natural 　environments ．

　　Key 　words ： behavior 　chain ，　functional　language，　incidental　teaching ，
　response −hierarchy

technique ，　retarded 　child τen ，　 spcntaneous 　language

　言語 の 最 も重要 な機 能 の ひ と つ は ，．口常的 ・社会的環

境 に お け る 情報伝達 手 段 と し て の 役 割 で あ る 。こ れ ま

で，発達遅滞児に 対す る 言語形成 技法 に 関す る多 くの 研

究は ，日常的環境に お け る 言 語 の 機能的使用 の 達成 を直

接 の 目的 と す る よ D も，む し ろ訓練揚面 の 範囲内 で の 言

語 の 指導法 の 開発 に 重点を置 い て きた （Hall＆ Talkin−

gton，1970 ； Sosne 、　 Handleman ，＆ Harris，1979）。

こ れ らの 研 究の 多 くは ，主 と し て ，課題や強化子 な どが

特定され ，構造化 され た 単
一

の 訓練場 面 内 で の 教育方法

の 開発 を中心 と し て い た 。と こ ろ が，遅滞児 に ， 訓練揚

面 で 言語行動 を確立 し た揚合 で も，そ の 行動が必 要 な場

面 や 第 三 者 に 対 し て は，ほ とん ど般化 し なか っ た とい う

報告も数多 くな され て い る　（Cooke，　 Cooke， ＆ Ap  
一

lloni，1976 ； Gvess ，　 SailQr，＆ Baer，1974 ； Menyuk ，

1975 ； Regers −Warren ＆ Warren，1980）。

　最近 に な っ て ， こ の 「般化
＊＊

」 に関す る 問題 を独 自に

取 りあ げ，積極的に 研究す る 動 きが 見 られ る よ うに な っ

て きた が ， そ の ひ とつ の 方向 に ， 般化 を促進 する た め の

技法 を，構造化 され た 訓練場面 に お け る言語形成 プ ロ グ

ラ ム の 中に計画的 に 組み こ ん で い くや り方が あ る 。
Baer

と Stokes 　（Baer ，1981； Stokes ＆ Baer，1977 ； 中 野 ，

1983） は，複数の 異な る揚面 で 訓練 す る こ と，訓練揚面

に お い て 間歇強化ス ケ ジ ュ
ー

ル を用 い る こ と ， 複数の 訓

練者 に よ っ て 指導す る こ．と，十分 な 事例 を教 え る こ と，

複数の 事例を同時 に 教 える こ と，揚 面 間 に 共 通 の 刺激 を

設定す る こ と，自然界 の 強化 シ ス テ ム を作動させ る た め

の 反応 を教 え る こ と等，い くつ か の 般 化促進 技 法 を 挙
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慶応義塾 大 学 （Keio 　Univers正ty）
＊＊．こ こ で い う ．「般化 」．と は ，訓 練 場面 で 形 成 さ れ た 行

動 が， P 常場 面 に お い て も 適切 な 場 面 で 適 切 な 人 に

対 し，生 起 し 維 持 さ れ る こ と をい う 〔詳 し くは ，Ha −
rris ，　

11975
ヨ Stokes ＆ Baer，　1977 参 照 ）o 　最 近 の

言 語 行 動 変 容 に 関す る 研究 で は 　（例 え ば， Regers −
Warren ＆ Warren ，1980），数 か 月 後 の フ オ ロ ーア

ッ プ を行 う も の が 多 く な っ て き て い る が，そ れ以．．h
の 長 期 に 渡 る 維 持 に 関 す る 研究 は，そ の 重 要 さ に ｛、

か か わ ら ず ， ほ と ん ど な され て い な い
。
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げ，計画的 に般化 をプ ロ グラ ム す る こ と の 必 要性を強調

して き た。し か し なが ら， こ の ような般化促進技法 を網

羅的 ・体系的 に 用 い た研究 は ほ と ん どな され て い な い 。

た だ，こ れ らの 般化技法 の
一・・部 で は あ る が ， 言 語形成訓

練 の 中 に プ ロ グ ラ ム さ れ た 場合 で も， 般化 の 及 ぶ範囲は

た い へ ん限 られ て い る と の 報告 も多 い （Garcia，1974 ；

Simic ＆ Bucher．1980）。 従 っ て，言語行動 を 日常場面

で 機能 させ る た め に は ，一層 の 理論的 ， 及び実験的研究

が緊急 の 課題 と な っ て くる 。

　 日常場面 に お け る機能的な言語 を形成す る ため の もう

ひ と つ の 有力 な 手段 と し て ，訓練場面 を構造化 し て い く

方法 で は な く，目常的な揚而 の 中 で J 直接的 に機能的な

言語行 動 を形成 し て い く機会利用型指導法
＊＊＊

（inciden−

tal　 teaching ） を挙げ る こ と が で き る。こ れ は ，子 供 自

身 の 日常的環境 の 中 で 生起す る 言語 の 教示機会 を利用 し

て ， 子供 の 機能的 で 自発的な言語 使用 を発達 させ，維持

させ る た め の 方 法 で あ る 。機会利用型指導法 は ，日常場

面 に お い て ， 訓練者 ， 教師 ， 親な ど，子供に か か わ る 者

が，言語 を教え る機会を と らえ ， そ こ で 系統的 な教示 方

法 を用 い る こ と に よ っ て ， 自発的言語 の 形成に 強 い 効果

を発揮す る 。 Hart ＆ Risley （1968，1974，1975，1980）

は，軽 度 の 言語 発 達 遅 滞児 に 対 し，こ の 方法 に よ っ て 機

能的 で 自発的な言語行動が形成 で き る こ と を実証 し て き

た 。

　 し か し な が ら，機会利用型指導法は 元来 ， 軽 度 の 言語

発達遅滞をと もな う子 供 の た め に 開発 され た もの で あ り，

そ れ が 適用 さ れ る揚合 に は 子供 の 行動 レ パ ー トリーが い

くつ か の 基本的な必 要条件 を満た し て い る こ とが暗黙の

前提 と な っ て い る 。 と こ ろ が，そ の よ うな 必 要条件 の 体

系的 分析 は ほ と ん ど な さ れ て こ なか っ た 。 そ の ため ， 機

会利用型指導法 は 自発的 ・機能的言語の 指導を す る た め

の 有力 な 方法 で あ る に もか か わ ら ず，そ れ ら の 要件 を満

た し て い な い 子供達 （特 に，軍 度 の 言 語 遅 滞 児 ） に は ，

そ の 技法 をそ の まま適用する こ と は 困難で あ っ た 。

　本論文 で は ，は じ め に，こ れ ま で 機会利用型指導法 に

つ い て 行 わ れ て き た研究 を概観 し，方法論的 ・
理論的考

察 を加え ， そ の 指導法 を適用す る 際の 前提と な る 必要条

件 を分析 す る。さ らに，そ の 指導法 の 汎用性 （generality

＊＊＊incidental　 teaching は 偶 発 性 指 導 法 と も 訳 さ れ て い

　 る が， こ こ で い う incidental は opportunistic ，あ

　 る い は by　 incidents と い う意 味 で あ り，
“
偶 発 性

”

　 と い う よ り も，
“
機 会 利 用 型

”
と い う訳 が よ ±原 語

　 に 近 い と 思 わ れ る。ち な み に ，incldental　leaming

　 の 場 合 は aecidental （偶 発的 ） と い う訳 が 適 ｝
．rFで あ

　 る が，も ち ろ ん 意 味 す る と こ ろ は 全 く異 な って い

　 る 。

across 　 populations ｝ を高 め る た め に ，そ れ らの 要件を

ほ と ん ど満た し て い な い と考 えられ る 比較的重度 の 言語

発達遅滞児 へ の 適用方法 を検討す る 。 その こ と を通 じ，

各必 要条件の 指導技法を具体的 な 手続 の レ ベ ル で 体系化

す る こ とを試 み る 。最後に 日常的環境の 生態学的分析に

よ っ て ，機能的言語教授法 の 発展 の 方 向 を示 す 。

1，機会利用 型 指導法

　一般的手続

　機会利用型指導法 の 手続 は ，以下 の よ うな 5 つ の 構成

要素 か ら成 っ て い る （詳 細 な 手 続 は ，
Hart ＆ Risley，

1976，1978，1982参照｝。

　（1）まず，子供 が言語反応 を自発す る （emit ）確率 を高

め る た め に，日常場面 で 使用 され る こ と の 多い 品物 や，

高頻度 で 生起す る行動に従事す る機会 を物理的 に制限す

る 。た と えば ，自由遊び場 面 に お い て ，大 人 （例 え ば，

教 師）は 子供が よ く遊ん で い る オ モ チ ャ や好き な食べ 物

な ど を，子供の 手 の と ど か な い と こ ろ や見 え な い と こ ろ

に置 く。ま た，子 供 の 好 きな身体接触や だ っ こ な どを し

な い で お く。つ ま り，日常生活 に お い て 既に 機 能 的 な

〔functional＞行動 に 従事す る 機会 を一
時的 に 制限す る こ

と に よ っ て，子供が言語反応 を自発す る確率 を高め る よ

うな環壗条件 を整 え る の で あ る 。  次に，大人 は ，子 供

が言語的 あ る い は 非言語的 に ， それ らの 活動 に 従事す る

機 会 を要求 し て くる の を，子供 の 行動 に 注意 をは ら い な

が ら待 つ 。  そ の 際 ， も し子 供が ， 自分 か ら先 に 発話 を

し な い よ うな らば，大人 は ，子 供が適切な言語反 応 を行

うよ う要求す る 。 例 え ば，大人 は 子供 に 　
“
何が欲 し い

の 〜
”

な ど と たずね る こ と で ，子 供の 発話 を促す 。（4）そ

れ で も，適切 な言語反応が 自発 され な い 場合に は，子供

の 言語発達水準 に 応 じ て ，自発 され 易 い 言語反応 を示範

す る など， プ ロ ン プ トを工 夫す る こ と に よ っ て ， 発話 の

出現頻度 を高 め る ．こ れ らの プ ロ ン プ トは，言語 の 発達

に 応 じて 除々 に フ ェイ ド ・
ア ウ トされ る 。   適 切な言語

反応が自発 され た 場合 に は ， それ に 随伴 し て 子供 が要求

し た 物 を提供す る。ま た は ，そ の 行動 に 従事 す る機会 を

与 え た り，子供 の 要求 し た行為を行 う。

　 機会利 用 型指導法 の 効果

　機会利用型指導法は，比 較 的軽度 な言語発達遅滞児 の

H常的環境に お け る言語 の 機能的使用 を発展 させ る 上 で ，

大き な成果を納 め て きた ．

　 Hart ＆ Risley （1975） は ，低所得層 の 黒人幼稚 園児

11名 に 対 し て ，遊具 を使 う際 に ，それ を用 い る理 由 を重

文 で 言 わ せ る よ う，機会利用型指導法 を用 い て 指導 し た 。

そ の 重文 は ， た と えば ，

’‘
それ で 「X 」が で き る ， だ か ら
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「Y 」 が欲 し い
”

と い っ た もの で あ る 。 そ の 結果，機会

利用型指導法 の 適用期以前 で は，用 い られ た 重文の 数 は

た い へ ん 少 な か っ た が，教師 に 向けた重文 を対 象 に機会

利用型指導法 を導入 す る と，教師に 向 け て 重 文 を用 い る

頻度 が た い へ ん 高 ま っ た 。 と こ ろ が 他 の 子 供 に 対 して 重

文 を用い る こ とは ，
ベ ー

ス ラ イ ン期 と同 じ くら い の 頻度

で しか 出現 し な か っ た 。そ こ で ，他の 子 供 に 向 け た 重 文

に 対 し て も機会利用型指導法 を適用す る と，他 の 了
．
供 に

向け て の 重文 の 使用 も増加 した 。

　Hart ＆ Risley は ，軽度 の 言語発達遅滞 児 に対し て ，

自由場面 に お け る 自発的言語反応 を増加さ せ る 上 で ， 機

会利用型指導法が効果 が あ る こ と を，重文 （1974 ，1975）

以外 に も，色名 と品物名 と の 結合 （1968 ） や，形 容詞 や

名詞 と の 結合 （1974）fib，物 の 名 づ け （1975） に つ い て

も見出 して い る 。

　Fabry ，　Mayhew ，
＆ Hanson （1984）の 研究 に おい て

は ， 発達遅滞児 に 対 し，課題達成に 随伴 し て 代 用 硬 貨

（token ）が提 示 され る揚面 で 機械利用型指 導法が適用 さ

れ た。そ の 場面 に お い て ， 硬貨上 に書か れ て い る単語 を

読 め れ ば，そ の トーク ン が与 え られ た 。そ の 結果， 6 名

の うち 5 名 が こ の 方法 に よ っ て 単語 の 語 い を獲得 し た。

　ま た，Cava ］laro ＆ Bambara （1982）は，言語発達遅

滞児 に お い て ，機会利用型指導法 と，名 づ け や 質問 に 答

え る こ と を子供 に 要求す る従来の 訓練方法 との 間 の 効果

の 違 い を比 較 し た と こ ろ，機会利用型指導法 の 方が，自

発 的 言 語 行動を生 み 出す上 で よ り効果的 で あ っ た こ とを

示 し て い る 。 同様 に ，
McGee ，　Krantz ，＆ McLannahan

（1985）は，言語発達遅滞 を伴う自閉児 に 対 し て 前置詞 の

使用 を教え る際，機会利用型指導法 と従来の 構造化 され

た 訓練方法 との 間 の 効果 の 違い を比較 し た 。 そ の 結果 ，

機会利用型指導法 の 方 が 課 題 間，揚面 間 で の 般化 量 ，お よ

び 自発的言 語行動の 出現頻度がよ り多 い こ と が 示 され た 。

　理論的分析

　 で は 何故 ，機会利用型指導法 が 自発的言語行動 を生み

出す一Lで効果的 な の で あ ろ う か ？

　（1） 機能性の 問題　言語 の 機能性 は 言語 の 文 脈 的 制

御 （contextual 　 control ｝と深 くか か わ っ て い る 。っ ま り，

言語 は そ の 所 属す る 社会 の 基準に し た が っ て ，適切 な揚

面 で ，適切 な 時間 に ，適切 な言語手段 で ，適切 な内容を

表現 し な ければ な らな い 。さ ｛、 な け れ ば，そ れ が い か に

文 法 的 に完全 で あ っ て も，機能的 な 言語 で あ る と は い え

ない 。
こ れ は ， 従来 σ）単純 に 構造化 され た

一
対

一
の 指導

場面 で は ，こ の よ うな 複雑 な物理的 ・社会的文脈 に よ っ

て 制御され る言語 を直接的に教え る こ と は 困難 で あ る こ

と を示 唆す る 。

　 ま た，言語 の 機能性 は そ れ と関連す る 非言語行動と も

密接な関係 を持 っ て い る 。 例 え ば，適切な文脈 の 中で オ

モ チ ャ を要求す る発話が で きた と し て も， オ モ チ ャ で 遊

ぶ 行動が確立 して い な い の な らば，そ れ を要求す る言語

行動 は機能的 で あ る とは い え ない 。

　 実験 的行動分析 （the 　 Experimental　 Ana ］ysis　Df　Be−

hav三〇 r） で は ，記述の た め の 単位 と して ，弁別刺激 （Sd）
一

反 応 （R ）一強化 （Rs） とい う要素 を抽出 し，反応 の 先

行条件と後続条件が反応 に 対 し て 及 ぼ す効果 を分析 し，

そ の 反応 を制 御す る こ と が，研究 の 日的 と され て い る。

し か し な が ら， 日常の 機能的な言語行動の 分析と指導に

単純 な形 の 3項強化随伴性 をそ の ま ま適用す る こ と （藤

原 ら，1982） に は ，慎重 で な け れ ば な らな い 。個体 の 目

常 の 行動 は， こ の よ うな単純 な ユ ニ
ッ トご と に 生起 して

い くの で は な く，複雑な物理的 ・社会的 な 環廃条件 の 中

で 連鎖的 に 生 起 して い る か らで あ る 。

　 た と え ば ， 手 をの ば し て オ モ チ ャ を取 っ て 遊ぶ よ うな

目常 よ く見 られ る 行動の 揚合，適切な社会的環 境条件 の

下 で は，オ モ チ ャ の 存在がそ れ に 手 を伸 ば し て 取 る とい

う反応 の 弁別刺激と な り， オ モ チ ャ の 獲得が強化機能 を

持ち，それ が また ， 使用 し て 遊 ぶ た め の 弁別刺激と な D，

そ の 使用 の 機会が強化機能 を持 つ と い っ た 具台 で あ る。

し た が っ て ，こ の よ うな 行動連鎖 （behavioral　chains ）

と い う観点か ら行動を分析 して い くこ と が，特に 日常場

面 で の 個体 の 行 動 を扱 う場合重要 な こ と と な る 。子供 の

発 話 も環境 と の 相互 作用 の 中 で 獲 得 され ，関連 し た 他 の

行動 の 連鎖 の 中に 組み込まれ維持 され て い る の だ か ら，

言 語行動と非言 語行動が 組 み 合 わ さ っ た，よ り複雑 な 行

動連鎖の 単位と み る こ とが で き る。した が っ て ，日常揚

面 で 用 い られ る 子供 の 言語行動 は，行動連鎖 の 中で 分析

さ れ る必 要 が あ る 。

　 こ の 観点か ら分析す る と，機会利用型指導法 に よ っ て

比 較 的 容易 に機能的 言 語 が 確立 で き る の は ，子供 の 発話 ，

（例 え ば，
’「
オ モ チ ャ ち ょ うだ い

”
）， が 日常 に おけ る 社

会的文 脈 の 中 で ， 既 に 機能 し て い る 強固 で ，非言 語 的 な

行動 〔オ モ チ ャ で 遊 ぶ ）の 連鎖に組み 込 ま れ る よ うに な

る か ら で あ る と考え られ る 。つ ま り，目常的 に 機 能 し て

い る 非言語行動 の 連鎖に ，発話 とい う言語行動要素 をた

だ付け加 え る だ け で，そ の 発話 は機能性を持つ よ うに な

る の で あ る。ま た，そ の 非言語行動 の 連鎖 は す で に 日常

の 強化随伴性 に よ っ て 維持 され て い る の だ か ら，言語行

動 要素 を付加 され た行動 の 連鎖 もそ の 強化随伴性 に よ っ

て 維 持 さ れ る こ とに な る 。先 ほ どの 例 で 言 え ば，オ モ チ

ャ を手 を伸ば し て 直接取 る と い う行動 を ， 特定 の 言語行

動
‘：
オ モ チ ャ ち ょ うだ い

”
と置 きか え れ ば ， そ の 言語行
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動は ， 手 を伸ば し て 取 り，そ れ で 遊ぶ と い う行動 を維 持

し て い た 日常的な強化随伴性 で そ の まま維 持され る こ と

に な り，人 為的な随伴性 を新 たに 設定す る 必要が な い と

い うこ と に な る 。

　  　自発性 の 問題　つ ぎ に ， 子供 の 発話 の 自発性 の 問

題 で あ る が，自発的 言 語 と は 環 境条件 と何 の 脈絡 もな く

生起す る 言語 （弁 別 刺激 の 統制を受 け な い 発 話 ）を意味

す る の で は な い 。自発 的 言 語 と は ，話 し 手 の 言語行動 に

対す る受容的言語反応 で は な く， 微妙 な 体外あ る い は 体

内環境の 非言語的な刺激 を弁別刺激 と し て 出現す る 言語

行動 の こ と で あ る 。た と え純粋に
“
自発的

”
な言語 が あ

っ た と し て も，何の 脈絡 もな く自発 され る 言語 の ほ と ん

ど は 機能的 で な い の で ，社会的 に 強 化 さ れ ず，維 持 され

る こ と は ない と考え られ る。

　従来 の 訓練方法 の 多 くは ，非常に制約され ，構造化さ

れ た 指導場面 で ，訓練者 で あ る 大 人 の 言 語 的 な 刺激 を弁

別刺激 とす る た め の もの が多 か っ た 。 し か し なが ら， 日

常場面 で の 大人 の 言語的 な 弁別刺激 は ，子 供 の 行動 を制

御 して い る 非言語的 な刺激 に 比 べ て 出現頻度 は た い へ ん

低 く， か つ 提示 され て い る時閼も短 い 。刺激 自体 の 出現

頻度が少 な い た め ，全行動 の 出現頻度 に 占 め る 言語行動

の 出現頻度 の 割合 も少 な くな る。一
方 ，環境に は 言語的

な 刺激 に 比 べ 非言語的 な刺激が数多 くあ る の だ か ら，こ

れ ら を弁別刺激とす る こ とが で きれ ば，言語行動を 自発

す る頻度 が た い へ ん 高 ま る こ と が予測 され る 。 機会利用

型指導法 で は ，主 に ，大人 の 言 語 的 手 掛 り で は な く，豊

富に存在す る非言語的な社会的
・
物理 的刺激 （例 え ば ，

オ モ チ ャ ，食 べ 物，大 入 の 表 情 ） を言 語行動の 弁 別 刺激

と し て 機能させ る こ とが 目的と され て い る た め ， 日常場

面 で の 言語行動の 出現率が増加す る と考え られ る 膨 糧
。

　 以 上 の こ と を要約すれ ば，機会利用型指導法が効果的

で あ る の は ， 言語行 動が ， 既 に 確立 され て い る機 能的 で

比較的出現率の 高 い 行動連鎖の 一部分と な り， し た が っ

て ，日常揚面 に お い て 豊富 に 存在す る刺激や強化子 の 制

御下 に は い る か らで あ る 。 こ の こ と は，遅滞児 と訓練者

と の
一対一

の 場面 で の 従来の 指導方法 に 比 べ て ，機会利

用型指導法 の 方が次 の 3 つ の 点 で 優 れ て い る こ と を意味

す る 。

　 a こ れ ら の 言語
一
行動連suは　，特定の 場面 の 中の 適切

な社会的 ・物理 的刺激条件 の もと で 生 起す る 。b 新し く

獲得 し た 言語反応 を自発す る機会が豊富に存在す る 。
c

＊＊＊＊ こ れ は，大 人 の 言 語 的 手 掛 りが 機 能 的 言 語 に 必 要 で

　　 な い と い う こ と で は な く ， 他 の 社 会 的 ・物 理 的 手 掛

　 　 り も 日 常 揚 面 に お け る 発 話 に 大 き な 役 割 を持 つ と い

　 　 う こ と で あ る。

こ れ らの 連鎖は ， そ の 場面 に おい て す で に 存在 し て い る

大人 の 注 目や オ モ チ ャ な ど の 刺激素材やそ れ を用 い た活

動に従事す る 機会な ど に よ っ て 十分強化 され る 。 した が

っ て ， こ の 言語
一
行動連鎖が い っ た ん確立され る と ， こ

の 連鎖 は 目常の 社会的揚面 に 存在す る 強化シ ス テ ム （na
−

tural　contingencies 　of 　reinforcement ）に よ っ て 維 持 さ

れ る こ とに な る （cf．　 Baer，1981 ｝ Baer ＆ Wolf，1970）。

［，機会利用型 指導法 の適 用範 囲 の 拡大

　機会利用型指導法 は，普通児や ・一部 の 軽度，中度の 言

語発達遅滞児 の 機能的言語 の 発達に有効で あ る こ と が 示

さ れ て き た が ，よ り重度 の 言語遅滞児 に ま で そ の 適用範

囲 を広げう る可能性に 関し て は ま だ 十分に体系的 な検討

が な さ れ て い な い 。今ま で の 機会利用型指導法 は，適切

な社会的 ， 物理的条件 下 で H 常場面 に 高頻度 で 出現す る

非言語的な行動連鎖 を利用 して い る 。 例 えば ， あ る 適切

な 刺激条件 の 下 で ，置 い て あ る遊 具 に近 づ き，そ れ を受

け取 り ある い は つ か み ， それ らを使 っ て 遊ん だ りす る行

動 が ，口常 の 強 力 な行 動連鎖 と し て す で に 子供 の レ パ ー

ト リーに 確立 して い る と す る な らば，機能的な発話 を形

成す る た め に は ，そ の 行動連鎖 の 中 に ， 発話す る と い う

行動構成要素 をつ け加 え る だ け で 十分 な の で あ る 。し か

し ， 機能的行動連鎖が ほ と ん ど存在し な い か また は そ の

種類 が限 られ て い る場台，今ま で の 機会利用型指導法 で

は機能的 な 発話 を形成 す る 上 で 不 十分 で あ る 。よ り重度

の 言語発達遅滞児は 様 々 な遊具 を用 い て 遊 ん だ り．そ れ

を大人 か ら受 け と っ た り，大人 に 渡 し た りす る とい っ た

機能 的な非言語行動 の 種類が限ら れ て い る こ と が 多 い
。

し た が っ て ， 彼 らに 機 会利用型指導法をそ の ま ま の 形 で

適用 し た と し て も，必 要 な行動連鎖 の 重要 な 部分 が 欠落

して い る た め に ，機能的 な 発話 を確立す る こ とは むず か

しい と考え られ る 。

　そ こ で ，こ れ らの よ り重度 の 言語遅滞児 に 対 し て ，機

能的，自発的言語 の 出現率 を高 め る た め に は，従 来 の 機

会利 用型指導法 に ，い くつ か の 手続 を付加 す る 必 要 が あ

る 。 以下 で は ， こ の よ うな 手続 と し て ，（1＞行動連鎖の 構

成要 素 を確立す る 手続，  刺激性制御力 の 操作，の 2 つ

をと りあ げ．そ れ ぞれ の 技法 に つ い て 具体的 に 考察す る 。

　行動連鎖 の 各構成要素 の 確立

　 もし 強固な 日常 の 行動連鎖や そ れ に 付加 され る べ き言

語行動が言語発達遅滞児 の 行動 レ パ ー
トリ

ーに存 在 し な

い な ら ば，そ れ ら を結び 付 け る た め の 機会利用型 指導法

を用 い る機会は 事実土 な い に 等 し い 。し た が っ て ，こ の

よ うな場合 に は ， ま ず行動 レ パ ートリー
の 中に非言語行

動 の 連鎖を確立 し て お か な ければ な らな い 。 こ の よ うな
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行動連鎖 と して は ，例 え ば，相手がさ し出 した もの を手

を伸ば し て 受 け と る 行動 とか ，渡され た もの を特定 の 場

所 ま で 持 っ て い っ て そ れ を 用 い た 活動 に 従事す る 行動

（Hal！e，　Marshall ，＆ Spradlin，1979）な どが含ま れ る 。

そ の よ う な 行動 を形成す る た め に は 、 （・1冫形成化 （shap −

ing），   身体的 プ ロ ン プ ト （physical　prompt ＞，（c）言語

的 プ ロ ン プ ト （verbal 　prompt ）， （d）モ デ リ ン グ （model ・

in9），（e ）行動 リノ
・一サ ル （behavior　 rehearsal ） な どの

技法 を用 い て ，一対 一
で 集 中的 に 訓練す る方 法が有効 で

あ る と思 わ れ る 。

　ま た ， 後 に行動遠鎖 の
一

部分 と な る べ き言語行動 を形

成す る 必 要 が あ る が，迅速に 言語行動 レ パ ー トリーを確

立 し拡大す る た め に は、機会利用型指導法以外の ，訓練

者と遅滞児 との 一
対
一

訓練場 面 で ，集中的 な言語訓練 を

行 うこ とが 望 ま し い 。 そ こ で は，機会利用型指導場 面 で

要求 され る言語 レ ベ ル に応 じ て ，発音，単 語 ，搆文 な ど

に つ い て の 訓練 （Guess ，　 et ・1、，1974 ； L・vaa ・，　 1977）

が行われ る必 要があ る 。こ の 集中的言語訓練に お い て は ，

次 の よ うな こ と が 目標 と され る 。
：（a ｝大 人の 言語反応 の

摸 倣が で き る よ うに な る こ と，！b）わ ず か な 言語 的手 掛 り

だ け で も正 し い 反 応 が行 わ れ る よ うに なる こ と （例 え ば，
「エ 」 と い う 瑞 り だ け で 「エ ン ピ ツ 」と反 応 で き る よ う

に な る こ と），（C ）fO得 し た 言語 を用 い て 簡単 な 記 述 や 要

求 が で き る よ うに な る こ と。

　ま た，音声言語 の 形成が 困難 な 子 供 に 対 し て は ，機会

利用型指導法 に よ っ て，指 さ しや 手 を差出す な どの サ イ

ン 言語や コ ミ ュ
ニ ケー

シ ョ ン ・ボード等を，音声言語 に

代わ る伝達手段 と し て 形成す る こ とが可能で あ る 。 事実 ，

Carr ＆ Kologinsky （1983）は t 音声言語 の 獲得が困難
で あ っ た言語発達遅滞児 に 対 し て，機 会利用型指導法 を

用 い る こ と で ，あ る 程度 の サ イ ン 言語 を獲得 させ る こ と

に成功し て い る 。

　構造化 され た一・
対
一

集中訓練 の 導 入 は ，日 常場面 で 行

わ れ る 機会利用 型指導法 と 相対立 す る も の で は ない 。機

会利用型指導法 は ，す で に 行動 レ パ ー トリー
に 存在 す る

機 能的 な非言語 行動 の 連鎖の 中に 言語 を組入 れ る 上で有

効 で あ る が，新 しい 行動を教え る こ と に は 適 し て い な い

と考 え られ る か ら で あ る 。 と い うの は，機会利用型指導

法 に お い て は，特定 の 教示 を行 う機会が 子供の 自発的行

動 の 出現頻 度や種類 に 依存 して い る た め，教示機会 の 種

類 や 回 数 が た い へ ん 制限 さ れ る 場合が少な くな い 。 こ の

こ とは ， 機 会利用型指導法 の み に よ っ て ， 獲得 に多くの

試行数 を必 要 とす る 行動を形成 し た り，複雑 な刺激性 制

御 を形成す る こ と （例 え ば ， 概念 形 成）は 困難 で あ る こ

と を示 唆 して い る 。 し たが っ て ，機会利用型指導場面 に

お い て 目標 とされ る行動の 基本的要素 と，少 な く と もそ

れ らの 部分的連鎖 を，教示 機会の 多 い 集中訓練場面 で 確

立 して お く必 要が あ る 。

　事実，Rogers −Warren ＆ Warren （1980）は ，自由 場

面 で の 言語 形 成訓練 と 平行し て ， 重度 の 言語遅滞児に つ

い て，毎 日20分の
一
対一

の 集中訓練 を行 うこ と で 言語行

動 レ パ ー
トリーを定着させ た 上 で ，そ れ を 日常場面 で 用

い させ る こ と に成功 し て い る 。 ま た tHalle ，
　et　al．（1979）

は，機会利用型指導法に よ っ て 機能的 言 語 行動 が 確 立 し

な か っ た 1 名 の 遅滞児に 対 し て ，それ と 並行 して，類似

し た 場面 で の
一
対一

の 集 中訓練 を行 うこ と で ，機会利用

型指導場 面 で の 言語行動が増加 した こ とを報告 し て い る 。

山本 ・
望月 （1983） は 自閉児 に対 し て ， 特定 の 大 人 の 言

語指示 に従 っ て，離れ た所 に い る 別 の 大人 へ ，言語 的 要

求 を行 う こ と を学習 させ た。そ の 際 ， 1 名の 自閉児 は，

指示 された所 ま で 歩い て い く行動 を集中的 に 訓練され る

こ とに よ っ て 初 め て ，日常的 な テ ス ト揚面 に お い て も要

求 反 応 を行 うこ と が で き る よ うに な っ た こ と を報告 し て

い る 。

　 こ の よ うに ，一
対
一

集 中訓練 は ， 言 語一
行動連鎖 の 構

成要素を確立 し 連結 す る こ とに よ り t 機会利用型指導法

の 教示機 会 と そ の 種類を増加させ る 上 で 大 き な役割を果

た す と考 え られ る 。

　刺激性制御力の 操作

　言語行動 を含 む行動連鎖が確立 され た な らば，そ の 連

鎖 を，日常 の 適切な社会的 ・
物理的刺激条件 の 中 に組 み

込 ん で ゆ く必 要 が あ る。す な わ ち，そ の 行動連鎖 が適切

な 覇激性制御を受け る よ うに環境条件 を整え る の で あ る 。

　機 会 利 用 型 指導法 は ，通常 の
一

対
一

の 言語訓練と違 っ

て ， 子供 の 方 か ら先 に教師や親に話しか け る こ とか ら始

ま る 。こ の 場合，子供 の 自発的 な言語反応 を制御 し て い

る 社会的 な先行刺激条件 は，大 人 の 存在や 子供 に 向けた

大人 の 顔 の 表情や子 供 に近 づ い て くる 行動などで あ り．

物理的な先行刺激条件は，遊具や食物な ど で あ る 。した

が っ て ，こ れ らの 社 会的
・
物理的刺激 が子 供 の 反 応 に 対 し

て ，わ ず か な刺激性制御力 しか もた な い と すれ ば ，子 供

の 言語 を含 む 行動の 連鎖が 出 現 す る 頻度 は た い へ ん 低い

もの と な リ， そ の た め ， 機 会利用型指導法が使用 され る

機会が少 な くな る 。こ の よ う な こ と は ，中 ・重度 の 言 語

遅滞児 に お い て み られ る こ とが多 い c し た が っ て ， こ の

よ うな子供に ， 機会利用型指導法 を適用す る場合， 発話

の 頻 度 を増 加 さ せ る た め に は，子 供 の 反応 を 自発 させ る

上 で 十 分 な 刺激性制御 を確立す る 必要があ る。こ こ で は ，

こ の よ うな刺激性制御 をつ くりあげ る ための 技法 と し て ，

O マ ン ド・モ デ ル 法，  時 間 遅 延 法，  反応 ハ イ ア ラ キ
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一
法 ． の 3 つ をと りあげ て 分析する 。

　（1） マ ン ド・モ デ ル 法 （the 　mand −model 　technique ）

Rogers −Warren ＆ Warren 　C1980）は ，機会 利用型指導

法 を一部修 正 し た マ ン ド・モ デ ル 法 を開発 し，そ の 効果

を示 した 。
マ ン ド・モ デル 法 は ，日常揚面 に お い て 教示

機会 を増 や す た め の 方法 で あ る 。こ の 方法 で は ， 訓練者

〔例 え ば ，教 師）は 日常場jkiで 次 の よ うな 2 種類の 発話 を

行 うこ と で ，子供 の 発話 を促す。＠教師は ，子 供 が 特定

の 品物 に近 づ い て き た 時 ， そ れ を言 語的に 要求 し た り記

述 した りす る よ う求 め る （
”
M が 欲 し い の か 言 っ て ご ら

ん 。
11

）。（b）教師 は ，子 供 が 何 らか の 活動を行 っ て い る時 ，

そ の 活動 を記述す る よ う求 め る （
“
何 を や って い る の か

言 っ て ご ら ん 。
”
）。こ の 技法 が 従来 の 機 会利用型指 導 法

と異 な る 点 は ， 子 供 の 言語使用が訓練者 の 言語刺激に よ

っ て 強 くま た直接的 に 制御 され て い る と い うと こ ろ で あ

る Q

　Rogers −Warren ＆ Warr 奪 n （198D）は ， こ の マ ン下 ・

モ デル 法 を 中度 か ら重度 の 言語遅滞児 に ，一一・対一場 面 で

の 言語訓練 と並行 し て 適 用 し た結果，全 体の 発語 （話）

量 が 大き く増加 し た こ と を示 し た 。し か し な が ら，マ ン

ド ・モ デ ル 法 に よ っ て 形成 さ れ た 言語 行動と機会利用型

指導法 に よ っ て 形成され た 言語行動 と は ， そ れ ら を制御

し て い る変数が やや異 な る ．す な わ ち，マ ン ド ・モ デ ル

法 は ，教師 の 言語的な 要求 に 対 し て 反応す る こ と を教え

る もの で あ り，機会利用型指導法 は，物理 的刺激 ｛遊 具 ）

と同 時 に 存在 し て い る 微妙 な社会的で 非言 語的 な手掛 i，

（教師 の 顔 の 表 情 〉 に 対 し て 反応す る こ と を教 え る もの

で あ る 。

　 マ ン ド・
モ デ ル 法 の よ うに ，言語的 な手 掛 り に対 して

の み 反 応す る こ と を訓練 す る と，先 に 述 べ た よ うに，発

話 の た め の 弁別 刺激 の 範囲 が狭 くな っ て し ま う可能性 が

あ る 。 し た が っ て，大人 の 発話 に は 反応す る が，そ れ が

な い 時 に は
．
詩語 行動 が 自発 され に く く な っ て し ま う可能

性が あ る 。子供 の 日常的 な生活環境の 中に は，大人 の は

っ き り し た 言語的要求だ け で な く， 微妙 な社会的手 bi　P
や 物 理 的手 掛 り も 多 く含 まtvて い る た め に ，そ れ らに 対

す る 刺激性制御 を形成す る こ とに よ っ て，発話 が な され

る頻度 も高 くな る と考え られ る。し た が っ て ，マ ン ド ・

モ デ ル 法 に よ っ て 自発的 言語行動 の 頻 度 を増 や す よ う に

す る た め に は ， 大人の 言語的要求 か ら，よ り微妙な 非言

語 的 な社 会的手掛 りや 物理 的 手 掛 リ へ と刺激性制御 を移

行 させ る た め の 手続 をそ の 技法 の 中に 含め て ゆく必 要 が

あ る 。

　 Warren ，　 McQuarter ，＆ Rogers −Wai ’
ren （1984）は ，

中度 の 言語遅滞 児 に 対 し て ， 通常 の マ ン ド・モ デ ル 法 に

よ っ て，自由遊び場面 で の 発話 の 出現頻度 を増加 させ た

後，言語的教示や，発 話の 示 範 を徐 々 に 減少 させ て い っ

た 。そ の 結果 ， 大人 の 言語的手掛 りが な くな っ て も， 遅

滞児 の 発話 は 高頻度 で 維持さ れ る よ うに な っ た 。こ の 研

究 は ， 刺激性制御 を言 語的刺激 か ら非言語的刺激 へ 移行

さ せ る た め の 1 つ の 間接的 な 技法 を示 唆 した もの で あ る。

今後 は ， 大人 の 顔 の 表 情 な ど の 社 会 的手掛 りに対す る 発

話 を強化す る な ど．さらに 直接的 な 移行手続 を開発す る

こ と に よ っ て ，よ り車度 の 遅滞児 に も適用が 可能 と な っ

て い くと考 え られ る 。

　佗 ）　日寺間遅延法　〔the　time イ 1elay　teChniqUe ）　誹三言語

的 な 手掛 ウに対す る 反 応 を 増加 さ せ た り，言 語 的 な 手 掛

りか ら非言語的 な 手掛 リへ 制御 を移行 さ せ る た め の もう

1 つ の 技法が時間遅延 法 で あ る 。 こ の 技法 で は ，言 語 遅

滞児 が 近 づ い て き た 時 か ら あ る 一定時間経過す る ま で の

間 ， 訓練者 は 介入 （例 え ば，db物 や 音｝
島 的 な プ

’
” ン プ ト

を 与 え る こ と ） を行 わ な い 。こ の 遅 延時間が 言語反 応 を

自発す る 機会 を提供す る こ と に な る 。

　Ha1］e，　 et 　 al．（1979） は，重度 の 遅滞児に つ い て ， 機

会利用型指導法 に 時間遅延 法 を結 び つ けた 技 法 に よ っ

て，食事 を 要 求 す る 自発的な言語行 動 を形成 した 。彼 ら

は ，食事 を要求 す る 適 切 な 言 葉 を 了．供が 自発す る ま で ．

食事 を取 る た め の 皿 を与 え な い よ うに した 。 15秒 た っ て

も そ れ が 自発 され な い 揚台に は ，正 し い 反応 が 示 範 され

た 。こ の よ う な訓 練 の 後 に ，ほ と ん ど の 遅滞児は ， 正 反

応 の 示 範 を行わ な くて も， 遅延時間さ え与 えれ ば ，訓練

者以外 の 食事を与 え る 入 に 対 し て や指導さ れ た 揚面以外

で も、自発的 な要求 を行 うよ うに な っ た 。ま た．こ の よ

うな手続 を用 い て も，自発的言語行動が形成 され な か っ

た 1 名 の 遅滞児 に 対 し，食堂 の カ ウ ン タ
ー

に 接近 し た ら

す ぐに 正反応 を示 範 し模倣さ せ る 訓練 か ら始 め て 、 正 反

応 を示範 す る ま で の 時間 を徐 々 に の ば し て ゆ く方 法 を集

中的 に 施行 し た と こ ろ，実際 の 目常場 面 で も 自発的要求

が 行 わ れ る よ うに な っ た 。

　Halie，　 Baer ，＆ Spradlin（198ユ） は，時間遅 延 法 の

使用者側 で あ る 言語発達遅滞児 の ク ラ ス の 担任 の 教師 自

身 の 行動 を分析 した 。教師に時間遅延 法 の 廻 い 方 を教 え

る と，彼 ら は 教 え られ た場 而 以 外 で も そ の 技法 を 用 い る

よ うに な 凱 その 結果 ， 子 供 の R 発的言語が急速 に か つ

著 し く増加 し た。ま た，彼 ら は 時間遅延法 を，応用 し易

く役 に 立 つ も の で あ る と 評価 し た 。

　今後 は ，教師 に ，遅滞児 の 発話 を促 す た め の 手段 と し

て ，非言語的手掛 り の 使用法 （例 え ば ， 時 間 遅 延 法） と

言語的手 掛りの 使用法 を教 え ， そ の い ず れ が 日常の 非訓

練場 面 で よ り多 く用 い られ る よ う に な る か，言 い か えれ
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ば ど ち ら の 技法 の 使用 が般化 し維持 されやす い か を検討

し て ゆ く必 要があ ろ う。 もちろ ん，機能的発話 は 言語的

手 掛 りに も非言語的 手 掛 りに 対 し て も出現す べ きで あ る

の で，各 タ イ プ の 手 掛 り を用 い る教師た ち の 行動 を，ど

の よ うに維持 し般化 させ る か を研究す る こ と も今後の 重

要 な課題 で あ る 。 子供 と 日常場面 で 多 くか か わ っ て い る

人間 の 行動傾向 と そ の 修 正 法 を知る こ とは ，非訓練場 面

に お い て 子供が さらされ る 環境条件を整 え る た め にぜ ひ

必 要 なの で あ る。

　 ま た，時 間遅延法 とマ ン ド・モ デル 法 と を組合 わ せ て

用い れ ば，言語的手掛 りに 対す る発話と非言語的手掛 り

に 対す る発話 と を同時に 増加 さ せ 得 る と考 え ら れ る 。

Schepis，　 Reid ，　 Fitzgerald，　 Faw ，　 Van 　 Den 　Pol，＆

Welty （1982） は ， 重度 の 発達遅滞者 と 自閉症者 に 対 し

て ，マ ン ド・モ デ ル 法 に 時間遅延法 を付加 し た手続を 用

い る こ と で ，日常場面 に お け る サ イ ン 言諸 の 確立 に成功

し た 。 残念 なが ら， 彼 らの 研究 で は サイ ン 言語 を自発的

に 用 い た 回数 は 止 式 に は 記録 され な か っ た が，教師が 言

語的，身体的 に プ ロ ン プ トし ない 場合 で もサイ ン言語 を

自発 し た 者 が 何人 か い た こ と を報告 し て い る 。こ の 研究

は，時間遅 延 法 を付加 す る こ と で ，マ ン ド ・モ デ ル 法 だ

け で は 成立 しに くい サイ ン言語 の 自発的 な使用 を促進 し

得 る こ と を示唆 し て い る 。こ の ， マ ン ド ・モ デル 法 と 時

間遅延法 と を組合わ せ た 技法 に お い て は，訓練者の 言語

的な 手 掛 り を系統的に フ ェ イ ド・
ア ウ ト し て ゆ く と同時

に，遅延時間の 長 さ をの ば し て ゆ くこ と で 言語 に よ る刺

激性制御 を，非言語的，社 会的 ， 物理的手掛 リへ 移行 さ

せ て ゆ くこ と が で き る と考 えられ る の で ，こ の 方法の 系

統的研究 も望 ま れ る。

　 い ずれ に し て も，Schepis，　 et 　al・（1982）の 研究結果か

ら 明 らか な よ うに，マ ン ド・モ デル 法 と時間遅 延 法 は ，

音声言語 の 獲得が困難な，よ り重度な言語遅滞児 に対 し

て も，サ イ ン 言語 な どの 非
．
音声言 語 を教え る上 で 有効 で

あ る と考え られ る 。

　（3） 反 応 ハ イ ア ラ キ
ー

法　（the　 response −hierarchy

technique ） 日常的環境に お け る個体の 様 々 な行 動 は ，

出現率 に よ っ て 反応 の 階層 （response 　hierarchy） を構

成 し て い る と 考 え られ る 。特 に 重度 の 言語遅滞児 で は ，

小数 の 機 能的行動 の 出現率 が他 の 多 くの 行動 の 出現率 と

比較 し て 極端 に 高 い こ とが しば し ば観察 され る 。例 えば，

食 べ 物 を要求 す る 行動 や だ っ こ を要求す る 行動 が，オ モ

チ ャ や パ ズ ル 等で 遊ぶ 行動と比 較し て，極端 に 高率 で 生

起 す る 揚合 な ど で あ る 。し た が っ て ，子 供 の 自発 的要 求

に 依存す る 機会利用型指導法 を使用す る 場合，そ の 教示

機会 の ほ と ん ど は，食べ 物 と だ っ こ を要求す る言 語 行動

を教え る た め の もの に な っ て しま い ， 他 の 種類の 言語 を

教 え る 機会 は ほ と ん どな い と い う こ とに な る。

　こ れ に対す る 1 つ の 解決法 と して は ， 高確率 で 生起す

る行動あ る い は そ の 自発の 機会 を与 え て い る 弁 別 刺 激

を物 理 的 に 制限 す る 方法 が 考 え られ る 。基礎 的 な 研 究

（Bernstein＆ Ebbesen ，1978 ； Deguchi， 1984 ； Dun −

ham ，1977 ； Dunham ＆ Grantmyre ， 1982） に お い て

は ，高頻度行動 を物理的 に 制眼す る こ と に よ っ て ，反応

ハ イ ア ラキ ー
に お い て ， よ り出現頻度 の 低 い 行動が 増加

す る こ とが 報告 され て い る。応 川場面 に お い て も， こ の

反応 ハ イ ア ラ キー
法 に よ っ て 多 くの 比較的出現率の 低い

行動 の 出現率 を高 め る こ と で，よ り多 くの 種類の 言語行

動 を教え る機会 を作 リ出す こ とが 可能 で あ る と 考 え られ

る 。目標行動 の 出現率 を制御す る た め の 伝統的な技法と

し て，そ の 行動 の 弁別刺激 を直接的 に 形成 あ る い は 操 作

す る弁別刺激操作法 （the　 stimulus −change 　method ）を

挙 げ る こ と が で きる （Sulzer−Azaroff ＆ Mayer ，1977＞。

反 応 ハ イ ア ラ キー
法 は ，高確率 で 生起す る反応の 弁別刺

激 を物理的 に 制限す る こ と に よ っ て ，間接的 に 他 の 反応

の 生 起 確率 を変化 さ せ る と い う点 に お い て 弁別刺激操作

法 と異 な っ て い る 。 反応 ハ イ ア ラ キー法 は有望 な手続 と

考 えられ る が，こ の よ うな 研究 は ほ と ん ど成され て い な

い の が現状 で あ り，こ れ か らの 研究が期待 され る。

1［1．今後の 課題 　
一

行動 生態学一

　近年，普通児，遅滞児 に対す る行動修正 に お い て も，

個 体の 日常 の 生活環境全般に わ た っ て 強化随伴性 を生態

学的 に 分析 し 整備す る こ と が，機能的行動を形成 し，維

持 し，般化させ る上 で 必要 で あ る とい う観点か ら，行動

生態学的 ア プ ロ ーチ （ecobehavioral 　apProach ） が 主張

され る よ う に な っ て き た （Fawcett ，　 Mathews ，＆ Flet−

cher ，1980 ； Jones，　 Favell，＆ Risley，　19　83 ； Wahler

＆ Fox ，1981 ； Willems ，1974，ユ983）。

　Jones，　et　al・（1983）は ，重度発達遅滞児 の 施設 の 物

理的環境と社会的環境 （ス タ フ フ の 療 育 行 動 等 ） の 全般

を再構成す る こ と に よ っ て ，言語行動 ・身辺 自立等 に著

し い 改善 を もた ら した 。 ま た ， 小林 （1980）は 自閉児 の

治療教育 に お い て，生 態学的 な環 境の 構造化 を提唱 し て

い る 。 機会利用型指導法 も 日常的環境に 存在す る 強化随

伴性を利用す る の だ か ら，一
種 の 生態学的 ア プ ロ

ーチ と

し て 位置 づ け る こ と が で きる 。 日常の あ る い は 社会的環

境 の 生態学的分析 を
一

層進 め る こ と で ，機会利用型指導

法 の 発展 の み な らず，他 の 機能的言語行動 の 指導技法 に

も大き く貢献す る と考え られ る 。 こ こ で は ， 行動生態学

的視点 か ら，機能的言語 の 指導法 に おけ る 1 つ の 発展 の
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方向を論 じる 。

　行 動系の 生 態学的分析

　（1）被修正 者 の 行動 に 関す る 分析　ど の よ う な種類の 言

語行動を形成す る か とい うこ と を， 日常の 強化随伴性 を

分析す る こ と に よ っ て 決 定 す る こ と は重要 で あ る 。

　近年，遅滞児 に コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 手段 と し て ， サ イ

ン 言 語 を単独 で ，あ る い は 音声言語訓練 と並行 し て 教 え

る た め の 手続 が多 く開発 され る よ うに な っ た （Carr ＆

Kologinsky，1983； Duker ＆ Morsink ，1984； Remin −

gton ＆ Clarke ，1983）。た だ，生態学的 に み る と，日常

の 環境 で は コ ミ ュ
ニ ケー

シ ョ ン 手段 と し て 音声言語が大

き な 比 重 を占め て お り，サ イ ン 言語 は 通常 の 社会的環境

で は ほ と ん ど使 用され て い な い 。 指導 の 最終 目標 をs 少

な く と も部分的な社会復帰 に 置くな らば，訓練 に よ っ て

獲得 され た サ イ ン 言語 に も汎 用 性 の 問 題 が 出 て く る 。つ

ま り， サ イ ン 言語 は 日常的環境 に お い て 社会的 に 強化 さ

れ る こ と が 少 な く維 持 され に くい と考 え ら れ る か ら で あ

る 。従 っ て ，サ イ ン 言語 の 指 導は 第 1 段階 と し て 考 え る

べ き で あ り， 同時に音声言語 を訓練す る 工夫 （Barrera

＆ Sulzer−Azaroff ，1983 ） な ど が望 まれ る 。こ の 観点 か

ら見 れ ば，最近見 られ る よ うに な っ た マ イ ク ロ ・コ ン ピ

ューターを 利用 し て 音声 を表出す る コ ミ ュ ニ ケー
シ ョ ン

・ボ ードの 使用 は ，社会的環境で 十分強化 され維持 され

る 可能性が あ る 。

　 こ の よ うな 生 態学的分析 に よ っ て ，当 該 の 環 境 に お い

て機 能 を有 す る あ る い は 強化随伴性 に 組込 ま れ 易 い 行動

は ど の よ うな も の で あ る か を推測 す る こ とが で き，目標

行動 の 設定 に 大きな役割を果 た す こ と が で き る よ うに な

ろ う。

　   修 正者 の 行動 に 関 す る 分折　子 供 は 多 くの 生活時間

を他者 と関 わ り，そ の 日常の 社会的相互 作用 を通 じ機能

的言語 を発展 させ て い る 。 遅滞児 の 言語 を訓練場面 以 外

の 日常的 ・社会的揚面 で 維持 し 発展 させ る ため に は ， 訓

練者が遅滞児 を直接訓練す る の と同時 に ， 関係者 ， 例 え

ば，教師 （Halle，　 et 　al．，1981），両親 （Koegel，　 Grahn，

＆ Nieminen ，1978）， 兄弟　（Shreibman ，　 O ’Neill，＆

Koegel，1983）に 対 し て も機会利用型指導法 を含む社会

的 な相 互 作用 の 技法 を指導 し，そ れ を 日常 の 環 境の 中で

頻繁に用い る こ と が で き る よ うな強化随伴性 を整 え る必

要 が あ る 。こ の こ と に よ っ て ，遅 滞児の 生活環境全体 の

中 で 望ま し い 行動が形成 され，維 持され る確率が高ま る

と考 えられ る 。

　 物理的環境 の 生態学的分析

　　目常 の 物理 的環箋は，必 ず し も ， 子供が学習す る 機会

や 療育者が子供 に か か わ る機会 を最大限 に す る よ うに 整

備 され て い る とは 限 ら な い し ， そ れ らの 機会が非常に 乏

しい 環境も少 な くな い 。 し たが っ て ， そ れ ら の 機会を最

大限 に す る た め に ，生 態学 的 環境 の 中 で 物 理 的環境が個

体 に 及 ぼす影響，特 に ，修 正 者 ， 被修正 者 の 双方の 行動

に 及 ぼす効果を分析す る必 要があ る 。こ れ ま で に も物理

的環境が健常児 の 行動 に 及 ぼす影響が分析 され ， それ を

体系的に 整備す る こ との 重要性が強調 され て きた 〔AUen

＆ Hart ，1983 ； Gump ，1974 ； Krantz ＆ Risley，1977 ；

Lot 　＆　Sommer ナ　1967）o

　現在 ま で ， 発達遅滞児 の た め の 大規模 な レ ベ ル で の 物

理的環箋 の 機能的 な分析は 非常に 限 られ て い る が ，Jon−

es ，　 et 　 al ．（1983） は，発達遅滞児 の 居住施 設 に お い て

先駆的な研 究 を行 っ て き た a 彼 らは ，（1）修 正 者 が よ り効

率よ く子 供 と か か わ る こ と が で き， （2）被修正 者に よ り多

く の 学習 や 探索行動 の 機 会が与 えられ る よ うな物理 的環

境 を全面的 に整備す る こ と を試 み た 。 こ れ に よ っ て ，

一

般的活動性が低 く，行動 レ パ ー ト リーも限 られ て い る 最

重度発達遅滞児 に つ い て も，不適切行動 を減少 させ ，種

種 の 機能的な行動の 自発頻度 を増加 させ 得る こ と を報告

し て い る 。

　従来 の 機会利用型指導法及 び 他 の 言語指導法 に つ い て

の 研究 は ，既 に 存在す る 施設 の 物理 的環境 をほ と ん ど変

え る こ と な く，そ れ ら の 技法を適用 し た もの が 多 い 。し

か し なが ら，こ の よ うな方法 は ， 訓練者側 の 機会利用型

指導法 の 使用 を維持 し，子 供 の 学習 を最大限 に す る 上 で

最 も効率的な方法 とは 限 らない 。Jones，　et　a1．（1983）

の 研究 は ，日常 の 物 理 的環境全 体を大 き く変容さ せ る こ

とに よ っ て ，言語 の 指導法 を適用す る た め に 、よ り よ い

日常環境を整備す る こ と が で き る こ と を示唆 し て い る 。

今後 も機会利用型指導法 の 効果 を最大限 に す る た め に，

よ り大きな生態学的観点か ら環 境の 分析 と 整備 を行 っ て

ゆ く必 要 が あ ろ う。

w ．結語

　口 常的 な 環境 に お い て の 言語 の 機能的 ・自発的な 使用

を確立 す る た め の 技法 と し て ，機会利用型指導法 は ，軽

度 の
1
言語遅滞児あ る い は 普通児 に 対 し て 大 きな 効果 を持

つ
。 し か し，機会利用型指導法 を適用 し て 効果 を納 め る

た め に は ， 言語遅滞児 の 行動 レ パ ー
トリ

ー
が
一

定 の 条件

を満 た し て い る 必 要 が あ る 。まず，言語行動 が 目常的 な

場面 で 確立 し 維持 され る た め に は ，そ の 言語 と関連 の 深

い 行動の 連鎖が既に行動 レ パ ー トリーに存 在 し ， 強 く口

常的環境 で 維持 され て い る 必 要 が あ る 。だ か ら こ そ，そ

れ に 組込 まれ た 言語行動 は 外的 な操作 がな くて も維持さ

れ易い の で あ る 。 し か も，そ れ ら の 行動 の 連鎖 は 口常場
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面 に存在す る適切な，社会的 ・物理的な刺激条件 の 下 で

生起 し な け れ ばな らな い 。そ れ に よ っ て ， そ れ らの 連鎖

に組込 ま れ た 言語行動は そ の ま ま機 能性 を有す る よ うに

な る 。軽度の 言語遅滞児 の 多 くは，他者 と の 相互 作用 を

含む様々 な社会的行動連鎖が確立 して お り，ま た 社会的
・物理的刺激 が 弁 別刺 激 と し て の 機能を十分持 っ て い る

の で ，機会利用型指導法 が 大きな効果 を持 つ と考え られ

る 。

　 こ れ らの 必 要条什が満 た され て い ない 言語発 達遅滞児

に機会利用型指導法 を適用 す る 揚合 に は，こ れ ら の 要件

を集 中訓練 に よ っ て ， あ らか じめ，あ る い は 並行 して 行

動 レ パ ート リーに 確立す る こ と が 肝要 で あ る 。

　ま た，社会的 な刺激に よ る 制 御 を確立す る た め に は ，
ま ず ， 大 入 の 言語反応 を弁別刺激と し て 言語 を自発 す る

訓練 をお こ な い ，そ れ を徐 々 に 大 人 の 非言語的手掛 りに

よ る刺激性制御 へ と 移行 さ せ て ゆ く訓練が 有効 で あ る。

そ の 他 ， 遅 延時問を弁別刺激 と する 訓練 も効 果 的 で あ る。

　機 会 利用型指導法や他 の 機能的言語指導法 を さ らに 発

展 させ る た め に は，環境 と行動 の 相互 作用 を生態学的視

点 か ら分析 し て ゆ く必 要 が あ る。こ の 生態学的分析に よ

っ て ，目常環境 の 中で 機能的 な行動 を特定す る こ と が で

き，ま た，凵常的環境 を，子 供に と っ て 学習 の 機 会 が最

大限 に な る よ う に，そ して 修 正 者側 が援助し 易い ように

整 備す る こ と が で き る よ うに な る と考 え られ る 。

　最後に ，機会利用型指 導 法 の 有効性 を強調 す る こ と

は ，従来 の 構造化 され た 訓練 揚画 で の 指導法 を棄却す る

こ と を意味 し な い 。機会利用型指導法 は，従来 の 訓練場

面 で の 指導法 と決 し て 矛盾 す る もの で は なく， 相互 に補

な い 合 うもの で あ る 。 こ の 指導法 は，構造化 され た揚面

で 確立 され た 言語行動 を適切な環境下 で 自発 さ せ る上 で

有効 で あ る 。 こ れ ら の 諸技法 の 相互 の 発展 と連携に よ っ

て ， 環境 と有機的 な繋が り を持 つ 機能的 な 言語行動の 確

立 を 促す こ と が で き よ う Lt
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