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医療・教育・福祉の連携による行動障害のある児・者への支援方法に関する研究 

        

主任研究者  井上 雅彦  鳥取大学医学系研究科 

研究要旨 

目的 本研究は(1)特別支援学校・学級における強度行動障害についての実態調査とアセ

スメントツールの開発、(2)支援者に対する研修プログラムの作成と検証、(3)情報共有シ

ステムの構築を目的とした。方法 (1)アセスメントツールとしての日本版 BPI の開発。

(2)研修システムについては福祉職員と学校教員の行動障害研修に関するニーズ調査と機

能分析を用いた研修効果の検証を実施した。(3)情報共有システムについては WEB 版行

動観察シートの研修活用と分析、また保護者の情報発信による SNS での他機関連携につ

いて、保護者や支援機関職員のインタビュー調査を行った。結果と考察 BPI-S 日本語

版については、適度な信頼性と妥当性が認められ、知的障害児者の行動障害を評価する

量的な尺度として有用であると考えられた。ニーズ調査については特に成人を対象とす

る福祉職員が特別支援学校の教師と比べ、困難さがみられ、同時に経験年数による研修

ニーズの変化みとめられ対応した研修のあり方を再検討する必要性が示唆された。機能

分析を用いた研修成果については 131 名の分析から参加者の知識の向上とともに行動障

害のある利用者の改善が統計的にも示された。情報共有や ICT の活用についてはモバイ

ル端末向けの行動測定支援アプリケーションの開発を行い、研修場面と実際の保護者も

交えた連携場面での有用性が示された。地域支援システムの構築に向けて、英国におけ

る家族支援に基づく行動障害支援に関する実地調査を実施した。行動障害の理解啓発と

支援定着のための具体的な戦略を検討する必要が示された。特に行動障害のある人の家

族への支援として、保護者に対する行動障害についての正しい理解や権利擁護に関する

情報提供の推進、家族と医療、教育、福祉などの関係者との協働研究の推進が重要であ

ることが示唆された。 

課題としては、ソフトウエアやプラットホームの開発と同時に環境整備やガイドライン

の作成、保護者向けの啓発システムの整備などが示された。アセスメントツール開発と

ともにそれを活用していけるための研修や物理的環境条件やルール整備についての研究

を今後推進していくことが必要である。 

 

A．目的 

行動障害・強度行動障害に関する研究は

今まで、福祉、教育、医療と別々に行われ、

その連携は十分でない。重篤な行動障害の

ある人々の生活を支えていくためにはそれ

ぞれの領域の密度の濃い継続的連携が不可

欠である。本研究は３年間で(1)行動障害が

重篤化する学齢段階でのアセスメント方法
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の開発、(2)学校を含めた福祉・医療に対す

る研修システムの開発、(3)教育・福祉・医

療施設でのコンサルテーションを遠隔で可

能にするための情報共有システムの開発を

行い、支援学校・学級を含め、地域に実装

しその効果を検証することを目的とする。 

平成 26年度から 27年度で(1)特別支援学

校・学級における強度行動障害についての

実態調査とアセスメントツールの開発、(2)

支援者に対する研修プログラムの作成と検

証、(3)情報共有システムの構築を行い、28

年度においては、アセスメント、研修プロ

グラム、情報共有システムよるコンサルテ

ーションを統合的に運用しその効果を検証

することを目的とする。 

 

B. 方法及び C 結果 

 

２６年度 

 

１．知的障害特別支援学校における行動障害の

ある児童生徒に関する実態調査（1） 

（井上雅彦・大羽沢子・藤家まり） 

行動障害のために 1 対 1 対応を要する児

童生徒の実態とその支援体制、及び教員の

抱えるニーズについて全国の知的障害特別

支援学校 642 校に郵送によるアンケート調

査を行った。回答があった 396 校のうち、

何らかの行動障害のために別室で個別対応

を要している児童生徒の数は 1234 名であ

り、回収された学校の在籍児童生徒数の割

合では 2.11％であった。 

また、それらの児童生徒の多くは自閉症

スペクトラムと知的障害を併せ持っている

ことが示された。行動障害の実態把握や指

導支援の方法では、機能分析などのエビデ

ンスがある方法が用いられている割合は低

く、困った行動が生じてからの事後対応が

多く、起こさなくて済む事前の支援方略に

ついての理解と対応が不足していることが

課題としてあげられた。また教師支援や医

療との連携の必要性が示唆された。 

 
２．知的障害特別支援学校における行動障害の

ある児童生徒に関する実態調査（２） 

（井上雅彦・大羽沢子・藤家まり） 

調査１であげられた何らかの行動障害

のために別室で 1 対 1 対応を要している

児童生徒 1234 名のうち、834 名について

その実態をさらに詳しく調査分析した。

実態として、広汎性発達障害を含めた自

閉症スペクトラムの割合が７~８割であ

り、知的障害の程度は、小中高等部と学

部が上がるにしたがって重度・最重度の

割合が減少し、中度・軽度の割合が増え

ることが示された。知的障害が中軽度であ

っても行動障害全体の重篤さは軽減するわ

けではないこと、学部が上がるにしたがっ

て行動障害の中身がより触法的な内容の割

合が増え、内容に変化がみられるというこ

とが明らかとなった。 

知的障害特別支援学校に在籍する児童生

徒について、自閉症や行動障害に対する客

観的なアセスメントの実施が求められとも

に、特別支援学校内のユニバーサルな教育

環境として、自閉症特性がある児童生徒が

参加しやすい環境を一次支援として整える

ことで重篤化を予防し、その上で個々の行

動障害に対する個別的な指導や支援を一貫

して行っていく必要がある事が示唆された。 

 
３．福祉施設職員を対象とした機能分析を用

いた行動障害に対する支援者養成研修の効

果 
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（井上雅彦・綾木香名子） 

行動障害のある利用者を担当する福祉職

員を対象として、機能分析に基づくスタッ

フトレーニングプログラムを実施し、その

効果を検討した。連続 5 回と事例発表会 1

回の計 6 回のプログラムの中で、職員の行

動変容法に対する知識は有意に上昇し、GHQ

による健康度は改善を示した。行動障害を

有する利用者の行動改善については参加者

が測定した 35 個の行動をそれぞれ週単位

で平均生起数を算出した。介入前の 1 週と

フォロー期の最終週のデータを比較検討し

た。 

行動障害を有する利用者の行動改善につ

いては測定された 35 個の標的行動の内、直

接介入しなかった行動も含めて 31 個が減

少し（二項検定 p<.01）、うち 24 個が事

前評価の生起数と比較して半数以下に減少

した（二項検定 p<.01）。 

測定された 35 の行動の内、プログラムの

中でストラテジーシート作成により直接介

入した行動は 28 個、直接介入しなかった行

動は 7 個であった。直接介入した行動のみ

では、減少したものは 24 個、増加または変

化なしが 4 個であった（二項検定 p<.01）。

また減少した 24 個の行動の内、半分以下に

生起数が減少したものは 17 個(二項検定

p<.05)であった。直接介入がなされなかっ

た行動のうち 7 個すべてが半数以下の減少

を示した。また支援尺度の「必要だが実施

していない」の項目数も減少を示した。 

また行動障害の指標である ABC-J、強度

行動障害判定尺度の事前事後の平均得点は

統計的に有意な減少を示した。 

今後、研究的には統制群の設定や、

Fidelity、社会的妥当性の測定などを行う

ことでより客観的なデータ収集を行うこ

と、本プログラムをマニュアル化し、他地

域での専門家実施による追試などが求めら

れる。またプログラムの発展としては、記

録を容易にするための支援ツールの開発

や、ネットなどを活用したスーパービジョ

ンシステムの開発などが考えられる。 

 

４．強度行動障害のある人の支援を目的と

した行動測定支援アプリケーションと情報

共有支援システムの検討 

（川村尚生・井上雅彦・東野正幸） 

学齢に重篤化する強度行動障害の予防と

治療においてコンサルテーションを実施す

る場合，学校・福祉・医療機関における正

確な情報の共有が重要となる．しかし，実

際の現場においては，連携に必要な情報を

不足なく効率的に収集することが困難な場

合や，現場における問題行動の測定が困難

な場合があり，これらの問題を緩和するシ

ステムが必要となる．そこで本研究では，

正確かつ容易な問題行動の記録と情報の共

有を支援するスマートフォン向けアプリケ

ーションとウェブサービスの開発を検討し

た． 

提案システムは行動観察支援アプリケー

ション，行動測定支援アプリケーション，

および情報共有サーバから構成された。行

動観察支援アプリケーションは，改善した

い問題行動を決定するにあたり問題行動が

発生した状況を正確に記録・共有すること

を支援する．改善したい問題行動を決定す

るためには，その行動に関する詳細な状況

を正確に記録する必要がある．しかし，情

報に不備や不明な点があった場合，医師等

が適切にフィードバックを行うことができ
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ない．そこで，不足する情報をアプリケー

ションがリアルタイムで指摘することで正

確な情報の記録を支援するものである． 

行動測定支援アプリケーションは，問題

行動の発生頻度の測定支援を目的としてい

る．教育現場では問題行動に対処しながら

測定を行う場合がありアラーム付きのタイ

マーや紙ベースの記入用紙を用いた方法で

は測定者の負担が大きい．そこで一般に普

及しているスマートフォンのバイブレーシ

ョン機能や音声入力などを活用することで

容易に問題行動の発生頻度を測定可能なア

プリケーションを開発した． 

情報共有サーバでは，それぞれのアプリ

ケーションで入力されたデータを集約し，

異なる組織間での情報共有を実現する．ま

た，個人のプライバシを守るために利用者

間で情報の読み書きの可否を設定できるア

クセス制御機構を導入した．これにより，

効率的な情報共有を実現するとともに電子

メールの誤配信といった日々の現場で発生

し得るヒューマンエラーによる情報漏洩の

対策も可能と考えられる。 

ウェブとスマートフォンは一般に広く普

及しており，これらを用いること複数の機

関において正確かつ容易に情報を共有可能

となる。今後は開発中のシステムの運用を

開始しシステムの評価と改善を行うことが

課題となる。 

 

２７年度 

 

１．行動障害の評価尺度 BPI（Behavior 

Problems Inventory）日本語版の開発に関

する研究 

（稲田尚子・井上雅彦） 

本研究では、学校・福祉・医療施設で共

通に使用できる行動障害の評価尺度とし

て、 欧米で広く使用されている BPI-01

（Behavior Problems Inventory（問題行動

評価尺度）；Rojahn et al., 2001）および

BPI-S （ Behavior Problems 

Inventory-Short Form（問題行動評価尺度

短縮版）；Rojahn et al., 2012a, 2012b）

の翻訳を行い、その日本語版を作成した。 

BPI-01 は、知的障害あるいはその他の発達

障害のある人の自傷行動、常同行動、攻撃

的／破壊的行動について、対象者をよく知

る他者記入式の質問紙である。全 52 項目か

らなり、下位尺度は自傷行動 14 項目、常同

行動 24 項目、攻撃的／破壊的行動 11 項目、

および各下位尺度に該当する行動を自由記

述するための項目が各 1 項目用意されてい

る。各項目は、頻度と重症度を分けて評定

するようになっており、頻度は 5 件法、重

症度は 4 件法で評定する。得点が高くなる

ほど、頻度が高くなり、また重症度も重く

なる。BPI-S は、BPI-01 の短縮版で、全

30 項目からなり、下位尺度は自傷行動 8 項

目、常同行動 12 項目、攻撃的／破壊的行動

10 項目である。各項目は、BPI-01 同様、

頻度と重症度を分けてそれぞれ 5 件法、4

件法で評定する。BPI-01 および BPI-SF の

翻訳に際しては、ISPOR（International 

Society for Pharmacoeconomics and 

Outcomes Research）タスクフォースによ

るガイドライン（Wild, 2005）によって推

奨される手続きを参考にして、(1)事前準備

として、日本語翻訳の許諾を得、分かちに

くい項目内容を確認した。(2)順翻訳では、

2 名の翻訳者が独立して翻訳を行い、(3)調

整で誤訳を確認した後、2 つの翻訳版を統
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合した。(4)逆翻訳では、原版を知らない第

三者（翻訳会社の翻訳者）に日本語翻訳版

からの英語翻訳を依頼し、(5)逆翻訳のレビ

ューと翻訳終了で、逆翻訳版について概念

的に同等の内容となっているかを原著者に

レビューしてもらった。誤訳や軽微な修正

を行い、BPI-01 では計 3 回、BPI-S では計

2 回のレビューを経て、翻訳を終了させた。

(6)校正では誤字・脱字等を再度確認して修

正し、(7)最終報告として本稿にまとめてい

る。このようにガイドラインを用いて、翻

訳を行うことは、翻訳に関する質を担保し、

ひいては研究報告の質を高めるうえで有用

となると考えられる。 

 

２．行動障害に対応する福祉職員の困難さと

ニーズに関する調査 

（金子周平・藤家まり・井上雅彦） 

行動障害への支援を行う福祉職員に対し

て、その困難さやニーズに関する調査を行っ

た。調査項目の因子分析の結果、3 因子を抽

出した。因子名は「連携や情報共有の困難さ

とニーズ（6 項目、α=.86）」「職場環境の困

難さとニーズ（9 項目、α=.81）」「支援や対

応の困難さ（7 項目、α=.73）」となった。県

別、所属施設別、経験年数別の得点の比較か

ら、行動障害の支援を行う職員を対象とした

研修は、1 年目には対象者への関わり方やコ

ミュニケーションなどの基本的な対応につい

て困難さを抱えていることが明らかになっ

た。また経験年数が長い職員には、学校、医

療、保護者との連携や情報提供についての研

修、職員間の連携や職場環境に関する研修ニ

ーズを抱いている可能性がうかがえた。特に、

成人の入所・通所施設の職員は指導計画の作

成に困難さを抱えている可能性があること、

都道府県や自治体によって職場環境に差がみ

られる可能性があることも考慮すべきであ

る。 

。 

３．福祉施設職員を対象とした機能分析を用

いた行動障害に対する支援者養成研修の効

果(2) 

（井上雅彦・綾木香名子） 

昨年度に引き続き行動障害のある利用者

を担当する福祉職員を対象として、機能分

析に基づくスタッフトレーニングプログラ

ムを実施し、その効果を検討した。連続 5

回と事例発表会 1 回の計 6 回のプログラム

の中で、職員の行動変容法に対する知識は

有意に上昇し、GHQ による健康度は改善を

示した。行動障害を有する利用者の行動改

善については参加者が測定した 76 個の標

的行動の内、直接介入しなかった行動も含

めて 64 個が減少し、うち 51 個が事前評価

の生起数と比較して半数以下に減少した。 

測定された 76 個の標的行動の内、直接介

入しなかった行動も含めて 64 個が減少し

（二項検定 p<.01）、うち 51 個が事前評

価の生起数と比較して半数以下に減少した

（二項検定 p<.01）。測定された 76 の行

動の内、プログラムの中でストラテジーシ

ート作成により直接介入した行動は 61 個、

直接介入しなかった行動は 15 個であった。

直接介入した行動のみでは、減少したもの

は 50 個、増加または変化なしが 11 個であ

った（二項検定 p<.01）。また、減少した

50 個の行動のうち、半分以下に生起数が減

少したものは 40 個(二項検定 p<.01)であっ

た。直接介入がなされなかった行動のうち、

減少したものは 14 個、増加または変化なし

が 1 個であった。また、減少した 14 個の行

動のうち 11 個が半数以下の減少を示した。
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また支援尺度の「必要だが実施していない」

の項目数も減少を示した。 

また行動障害の指標である ABC-J、強度

行動障害判定尺度の事前事後の平均得点は

統計的に有意な減少を示した。 

今後、研究的には統制群の設定や、

Fidelity、社会的妥当性の測定などを行う

ことでより客観的なデータ収集を行うこ

と、本プログラムをマニュアル化し、他地

域での専門家実施による追試などが求めら

れる。またプログラムの発展としては、記

録を容易にするための支援ツールの開発

や、ネットなどを活用したスーパービジョ

ンシステムの開発などが考えられる。 

 

４．強度行動障害支援者養成研修における

WEB 版行動観察シートの効果 

（中谷啓太・東野正幸・川村尚生・井上雅彦） 

学齢に重篤化する強度行動障害の予防と

治療において研修及びコンサルテーション

を実施する場合，学校・福祉・医療機関に

おける正確な情報の共有が重要となる．し

かし，実際の現場においては，連携に必要

な情報を不足なく効率的に収集することが

困難な場合や，現場における問題行動の測

定が困難な場合があり，これらの問題を緩

和するシステムが必要となる．そこで本研

究では，正確かつ容易な問題行動の記録と

情報の共有を支援する WEB 版行動観察シ

ートを開発し、強度行動障害支援者養成研

修における参加者を対象に、アプリケーシ

ョン利用した群と利用していない群を比較

/検討することで､ 本システムの効果と課

題を明らかとすることを目的とした。 

結果、WEB 版行動観察シートは記録者の

支援ツールとして記録の具体性の向上など

に寄与することが明らかとなったが、WEB

利用のための職場の WEB 利用環境の整備、

マニュアル配布やテクニカルサポートの充

実が活性化の要件であることが改めて確認

された。これらの環境条件が乏しい中では

ICT 導入が支援者にとって非効率的だと感

じさせてしまう可能性があり、それぞれの

職場環境の違いに配慮した選択可能なツー

ル提供が必要であると考えられた。 

 

５．保護者を管理者とした ICT による情報

共有の可能性 

─ Facebook を利用した事例の検討─ 

（中谷啓太・井上雅彦） 

医療・福祉・教育・家族の連携ネットワ

ークの重要性が指摘され、ICT 活用の必要

性がいわれているが、情報管理の側面から

は、特定機関が個人情報を管理することへ

の課題がある。本研究では、強度行動障害

と重度の知的障害を有する児童の保護者と

福祉・教育機関による支援会議を継続し、

保護者が SNS を利用して支援情報を管理発

信している事例について面接を実施し、保

護者主体ですすめる連携システムの利点と

課題について考察した。 

母親は Facebook の利点として、気軽に動

画や画像をアップロードでき、情報を伝え

やすいことを語り、各支援機関のスタッフ

も「日頃見ることのできない子どもの一面

を知ることで, 新しい関わり方を模索でき

るのが良い」と述べていた。また、支援機

関も Facebookの動画や画像等の情報共有に

よって機関として新しい関わりの模索に繋

がる可能性があることが語られた。 

.しかしながら、一方 Facebook だと気軽に

コメントすることが難しく、 双方向性のコ
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ミュニケーションに繋がりにくいという意

見もあげられた。学校の担任からも

Facebook も LINE も教員が個人として保護

者との情報共有を進めていくことが困難で

あることが語られた。対応策としては、本

事例で母親が行っていたように、支援者側

からの情報発信はオフライン上で行い、読

んだメッセージに対しては「いいね」など

の送信にとどめること、支援者側からは個

人のアドレスではなく、学校や施設のメー

ルアドレスを用い、施設や学校のパソコン

から勤務時間内にアクセスすることなどが

考えられる。 

  親が子どもの個人情報を管理し関連機関

で情報を共有することから、情報を発信し

あうことに発展させるためには、今後のル

ール作りも含めたソフト的な運用議論を深

めていく必要がある。 

 

２８年度 

 

１．行動障害の評価尺度 BPI（Behavior 

Problems Inventory）日本語版の開発に関

する研究 

（稲田尚子・井上雅彦） 

本研究では、学校・福祉・医療施設で共

通に使用できる行動障害の評価尺度とし

て、  欧米で広く使用されている BPI-S

（ Behavior Problems Inventory-Short 

Form（問題行動評価尺度短縮版）；Rojahn 

et al., 2012a, 2012b）日本語版の信頼性と

妥当性を検討した。BPI-S は全 30 項目から

なり、3 つの下位尺度と構成項目数は以下

の通りである：自傷行動 8 項目、攻撃的／

破壊的行動 12 項目、常同行動 10 項目。自

傷行動および攻撃的破壊行動下位尺度で

は、その頻度と重症度を評価し、常同行動

下位尺度では頻度のみを評価し、いずれも

得点が高いほど頻度や重症度が高くなる。

評定者間信頼性の対象は、特別支援学校に

在籍する生徒 31 名（男：女=23:8、平均年

齢±標準偏差＝14.00±3.02 歳）、妥当性検

討の対象は、特別支援学校に在籍する生徒

または医療機関に入院する知的障害のある

患者 232 名（男：女：不明＝145：84：3、

平均年齢±標準偏差＝21.63±12.15 歳）で

あった。評定者間信頼性検討のために、担

任と副担任など、対象をよく知る異なる 2

名が独立して BPI-S に回答してもらい。自

傷行動、常同行動、攻撃的／破壊的行動の

下位尺度ごとの頻度合計得点、重症度合計

得点、および全体の合計得点について、

Spearman の相関係数を求めた。その結果、

相関係数は 0.635～.861 の値をとり（いず

れも p<.001）、全体の頻度平均得点間の相

関係数は.641（p<.001）、全体の重症度平均

得点間の相関係数は.796（p<.001）であっ

た。妥当性検討のためには、知的障害の程

度（軽度、中度、重度、最重度）別に全体

の頻度合計得点を比較したところ、最重度

と軽度・中度の得点に有意な差が認められ、

知的障害の程度が重篤なほど全体の頻度合

計得点が高いことが明らかとなった。基準

関連妥当性を検討するために、全体の頻度

合計得点と強度行動障害判定基準表の合計

得 点 、 ABC-J （ Abnormal Behavior 

Checklist-Japanese version：異常行動尺度

日本語版）の合計得点について、Spearman

の相関係数を求めたところ、それぞれ

r=.499（p<.001）、r=.699（p<.001）であ

り、中程度の相関関係が認められた。BPI-S

日本語版については、適度な信頼性と妥当
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性が認められ、知的障害児者の行動障害を

評価する量的な尺度として有用であると考

えられた。 

 

２．行動障害に対応する特別支援学校教師・

福祉職員の困難さとニーズに関する調査 

（井上雅彦・金子周平） 

行動障害への支援を行う特別支援学校教員と

福祉職員に対して、その困難さやニーズに関

する調査を行った。調査項目の因子分析の結

果、3 因子を抽出した。因子名は「連携や情

報共有の困難さ（6 項目、α=.88）」「職場環

境の困難さ（6 項目、α=.80）」「支援や対応

の困難さ（7 項目、α=.77）」となった。特に

成人を対象とする福祉職員が特別支援学校の

教師と比べ、困難さがみられ、同時に研修ニ

ーズも強いことが示された。 

所属施設・学校（小・中・高）別、経験年

数別の得点の比較から、1 年目から 5 年未満

には領域（教育、福祉）に関わらず同等の困

難さを抱えていることが明らかになった。年

齢とともに支援や対応の困難さは低下するこ

とが一部分には示唆されたが、特に、成人の

入所・通所施設の職員は経験年数とともに困

難さが解消されていない可能性がある。困難

さの要因を探りつつ、各領域の実情に合わせ

た研修目標を設定すべきであろう。 

 

３．福祉施設職員を対象とした機能分析を用

いた行動障害に対する支援者養成研修の効

果(3) 

（井上雅彦・綾木香名子） 

本研究では行動障害のある利用者を担当

する福祉職員を対象として、機能分析に基

づくスタッフトレーニングプログラムを連

続 5 回と事例発表会 1 回の計 6 回を鳥取県

（平成 13-16 年）と東京都（平成 14-16 年）

で実施し、その効果を検討した。延べ受講

者 131 名の参加者と担当している行動障害

のある対象者の事前事後の変化について分

析した。参加者については、行動変容法に

対する知識は有意に上昇し、GHQ による健

康度は改善を示した。行動障害を有する利

用者の行動改善については行動障害の指標

である ABC-J、強度行動障害判定尺度の事

前事後の平均得点は統計的に有意な減少を

示した。本研修プログラムの有効性につい

て論じた。 

今後、研究的には統制群の設定や、

Fidelity、社会的妥当性の測定などを行う

ことでより客観的なデータ収集を行うこ

と、本プログラムをマニュアル化し、他地

域での専門家実施による追試などが求めら

れる。またプログラムの発展としては、記

録を容易にするための支援ツールの開発

や、ネットなどを活用したスーパービジョ

ンシステムの開発などが考えられる。 

 

４．強度行動障害のある人の支援を目的と

した行動測定支援アプリケーションの開発       

（川村尚生・東野正幸・井上雅彦） 

学齢期に重篤化する強度行動障害の予防

と治療においてコンサルテーションを効果

的に実施するためには，教育機関・福祉施

設・医療機関等の組織間において，正確性・

容易性・安全性を備えた情報共有手段の確

立が重要となる．しかし，実際の現場にお

いては，紙媒体への記録と手作業によるデ

ータ化手法が用いられることが多い．手作

業によるデータの取り扱いは，情報共有に

おける正確性・容易性・安全性の担保が難

しく，複数の組織間での効果的な情報共有

手段の確立が課題となっている．本研究で
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は，強度行動障害における問題行動への支

援手法において最もエビデンスのある機能

分析を用いた支援手法に情報通信技術を導

入し，複数の組織間の情報共有における正

確性・容易性・安全性を実現することを目

的とするモバイル端末向けのアプリケーシ

ョンの開発により課題の解決を検討した． 

 

５．WEB 版行動観察シートの活用効果と課題  

（中谷啓太・井上雅彦） 

障害福祉の現場で職員をサポートするため

の ICT 利用が注目される中、これまでの研究

により ICT利用が職員にとって非効率だと感

じさせてしまう点があることが示唆されてい

た。本研究では ICT を利用した強度行動障害

支援者研修に参加した 35 名の障害福祉サー

ビス職員へ職場の ICT利用環境と ICT利用の

阻害要因についてアンケート調査を実施した。

また､研修内でWEB版行動観察シートを利用

しなかった群に実施したアンケートから､

ICT 利用を促す要因を分析した｡その結果、

殆どの職場で ICT を利用する環境が整って

いることが明らかとなったが、個人情報保

護の観点から利用を拒否するケースや、

ICT のソフト面での使いにくさから利用し

なかったケースが示された。以上のことか

ら、今後障害福祉の現場で ICT を推進して

いく上で、必要と思われる要件について考

察した。 

 

６．グループウェアを用いたオンライン

での多機関連携に関するメンバーのニーズ 

（中谷啓太・井上雅彦） 

 

医療・福祉・教育・家族の連携ネットワ

ークの重要性が指摘され、ICT 活用の必要

性がいわれているが、情報管理の側面から

は、特定機関が個人情報を管理することへ

の課題がある。本研究では、定期的な会議を

持ち、オンライン上でも多機関での情報共有を行

っている強度行動障害と重度知的障害を有する児

童の支援事例について、保護者及び行動援護及び

デイサービス等の福祉機関職員の計 8 名を対象に

半構造化面接をおこない､情報共有を目的とした

ネット上での多機関連携について利点と課題につ

いて分析した。グループウェアを用いたネット上

での多機関連携は、支援者の支援サービスの質を

高めるだけでなく、支援者の業務をサポートする

可能性が示された。一方で、多くの支援者は、支

援対象児の適応的な様子を報告する傾向があり、

保護者や支援者の困り感にコミットしにくい傾向

に陥る可能性が示された。また、学校のグループ

ウェアへの参加はほとんどの参加者が望んでいる

一方で、その実現は大きな課題となっていること

が示された。支援者の多くは利便性から個人端末

を利用しており、個人情報保護の観点からガイド

ラインを制定する必要性があることが示された。 

  

７．英国における家族支援に基づく行動障

害支援に関する実地調査 

（岡村章司・井上雅彦） 

      

英国における親が設立した行動障害支援協

会（The Challenging Behavior Foundation; 

CBF）を訪問し、行動障害への支援システム

や理解啓発の方法に関する実地調査を行った。

行動障害支援協会は国や学術機関、民間支援

団体と協働しながら、行動障害児者とその家

族への支援事業を幅広く展開していた。家族

支援では、情報提供、電話や E メールでの相

談、メンターによる支援、メールネットワー

クの管理を行っていた。専門家養成では、ワ
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ークショップを運営し、広く情報を提供して

いた。理解啓発では、支援関係者等と組織を

起ち上げ、行動障害の科学的エビデンスの収

集やベストプラクティスの共有を行い、地域

行政や政府に対して啓発やアドボケーション

を図っていた。これらの調査結果から、わが

国における行動障害支援システムの実装に向

けて、行動障害の理解啓発と支援定着のため

の具体的な戦略を検討する必要が示された。

特に行動障害のある人の家族への支援として、

保護者に対する行動障害についての正しい理

解や権利擁護に関する情報提供の推進、家族

と医療、教育、福祉などの関係者との協働研

究の推進が重要であることが示唆された。 

Ｄ 考察 

本研究は、(1)特別支援学校・学級におけ

る強度行動障害についての実態調査とアセ

スメントツールの開発、(2)支援者に対する

研修プログラムの作成と検証、(3)情報共有

システムの構築を目的とした。 

昨年度までの研究班による行動障害が重

篤化する学齢期の調査の結果、アセスメン

トの不足や連携が課題として明らかになっ

た。本年度はこれを受けて、学校現場での

行動障害アセスメントツールとしての日本

版 BPI の開発を行った。結果 BPI の短縮版

である BPI-S 日本語版については、適度な

信頼性と妥当性が認められ、知的障害児者

の行動障害を評価する量的な尺度として有

用であると考えられた。 

研修ニーズについては知的障害特別支援

学校教員と福祉職員の行動障害研修に関す

るニーズ調査を実施し、職種や経験年数な

どの違いについて分析を行った。結果、所

属施設・学校（小・中・高）別、経験年数別

の得点の比較から、1 年目から 5 年未満には

領域（教育、福祉）に関わらず同等の困難さ

を抱えていることが明らかになった。年齢と

ともに支援や対応の困難さは低下することが

一部分には示唆されたが、特に、成人の入所・

通所施設の職員は経験年数とともに困難さが

解消されていない可能性が指摘された。国が

実施している強度行動障害支援者養成研修に

などおいて経験年数に応じた内容の提供、特

に職場内連携や情報共有について、より効果

的な内容の提供が求められる。 

このような情報の共有化については昨年度、

連携における ICT 活用を促進するための、

WEB 版行動観察シートの開発、本年度のモバ

イル端末向けのアプリケーションの開発は有

用であると考えられる。本年度は実際にこれ

らの ICT ツールを実際に東京と鳥取で行われ

た強度行動障害支援のアドバンス（専門）研

修に適用し、活用のための条件、メリット、

デメリットについて検討した。また保護者と

複数の支援者間の情報共有システムとして

ICT がどのように活用可能か実際に運用して

いる保護者と複数の支援者に面接調査を実施

した。両研究から、ICT 機器の活用条件とし

て、職場のネット活用環境だけでなく、ガイ

ドラインや個人情報保護のためのルールの策

定が必要とされることが示された。地域での

行動障害支援と連携にこれらの ICT 技術を活

用するためのシステムの参考にするため、英

国の英国行動障害支援協会（The Challenging 

Behavior Foundation; CBF）に訪問調査を行

った。協会の活動としては機能分析的アプロ

ーチをベースとして、行動障害の予防のため

の保護者に対する啓発、支援のための情報提

供、複数の大学や研究機関と共同した研修を

コーディネートしていることが特徴的であっ

た。 
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行動障害においては支援の第一選択として

機能分析によるアプローチが有効であること

はいうまでもないが、それをアセスメントす

るためのツールの充実が望まれる。今回の研

究では、スクリーニングのための質問紙とし

ての BPI-S、機能的アセスメントと連携のた

めの WEB 版行動観察シート、測定のための

モバイルアプリを開発した。ICT 技術を活用

することで行動の記録がアシストされること

での治療効果の向上については今後の検証課

題となる。このようなアセスメントや ICT

ツールの開発に加えて、今後地域で行動障

害に関するライフステージを通した継続的

な支援システムを確立していくためには、

啓発活動や情報提供、職種や経験やニーズ

に合わせた研修やコンサルテーションを提

供できる中核的機関の存在と、各地域の協

力機関の役割を作っていく必要があると考

える。 

 

F 健康危険情報 

  特になし 

G 関連研究発表 

  別紙 

H 知的財産権の出願・登録状況 

  特になし 

 

 

 

 

 

 

 

 



論文タイトル名 発表誌名 巻号 ページ 出版年
太田真貴
竹田伸也
濱田実央
井上雅彦

就労者の認知の歪み尺度の
作成

認知療法研究 7(１) 76-83 2014

宮崎光明
加藤永歳
井上雅彦

自閉症児に対するＰＥＣＳと動
作模様を用いたアイコンタクト
および発生・発語の促進

　行動分析学
研究

29(1). 20-31 2014

宮崎光明
福永顕
宮崎美江
井上雅彦

青年期の広汎性発達障害に
対する生活シミュレーショント
レーニングの効果

　LD研究 23(3) 320-330 2014

井上菜穂
井上雅彦
前垣義弘

障害児のきょうだいの心理的
支援プログラムの効果

米子医学雑誌 65(4-5) 101-109 2014

平島太郎
伊藤大幸
岩永竜一郎
萩原拓
谷伊織
行廣隆次
松本かおり
内山登紀夫
小笠原恵
黒田美保
稲田尚子
原幸一
井上雅彦
村上隆
染木史緒
中村和彦
杉山登志郎
内田裕之
市川宏伸
辻井正次

:日本版乳幼児感覚プロフィー
ルの標準化―信頼性および標
準値の検討

精神医学 55(8) 785-795 2014

平島太郎
伊藤大幸
岩永竜一郎
萩原拓
谷伊織
行廣隆次
松本かおり
内山登紀夫
小笠原恵
黒田美保
稲田尚子
原幸一
井上雅彦
村上隆
染木史緒
中村和彦
杉山登志郎
内田裕之
市川宏伸
辻井正次

日本版青年・成人感覚プロ
フィールの構成概念妥当性―
自閉症サンプルに基づく検討

精神医学 56(2), 123-132, 2014

  井上雅彦
発達障害の理解と支援-幼児
期や学齢期の問題行動を適
応行動に変える-応用行動分
析からのアプローチ

臨床心理学 14(1) 46-50 2014



井上菜穂
井上雅彦

発達障害の子どもたちを基本
とした学校臨床の再構築のた
めに-過敏性・過鈍性が発達
障害の子どもたちの適応状況
に及ぼす影響と支援の工夫-

子どもの心と
学校臨床

10 29-3, 2014

井上雅彦
松尾理沙
原口英之

社会的支援と発達障害-適応
が難しい事例を医療・福祉・教
育にどうつなげるか-

 臨床心理学 . 14(2) 194-198 2014

井上雅彦 発達障害児のある子どもの不
登校に対する認知行動療法

子の心とから
だ

23(1) 45-46 2014

井上菜穂
井上雅彦

発達障害児の家族への支援. 公衆衛生 78(6) 402-405 2014

井上雅彦 :ASDと強度行動障害 こころの科学 109-113 2014
井上雅彦 :行動療法 精神科治療学 29  283-287 2014
井上雅彦 :認知行動療法 小児内科 46(11) 1636-1638 2014
井上雅彦
阿部利彦

発達障害の子供たち-自立を
目指して-就学前の発達障害
のある子どもと親への支援-

社会福祉法人
NHK厚生文化
事業団

l(1)  1-24 2014

井上雅彦 ペアレントメンターにおける家
族支援

　社団日本自
閉症協会

678(145) 5 2014

Yokoyama K,
Yamada T,
Terachi S, Pu S,
Yamanashi T,
Matsumura H,
Nakagome K,
Kaneko K
  

Milnacipraninfluences the
indexes of I-
metaiodobenzylguanidine
(MIBG) scintigraphy  in elderly

depressedpati
ents.
Psychiatry and
Clinical
Neurosciences
,

68 169-175 2014

Nakagome K,
Yamada T,
Itakura M,
Satake T,
Ishida H,
Nagata I,
Kaneko K

Association between
prefrontal hemodynamic
responses during a cognitive
task and subjective quality of
life in schizophrenia.

Schizophrenia
Research,

152 319-321 2014

Nakagome K,
Yamada T,
Ikezawa S,
Itakura M,
Satake T,
Ishida H,
NagataI
Mogami T,
Kaneko K

 A pilot study on the effects
of cognitive remediation
onhemodynamic responses in
the
prefrontal cortices of patients
with schizophrenia: A multi-
channel near-infrared
spectroscopy
study.

Schizophrenia
Research.

153 .87-95. 2014



Kanie A,
Hagiya K,
Ashida S,
Pu S,
Kaneko K,
Mogami T,
Oshima S,
Motoya M,
Niwa S,
Inagaki A,
Ikebuchi E,
Kikuchi A,
Yamasaki S,
Iwata K,
Roberts DL,
Nakagome K.

New instrument for
 measuring multiple domains
of social cognition: construct
validity of the Social Cognition

ScreeningQue
stionnaire
(Japanese
version).
Psychiatry and
Clinical
Neurosciences

 68
701-711 2014

Nakagome K,
Yamada T,
Yokoyama K,
Matsumura H,
Mitani H,
Adachi A,
Kaneko K
.
  

Association between social
functioning and prefrontal
hemodynamic responses in
elderly adults.

Behavior Brain
Research.

72 32-39 2014

兼子幸一 抑うつ状態の多様性と適切な
治療.

心と社会 )45(4) .42-48 2014

兼子幸一 「うつ病の理解のために」 心と社会 .45. 11月13日 2014
松村博史
兼子幸一

.激しい行動化により半年間に
わたり頻回の入院を要し、広
汎性発達障害が疑われ
た思春期女児の1例．

精神科 108-112 2014

谷川浩三
四元辰平
柿内博人
野村温
高橋健一
川村 尚生

人物追跡システムにおけるカ
メラの撮影範
囲を考慮した隣接関係の計算.

電子情報通信
学会論文誌

97(10) 914-918 2014

笹間俊彦
岩崎俊
岡本拓也
高橋健一
川村尚生
菅原一孔

無線型多機能コンセントシステ
ムによる室
内状況把握のためのセンサ
データ自動分類.

電気学会論文
誌C(電子・情
報・システム部
門誌)

 134(7) 949-955 2014

東野正幸
高橋健一
川村尚生
菅原一孔

,GAPを用いたキャッシュによる
エージェントの同時集中移動
時
における通信量の削減

コンピュータソ
フトウェア

3(7) 168-177 2014



會田千重
中山政弘
平野誠
黒木俊秀行

動障害を有する重度・最重度
精神遅滞児（者）に対する向精
神薬の使用状況―国立病院
機構7施設の「動く重症心身障
害病棟」における実態調査と
病棟担当医によ
る意識調査

児童青年精神
医学とその近
接領域

2014

會田千重 　「強度行動障害を持つ重度
精神遅滞児（者）の専門的治
療と移行支援に関する研究」
研究報告書

（研究代表者）
国立病院機構
共同臨床研究
NHOネットワー
ク共同研究事
業　H24-NHO
（重心）
-02

1-159 2014

會田千重
中山政弘

国立病院機構ネットワーク共
同研究「強度行動障害を持つ
重度精神遅滞児（者）の行動
療法や構造化による専門医
療、および移行支援に関する
研究」の1年間のまとめ

日本認知行動
療法学会第40
回大会ポス
ター発表

2014

相馬大祐

志賀利一

大村美保

五味洋一
村岡美幸

ショートステイにおける緊急対
応に関する研究．

国立のぞみの
園紀要

7 117-124． 2014

五味洋一
志賀利一

特別支援学校高等部における
中途退学者の実態と障害福祉
サービスとの連携．

国立のぞみの
園紀要，

7 .103-110． 2014

大村美保
志賀利一
相馬大祐
五味洋一

相談機関における障害者虐待
の支援実態に関する研究－相
談支援事業所及び障害者就
業・生活支援センターに対する
調査から－．

国立のぞみの
園紀要，

7 .93-102 2014

大村美保
相馬大祐
五味洋一
志賀利一

矯正施設を退所した障害者の
地域生活支援体制に関する研
究－相談機関への1年後追跡
調査による71事例の分析を通
して－．

国立のぞみの
園紀要，

7 78-86 2014

五味洋一
志賀利一
村岡美幸

強度行動障害の判定基準に
おける基準点および把握され
る対象者像の検討－障害程
度区分および障害支援区分の
行動関連項目の比較から－．

国立のぞみの
園紀要，

)7． .60-71 2014

志賀利一・五味
洋一・村岡美

強度行動障害に係る研究の経
過．

国立のぞみの
園紀要，

7 .45-59． 2014

大村美保
志賀利一
五味洋一
相馬大祐
村岡美幸

特別養護老人ホームにおける
知的障害者の実態に関する研
究－利用実態及び入退所に
関する抽出調査から－．．

国立のぞみの
園紀要，

7 .16-24 2014

五味洋一
大村美保
相馬大祐
志賀利一
村岡美幸

障害者支援施設における高齢
知的障害者の入所および退所
の実態

．国立のぞみ
の園紀要，

7 .7-15 2014



相馬大祐
志賀利一
大村美保
五味洋一

市区町村における高齢知的障
害者への支援－福祉サービス
利用の課題とその対応に着目
して－．

国立のぞみの
園紀要，

7 1月6日 2014

村岡美幸
大村美保
五味洋一
相馬大祐

障害者支援施設で生活する高
齢知的障害者の転倒リスクと
転倒リスク軽減に関する実践
報告．

発達障害研究 36(2). 159-168 2014

相馬大祐
五味洋一
大村美保
村岡美幸

高齢知的障害者の福祉サー
ビス利用の実態と制度上の課
題．

発達障害研究 36(2). 109-119 2014

五味洋一
相馬大祐
志賀利一
村岡美幸
大村美保

障害者支援施設における知的
障害者の高齢化の実態

精神科臨床
サービス

14(1) .107-111 2014

五味洋一 適切な支援が共有されるよう
に―強度行動障害支援者養
成研修について

手をつなぐ 703 .8-9 2014

岡本邦広 学校における行動問題を示す
発達障害児の指導・支援に関
する連携方法の現状と課題．

特殊教育学研
究

52(3) 217-227 2014

岡本邦広
井澤信三

行動問題を示す発達障害児を
もつ母親と教師の協働的アプ
ローチにおける「協議ツール」
の効果と支援行動の維持の検

．特殊教育学
研究

52(2) .115-125． 2014



 
 

                                                               
                                                                                        

 著者氏名  論文タイトル名 書籍全体の 
 編集者名 

 書 籍 名 出版社名  出版地 出版年  ページ 

井上雅彦 自閉症の子ども

のための ABA 基

本プログラム 

井上雅彦 家庭で無理
なく対応で
きる 困った
行動Q&A 

学研 

 

東京 2015 8-188 

井上雅彦 私たちの行動の
わけ-行動の生
じる理由と対応
を知る 

牛 谷 正
人・片桐公
彦・肥後祥
治・福島龍
三郎 

行動障害の
ある人の「暮
らし」を支え
る  

中 央 法
規 

東京 2015 84-101 

井上雅彦 知ることから始
めよう-根拠を
持って支援する 

牛 谷 正
人・片桐公
彦・肥後祥
治・福島龍
三郎 

行動障害の
ある人の「暮
らし」を支え
る  

中 央 法
規 

東京 2015 66-81 

市川宏伸 発達障害を理解
しょう-発達障
害とはなんだろ
う 

 発達障害支
援ハンドブ
ック 

東 京 都
福 祉 保
健局 

東京 2015 6-7 

市川宏伸 診断名参照表  発達障害支
援ハンドブ
ック 

東 京 都
福 祉 保
健局 

東京 2015 8 

市川宏伸 発達障害を理解
しょう-薬物療
法 

 発達障害支
援ハンドブ
ック 

東 京 都
福 祉 保
健局 

東京 2015 21 

市川宏伸 発達障害を理解
しょう-発達障
害と依存症 

 発達障害支
援ハンドブ
ック 

東 京 都
福 祉 保
健局 

東京 2015 24 

市川宏伸 発達障害を理解
しょう-ライフ
ステージを通じ
た支援の必要性 

 発達障害支
援ハンドブ
ック 

東 京 都
福 祉 保
健局 

東京 2015 25-26 

市川宏伸 臨床評価法総論
-行動障害・自閉
症・子どもの発
達障害 

山 内 俊
雄・鹿島晴
雄 

精神・心理機
能評価ハン
ドブック 

中 山 書
店 

東京 2015 19-20 

市川宏伸 精神・行動随伴
症-注意欠陥・多
動性障害および
広汎性発達障害
臨床てんかん学 

樋 口 輝
彦・市川宏
伸・神庭重
信・朝田
隆・中込和
幸 

今日の精神
疾患治療指
針 

医 学 書
院 

東京 2015 11 

 
                                                                                                 
       
 
                                                



 
 

  発表者氏名   論文タイトル名  発表誌名   巻号  ページ   出版年 

井上雅彦 自閉症スペクトラム
における感覚異常に
関する行動評価と機
能分析アプローチ 

発達障害研
究 

37(4) 324-333 2015 

原口英之・加藤
香・井上雅彦 

発達傷害のある子ど
ものきょうだい間の
トラブルに対するペ
アレント・トレーニ
ングの効果 

小児の精神
と神経  

55(2) 129-142 2015 

Matsuo, R., I
noue, M., & 
Maegaki, Y 

A Comparative Ev
aluation of Parent
 Training for Pare
nts of Adolescents
 with Developmen
tal Disorders 

Yonago Act
a medica 

58(3) 109 2015 

宮崎美江・宮崎
光明・井上雅彦 

発達傷害のある子ど
ものきょうだい間の
トラブルに対するペ
アレント・トレーニ
ングの効果 

小児の精神
と神経 

55(2) 129-142 2015 

Inada N, Ito 
H, Yasunaga 
K, Kuroda M,
 Iwanaga R, 
Hagiwara T, 
Tani I, Yukih
iro R, Uchiya
ma T, Ogasa
hara K, Hara
 K, Inoue M,
 Murakami T,
 Someki F, N
akamura K, 
Sugiyama T, 
Uchida H, Ic
hikawa H, Ka
wakubo Y, K
ano Y, Tsujii 
M 

Psychometric prop
erties of the Repe
titive Behavior Sc
ale-Revised for in
dividuals with aut
ism spectrum diso
rder in Japan 

Research in 
Autism 
Spectrum 
Disorder. 
 

15 60-68 2015 



 
 

谷伊織・伊藤大
幸・平島太郎・
岩永竜一郎・萩
原拓・行廣隆
次・内山登紀
夫・小笠原恵・
黒田美保・稲田
尚子・原幸一・
井上雅彦・村上
隆・染木史緒・
中村和彦・杉山
登志郎・内田裕
之・市川宏伸・
辻井正次 

日本版短縮感覚プロ
フィールの標準化：
標準値および信頼
性・妥当性の検討 

精神医学 57(6) 419-429 2015 

原口英之・井上
雅彦・山口穂菜
美・神尾陽子 

発達障害のある子ど
もをもつ親に対する
ピアサポート；わが
国におけるペアレン
ト・メンターによる
親支援活動の現状と
今後の課題  

精神保健研
究 

61 49-56 2015 

平本厚美・井上
雅彦・高貝蹴 

レット症候群におけ
る合目的的な手の使
用の形成 

子どものこ
ころと脳の
発達 

6(1) 42-47 2015 

井上雅彦 行動論的アプローチ
はASD治療の到達点
として何を目指すの
か 

精神療法  41(4) 98-504 2015 

井上雅彦 発達障害と家族支援 精神療法. 41(4) 577-584 2015 

鳥居深雪・河崎
佳子・海津亜希
子・佐藤克敏・
鳥越隆士・井上
雅彦 

特別支援教育の展
望：インクルーシブ
教育の目指すべきも
の-ユニバーサルデ
ザインと専門性 

教育心理学
年報  

54 173-180 2015 

式部陽子・岩坂
英巳・井上雅彦 

高等学校定時制課程
における行動面・学
習面で 「気になる」
 生徒の支援に関す
る教員へのコンサル
テーション効果の検
討 

次世代教員
養成センタ
ー研究紀要 

1 75-81 2015 

東野正幸・川村
尚・井上雅彦 

強度行動障害のある
人の支援を目的とし
た行動測定支援アプ
リケーションと情報
共有支援システムの
検討 

電子情報通
信学会技術
研究報告 

114(497) 41-43 2015 

井上雅彦 応用行動分析を用い
た発達障害の子ども
への支援 

精神療法 41(2) 185-189 2015 



 
 

市川宏伸 子どもの薬物療法～
医療現場での苦悩 
わが国の現状 

公益社団法
 日本精神
神経科診療
所協会   

41(2)  87-99 2015 

市川宏伸 個を重んじた教育
について-児童青年
精神科から見た特
別支援教育- 

特別支援教
育の実践情
報 

166 4-5 2015 

市川宏伸 大人の発達障害 医
学概論・総論 

心の健康だ
より 

114 2-3 2015 

小枝達也 発達性読み書き障害
（dyslexia） 診断
と治療の進歩：医療
からのアプローチ 
今後の研究と診療の
展望 

脳と発達  47 7-11 2015 

Pu S, Nakago
me K, Yamad
a T, Yokoyam
a K, Matsum
ura H, Nagat
a I, Kaneko 
K 

Prefrontal activati
on predicts social 
functioning improv
ement after initial
 treatment in late
-onset depression 

Journal of 
Psychiatry 
Research 

62 62-70 2015 

Yokoyama K,
 Yamada T, 
Mitani H, Ya
mada S, Pu 
S, Yamanashi
 T, Matsumur
a H, Nakago
me K, Kanek
o K 

Relationship betw
een hypothalamic-
pituitary-adrenal a
xis dysregulation 
and insulin resist
ance in elderly pa
tients with depres
sion 

Psychiatry 
Research 

226 494-498 2015 

Hagiya K, Su
miyoshi T, K
anie A, Pu S,
 Kaneko K, 
Mogami T, O
hshima S, Ni
wa S, Inagaki
 A, Ikebuchi 
E, Kikuchi A,
 Yamasaki S,
 Iwata K, Na
kagome K.  

Facial expression 
perception correlat
es with verbal wo
rking memory fun
ction in schizophr
enia 

Psychiatry 
and Clinica
l Neuroscie
nces 

69 773-781 2015 



 
 

Pu S, Nakago
me K, Yamad
a T, Yokoyam
a K, Matsum
ura H, Yama
da S, Sugie 
T, Miura A, 
Mitani H, Iw
ata M, Nagat
a I, Kaneko 
K 

Suicidal ideation i
s associated with 
reduced prefrontal
 activation during
 a verbal fluency 
task in patients w
ith major depressi
ve disorder. 

Journal of 
Affective D
isorder 

181 9-17 2015 

Pu S, Nakago
me K, Yamad
a T, Matsum
ura H, Yokoy
ama K, Kane
ko K, Kurosa
wa Y 

Association betwee
n Fish Consumpti
on and Prefrontal
 Function during 
a Cognitive Task i
n Male Japanese 
Workers:A Multi-C
hannel Near-Infra
red Spectroscopy 
Study.     

PloS One 10(4)  2015 

Masai M, Pu 
S, Yokoyama 
K, Matsumur
a H, Yamana
shi T, Itakura
 M, Sugie T, 
Miura A, Nag
ata I Iwata 
M, Kaneko K 

Residual symptom
s were differential
ly associated with
 brain function in
 remitted patients
 with major depre
ssive disorders 

Yonago Act
a medica.  

  2015 

兼子幸一 統合失調症の社会機
能障害 

精神科治療
学 

30 45-50 2015 

兼子幸一 衝動制御障害の考え
方と対応への取り組
み 

アディクシ
ョンと家族 

31 8-14 2015 

兼子幸一 統合失調症に対する
認知リハビリテーシ
ョン 

精神科治療
学 

30 817-822 2015 

兼子幸一 統合失調症の認知機
能障害の神経生物学
的背景 

精神医学 57 743-752. 2015 

Kozo Tanigaw
a, Miki Tsuji,
 Kenichi Tak
ahashi, Takao
 Kawamura, 
Kazunori Sug
ahara 

Automatic Human
 Tracking System 
using Localized N
eighbor Node Calc
ulation 

Sensors & 
Transducer
s 

194(11) 54-61 2015 



 
 

Miki Tsuji, T
appei Yotsum
oto, Kenichi 
Takahashi, K
ozo Tanigawa,
 Takao Kawa
mura, Kazuno
ri Sugahara  

Reduction of Neig
hbor Node Calcula
tions for Automati
c Human Trackin
g System 

The Ninth 
Internation
al Confere
nce on Em
erging Sec
urity Infor
mation, Sy
stems and 
Technologie
s 

 154-159 2015 

Tappei Yotsu
moto, Kozo T
anigawa, Miki
 Tsuji, Kenich
i Takahashi, 
Takao Kawa
mura, Kazuno
ri Sugahara  

Automatic Human
 Tracking System 
using Localization
 of Neighbor Node
 Calculation 

The Ninth 
Internation
al Confere
nce on Em
erging Sec
urity Infor
mation, Sy
stems and 
Technologie
s 

 139-145 2015 

Shin Osaki, 
Masayuki Hig
ashino, Kenic
hi Takahashi,
 Takao Kawa
mura, Kazuno
ri Sugahara 

A Framework to 
Mitigate Debuggin
g Difficulty on Ag
ent Migration 

Proceedings
 of the 7th
 Internatio
nal Confer
ence on Ag
ents and A
rtificial Int
elligence  

 190-197 2015 

會田千重・谷口
謙・石井清久 

特集/重症心身障害1
-総論、診察、栄養管
理、神経系/神経系の
合併障害の治療・管
理/行動障害、睡眠障
害への対応 

小児内科 47(11) 1965-1969 2015 

會田千重・中山
政弘・平野誠・
黒木俊秀 

行動障害を有する重
度・最重度精神遅滞
児(者)に対する向精
神薬の使用状況-国
立病院機構7施設の
「動く重症心身障害
病棟」における実態
調査と病棟担当医に
よる意識調査 

児童青年精
神医学とそ
の近接領域 

56(1) 114-129 2015 

大村美保・相馬
大祐・五味洋
一・信原和典・
志賀利一 

障がい者 福祉サー
ビスによる矯正施設
対処者の受入れ・支
援に関する研究１－
全国の障害者支援施
設及び５自治体の障
害福祉サービス事業
の全数調査より 

国立のぞみ
の園研究紀
要 

8  99-112 2015 



 
 

志賀利一,五味
洋一,信原和典 

強度行動障害支援者
養成研修に関する研
究－実践研修のプロ
グラム及びテキスト
の開発・普及につい
て 

国立のぞみ
の園研究紀
要 

8 81-98 2015 

志賀利一,相馬
大 祐 , 信 原 和
典,大村美保,
五味洋一 

障がい者福祉施設従
事者等の虐待防止と
対応 

国立のぞみ
の園研究紀
要 

8 58-80 2015 

大村美保,志賀
利 一 , 信 原 和
典,五味洋一,
相馬大祐 

養護者による障害者
虐待事案の分離保護
に関する研究－分離
保護実績のある５自
治体の聞き取り調査
より 

国立のぞみ
の園研究紀
要 

8 51-57 2015 

五味洋一,村岡
美 幸 , 志 賀 利
一,大村美保,
相馬大祐,信原
和典 

相談機関における障
害者虐待の認知状況
（その２）－地域の
相談機関における虐
待事例の分析 

国立のぞみ
の園研究紀
要 

8 35-50 2015 

五味洋一,志賀
利 一 , 大 村 美
保,相馬大祐 

相談機関における障
害者虐待の認知状況
（その１）－平成25
～26年度往復はがき
調査結果の比較を中
心に 

国立のぞみ
の園研究紀
要 

8 30-34 2015 

信原和典,志賀
利 一 , 相 馬 大
輔,大村美保,
五味洋一 

壮年期及び高齢期の
発達障害者の実態に
関する基礎的研究 
国立のぞみの園研究
紀要2015 

国立のぞみ
の園研究紀
要 

8 1-7  2015 

稲田尚子 海外の取り組みから
支援を考える:毎日
の生活の中で対人コ
ミュニケーションス
キルを身につける 
本人のモチベーショ
ンの利用 

Asp heart:
広汎性発達
障害の明日
のために 

14, 80-82 2015 

東野正幸、灘本
拓、高橋健一、
川村尚生、菅原
一孔 

モバイルエージェン
トシステムのデバッ
グに関する研究の展
望:合同エージェン
ト 

  185〜186 2015 

灘本拓、高橋健
一、東野正幸、
川村尚生、菅原
一孔 

モバイルエージェン
トシステムのための
エージェント検索機
能の提案:合同エー
ジェント 

  187〜188 215 



 
 

Shin Osaki、M
asayuki Higas
hino、Kenichi 
Takahashi、Ta
kao Kawamur
a、Kazunori S
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A Framework to
 Mitigate Debugg
ing Difficulty on 
Agent Migration 

Proceedings
 of the 7th
 Internatio
nal Confer
ence on Ag
ents and A
rtificial Int
elligence 

 190-197 2015 

東野正幸、川村
尚生、井上雅彦 

強度行動障害のある
人の支援を目的とし
た行動測定支援アプ
リケーションと情報
共有支援システムの
検討 

電子情報通
信学会技術
研究報告 

114(497) 41-43 2015 

 


