
The Japanese Association of Special Education

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Assooiation 　of 　Speoial 　Eduoation

特殊教育学研究，41 （4），425
−432．2003．

実践研 究

自閉症 の 児 童 の 清 掃 ス キ ル 獲 得 に 対 す る セ ル フ マ ネ
ー ジ メ ン トの 効 果

澄 　井 　友 　香
串 ・長 　澤 　正 　樹

＊ ＊

　訓練開始 時 11歳 10か 月 の 自閉症 の 児童 に対 して 、自発的に 清掃す る清掃 ス キ ル の 獲得を

目的 と して 訓練 した 。 訓練 に は、活動手 続 きが理 解 で きるよ う絵 カ ードに よ る セ ル フ マ ネー

ジ メ ン ト と そ の た め の 訓 練を導 入 し た 。 さ ら に 、活動 へ の 動機付け を 高め る た め に 、分割 し

た トーク ン を使 用 し た 。約 3 か 月 の 訓練 の 結果 、対象 と な る 児童 は清掃活動 の マ ネ ージ メ ン

ト と清掃活動を 自発的に行 う こ と が で き る よ う に な っ た 。こ の 結果 か ら、清掃活 動 の 獲 得 に

セ ル フ マ ネージ メ ン トが 有効 で あ っ た こ とが 考察 さ れ た 。

キ ー ・ワー ド　 自閉症　 セ ル フ マ ネージメ ン ト　 清掃活動　強化子

1 ．問　題

　 1．社会適応 ス キ ル と セ ル フ マ ネ
ー

ジ メ ン トス キ ル

　 ノ ーマ リぜ
一

シ ョ ン の 考 え方が浸 透す る に 従 い 、障

害 の あ る 人 が 自分 の 住む 地域社会で 障害 の な い 人 と 同

じ生 活をす る こ とが 当た り前で あ る こ とが広 く受け入

れ られ る よ う に な っ た。障害 の あ る 人 が 地域社会で 生

活 し て い くた め に は 、社会適応 ス キ ル や 、地域 で 生活

す る た め の ス キ ル な ど の 獲 得が重 要 で あ る （Cooper

＆ Browder ，1998）。こ の よ うな ス キ ル と して 、買 い 物

や 余暇 活動、就労な ど の ス キ ル が 知 ら れ て い る 。 た

と え ば、就労 を 目的 と した研究報告 と し て 、Smith，

Collis，　Schuster，　and 　Kleinert（1999）に よる、テ
ー

ブ

ル を拭 い た り物 を 片 づ け る な ど の 就労 ス キ ル の 訓練が

挙 げ られ る 。

　 日常生 活 の さ ま ざ ま な 活 動 が で き る よ う に な る た め

の 研究報告 の 中に は、セ ル フ マ ネ ージ メ ン ト ス キ ル

（self −management 　skills ）の 獲得 を試み た 実践 が 近年

数多 く報 告 さ れ て い る （Jitendra，　 Hoppes ，＆ Xin，

2000； 川村， 1999； Meltzer ＆　Montague ， 2001；

Shapiro，　 DuPaul，＆ Bradley−Klug ，1998； Vaughn，
Gersten

，
＆ Chard

，
20（）O； Wehmeyer

，
　 Agran

，
＆

Hughes ，　1998；　Wehmeyer ，　Palmer，　Agran ，＆ Martin，

2001）。セ ル フ マ ネージ メ ン トス キ ル の定義は 、「自分

自身 の 行 動 を維持 し た り変 え た りす る ス キ ル の ま と ま
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り、お よ び そ れ ら の 指 導 の ま と ま り」 （Shapiro　＆

Cole，1994） で あ り、自己決定 を保障す る た め の 重要

な ス キル とい え る。セ ル フ マ ネージ メ ン トの お もな ス

キ ル と し て 、次 の 4 つ が 知 られ て い る。自分 の 行動 や

結果を 自分で 観察し記録 （モ ニ タ リ ン グ）す る セ ル フ

モ ニ タ リ ン グ （self・monitoring ）、課題 解 決 方法 を 自

分 で み つ け、手続 きを確 認 しなが ら問題 を解決 す る自

己教示 （self −instruction）、課題 の 出来 を自分で モ ニ

タ リ ン グ し評 価 す る 自己 評価 （seif −evaluation ）、課

題 の 出来 を 自分 で 評 価 し正 反応 を自分 で 強化 す る 自己

強 化 （self −reinforcement ）で あ る　（King・Sears　＆

Carter，1997；Lohmann −0 ’Rourke，2001）。

　実際 に LD や注 意欠 陥多動性 障害 （以下、　ADHD と

略 す）、ア ス ペ ル ガー障害の あ る児童生徒 を対象 とし、

セ ル フ マ ネ
ージ メ ン トス キ ル の 獲得 を目的 と し た 研 究

が 多数報告 さ れ て い る 。 まずセ ル フ モ ニ タ リ ン グ ス キ

ル の 獲得を 目的 と した 研究 と し て 、文章理解 を助 け る

た め の プ ロ ン プ トカ ー ド を使 っ て 読 み 理解 の 改善 を 図

る 実践 （Jitendra　et　aL ，2000）、教科学習に お け る課

題 へ の 取 り組み の度合 い と出来を 自分で モ ニ タ リ ン グ

す る 実践 （Shimabukuro ，
　Prater，＆ Jenkins， 1999 ）、

家庭学習で課題 へ の 取 り組み を自分 で モ ニ タ リ ン グす

る こ と に よ り課 題 の成績の 向上 を 図 っ た 実践 （Take −

uchi ＆ Yamamoto ，2001）、ク ラ ス の ル
ー

ル に 従 っ て

行動 す る ス キ ル を、友達 に よ る指導 で セ ル フ モ ニ タ リ

ン グす る実践 （Gilberts，　 Agran
，
　 Hughes

，
＆ Weh ・

meyer ，2001）な どで あ る 。 次 に 自己教示 ス キ ル の 獲
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得を 目的 と した 研 究 と し て 、家庭学習 を自分で 計画 ・

実施 し、そ の結果 を 自分 で 評価す る 方法 と、そ の 指 導

方法 を示 した実践 （Rademacher ，2000）、目標 設定 と

ブ レ イ ン ス ト
ーミ ン グ 、書 く内容 を順 番 に 並 べ る方法

を指導す る こ と に よ る作文指導 （Troia，　 Graham ，＆

Harris，1999） な どが 知 られ て い る。自己評 価 ス キ ル

の 獲得 を目的 と し た 研 究 と し て 、標的行 動 の 評 価を教

師 と生 徒が 行 い 、教師の評価 に 自己 評価 を 近 づ け る よ

う 訓 練 す る こ と で 標 的 行 動 の 改 善 を 図 る 実 践

（Shapiro　et　a1．，1998）が 報告 さ れ て い る。

　 さ ら に、就労等の社会適応ス キ ル の 獲得の た め に 、

セ ル フ マ ネ
ージ メ ン トス キ ル を導入 した実践 も報告 さ

れ て い る 。 Copeland 　and 　Hughes （2000）は、作業の

手順 を支援す る ブ ッ ク レ ッ トを使用 し、自分 で 手続 き

を確認 しなが ら （セ ル フ モ ニ タ リ ン グ） ク リ
ー

ニ ン グ

の ス キ ル の 獲得を試み た 。 ま た Browder 　and 　 Minar−

ovic （2000 ）は 、 仕事 に 必 要な文字 カ ー ドの 弁別 を、セ

ル フ モ ニ タ リ ン グ を導入 す る こ と で そ の 獲得 を試 み

た 。 手順 を 「終了 し た 作業」「次 に 取 り組む 作業」 「そ

の作業の 確認 」 の 3段 階 （D三d− Next − Now ） に 簡 略

化 し、ロ
ー

ル プ レ イ に よ り定着さ せ た 。

　 2，本研究 の 目的

　 わ が 国 で は 自閉症 や LD の 児童 生徒 を対 象 と し た セ

ル フ マ ネ
ージ メ ン ト に関す る報告が少な い 。 こ の よ う

な児童生徒 は 通常の 学級 に 在籍 し た り、特殊学級 に 在

籍 して い る場合 で も今後 は 通常 の 学 級 で 指導 を受 け る

機会 が 多 く な る と考え られ る 。 し か し、授 業の準備や

活 動 に お い て常に 教師や友 達 か ら援助 さ れ る とは限 ら

ず、自分 の 力 で 課題解決す る こ とが 必要 に な る 。そ の

た め セ ル フ マ ネ ージ メ ン トス キ ル の獲得 と そ の 訓練が

必 要 で あ る。さ ら に、セ ル フ マ ネ
ー

ジ メ ン トス キ ル を

獲 得す る こ とで 、他 の社会適応 ス キ ル の 獲 得の 可 能性

も拡 大 す る こ とが考え られ る 。

　 そ こ で 本 研究 で は、自閉症 の 児 童 に 対 し て 、セ ル フ

マ ネージ メ ン トス キ ル の 獲 得 と、セ ル フ マ ネ ージ メ ン

トス キ ル を使 っ た 掃除 ス キル の獲得を 目的 と し た 実践

を行 っ た 。具体的に は 、以下 の技法を導入 し た 。

　 （1 ＞セ ル フ マ ネ ージ メ ン トス キ ル の獲得訓練の 導

　　入 （絵 カ ー
ドに よる 自己教示 と結果 の セ ル フ モ ニ

　　 タ リ ン グ ）

　 （2） シ ミ ュ レ ーシ ョ ン訓練 と 日常生活場面 に よ る

　　訓練の 実施

II．方　法

　 1．参加 児童

　指導 に参加 し た 児童 は A （女子）で 、訓練開始時生

活年齢が 11 歳 10 か 月 で あ っ た 。 医療機関に よ り自閉

症 と診 断 され 、中程度 の 知的 障害 が 認 め られ た 。小学

校特殊学級 （5 年） に 在籍 し て い る が、教科学習 を含

む ほ と ん ど の授業 を通 常の学級で 受け て い た 。

　「せ ん せ い 」 な ど の
一

語 文 の 発 語 が み られ る。「デ パ

ー トに 行 きま した 」 な ど 形式的 な単文 を書 く こ とが で

き る 。 掃除な どの 作業 は担任の 指示 で取 り組む こ とは

で き る が、自発的 に 取 り組 む こ とは 困難 で あ っ た。掃

除 の 時間で は 、担任 の 指示 で 帽子 を か ぶ る （掃除 の 開

始） こ と は で き る が 、そ の後 は独 り言を言 っ た り教室

内 を徘徊 した り、教室か ら飛 び 出 し た りす る な ど、清

掃活動 に取 り組 む こ と は困難で あっ た 。

　 2．標 的行動

　 訓練 の 標 的行 動 は セ ル フ マ ネ
ージ メ ン ト と 掃除 ス キ

ル の獲得で あ っ た 。

　　 （1 ） セ ル フ マ ネ ージ メ ン ト ス キ ル ： F帽子 を か

ぶ る （以 下 、帽子 と略す ）」「乾 拭 きをする （以下 、乾

拭 き と略す ）」「ゴ ミ を払 う （以 下 ゴ ミ と略す ）」「挨 拶

をす る （以 下、挨 拶 と略す）」の 4 つ の 活動 の 絵 カ
ー

ド

（Fig．1） を 並 べ 、絵カ ード を 移動 し て か ら 活動 す る セ

ル フ マ ネージ メ ン トス キ ル （自己教示 ス キ ル とセ ル フ

モ ニ タ リ ン グ ス キ ル ） の 獲得を標的行動 と した。絵 カ

ード を 並 べ て 活動 を確認す る こ と を 自己 教示 、「絵 カ

ードの 移動 → 掃 除活 動 → 次 の 絵 カ ー ドの 確 認」 をモ ニ

タ リ ン グ と判断 した。

　　 （2 ）掃除 ス キ ル ： 上記 の 4 つ の 活動を掃除の 標

的行動 と した 。

　 3，標 的行 動 の 妥当性

　本研究に 先立 ち 学級担任 と保護者が 面談し、A の 今

後 の 課 題 に つ い て 話 し合 っ た 。 保護者の 願 い は、将来

社会 の 中で 自立 し た 生活 を送れ る よ う に 、身 の 回 りの

処理 や電車 に 乗 る な どの 社会的な ス キ ル を獲得す る こ

と で あ っ た 。教 師 の 願 い は
、 掃除活動 な ど 小 グ ル ープ

で の 活動 へ の 参加や 、授業な ど の 準備 を
一

人 で で きる

こ とで あ っ た 。 話 し合 い に よ り、介助 を受けず に掃除

活動 をす る こ と が 、訓練 目標 として 決定 された 。

　 4．訓練計 画

　 訓練 は 3 か 月の 間、週 3〜4 回計画し た が 、学校行事

や A の欠席、夏期休業な ど で 訓練が で きな い と きが あ

っ た 。 シ ミ ュ レ
ー

シ ョ ン 訓練 は 昼 休 み 時間 5 分 間、日

常 生活場面 で の 訓練 は 掃 除 の 時 間 10分間に行 っ た 。

　 訓練は Table　1 の 順番 に 行 っ た。
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　 5，設 　定

　訓練 は A の 在籍す る特殊学級 で 行 っ た 。

　6．手続 き

　　 （1 ） プ レ テ ス ト ： 訓練 に先立 ち 、
A の 掃除活動

の 実態 を 3 セ ッ シ ョ ン （3 日間）観 察 した。掃除 開始時

に教師は何 も指示 を 出さ ず、「帽子 」 「乾拭 き 」 「ゴ ミ」

「挨拶 」 の 4 つ の 行動 が 自発 し て い る か 記 録 した。

　　 （2 ） シ ミ ュ レ ーシ ョ ン に よ る マ ネ ージ メ ン ト訓

練 ： 掃除の 手順を覚え る た め の マ ネージ メ ン ト訓練

は、プ レ テ ス トの後す ぐに 行わ れた。標的行動 で 紹介

し た 4 つ の手順 を描 い た絵カ ー ドを使用 し た 。 絵カ ー

ドは 10cm × 10　cm で 、線 画 に よ り 4 つ の 活動 が 描 か

れ て い る （Fig．1）。裏 に は マ グネ ッ トを貼 り、黒板 に

貼る こ とが で き る 。

　　  マ ネ ージ メ ン ト訓練 1 （絵カ ー ド並 べ ）： 訓練

者は 黒 板 の 前 に A を立た せ 、黒板 に 絵 カ
ー

ドを ラ ン ダ

ム に 提示 し、「お掃除 をす る順番 に 並 べ て ご らん」と教

示 した 。 正 し く並 べ た と き に は 「よ くで き ま し た 」 と

賞賛 し 、 「分割 した トーク ン 」を 1 つ 与え た 。 こ こ で 分

割 し た ト
ー

ク ン と は ト
ー

ク ン シ ス テ ム の
一

種 で 、遅 延

強化 と し て与 え られ る強化子 を描 い た 絵カ ー ドを い く

つ か に 分割 した もの で ある。正反応 に 対 して 分割 した

ト
ーク ン を与 え、す べ て の分割 し た トーク ン が そ ろ っ

た とき に 描 か れ て い る強化子 を与 え る。遅延 強化 と し

て も ら え る もの が 常 に 確 認 で き る た め 、 ト
ーク ン シ ス

テ ム が適用で き な い 子 ど もに も有効だ と考 え られ た 。

　 こ こ で は分割 した トーク ン と し て A の 好 きな キ ャ

ラ ク タ ー
（ハ ム 太郎） を 用 い （Fig．2）、「4 つ 全部 そ ろ

っ た と き は、ハ ム 太 郎 の シ ール をあ げ ま す 」 と伝 え た。

A は訓練者の 意 図 をす ぐに 理解した 。

　絵 カ ード を順 番通 り並 べ ら れ な か っ た と き は 、5 秒

間待ち 、言語 プ ロ ン プ ト＋指 さ し、モ デ リ ン グ、身体

プ ロ ン プ トの 順 に プ ロ ン プ ト を提示 し た 。
こ の マ ネ ー

ジ メ ン ト訓練 1 は、1 セ ッ シ ョ ン に つ き 3試 行行 っ た

（以
’．
ド、    も 同様）。 な お 、達成基 準 は 100％ と し

た 。

　　  マ ネ ージ メ ン ト訓練 2 （音声提示 に よ る絵カ ー

ド並 べ ）： 訓練者 は A の 前 に 絵カ ードを ラ ン ダ ム に

提示 し、「お 掃除 をす る 順番 に 並 べ て ご らん 」 と教示 し

た 。 順番 に 並 べ た と き、「帽子 を か ぶ る絵を 見 な さ い 」

と教示 した。A が絵 を見 た とき、「絵 カー
ドを隣 （こ れ

か ら行 う活動 を貼 る場所 ） に 動 か しな さ い 」 と 教示 し

た。A が 指 示 に 従 っ た と き、「それ で は 帽子 を か ぶ り

ま し ょ う」 と教示 し、帽子 を か ぶ る ま ね を す る よ う促

し た 。 絵 を見て 指示通 り動か し、活動 を行 う ま ね を し

た と き、「よ くで き ま し た」と賞賛 し、分割 し た ト
ー

ク

ン を 1 つ 与 え た 。
プ ロ ン プ ト は マ ネ

ージ メ ン ト訓練 1

に 同 じで あ っ た。

　　  マ ネ ージ メ ン ト訓練 3 （音声 提示 に よ る 掃 除 ス

キ ル 訓 練 ）： 訓練 者 は A の 前 に絵カ ー ドを ラ ン ダ ム

に 提示 し、「こ れ か ら お 掃 除 を し ま し ょ う」 と教 示 し

た。A は絵 カ ー
ドを順番 に 並 べ 、こ れ か ら行 う活動 の

絵カ ー ドを 隣 に 動か し て 貼 り、活動 の ま ね を す る こ と

を求め られ た 。 正 し くで き た と き に は、マ ネ
ージ メ ン

ト訓練 1 と 同様 の 強 化 を行 っ た 。プ ロ ン プ ト も同 じ で

あ っ た 。

　　 （3 ） 日常生活場 面 で の 訓練 （掃除 ・セ ル フ マ ネ ー

ジ メ ン ト訓練 ）： 日常生活場 面 で の 訓練 は特殊学級 で

行 っ た 。

  ぼ うしをか ぶる

  か ら ぶ きを す る

  ゴ ミ をは ら う

  あい さつ をす る

Fig．1　 セ ル フ モ ニ タ リ ン グ に使用 した絵カ ー ド

各 カ ードを 右 側 に 移動 して か ら，描 か れ て あ る 活動 を

行 っ た．
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Table　1　訓練手続 き

訓　練 説 　 明

1．プ レ テ ス ト

2．シ ミ ュ レ ー
シ ョ ン に よ る マ ネージ メ ン ト訓練

　 1）マ ネージ メ ン ト訓練 1

　 2＞マ ネージ メ ン ト訓練 2

　 3）マ ネージ メ ン ト訓練 3

3．口常 生 活場面 で の 掃除 ・セ ル フ マ ネージ メ ン ト訓 練

　 1）べ 一
ス ラ イ ン

　 2）掃除 ・セ ル フ マ ネ
ージ メ ン ト訓練

4．般化条件

5．維持 条件

掃除 ス キ ル 獲 得 の 実 態 調 査

絵カード並 べ

音 声 提 示 に よ る絵 カ ード並 べ

音 声 提 示 に よ る掃除 ス キ ル 訓練

時間割 に 従 い 掃除 の 時間 を使 っ た セ ル フ

マ ネージ メ ン トと掃除 の 訓練

廊下 で の 場 面 般 化 を 調 査

2週間後 の 維持 を調査

シ ミ ュ レ ーシ ョ ン 訓 練 と 日常生活場面で の 訓練 は 同 時 に 実施 し た ．

　　  べ 一
ス ラ イ ン ： べ 一

ス ラ イ ン は、（2 ）の  

マ ネージ メ ン ト訓練 3 の 手続 き に 従 っ た 。 ただ し、実

際 に A が 行 う場 所 に お い て 活 動 を実行 す る か ど うか

をチ ェ ッ ク し、強化 と プ V ン プ トは 導入 し な か っ た 。

　　  掃除 ・セ ル フ マ ネ
ージ メ ン ト訓練 ： 手続 き は

べ
一

ス ライ ン の 通 りで あ っ た。ただ し強化 と プ ロ ン プ

トは （2 ＞の   マ ネージ メ ン ト訓練 3 と 同 じで あ っ た 。

1 日 1 セ ッ シ ョ ン （4 つ の 活動 と セ ル フ マ ネージ メ ン

ト）実施 し、100 ％ の 自発が 3 日連続 す る こ と を達成 基

準 と し た 。

　　 （4 ）般 　化 ： 般 化条件 は、 EI常生活場 面 で の 訓

練 と シ ミ ュ レ
ー

シ ョ ン 訓練終 了 の 翌 日か ら行 っ た。清

掃場所 を特殊学級の 廊下 に 変更し、場所が 変わ っ て も

セ ル フ マ ネージ メ ン ト と 掃除が で き る か ど うか 確認 し

た。強 化等 そ の ほ か の 手続 き は 日常 生活場面 で の 訓 練

に 同 じ で あ っ た 。

　　 （5 ）掃 除 ス キ ル の 維持 ： 般化 条件か ら 2 週間後

に 掃 除 ス キ ル の み 維 持条件 を導入 した。訓練 場面 と 手

続 き は H 常生 活場面 で の 訓練 と同 じ で あ っ た が 、絵 カ

ー
ドに よ るセ ル フ マ ネ

ージ メ ン ト は 指示 しな か っ た。

絵カ ー ドを使わ な くて も掃除活動 を
一

人 で で き る か ど

う か を調査 した 。

　 7．記 　録

　 結 果 の 記録 に は チ ェ ッ ク リ ス ト を 用 い た 。さ ら に 、

チ ェ ッ ク リス トの結果 を確 認す る た め に ビ デ オ カ メ ラ

で 記録 した 。

 

oo
　 ここ
r、　 ・
殖“

で

 

0
」

o

　　　　 Fig．　2　分割 し た トーク ン の 例

正 反 応 1 回 に つ き キ ャ ラ ク ターシ ール に 描 か れ て い る

絵 の 4 分 の 1 を 与 え た ．4 ピ
ー

ス そ ろ っ た と き （  ），
本物 の キ ャ ラ ク タ

ー
シ
ー

ル を与 え た．

III．結 　果

　訓練結果 は Fig．　3 の 通 りで あ っ た。

　 1，プ レ テ ス ト

　 日常生活 で 毎 日行 われ る掃除活動 を 3 回観察 した 。

そ の 結果、帽子 を か ぶ る こ とが 3 回、挨拶 をす る こ と

が 1 回 自発 し た だ け で 、ほ か は観察 さ れ な か っ た 。

　 2．シ ミ ュ レ
ーシ ョ ン 訓練

　　 （1 ） マ ネージ メ ン ト訓 練 1 （絵 カ ード並 べ ）： 日

常生活場面で の 訓練 の べ 一
ス ラ イ ン デ

ータ収 集後 に 実

施 した 。
Fig．3 の ＊ 印 に 示 す よう に、1 セ ッ シ ョ ン （3

試行）で 100％ 正反応が 得 られた。
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　　（2） マ ネ ージ メ ン ト訓練 2 （音声提 示 に よ る絵

カ ー ド並 べ ）： 絵 カ ー ド並 べ の 終 了後 に 実施 した 。

Fig ．　3 の ◎ 印に 示 し た よ う に 、2 セ ッ シ ョ ン か ら 5 セ

ッ シ ョ ン ま で 正 反応が得 ら れ な か っ た が 、 3 セ ッ シ ョ

ン の 2 試行め で 「挨拶 」 カ ードを移 し て 挨拶 をす る こ

とが 自発 した。そ の 後、3 セ ッ シ ョ ン の 3 試行 め で 「挨

拶」 が 、4 セ ッ シ ョ ン の 2 試行 め で 「挨 拶」、3 試行 め

で 「帽子 」「乾拭 き」「挨拶 」を自発 した。6 セ ッ シ ョ ン

は す べ て 正 反 応 （自発行動）で あ っ た 。

　　 （3 ） マ ネ ージ メ ン ト訓練 3 （音 声提示 に よる掃

除 ス キ ル 訓練 ）： 音声提 示 に よる絵 カ ード並 べ の 終 了

後 に 実施 し た 。 Fig．3 の ☆ 印 に 示 す と お り、2 セ ッ シ

ョ ン とも （7、8 セ ッ シ ョ ン ）100％ 正反 応 が 得 られた 。

　3．日常生活場面 で の 掃除 ・セ ル フ マ ネージ メ ン ト

　　訓練

　　 （1 ） べ 一
ス ラ イ ン ： 掃 除 ス キ ル で は、帽子 を か

ぶ る こ とが 3 回 自発 した が 、それ以外 の ス キ ル は 自発

す る こ と が な か っ た 。 セ ル フ マ ネージ メ ン トス キ ル で

プ レ テ ス ト　 　 ベ ース ラ イ ン 司 練 般 　化 維 　持

O

X

○

×

○

×

○

×

　

0
％

− o

　

　

50

自
発

生

起

率

01

　 2　 3　 　 1　 2　 3123456781 　 2 　 3　　 1　 2

　 　 　 　 　 セ ッ シ ョ ン

Fig，3　セ ル フ マ ネージ メ ン トス キ ル
， 掃 除 ス キ ル の 自発 生 起 率 と

，
シ ミ ュ レ ー

シ ョ ン 訓

　　　 練の 結果

上 か ら，「帽子 をか ぶ る」「乾拭 き をす る」「ゴ ミ を払 う」「挨拶をす る 」，そ し て 4 つ の 行動 を合 わ

せ た 自発生 起 率を示 す．

日常 生 活場 面 ：○ 正 反 応 ，X 誤 反 応 ・無 反 応，一 セ ル フ マ ネ ージ メ ン ト ス キ ル の 自発 生 起 率 ，
一 一一掃 除 ス キ ル の 自発 生 起率

シ ミ ュ レ ーシ ョ ン 場 面 ： ＊ 絵 カード並 べ （セ ル フ マ ネ ージ メ ン ト訓練 1） の 正反応率、◎ 絵 ＋ 音

声 （セ ル フ マ ネージ メ ン ト訓練 2）の 正 反応率 ，☆ 音声 （セ ル フ マ ネージ メ ン ト訓練 3） の 正 反 応

率．
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は 、自発的 に カー ド を移動 す る こ と は 全 く み ら れ な か

っ た 。

　　 （2 ）掃 除 ・セ ル フ マ ネ
ージ メ ン ト訓練 ： 掃除 ス

キ ル で は、1 セ ッ シ ョ ン め に 「帽子 」「挨拶」が 自発 し、

2 セ ッ シ ョ ン め に は 4 っ の 活 動 を自発 的 に 行 っ た。そ

の 後 4 セ ッ シ ョ ン め に 自発率が 50％ まで 低 下 した が 、

6 セ ッ シ ョ ン か ら は す べ て 自発 的 に 行 わ れ た 。

　 セ ル フ マ ネ
ー

ジ メ ン トス キ ル で は、2 セ ッ シ ョ ン め

ま で 自発す る こ と な くプ ロ ン プ トで カ ー ドを移動 し た

が、3 セ ッ シ ョ ン め に 「挨拶」以 外の絵 カ ー ド を 自発

的 に移動 し た。4 セ ッ シ ョ ン め か ら は 4 つ の 絵 カ
ー

ド

をす べ て 自発 的 に 移 動 す る こ とが で き、6 セ ッ シ ョ ン

め か ら は 自発的に移動 し、指定 さ れ た 掃除 の 活動を す

べ て 行 っ た。

　4．般　化

　 日常生活場面 で の 訓練 と シ ミ ュ レ ーシ ョ ン 訓練終了

後、特殊学級の 廊下 で 般 化訓 練 を実施 した。掃除 活

動 ・セ ル フ マ ネ ージ メ ン ト と も 4 つ の 活動 す べ て 自発

的 に 行 われた 。

　5．維 　持

　般化 条件か ら 2週 間後 に維持訓 練 を実施 し た 。 2 セ

ッ シ ョ ン め で 最後の 「挨拶」 を忘 れ て 自分 か ら行わ な

か っ た が 、そ れ以外 はす べ て 自発 的 に 行 っ た こ とが観

察 さ れ た。

IV．考 　察

　1，セ ル フ マ ネ
ー

ジ メ ン トス キ ル の獲得に つ い て

　 べ 一ス ラ イ ン 記録 の 結果 か ら、A が セ ル フ マ ネージ

メ ン トス キ ル を獲得 し て い た と は い えな い 。 し か し、

訓練 開始後 4 セ ッ シ ョ ン め に は 4 っ の マ ネ ージ メ ン ト

行動 を自発 的 に 行 う こ とが 観察 され、きわ め て 早期 に

ス キ ル を獲得 した と い え る 。 しか し、シ ミ ュ レ ー
シ ョ

ン 訓練 の 結果 で は、絵 カ ード と音声支 援に よ る マ ネー

ジ メ ン ト訓練 で 5 セ ッ シ ョ ン め ま で 獲 得 が 確認 さ れ な

い と い う矛盾 が み ら れ た 。 絵 カー ド並 べ が 1 セ ッ シ ョ

ン め で で き て い る こ と、目常 生活場面 で の 訓練 の ほ う

が 先 に ス キ ル の 獲得が 確認 された こ とを み る と、こ の

ような シ ミ ュ レ
ー

シ ョ ン 訓練 は 日常生 活場面で の 訓練

よ り、効果 的 で な い と 考え られ た 。

　般化条件で も場所が 変わ っ て も自発 的 に カ ー ドを移

動 し て か ら掃 除 して い る こ とか ら、セ ル フ マ ネ ージ メ

ン トス キ ル の 場 所 の 般 化が認 め られ た 。

　 2．掃除 ス キ ル の 獲 得 に つ い て

　プ レ テ ス トとベ ース ラ イ ン記録の結果 か ら、A は掃

除 の 時間 に 帽 子 を か ぶ る こ と は 定着 し て い た が
、 そ れ

以 降 の 活 動 は 全 く獲得し て い な い と判 断 さ れ た 。 し か

し、ゴ ミ を払 う行動 は 2 セ ッ シ ョ ン め 以降 と い う き わ

め て 早期 に 獲得 が 確認 さ れ 、そ の ほ か の 3 つ の ス キ ル

に つ い て も自発的に行わ れ る こ と が観察さ れ た 。 よ っ

て 、訓練 に よ る掃除 ス キ ル が獲 得さ れ た と い え る 。 し

か し、セ ル フ マ ネ
ージ メ ン トを実施 しな い 維持 条件 で

は、自発的 に 挨拶を し な い こ と が 観察 さ れ た 。 こ の こ

と か ら、掃除活 動 に は セ ル フ マ 」？・　一一ジ メ ン トが必要 で

あ る と 思わ れ た 。

　 3．2 つ の ス キ ル の 獲得 に 効果 が あ っ た と 思わ れ る

　 　 要 因

　 セ ル フ マ ネ
ージ メ ン トス キ ル と掃 除 ス キ ル の 獲得に

効果が あ っ た と推測 さ れ る 要因は 、以 下 の 通 りで あ っ

た 。

　第 1 に 、絵 カ ー ド を使 っ た 全 課 題 提 示 法 （井 上，

1997）で ある 。
こ の よ うな全課題提示法は 子 ど もに対

して 掃 除活動 の 見通 しを もた せ 、1 つ の 課題 が終了 し

た と き に 次 の 課題 が わ か りや す い （Shapiro＆ Cole，
1994）。

　第 2 に 複数 の 指 導形態 に よ る 効 果で あ る 。

一
対
一

に

よ る シ ミ ュ レ ー
シ ョ ン 訓練 で マ ネ

ージ メ ン トス キ ル の

形成 を集中的に訓練で き る こ と、日常生活場 面 で の 訓

練 で は 自然 な文脈 の 中 で 訓練 で き る こ と な ど、そ れ ぞ

れ の 長所 を 生 か す こ と が で き る （長澤 ・森 島 ，
1992）。

　第 3 に、分割 した トーク ン の使用で ある。A は キ ャ

ラ ク ターの 線画 が 描 か れ て い る 台紙 と そ の 都度与え ら

れ る 分割 し た トーク ン を 見 て、分割 した ト
ー

ク ン が 4

っ 集 ま る と そ こ に 描 か れ て い る 自分 の 好 き な シール を

獲 得 で きる遅延 強化 の 意味 に 気 づ い た。そ の た め に 掃

除 と い う繰 り返 し の あ る 活動 で も動機付け が 低 下 す る

こ と な く取 り組む こ と が で き た と考 え ら れ た （Dixon

＆ Holcomb ，2000 ； Neef，　 Bicard，＆ Erldo，2001；

Stromer，　McComas ，＆ Rehfeldt，2000）。

　第 4 に、セ ル フ マ ネ ージ メ ン トス キ ル の 導入 の 効果

で ある。セ ル フ マ ネ
ージ メ ン トス キ ル の 獲 得が掃除 ス

キ ル の 獲 得 を 促 し た と 考 え ら れ た （Br（）wder ＆

Minarovic，2000；Copeland＆ Hughes，2000）。

　最後 に 、 こ の よ うな ス キ ル を早期 に 獲 得 で き た と い

う こ と は、A が 訓練時点で そ の よ うな能力 があ っ た と

推 測 され る。プ レ テ ス トで 掃 除 ス キ ル の 自発が み られ

な か っ た の は、そ の 能 力 を実 際場 面 で 使用 で きな か っ

た と い う環 境側 の 要因 が 考 え ら れ る （長 澤 ・森 島，

1992）。

・一
人

一
人 の ニ ーズ に あ っ た 訓練 計画 を綿密 に

作成 し、個 別 に 訓練 す る こ とが 今 まで の 指導 で 少 な か

っ た と考 え ら れ た 。
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自閉症 の 児 童 の 清掃ス キ ル 獲得 に 対 す る セ ル フ マ ネ ージ メ ン トの 効果

　 4．今後の 課題

　 3 で 掃除 ス キ ル と セ ル フ マ ネージ メ ン トス キ ル の 獲

得に効果が あ っ た と思わ れ る要 因を述 べ たが 、それ ら

す べ て に 効 果 が あ っ た の か ど うか は 確 認 で きな か っ

た 。 シ ミ ュ レ ーシ ョ ン訓練 と 日常生活場面で の 訓練 を

並行 して 行 っ た り、強化子 を分 割 した トーク ン だ け導

入 し た りす る な ど、そ れ ぞ れ の 要因 を独立 し て 導入 し

な か っ た の で 、そ れ ぞれ 単独 の 効 果 は 確 認 で き な か っ

た 。 今後 はマ ル チ ベ ー
ス ラ イ ン を用 い て 、それ ぞ れ の

効果を確認す る必要が ある 。 さ ら に、今 回獲得 した セ

ル フ マ ネージ メ ン トス キ ル を、日常生活 の 必 要 な場面

で 使用す る た め の 訓練 の 実施 と、そ の 条件 に つ い て の

検討 が 必要だ と考 え られ た 。

　 セ ル フ マ ネ
ージ メ ン トス キ ル は、障害 の あ る児童生

徒が 自分 が 行 うべ き活動 を自分で 確認 し、解決 し て い

くス キ ル で あ る 。 文部科学省 （2001）に よ る と、LD や

ADHD な ど 軽度 発達 障 害 の あ る児童 生徒 は 、 通 常 の

学級で教育す る こ とが 基本で あ る と し て い る。しか し、

1名の 担任 しか 認め ら れ て い な い 現在の 状況 で は、彼

らが
一

人 で 学習す る こ と は困難で あ る 。 介助員等の補

助教員 が 認 め ら れ な い 状 況 で は、彼 ら が 一
人 で 学習 し

た り活動す る こ と を教 え る 必 要が あ る 。 セ ル フ マ ネ ー

ジ メ ン トス キ ル は 彼 ら が 通常 の 学級 で 学 ぶ た め に 必 要

な ス キ ル で あ り、学校教育現場で 今後取 り入 れ る必要

が あ る 。 今回 の 実践 は学校教育 現場 で 行 わ れ た 訓練 で

あ り、今後 さ まざ ま な適用 の 方法 を検討す る必 要 が あ

る 。
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