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　行動分析学は 、 理論的 （概念的）行動分析、実験

的行動分析、応用行動分析の 3 つ 分野か らな る心理

学の体系ですが
．
、そ の 学問的成果を強力に押し進め

て きた の は、そ れ らが共通の用語、概念的枠組み、

方法論 を持ち、有機的な まとま りを持っ て 発展 して

きたか らだ と思．い ます。

　行動分析学は 、 個体の行動を制御して い る変数を

明らかにする こ とを 目的にし、動物実験を基礎 研究

として 出発点 し、「何故、個体はそ の よ うな行動を

するか 」という問題に対 して 、独立変数と従属変数

との 関数関係を明示する こ と に よ っ て 解答を得よう

と試み て きたわ けです 。 環境条件を徹底的に操作す

る こ とで 、個人 と環境 との相互作用 を変え て い く こ

と （予測と制御で すが）が科学 的知識 の 集積 に つ な

が る と い う考えは、 多くの 応用研究を生みだし、そ

れ らは応用行動
．
分析として 、臨床心理 学、教育、リ

ハ ビ リ テ
ーシ ョ ン、看護、組織行動、な どの分野で

展開されて きて い ます。こ の ような応用研究に対 し

て 基礎研究が与えた影響の 例を い くつ かあげて み ま

す。

　古典的研究と して は、レスポンデン ト条件づ けの

研究が 、系統的脱感作な どの い わ ゆる行動療法に大

きな影響を与え 、行動療法自体の独 自の方法論の発

展に つ なが っ て い ます。また、一方では、近年、心

理療法過程 に お ける 「転移」などの 情動の推移を、

レ スポンデン ト条件づけにおける刺激の等価関係と

い う観点か ら分析する試み も行われ、臨床心理学分

野 で の 応用可能性が検討 され て い ます （Dougher

ら ，1994）。

　オ ペ ラント行動研究の刺激性制御の研究に あっ て

は、「無誤弁別」 や 「注意」 の 研究の方法論が、発

達障害児の 概念学習 、 刺激過剰選択性などの刺激性

制御の 評価、刺激性制御の 転移を明 らかにするため

に 用 い られ、研究の 発展 に貢献 して います （藤田

，1983）。

　また 、人 間 の 高次 の 認知 ・言 語機能と して 、刺激

間関係 の 成立を分析するため の 「刺激等価性」の研

究は、応用研究と しては、発 達障害児や失語症 者の

言語認知機能の 獲得と回復のための パ ラダイム とし

て用 い られて い ますが、そ れ らは、見本合わせ とい

う共通 の方法論 を用 い （中島 ，1995）、動物実験研

究や ヒ トを対象にした基礎研究によ っ て研究パ ラ ダ

イムが洗練され て きて い ます （山本 ，1992）。

　強化ス ケジュ
ー

ル の研究に あっ ては、子どもの 衝

動性 とセル フ ・コ ン トロ
ー

ル を、強化子 の 量と強化

ス ケジュ
ー

ル へ の 選択行動とい う方法論で 分析する

試みが行われ て いる （島崎 ，1997）。 また 、新生児の

環境情報の 認知につ い て 、強化ス ケジュ
ール を用い

た随伴性の検知 と い う点か ら明 らか に しよ うとする

研究 も、発達心理学プ ロ パ ー
の研究者か らも出 て い

ます （Bower，1997）。

　
一

方、方法論 として は、動物実験の 成果 を基礎に

した Sidman（1960）の 本が、単一被験者研究法の 理

論 的基 礎を つ く り、そ れが応用行動分析の方法論と

して 発展して い ます 。

　今後の応用行動分析学の 新しい研究、実践の 発展

の た め に も、基礎研究の 成果 を整理 して お く こ とは

意味がある と思い ます 。 こ の よ うな観点か ら、特に

今回は、基礎研究の 側か らの 最 先端の情報 を、応 用

研究者、実践家に 対 して 提供 して い ただ く こ とを 目

的と して、ワ
ー

ク シ ョ ッ プを企画 しま した。

　講師には、関西学院大学 の中島定彦氏をお願い し

ました。中島氏は、動物実験の 基礎研究に精力的に

取 り組 まれ 、オ ペ ラ ン ト行動とレス ポンデン ト行動

の 基礎過程の研究に多くの実績をあげて こ られて お

ります。それ らの 中で応用研究との 接点がある研 究

として 、「問題解決の 行動分析」、「レスポンデン ト

条件づ けの刺激の 階層的制御」 「見本合わせ の 概念

的枠組み」 な どがあ ります。

　基礎研究で得 られ た研究パ ラダイム、方法論、知

見 を、応用研 究で も使え るようにする た め に は どう

した らよ い か、などの 話題 へ も展開 して いただく予

定で す。特に、基礎研究や動物実験 の 予備知識 の な

い方で も十分理解が で き る よ うな話を して い ただき

ます。
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　Journal（ofthe 　Experimental　Ana！ysis（ofBehavior 誌を

眺め る と，実験的行動分析の 最近 の 研 究テ
ー

マ が覗

え る。そ こ で は 選択行動や刺 激等価性 の 問題 が 中心

に扱われ て い る。それ らの 最先端 の 知 見を こ こ で 紹

介する に は ，内容が 専門的すぎ，また私 σ）得 意分野

で もな い の で
，

こ うし た問題 に関心 があ る諸賢に は，

『行動分析学研究』誌第 11 巻 「特集 ： 選択行動 研

究 の 現在」 や山本（同誌第 7 巻第 1 号）に よ る 刺激 等

価性 の 解説 な どを ご 覧頂 く とし ， 本 ワ
ー

ク シ ョ ッ プ

で は，心理学 の 入 門的教科書 に記載 され て い る よ う

な基本的事実に つ い て ， 新 し い 見解を提供 して い る

基礎研究 を い くつ か取 り上げ た い 。 これ らの研究は

実験的行動分析 の 枠組 で 行われ た もの で は な い が，

後述の よ うに ，実験 的行動分析 の み な らず応 用 行 動

分析，理論的行動分 析 に与 え る 示唆 も少な くな い 。

1。消去され た行動 は文脈変化によ っ て 復活する

　望ま し くない 行動 を消去 手続 きに よ っ て 消失 ま

た は減少 させ て も，目常場面 に 戻 る と ， また そ の 行

動 が 復活 す る と い うこ とは 臨床 家に と っ て 周知 の

事実で あ ろ う。 こ の 現象 は 「更新 （renewal ）効果」

と呼ばれ，Bouton らに よ っ て 動物 を用 い た基礎研 究

が 行わ れ て い る。Fig．1 は Bouton ＆ Peck （1989）の 実

験結果 で ある （ABA 群）。音が 鳴 っ た ら餌が呈示 さ

れ る と い う レ ス ポ ン デ ン ト随伴 性 に さ ら され た ラ

ソ トは，音が 鳴 っ た ら頭 を振 る とい う行動 を示す よ

うに なる （図 の 左 ）。そ の 後 ， 異 な る実 験箱で 音 を

単独 呈示 し て こ の 行 動 を消去す る （図 の 中央）。元

の 実験箱に 戻す と，消去 した はず の 行 動 が 復 活す る

（図の右）。もちろ ん ，条件づ け，消去 ， テ ス トを

単
一

の 実験箱 で 行 うと，消 去 され た 行動 は復活 し な

い （AAA 群）。
つ ま り，消去 はそ の 文脈 に特 定的だ

とい うこ とで あ る。こ こ で 興 味深 い の は ， 消去前 に

実験 箱を変え て も条件 づ け られ た行 動 は減 少 しな

い こ とで ある （図 の 中央 ， 消去 期 の ABA 群 と AAA

群 に違い が 見 られ ない こ とに 注 目）。

　更新効果 は ， 文脈 を ABA と変化 させ た ときだけ

で なく，AAB と変化 させた場合 ，
　 ABC と変化 させ

た場合に も観 察 され る。つ ま り，消去文脈 とテ ス ト

文 脈 が 異な っ て い れ ば生 じ る現象で ある。
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Fig　1 異験箱 A で条件づけの 懐 異験箱 臼 で 涓去し 奚験箱 A でテスト AAAcrCO 〕と．案験 箱 A

で ．条件づ け ．消去 ．〒 ス トを行 っ た AAA 群 to）の 条件反応 の 大きさ

2 ．自発的回 復は時間文脈の変化による更新効果

　消去後 の 行動復活 とい うこ と で 最 も著名 な現 象

は 「自発的回復 」 で あ ろ う。消 去 後 しば らく し て そ

行動 をテ ス トす ると ， 消去か らの 回復がみ られ る。

こ の 自発的回復 は，同 じ実験 箱 で も時間 が 経過す る

と 文脈 が 変わ る （例 え ば
， 動物 の 体内 の 環境 が 変 わ

る），と考え る こ と で 前述の 更新効果 の
一

種 と し て

捉える こ とが で きる。つ ま り， 条件づ け後 に消 去 を

行 い
， それ か ら し ば ら く して テ ス トを行 う場合 ，

AAB また は ABC とい う文脈変化があ っ た と考え る

こ と が で き る （Rosas ＆ Bouton
，
1998＞。

3 。これも自発的回復 ？

　あ る 刺激 と餌を対 呈 示 する こ と で 条件づ け を形

成する 。 そ の 後，同 じ刺激を別 の種類の 餌と対 呈 示

す る。
一

定時間経過後に そ の 刺激 を呈 示 する と以前

よ り も大 きな条件反応 が 見 ら れ る。 レ ス ポ ン デ ン ト

条件づ けだけで なく，オ ペ ラ ン ト条件づ け で もこれ

と同 じ現象が観察で き る。

　Table　1 に ， ラ ッ トを用 い た典型 的な実験計画 を示

す 。
レ バ ー

押 し反応（R1）とチ ェ
ーン引き反応（R2）を

固形飼 料（01）で 訓練す る。そ の 直後，R1 を砂糖水

（02）で 訓練する 。

一
定時間経過後に ， R2 を 02 で 訓

練 し ， 最後に Rl と R2 の 生起 頻度を テ ス トす る 。 Fig．2

に示 した よ うに ，第 2 の 強化子 （02）で 訓練 後直 ちに

テ ス トされた反応（R2）よ りも，02 訓練か らし ばらく

し て テ ス ト され た 反 応 （R1 ）の 生 起 頻度 が 高 い

（Rescorla，
1996）。

Table　L　Basic　DeSign 　ofExperimcnt

　 　 　 　 　 　 　 　 Phase　3

Et

F
Phase　l　　　Phasc　2　　　　Delay
R1−0 聖　　　 Rl −02
R2−Ol R2 −02

TestR1

？

R2 ？
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レバ ー押 し反応に固形飼料が 随伴 した こ とで ， そ の

反応 の 生起頻度が高 くな っ た か ら」 とい う禁欲的 な

徹底 的行動主義的解釈よ りも，結果の 予測力が高 い

こ とに な る。理 論的行動分析の 重要な枠組に問題 を

投 げか け る事実とい え よ う。

Minu ヒes 　in　Extinction

Flg　22 租纈 の 反応を固 形飼判で訓練した後．ともに砂 樋水 で幽bl練。砂簡水で の SLltaから
一

定時

間憧 に テ ス トした反 raCRI）は．砂 糖水で の 訓 練直 匿 に テ ス ト し た反応 〔R2 ）よ L）も生起 顎度が 高 い

Rl の 消去〒 ス ト開始時の 生起頗度が砂樋水 で の 訓 練時（P〕よりも高い こ とに注 目。

　 こ の 現象は，第 1 段階で 用 い られ た 01 が 第 2 段

階では呈示 され な い と い う こ とに起 因 して い る 。 第

2 段階 で は 02 に よっ て 強化 され て い るか ら反応 率

は 低 下 し な い が ，Ol は 呈 示 され て お らず，消 去 過

程が働 く。そ の 後 の テ ス トでは 01 消 去 か らの 「自

発的回復 」 が 生 じ，02 で 維 持 され て い る 反応 と加

算され て 高 い 生起 頻度 を もた らす 。

　 「同
一

の 行動 を複数 の 強化子 で 訓練 して お くと，

訓練か ら し ば らく経 過 し た後 の 行 動 の 生起頻度 が

高 くな る」 わ け で ， 臨床応 用 の 可能性 が あ る 。

4 。オペ ラン ト条件づ けで何が学習されるか ？

　上述 の 実験 の 理 論的 に解釈 す る とき ， 動物は反応

と強化子 の R −0 関係を学習する と仮定されて い る。

つ ま り，刺激状況 と反応 と の 関係 の 学習（S−R ）を強化

子 が 強め る とい う Hull 的な考え で はな く，また，学

習され る内容に 言及 せ ず，躁作 の み で オ ペ ラ ン ト条

件づ けを捉 え る Skinner 流 の 立 場 で もな い 。動物 が

反応 と強化子 との 関係 を学習す る とい う証拠 は，例

えば以下 の よ うな実験（Colwill＆ Rescorla，1985）か ら

得 られ て い る。

　ラ ッ トの レ バ ー押 し反応（R」）を固形飼料（Ol），チ

ェ
ー

ン 引き反応（R2 ）を砂 糖水（02）で 訓練す る。そ の

後 ， Ol の 強化子 と し て の 価値を，味覚嫌悪条件づ

け の 手続 き （01 を食 べ させ て毒物 を投与す る） で

減少 させ る。最後 に ，Rl と R2 の 生 起頻度 を比較す

る と，R1 はあま り生 じな い 。テ ス ト時 に は Ol も

02 も
一

切呈示 され な い の で ，こ の 結果 は ， ラ ッ ト

が 「R 且 は Ol を もた らす」 「R2 は 02 を もた らす 」

「Ol の 現在の 価値は 低い 」 とい う学習 を行 い
， そ

れ に基 い て 「Rl よ り も R2 に 反応 し よ う」 と い う適

応的行動 を 示 した と解釈 で きる。

　従 っ て ，「ラ ッ トは なぜ レ バ
ー

を押す の か ？ 」 と

い う問い に対す る答えと して は 「固形飼料を得るた

め 」 と い う素人 的な 目 的論的 解釈 の 方が ，「か つ て
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