
 
 

 
発達障がい児・者の認知発達：  

発達障がいにおけるメタ認知とその支援について  
Cogni t i ve Devel opment o f  Deve lopmental  D i sab i l i ty  

Chi l dren /Adul t s :  
Meta cogni t i on  o f  Devel opmental  D i sa bi l i t i es  a nd Supports  

 
菊野  雄一郎  
（保 育学 科）  

 

キー ワー ド：発 達障 がい 、認 知発 達、メタ 認知、支援、アセ ス メン ト  
 

１． 要 約  

本研 究で は、 発達 障が い児 ・ 者の メタ 認知 の特 徴の 解明 、さ らに

発達 障が い児 ・者 のメ タ認 知 の支 援に つい ての 研究 を展 望し た。 そ

の結 果、 以下 のこ とが 明ら か にな った 。 (1 )  発達障 が い児 ・者 のプ ラ

ンニ ング やモ ニタ リン グな ど メタ 認知 は十 分に 機能 して いな いこ と

が認 めら れた 。メ タ認 知の 低 下に より コミ ュニ ケー ショ ン・ スキ ル

の低 下な ど社 会制 御や 学力 や 学習 にも 影響 して いる こと が示 唆さ れ

た。 (2 )メ タ認 知の 支援 とし て 、自 己モ ニタ リン グ指 導、 自己 評価 へ

のフ ィー ドバ ック が ASD 児 のメ タ認 知 にと って 有効 であ るこ とが 認

めら れた 。ま た、 仲間 や遊 び によ るメ タ認 知の アプ ロー チ が LD 児

のメ タ認 知の 育成 に有 効で あ るこ とが 認め られ た。  
 

２． 目 的  
メタ 認知 は、自分 の認 知に つい ての 認 知で あり 、認 知過 程に つい て

の 知 識 と 自 分 自 身 の 認 知 に つ い て の モ ニ タ ー と コ ン ト ロ ー ル す る 能

力で 構成 され てい る (F lave l l ,  197 6；三 宮 ,  2 008 な ど )。 本研 究で は 、

発 達 障 が い の メ タ 認 知 に 関 す る 近 年 の 動 向 に つ い て 研 究 を 展 望 し た 。 
 
３．  発達 障 が い児 ・ 者に お け るメ タ 認知  

発達 障が い児・者 は、いか にメ タ認 知 を習 得し 、認 知活 動で 効率 的

に利 用し てい るの であ ろう か 。発 達障 が い児・者 であ る ASD、ADHD、

LD のメ タ認 知 の特 徴に つい ての 研究 を 概観 した い。  
 

1 )  ASD とメ タ 認知  
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まず、自閉 症ス ペク トラ ム 症候 群（以 下、 ASD）児・者 のメ タ認 知

につ いて の研 究を みて みよ う。ASD 児・者の メタ 認知 の特 徴を 調べ た

研究 は多 く見 られ る。 Gra i nger,  Wi l l i a ms & Li nd (2 014 )は 、 FOK 課

題 ( fee l -o f -knowi ng  ta sk :  Ha rt ,  1 965 )を用 い て ASD 者と 定型 発達 者

のメ タ記 憶の モニ タリ ング を 調べ てい る。FOK 課題 で は、参 加者 に単

語対 の記 憶を 行な わせ た。その 後、片 方の 単語 を提 示し 、対 にな る単

語を 再生 させ た。対の 単語 を再 生で き なか った 場合 に、もう 一つ の単

語を 後で 想起 でき る可 能性 を 尋ね た。そ の結 果、ASD 者は 自分 の 記憶

を正 確に 認識 でき なか った 。こ の結 果か ら、ASD 者は メタ 記憶 の モニ

タ リ ン グ が 十 分 に 機 能 し て い な い こ と が 示 唆 さ れ た 。 ま た 、 Leung ,  
Voga n,  Powel l ,  Ana gnostou  &  Tay lor  (2 016 )は、ASD 児 の作 業記 憶、

プ ラ ン ニ ン グ や モ ニ タ リ ン グ な ど メ タ 認 知 的 実 行 過 程 と 社 会 的 機 能

に関 連が ある こと を示 唆し て いる 。  
ASD 児 は 、 自 分 の 認 知 を ど れ だ け 正 し く 認 識 し て い る の で あ ろ う

か。Furl a no  & Kel l ey  (20 19 )は、自 分の 認知 活動 につ いて のメ タ認 知

が定 型発 達児と ASD 児で 異な るの か、 また フィ ード バッ クを 行っ た

後に 予測 値が 変化 する かを 調 べた。そ のた め、参加 者が 課題 を行 う前

後に 、自 分の 成績 を予 測さ せ た。  そ の 結果 、定 型発 達児 に比 べ ASD
児は 自分 の成 績を 過大 に評 価 する こと が見 られ た。この 結果 は、自己

の活 動の メタ 認知 が劣 るこ と を示 唆し てい る。しか し、フィ ード バッ

クを 行う と正 確に 認識 でき 、フ ィー ドバ ック によ りメ タ認 知が 適切 に

作動 する こと を示 唆し てい る 。  
また 、 Grai nger,  Wi l l i ams & Li nd (2 01 6)は 、 ASD 児に モニ タリ ン

グの 問題 が見 られ るこ とを 示 唆し てい る。メ タ認 知 には 自分 の心的状

態を表象す る モ ニ タ リ ン グ と 認 知 を 効 果 的 に 制 御 す る 制 御 過 程 が あ

り、自己 調節学習 で重要 な役割を して いる 。そ の結 果、ASD 児は モニ

タリ ング での 問題 で制 御プ ロ セス に影 響を与えるこ とが 見ら れた 。  
McMa hon,  Henderson,  N ewel l ,  Jai me & Mundy (20 16 )  は、 8 歳か

ら 1 6 歳の ASD 児と 定型 発達 児に 、顔の感情を推測 する 課題 を提 示

し、自分 の推測へ の自信 の 能力 を 調べ た。その 結果 、推測の 正確 さに

差は 見ら れな かっ たが 、ASD 児が 自分 の推測 に 自信を持って いた 。こ

の結 果は 、 ASD 児に モニ タリ ン グの 問 題が ある こと を示 唆し てい る 。 
Rosel l o -Mi ra nda ,  Berenguer-Forner  & Mi ra nda -Ca sa (201 8 )がメ

タ認 知指標に より 、ASD 児 の社 会化 と持続性 を予 測で きる こと を示 唆

して いる 。定型 発達 児 、ASD 児 、ADHD 児の適応行動 、学習 行動 と実

行機 能を 分析した 。そ の 結果 、メ タ認 知 指標によ って 、ASD 児の 社 会
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化 と 学 習 の 持 続 性 を 予 測 で き 、 行 動 調 整 と 両 親 の 教 育 レ ベ ル が 、

ADHD 児の 社 会化 スキ ルを 予測 でき た こと が認 めら れた 。  
ASD 者 は 、 年齢を重ね て も メ タ 認 知 は 発 達 し な い の で あ ろ う か 。

Davi ds,  Groen,  Berg ,  Tucha  & va n Bal kom (201 6 )は、 5 0 歳以上の

ASD と定 型発 達者 の実 行 機能 を調 べて いる 。高齢の ASD は メタ 認知

の EF 障 がい が見 られ たが 、EF 課題 の成 績に逸脱は見 られ なか った 。  
前田・佐藤 (2 01 8 ) は 、自 閉特 性 、メ タ 認知 、コ ミ ュニ ケ ―ション ス

キ ル と の 関 係 を 調 べ て い る 。 大 学 生 に 、 the Auti sm-Spect rum  
Quoti ent  (AQ)、コミ ュ ニケ ーシ ョン・スキ ルを 測定 す る ENDCOREs 
尺度、メ タ 認知尺度を実施し た 。そ の結 果、ASD 傾向 が高い 学生 は，

コミ ュニ ケー ショ ン・スキ ルと メタ 認知 が共に低 くな るこ とが 認め ら

れた 。ま た、自閉傾向 の高い 学 生は コ ミュ ニケ ーシ ョン が低 く、メタ

認 知 の 能 力 を持つ傾向 が あ っ た 。 こ の 結 果 は 、 ASD 傾向 の 学 生 の コ

ミュ ニケ ーシ ョン にメ タ認 知 要因が介在す るこ とを 示唆 して いる 。  
ASD 児 の 学 力 や 学 習 に メ タ 認 知 が 影 響 し て い る こ と を 示 唆 す る 研

究が 見ら れる 。ASD 児の 学力 に実 行 機 能が 影響 する こと が、Col omer,  
Berenguer,  Rose l l ó ,  Ba ixaul i  &  Mi ra nda (201 7 )によ って報告され て

いる。その 結果、す べて の学 習活 動で、ASHD 児と定 型発 達児 の間 に

有意差が 見ら れた 。不注意お よび 多動 性 /衝動 性の ADHD の典型 的な

症状より も、 実行 機能 が ADHD 児の学 習行 動を 予測 する 大き な力 で

ある こと が認 めら れた 。  
ASD 児の 学習 行動 が不十分 な原因の一 つと して 、 ADHD 症状が仮

定さ れて いる 。 Rose l l o ,  Berenguer,  Baixa ul i ,  Col omer  &  Mi ra nda  
(2 018 )は ASD 児 と定 型発 達児 の実 行機 能と 学習 行動 を分析し た。 そ

の結 果、 定型 発達 児に 比べ 、 ASD 児 は ADHD 症状が多 く見 ら れ、 学

習行 動が不十 分で あ った 。そ して 、実 行機 能の 行動 調節指数（ BRI）
とメ タ認 知指数（ MI）の両要因が、 AD HD 症状と ASD 児 の学 習行 動

の間 を媒介す る効 果が ある こ とが 認め られ た。  
 

2 )  ADHD とメ タ認 知  
次に 、ADHD 児・者 の 研究 をみ てみ よ う 。ADHD 児・者が 、学 習や

社 会 行 動 で 、 メ タ 認 知 が重要 な役 割を す る こ と が 示 唆 さ れ て い る 。

Mi ra nda ,  Merca der,  Ferná ndez  &  Col omer,  (20 17 )  は、実 行機 能 が

ADHD の読解 能力 に影 響す るこ とを報告し てい る。Mi ra nda 達は、成

人の ADHD の読みの 正確 さ、流暢さ、 およ び理解度の読書能 力と 実

行機 能と の関係を 調べ た。その 結果 、定 型発 達者 に比 べ ADHD 者 は、
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読解速度、文字通りの質問 への回答な どの 成績 は低 いこ と、ワー キン

グメ モリ とメ タ認 知が 影響 す るこ とが 認め られ た。  
Al va ra do,  Puente,  J i ménez  &   Arrebi l laga (20 11 )  は、 ADHD の

学生 にと って読解 が難しい の は、読解 力で はな く、実行 機能 に起因す

るの かを検討して いる 。そ の 結果 、定 型発 達者 に比 べ ADHD の学生

の読解力 が低 かっ た。 また 、 定型 発達 者と ADHD 者の読解 力を等し

くし ても 、 ADHD 者は、計画に 関す る メタ 認知 のレベル は低 かっ た 。

この 結果 は、ADHD の 学生 の読解が難しい原因は、読解 の理解の差よ

りも 、実 行機 能に 起因する こ とを 示唆 して いる 。  
メタ 認知 が ADHD 児・者 の学 業 成績 を 予測 でき るこ とが 、Sheeha n 

&  Ia rocci  (201 5 )によっ て示 唆さ れ て いる 。 Sheeha n と Ia rocc i は、

実行 機能 が ADHD の大学 生の 成績 や社 会適応の 予測因子にな るか を

検討して いる 。その 結果 、メタ 認 知を含む実 行機 能を 測定 する こと が 、

学 業 適応を 予 測 す る ス キ ル か ど う か を判別で き る こ と を 示 し て い る 。 
また 、Rose l l o -Mi ra nda  e t  a l .  (2 018 )は 、ASD 児 と ADHD 児 、定 型

発達 児の 学習 行動 での 実行 機 能の 影響 を分析し てい る。行動 制御 と両

親の教育レベルは 、ADHD の子ども の社 会的 スキ ルを 予測 でき たこ と

を明 らか にし てい る。  
 

3 )  LD とメ タ認 知  
LD 児の メタ 認 知に つい ても いく つか の 研究 が見 られ る。Si der i di s ,  

Morga n,  Botsa s,  Pa del i a du & Fuchs (2006 )は 、メ タ認 知 が LD の強

力な 予 測因子で あ るこ と を示 唆 し てい る。 Si der i di s 達 は、 学 習 障が

い（ LD）の 予測因子とし て 、動 機付け 、メタ 認知 、精神病理学が いか

に作 用す るか を調 べて いる 。そ の結 果、メタ 認知 と精神病理学が強力

な予 測因子で ある こと が認 め られ た。また、数学 の LD の 生徒は、数

学的尺度と認 知尺度の両方 で 成績 が著しく 低い こと を Shi n  &  Brya nt  
(2 015 )が 示唆 して いる 。  

Bergey,  Dea con & Pa rr i la  (201 7 )は、読字障 がい の履歴の ある 大学

生は読解 力が 低い かど うか を検討して いる。読字障 がい の履歴の ある

大学 生と読字障が いの履歴の ない 大学 生の メタ 認知 的読字、学習 方略、

GPA との関係を検討し た 。そ の結 果 、読字障 がい の既往歴のあ る学 生

は、メタ 認知読解 およ び学 習方略で得点が 低か った 。し かし 、こ れら

の得点と 学力 との 間に 関係は 見ら れな かっ た。  
Ga rrett ,  Ma zzocco  & Ba ker  (2 006 ) は 、 数 学 学 習 障 が い （ MLD:  

ma thema ti cs  lea rni ng  d i sa bi l i ty）の ある子ど も と MLD のな い子ど
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もを 比較して 、問 題解決の 予測 と評 価の メタ 認知 スキ ルを 調べ てい る 。

その 結果、 MLD 児 は、 MLD のな い子ども より も、正 しい 解答と誤っ

た解答を 評価 する精度が低 く、どの 問題 を正 しく 解決でき るか を予 測

する精度も低 か った 。 この 結 果 から 、 MLD 児は 問 題解決の予 測 と評

価の メタ 認知 スキ ルが 低い こ とが 示唆 され る。  
 
４．  発達 障 が い児 の メタ 認 知 の評 価 の仕方  

発 達 障 が い 児 の メ タ 認 知 は ど の よ う に し て 評 価 で き る の で あ ろ う

か ・ 玉 木 ・ 海 津 (2 012 ) は 、 BRIEF(Beha vi or  Ra ti ng  Inventory  o f  
Executi ve  Functi on:  Gi oi a ,  I squith ,  Guy,  &  Kenworthy,  2 000  )を日
本語 に翻訳し、ASD 児 の 実行 機能 を測 定し，その 有用 性を検討し てい

る。BRIEF は 、子ど もの日常生活 での 行動 を 、保護者 や教員が 評定 す

る尺度で ある 。  
BRIEF は 、保護者 や親が評 定す る ので 、時間 や負担が少な く 、子ど

もを 対象にし た場 合も 用い や すい 。 BRIEF は、 7 2 の質問項目で 構成

され 、過去 6 か月間で項目 に記載さ れた 行動 が見 られ たの かを回答す

るよ うに なっ てい た 。抑制（ i nhib i t）な どの 8 つの 下位スケ ール で 構

成 さ れ て い た 。 こ れ ら の 下位ス ケ ー ル を組合 せ る こ と で 、 行 動 調整

(Behav i or Regul at ion ）、 メ タ 認 知 （ Meta cogni t i on ）、 全 実 行 機 能

（ Gl ob al  Executi ve  Composi te）の 3 つ のインデック スが算出され る

よう にな って いる 。  
また、最近、百田他 (2 01 7 )が、より 多く の対象者 を用 いて標準化を

した日本 語版 BRIEF を作成 して い る。  
 
５．  発達 障 が い児 の メタ 認 知 の支 援  

それ では 、発 達障 がい 児の メタ 認知 の 発達 の遅れは 、トレー ニン グ

や教授に よっ て促進さ れる の であ ろう か。  
 

1 )ASD のメタ 認 知の 支 援  
ASD のメタ 認知 の支 援に つい て の研 究 が見 られ る井澤・霜田・氏森

(2 007 )は 、自閉 性障 がい を伴う 生徒に 、社会 的ス キル での 自己 モニ タ

リン グ指 導の 効果 を検討し て いる。自 己モ ニタ リン グ導入条件で 、対

象児 が社 会的 スキ ルの 自己 モ ニタ リン グシ ート に、回答する手続きで

は効 果は 認め られ なか った 。し かし 、ビデオフィ ード バッ クを含んだ

自己 モニ タリ ング 指導条件を 導入した とこ ろ、自 己 モニ タリ ング 率お

よび 適切 な社 会的 スキ ルが高まっ た。  
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園部  (2 014 )は 、自 己感の語 りか ら、メ タ認 知を言語 化さ せ、それ を

社 会 的 場面で 利 用 で き る よ う に 支 援 す る と い う ア プ ロ ー チ を 行 っ て

いる 。高機能広汎性発 達障 がい 者 が、違和感や不全感、過去の体験な

ど 自 己感を 語 る こ と で メ タ 認 知 を 育 成 し 社 会 的 場面で そ れ を他者 に

伝えるこ とで 、社 会適応能 力 が高めら れる こと を示 唆し てい る。  
また 、 Furl a no  & Kel l ey  (20 19 )は、 定 型発 達児 に比 べ ASD 児 は自

分の 成績 を過 大に 評価 する こ とを 明ら かに して いる。しか し、ASD 児

に 評 価 の フ ィ ー ド バ ッ ク を 行 う と 正 確 に 認 識 で き る こ と も 明 ら か に

して いる 。こ のこ とか ら、フィ ード バッ クな ど適 切な 支援 があ るこ と

によ りメ タ認 知が 適切 に作 動 する こと が示 唆さ れて いる 。  
 

2 )  ADHD のメタ 認 知の 支 援  
ADHD 児・者 にお ける メタ 認知 の促進に つい ても いく つか の研 究が

認め られ る。作業 記憶 とメ タ 認知 の訓練に より 、ADHD 児の 実行 機能

が改善さ れ る こ と が 、 Ca podi eci ,  Re ,  Fra cca,  Borel l a ,  &  Ca rret t i  
(2 019 )に よっ て示 され てい る 。特 に 、A DHD 児は 、作業 記憶 、特に視

空間 要素に お け る 障 が い に よ り 学 業不振に な る こ と が仮定 し て い る 。

メタ 認知 にも 問題 があ り、注意や衝動的 行動 をコ ント ロー ルす るの に

不適 切な 方略を用 いる こと が仮定 され る。そ こ で、視空間作 業記 憶と

メタ 認知 活動 を訓練し 、注意困難や衝動 行動 を抑制で きる かど うか を

検討した。視覚空間作 業記 憶と メタ 認知 に焦点を 合わ せた複合 トレー

ニン グを 、ADHD 児と 定 型発 達児 に実施し た。そ の結 果、複合トレー

ニン グに よ り ADHD 児の 実行 機能 と行 動の改善が認 めら れた 。  
また 、メ タ認 知的 実行 機能 トレー ニン グに よっ て ADHD の幼児 の

実行 機能 が改善さ れる こと が 、 Ta mm,  Na konezny,  &  Hughes  (20 14 )
の研 究で 認め られ てい る。Ta mm 達は、親が子ど もに メタ 認知 的実 行

機能 トレーニ ング を行 う治療法を開発 し、そ のこ と が注意と 自己 調整

を改善で きる よう に設計さ れ た。その 結 果、実行 機能（視覚 /聴覚注意、

作業 記憶、およ び 認知 の柔軟性 ）が改善し、不注意な症状を軽減し た。

Pal i ncsa r,  & Kl enk (199 2 )は、 LD 児の読み書き の指 導を する際に 、

読み書き の「基本 スキ ル」だけ を分離する こと は、メタ 認知 を悪化さ

せる こと にな るこ とを 示唆 し てい る。  
 

3 )LD のメタ 認知 の 支 援  
LD 児の メタ 認知 の改善に つい て は、 E smai l i たちの研 究が 見ら れ

る 。 Esmai l i ,  Mehrab a n,  Sha fa roodi ,  Ya zda ni ,  Ma soumi .  &  Za rei  
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(2 019 )は 、 SLD(spec i fi c  l ea rni ng  di sa bi l i ty )児 は社 会的 能力 、学 力 、

実行 機能 が劣 る原因を検討し てい る。 そこ で、 7 歳から 11 歳ま での

SLD 児に 仲間 遊び に参 加さ せた 。そ の 効果 を検討す るた め、職業 的価

値 と 能 力 お よ び 行 動 制 御 と メ タ 認 知 を含む 実 行 機 能 ス キ ル を 調 べ て

いる 。そ の結 果、仲間 遊び によ って 実 行機 能の 効果 が見 られ たが 、職

業的 価値 と能 力で は効 果が 見 られ なか った。こ の結 果は 、仲 間遊 びに

参加 する こと で SLD 児の 実行 機能 を促進す るこ とを 示唆 して いる 。  
また 、 Esmai l i ,  Sha fa roodi ,  Mehra ba n,  Pa ra nd,  Za rei  &  Akba ri -

Za rdkha ne  (201 7 )は、 SLD 児の実 行機 能の メタ 認知 およ び行 動ス キ

ルに 遊びベー スの介入が効 果 的か どう かを検討して いる 。SLD 児の半

分に 遊びベー スで 実行 機能 の トレーニ ング を行 った 。そ の結 果、遊び

ベー スの治療が SLD 児の 実行 機能 のメ タ認 知と 行動 に効 果的 であ っ

た。この 結果 は、実行 機能 のス キル を促進する のに 、教育的 アプ ロー

チよ りも プレイベース のア プ ロー チが 有効 だと 示唆 して いる 。  

 
６．  本研 究 の まと め  

本研 究の 目的 は、発達 障が い児 のメ タ 認知 の発 達と 特徴 、発 達障 が

い児 のメ タ認 知の 支援 につ い ての 研究 を展 望し、以 下の こと が明 らか

にな った 。 (1 )  発達 障が い児 者 は、 プラ ンニ ング やモ ニタ リ ング など

が十 分に 機能 して いな い。 (2 )  メタ 認 知の 支援 とし て、自己 モニ タリ

ング 指導 、 ASD 児の 自 己評 価に フィ ー ドバ ック を与える ことが ASD
児の メタ 認知 にと って 有効 で ある。ま た、仲 間 や遊 びに よる メタ 認知

のア プロ ーチ が LD 児 のメ タ認 知の 育成 に有 効で ある こと が認 めら れ

た。  
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