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　問題解決に 能率良 く取 り組 み 、有効な解 決策を 見

つ ける た め に は 、問題 の 原 因を的 確にと らえ る こ と

が重要 で ある 。 し か しな が ら、目常的な観 察か ら、

我 々 は と もす れば 、問題 の 原 因を徹 底的 に 吟味せ ず

に誤 っ た 解決策に とびつ い て しま うこ とが 多い よ う

に思われ る 。 ま た 、最初 に思 い つ い た仮説 や解決策

に こ だわ りが ち で も ある 。

　行動分 析学か ら思考 と は 、　
“
ヒ トや 動物 の 頭 の rli

で 問題 を解決 しよ うとして 起 きて い る 「考え て い る 1

とい う内的状態
”

と定義で きる （管野 ユ989，p ．249）。

ま た、問 題解決 の 過程は 、強化 さ れ る行動 が、適切

な弁別刺激がな い ために 自発 され な い 場面 で 、
“

自

分か ら弁別刺激を作 りだす
” 一

連 の行動と して 捉 え

られ る （佐藤 1976 ，p ．134） 。原因推定の言語行動

の 頻 度を高 めれば 、弁別 刺激 と な りう る 言 語刺激 を

で きるだけた くさん産出で き る こ と と な り、有効 な

問題解決に つ ながるはずで あ る t．

　本実験 で は 、問題 解決 的思考 を 訓練す る プ ロ グ ラ

ムを開発 す る第
一

ス テ ッ プ と して 、問題 の 原因推 定

に 及 ぼす、速考 、熟考、例示 の効果を検討 し た。

　 　 　 　　 　 　 　 　 方　 法

被験 者

　 N 大学 ユ年 生 52名 （男性4、女性48 ）。実験 に参加

する と 成 績 に ボー一
ナ ス 点が加算され る と い う条件 で

募集 した 。被験者は ラ ン ダム に 4 つ の実験群に割 り

振ら れ た 。

場 所 と教 材

　実験 は 数 名ずつ 集 団 で 、通常 の 教室 で 行 っ た。被

験者を着席させ 、実験 に つ い て 簡単な説明 を した後、

教材 （A4 版、31頁）を 配布 し た。教材 は実験条件 に

よ っ て 少 しず つ 異な るが、被 験者 に は こ の 違い に つ

い て は教 示 しなか っ た 。被験者 は 実験者の 合 図 に従 っ

て 教材 の 頁をめ く っ て い き、そ れぞれ課題 を進 めた z

手 続 き

1 ．事 前 テ ス ト

　 2 つ の 日常 的な 問題 の 原 因を、で き る だ け
“
い ろ

い ろ
”

考 え る ように教示 し、それ ぞれ 5分 間 で推定さ

せ 、教材 に記入 させ た （問題 は表 1 を参照）。

2 ．訓練

　 12個の 問題 に つ い て 、それぞ れ 2 分 間ず つ 原 因推

定さ せ た 。 こ の と き原 因推定 の 仕 方 に つ い て 、速 考

条件 で は 、原 因 を で き る だ け
“
は や く

”
考 え る よ う

に、熟考条件 で は で き る だ け
“
よ く

”
考え るよう に

教示 し た （教示はす べ て 教材 に印 刷され て お り、口

頭 で の 説 明は して い な い ） 。さ ら に、原因 推定を し

た後 で 自己評定 を行わせ た 。速考 条件 で は 思 い つ い

た原因 の 個数 、熟 考 条件で は、ど の く ら い よ く原 因

推定 がで きた と思 うかを 5段 階で 評定 ・
記 入 さ せ 、

折れ線 グ ラ フ を 書 か せ た 。

　 も う
一

つ の 変数 として 、実験者が あ らか じ め用 意

し た原因推定 の 例 を回答後に提示 する 条件 を設定 し

た 。例 示 の あ る 条 件 で は 、 1 問を終え て 頁 を め く る

ごとに、10個の 例を提示 した。例 示 の な い 条件 で は、

こ の 頁が 白紙にな っ て お り、例 が 与 え られなか っ た。

　考 え 方に 関す る 教示 （速考 vs 熟考） と 例 示 （例

示 あ り vs 例 示 な し） の 2 つ の 変 数を組み 合わ せ て 、

4 条件 を設定 した 。

3 ．事後 テ ス ト

　訓練課題 が終了 した直後に事後テ ス トを実施 し た。

事後テ ス トの 最初 の 2 問 は事前 テ ス トと同　
・
の 問題

を使い 、さ ら に新 し い 問題 を 2 つ 追加 した 。こ れ ら

の 問題 に つ い て の 教示 は事前テ ス トと 同様で 、時間

も 各 5 分間で あ っ た 。

4 ．遅 延 テ ス ト

　実験終 了後、 1 週間後 に再度被 験者に集 ま っ て も

ら い、遅 延 テ ス トを行 っ た．問題 は事前テ ス トと 同

じ 2 問と、新規 の 2 問 の 計 4 問 で あ っ た （表 1 ）。
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表 1 ．原 因推定 の 問 題

　　　　　　　　　 結 果 と 考察

　原因推定数の 平均値 （1分間あた り の推定数） を

計算 し、訓練 課題 の 結果 を図 1 に 、テ ス ト課題 の 結

果 を図 2 に 示 し た．

　図 1 よ り、実験条件に よ っ て 、原因推定 数が分化

し、最終 的に 、速考で例示 あ りの 条件が最 も高く、

熟考で 例示 な し の 条件が 最も低 くな っ て い る の が わ

か る 。こ の 効果 は 事後テ ス トま で 持 ち越 さ れ、 2 回

目の 問題 につ い て も新規 の 問題 に つ い て も、熟考 で

例示 な し の 条件が 他 の 条 件に 比 べ て 低 い 値 を示 し た

（図 2 ）、

　 し か しなが ら、 こ の 違い は遅延 テ ス トで は消 え去

り、ど の 条件で も 同じよ うに事前 テ ス トよ り高 い 値

を示 した。

　訓練に よ る 推定 内容 の 変化 を検討す る た め に、事

前／事後 テ ス トに おけ る 回答を比較 し た 、 問題の 前

提を疑 っ た り （例 ：
“
カ レ

ー
で は なか っ た

”
）、問

題 を起 こ して いる 側 に立 っ て 考 え る （例 ：
“
宿題 が

簡単 す ぎて 意義が 見 いだせ な い
”

）よ うな 、例示 に

よ る 学習 が 期待 さ れ る 回答 の 増加 を 予 測 し た が、一

貫 し た変化は見 ら れ なか っ た 。
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図 1 ．訓 練 課題 にお ける 原 因推 定 数
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図 2 ．テ ス ト課 題 に お け る 原 因 推 定 数

　こ れ ま で 行動分 析学で は、一般 に 、行動 の 頻度 の

恒常 的な 変化 を 目指 し た 介入 プ ロ グ ラ ム が 開発さ れ

て きた。原 因推定 の 頻度 を上げる ため には、訓練 前

には考 え つ かなか っ た視 点 の よう な新 し い レハ
ー

ト

リ
ー

の 習 得 と、既 存 の レA
・
　
．．．．

トリ
ー

の 頻度 を瞬間 的

に増加 さ せ 、そ の
“
行 動 的慣性

”
で 解決策 を 導 き 1

「．V，

さ せ る よ うな 工夫 の 両 方が必要 で あろ う。
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