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1澗 題

　 自閉症の社会的な行動は、主た る障害で あ り，

そ の ア プ ロ ーチ が求め られ る。例 え ば、加藤 ・井

上 ・三好（1991）は、自閉症児 2 名間に お ける役割

交替 を含 んだ行 動連鎖 を形成す る こ と に成功 して

い る 。しか し、同研究で も報告 され て い る よ う

に、言語的な行動を非言 語的な行動連鎖に組 み 込

む こ との 困難 さも示唆され て い る （高橋 ・
野 呂

・
加

藤，1990）。我 々 は、それ に対 して 、行動連鎖中断

法 の 適 用 を試み た 。本報 告 で は 、そ の 前段階とし

て 、  自閉症 3 者間に お い て 、非言 語行動 に よる

相互 交渉的な行動連鎖 を形成 で き る か、  行動連

鎖中断法が有効に は た ら くた め に は、行動連鎖 を

獲得 して い る こ とが前提条件で あ る か 、を検討す

る こ とを目的 と し た。

2 ．方法

幽 ：指導に 参加 した生徒 は、以 下 の 3 名

で あ っ た。そ れぞ れ の 生活 年齢は 、 KO 児は 13歳 11

か 月、Ta 児 は 17歳 11か 月、Ha 児 は 17歳5か月 で あ

っ た。指導開始時に おける 田中ビネ
ー

知能検 査 に

よ る 精神年齢 は、そ れぞれ 2歳 9か 月 、6歳 2か 月、6

歳5か 月であ っ た。 3 名 とも自閉症 と診断 され て い

た。

鑾 豐 ； 指導期 間は、1997年ユ1月

か ら1998年2月 まで の 週 1回 を原則 と した。約 20
分間 の 指導 を行 っ た。指導場面 は、T 大学 に あるプ

レ イ ル ーム を 用 い た。また、 3 名 の 参加者と 2 名

の大人か ら構成された 。

甦 豐 ；ボー
リン グ ・ゲー

ム の

流れ は 以 下の よ う に 設定 した。 3人が順番に投げ

手 にな っ て 、投げ手は 、 2 回投げる こ とが で き

た。　 「投 げ手 → ピ ン係 → 次の投げ手」 の 順 に役割

が交代 され るように した。Table　1 に ボー
リ ング ・

ゲーム の 行動連鎖を示 した。全参加者 の 各々 が投

げ手役 を 1回ず つ 行う こ と を 、 ユ試行 とし、 1セ

ッ シ ョ ン は 3 試行か らな っ た 。

（1）行動連鎖中断状況 の 設定に 関する 手 続き ：

Tab 】e　1 に示 したボ
ー

リ ング ・ゲーム の 連鎖 の 途 中

に中断状況 を 挿入 し た。挿入 した時点は 、　「投 げ

手が投げる時 」 および 「投げ手 が 次 の 投 げ 手 に

ボ・一ル を手 渡す 時 」 に 設定 し た。中断状況 とは、

セ ラ ピ ス トが 「投 げ手が投げる こ とを止め る 」 お

よび 「次の 投げ手がボー
ルを受け取る こ とを止め

る 」 こ と に よ っ て 作 り出 した。中断状況は、約 15

秒間 とした 。

（2 ＞ベ ース ライ ン 期 ： こ の 期 の 目的は、参加生徒

3 名 に おけ る相互交渉的な行動連鎖 の 自発遂 行 レ

ベ ル を測定する こ とで あ っ た。初め に 、大人 が 1

試行 の モ デ ル を 示 し た 。そ の 後、特別な指導は行

わず、ゲー
ム の 遂行が止まっ た ときは、身体 的な

誘導を 用 い て 次 の 行動 へ 移 らせた。

（3 ）プローブ条件 ： こ の 期 の 目的は、行動連鎖を

まだ獲得 して い な い レベ ル （※参加者全 3 名 の

ゲーム ・ス キル の 自発遂行率が 20〜50 ％ 以下 とし

た。） に お い て 、前述 した行動連鎖 の 中断操作を

実行 し、そ の 効果 を検証す る こ と で あ っ た。ただ

し、そ の 際に 、　「何 ら か の 行 動 」 の 生起 を 促すよ

うな プ ロ ンプ トは 呈 示 し な か っ た 。

（4）訓練期 ： こ の 期 は、 3名か ら構成 され る ボー

リン グ ・ス キル を 形成する こ とが 目的 で あ る。形

成する行動 は、ボー
リ ン グ ・ゲーム に 関する

一
連

の 行動要素で あっ た。指導手続 きは、各行動要素

が自発的 に遂行 され な い と き に 、参加者が遂行す

る まで 厂呼名 （参加者 の 名前 を呼ぶ）」 → 「言語

教示 （ 「〜して 下さ い 。 」 ）→ 「身体 的誘導 」 の

順序で プ ロ ンプ トを 5 秒間隔 で 呈示 した。

（5｝個別訓練 ： 参加生徒 1 名 と大 人 2 名が、同 じ

流れ の ボー
リン グ ・ゲ

ー
ム を実施し た 。指導 手続

き は 訓練期 と 同様 で あ っ た。Ko 児は 10試行、　 Ta児

とHa 児 は3試行を実施 した。

4 　 f，t：1 萱 　 ： プレ イル ーム 内 に 設置 された VTR

に よ っ て 、録画 され た記録を もとに 観察を行 っ

た。ゲーム ・
ス キル は、各行動 が 自発遂行さ れ た

どうか を評価 し た 。そ の 際、呈 示され たプ ロ ンプ

トに つ い て も記述した 。ま た、　 「中断手続 き 」 に

お ける参加 生徒 の 反応 は、描写記録 し た。

一 ゲー
ム ・ス キル の 自発遂行率 を

以下 の 式 によ っ て 求めた。（プ ロ ン プ トな し に ）自発

さ れ た行動数／遂行す べ き全行動数 × 100（％ ）。

3 ．結果

1 −
’−
　9 ，

ttt
　 − Fig．1に、各参加

生徒 の ご と の ゲーム ・
ス キ ル 自発 遂行率 の 結果 を
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禾 し た 。BL 期で は 、　 Ko 児 が 19．6〜3L4 ％ 、　 Ta 児

が37．3〜45．1％ 、Ha 児が29．4〜47．1％で あ っ た。

訓練 期に入 り、セ ッ シ ョ ン 5 、6に お い て Ta 児が

84，3〜96 ．1％ 、Ha 児が58．8〜76．1％ と 上 昇を示 し

たが、Ko 児は4L2 〜37．3％ とそ の 値は低い ままで

あっ た。個別 訓練後は、 3名 とも80 ％ 以上 の 値を

示し、セ ッ シ ョ ン 10で は、100 ％ に至 っ た。

vaZseua プ ロ
ーブ条件時 に 厂中断

手続き」 を導入 した 。 そ の 結 果、　 「中断状況 」 に

お い て 、立 っ た ま まで い た り、位置 か ら離れ て し

ま っ た り、ボー
ル を投げ て しま っ た りす る こ とが

見受 け られ た。相手の 遂行を促すよ うな 「何らか

の 反応」 を示 し た 参加 生徒 は い なか っ た。

4．考察

　ベ
ー

ス ラ イ ン で は、参加生 徒 の ゲー
ム ・ス キ ル

自発遂行率 は、20〜50％で あ っ た。訓練期 に お い

て 、プロ ン プ ト手続 きを導入 し た こ

と に よ っ て 、Ta 児 と Ha 児 は 、上 昇

傾向を示 し たが、Ko 児は、顕著な

上昇を 示 さ な か っ た。こ の 要因 と し

て 、訓練期 の 手 続き で は 、 3 名の 遂

行が安定し な い た め、連鎖化 さ れ に

くい と考え ら れた。そ こ で 、個別訓

練を導 入 し た 。そ の 結果、そ の 後の

セ ッ シ ョ ン 7〜8に お い て 、80 ％以

上 の 高 い 遂 行率 で 安定す る こ とが で

きた。訓練 期 の 手続 きとは異な り、

他 の 2名 （大人） の 行動連鎖 にお け

る各行 動 の 遂行が 安定するため、そ

　投げ る順 番

　　 役割
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れ らを手掛か りに し や すか っ た こ とが考 え られ

る 。次に、行動連鎖の 未獲得状況に お ける中断法

の 導 入 で は、　 「相手 の 遂行 （ボー
ル を投げる こ と

／ ボール を 渡す こ と ） 」 を 促 すよ うな行動は生起

しな か っ た 。 ゲーム 文脈とは関係 の な い 反応 の 生

起が 見受け られた。こ の こ と は、　 「連鎖中断」 を

設定する こ とによ っ て 連鎖 を完 遂 し よ う と す る 動

機づけを高めるた めに、行動連鎖 を獲得す る こ と

が前提条件と して必 要 に な る可能性 を示す で あ ろ

う （※行動連鎖獲i得後に 、　 「中断状況 」 に お い て

「何 らか の行動」 の 生起が高まる こ とを仮定 して

い る ）。最後に、参加者 3 名が 、相互交渉的な行

動 連鎖 を獲得す るに至 っ た。次 の ス テ ッ プ とし

て 、行動連鎖 中断法 を 適用 し、非言語行動連鎖 に

言語行動を組み込む こ と がで きるか どうかを検討

す る こ とが課題 とな る D
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Fig．1　各生 徒の 行 動 連 鎖 自発 遂 行 率

Tabl θ 1　 3 窃隠に お け る求一
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　　　．一

第 2 投者の 位置へ 移 動

投げ手 が 2 回 投 げ 終 えた ら、役 割 交 替へ
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