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平仮名 の 読 み に 著 し い 困難 を示 す 児童 へ の 指導 に 関す る事例研 究

服 　部　美佳 子
1

　平仮名 の 読 み の 習得 に 著 し い 困難を も つ
， 小学 2 年生 の 男児 A 男 の 認知特性 を分析 し，特性に基 づ い

た読 み の 指 導 を行 っ た 。 A 男は 医学的 に は 読字障害 （reading 　disorder） と診断 さ れ ，認知特 性 で は 全 般的

な 知 能 の 水準 に 明確な 遅 れ は な い も の の ，継次処 理過程の う ち特に聴覚性 の 短期記 憶能力 の 弱 さ ， お よ

び抽象的な視覚刺激 の 探 索 や短期記憶 の 困難 さ を も っ て い た 。読 み 困難 の 要 因 と し て 指摘 さ れ る こ との

多 い 聴覚処理 の 問題 に 加 え ， 視覚性 の 能力 に も弱 さ を もっ て い た た め ， そ の特 性に応 じ た 指導が 必 要 で

あ っ た 。 指導は平仮名文字の 形態へ の 認識を高め る と ともに ， 文字 と そ の 読み 倍 ）と の 間 に 単語 を介 在 さ

せ ， 文字
一

単語 （意 味 ）一音 （読 み） の 連合 を促 した。その 後 ， 特 に 文字一音対 応 の 処 理 の 効 率 化 に よ っ

て ， 単語 の 音読 ・読解 を目指 す べ く， ド リ ル 課題 と刺激の 瞬 時提 示課題 を行 っ た 。 これ らの 指導 を 通 し

て ，A 男 の 読 み の 困難 さ か ら見れ ば ， 比較的早期 に 単 語 の 読 解が可能 に な っ た と考 え ら れ る。

　キーワード ：読 み障害 ， 指導，平仮名文字，認知特 性 ， 事例研究

1 ．問題

　文 字 の 読 み を習得で き な い 児童が 通常 学級 の 中で 授

業 を受け続け る の は か な りの 苦痛 を伴 っ た よ うで あ る 。

筆者は教育相談機関等 に お い て 発達 障害 を もつ 子 ど も

達 の 相談 や 指導 に 携わ っ て お り ， そ の 中で 通常 の 指導

で は小学 1年終了段階で 平仮名 の読 み を習得で きず ，

読 む こ とへ 強 い 抵抗 を示 し登校 を渋 っ て い た A 男 の 指

導 を担当し た 。 A 男 の 読 み の 困難 は重篤で ， 家庭や 学

校で 何度指導を受 け て も平仮名 の 読 み を習得で きず，

努力が 足 りな い と何度 も責 め ら れ た と聞 い て い る。

　文 字 の 読 み を系統的 に学習す る の は就学後 で あ る が
，

実際 は多 くの 子 ど も達 が 就学前 に 平仮名 の 読 み を習得

し て い る （国立 国語 教育 研究 所，1972 ；島 村 ・三 神，1994）。 そ

の
一

方で ，知的発達 に は遅れ が な い に もか か わ らず，読

み 書 き に 著 し い 困難 を示 す 溌 達性 の デ ィ ス レ キ シ ア

（dyslexia＞ や学習障害 （Learning　Disabilities：以 下 LD と す

る ）等の 存在が注目さ れ て い る。

　ア ル フ ァ ベ ッ ト圏 で は，特異 的 な読 み の 困難 を示 す

dyslexiaの 問題 は音韻 処 理 過 程 の 障害 に よ っ て 生 じ

る こ と と，音韻 処理過程の 問題 は そ の 基底 に あ る 聴覚

処理 の 障害 か ら生 じ る と い う仮 説 に よ っ て 問題 の 理 解

と治療 へ の努力が 進め ら れ て きた （Hayncs ，1998 ）。 し か

し 日本 と ア ル フ ァ ベ ッ ト圏 と で は言語体系 も文 字体 系

も異 な り，そ の 困難 さの様相 と要因 に も違 い が見 られ

る 。 日本 で も読 み の 困難 体 稿 で は 特 に 断 りの な い 限 り発 達

’
　 旭 出学 園教育 研 究所

　 〒 178−0063　東 京都練 馬 区東大 泉7−12−16

性 dyslexiaや LD に よ る 読 み 困難 を さ す ）を示 す要 因 と し て

は音韻処理 の 問題 が 指摘 され る 報告 （森 田 ・中 山 ・佐藤 ・

前川，1997；大 石，　1997］大 石 ・斉 藤 1999 ） が多 い
。 そ れ に 加

え て 聴覚
一

視 覚 を含 む 各感覚問の 連合機能 の 障害 が 想

定 され る事例 （大石 ・角野 ・長 畑，1984），形態処 理能力の

弱さ か ら読み が 困難 な事例 （安 藤，1994），構成 行為 の 問

題 か ら 読 み 書 き ，算数 に 困難 を持 つ 事例 （大 石，1994 ）

等 ， 認知的 な要因 も様 々 で あ る 。 そ の た め指導は 「読

み の プ ロ セ ス の ど こ に問題 を も つ か ，そ れ は ど の よ う

な神経心 理 学的機能障害か ら起 こ るの か を明 らか に す

る こ と か ら始 ま る 」 と大石 （1992） は述 べ て い る 。

　本稿で 取 り上 げ る の は 全般 的な知的発達に遅れ は な

い の に 平仮名 文字 1 字 1字 の読み の 習得に 困難 を もつ

事例 で あ る。（な お 本 稿 で は 断 りの な い 限 り 「文 字 」や 「読 み 」

は 平 仮 名 文字 と そ の 読 み を示 す。） 同様 の 事 例 に対す る指導

に っ い て の研究は少な い が ，主な もの を以下 に 挙げ る。

まず文字 の 形 態処理過程 に 困難 が あ る事例に 対 し て  

「『お 』は 十字 の 下 に
’
の
’
を書 き ， チ ョ ン を つ ける」等 文

字 の 形態 の意味づ け や 要素間 の 位置関係 を こ と ば で 説

明 す る （大 石，1992 ）方 法 が あ る。また文字 と音を対応 さ

せ る過程 の 困難 に は ，   「あ」は ／ア イ ス の ア／と文字

に キ
ー

ワ
ー

ドをつ け ， そ の 文字 と音 を 対応 さ せ る （大 石

ほ か，198の 方法 と ，   刺激等価性 パ ラダイ ム に 基づ い

て ， 絵 （意 味 ） と 平仮名文 字単語 の 対 応 を習 得 さ せ た

後 ， 文字配列課題 に よ っ て 1 字ずつ の文字の 読み を習

得 さ せ る （森田 ほ か，1997）方法が報告さ れ て い る 。 な お

天野 （1993，1994）は読み書 き能力 の 習得が 困難 な児童 に
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は 読み 書 きの 指導を行 う だ け で は 不十分で ， 言語 ・認

知面の 全般的な改善 を目指 した特別 の 教育が 不 可欠で

あ る とし，  〔A）音節の 自覚の 形成 と平仮 名文字 の 表記

の 学習 ， （B）文 の 統辞 ・意味論的構造の 自覚の 形 成 と文

の 読み 書 き の 学習 ，（C）分類行為の 学習を基礎 に し た語

い
・認知教育等の 言語教育 プ ロ グラ ム に 基 づ く指導を

行 っ て い る 。 さ ら に 吉村 （199S ） も天 野 の 教育 プ ロ グ ラ

ム に よ る指導 を 行 っ た 事例 を報告 し て い る。以上 の 報

告の う ち こ こ で は便宜 的 に   を形 態 言語化法 ，   を

キ ーワ ード対応法 ，   を刺 激等価 法，  を天野教育プ

ロ グラ ム と呼ぶ こ と と す る 。

　先行研 究の い ずれ も読み の 習得が進ん だ と報告 され

て お り， 本事例の 指導上 参考 に した が ，  は読み の 速

度が遅 い こ と ，   は単語の 読 み の 習得 が 進み に くか っ

た こ と，  は単語 と し て は読め て もそれ を構成 す る平

仮名 1字 1 字 の 読 み の 獲 得 に 困難 を 示 し た 事例が あ っ

た こ とが指摘 され，指導 上留意 を要す る と思 わ れ た 。

ま た 天 野教育プ ロ グ ラ ム は 言語面 全般 の 能力 の 向上が

期待 で き る一方 ， 毎週 2 回 （各 1 時 間） の ペ ース で 指導

を行 っ て も終 了 ま で に 2 年近 く を要す る と い う点 か ら，

本事例の指導頻度や 時 間の 制約 上 ，そ の ま ま適用 す る

こ と は難 し い と判 断 した。

　 こ こ で は 本事例の読み 困難 の 要因 と し て の 情報 処理

特性 の 分析 を試みる こ と ， そ の 上で本児の情報処理特

性 に 適 した平仮 名文字 お よび単語 の読み に つ い て の実

践的な指導 に っ い て検討 する こ と を目的 と す る 。

2 ．事例の 概要

　 A 男（初 回 面 接時 1998年 1 月，小学 校 1 年生，7 歳 1 ヵ 月，男児）

　 A 男は 小 学校入学 当初 よ り教科書が 音読で きず担任

教師 よ り度々 注意 を受 け ， 登 校 を渋 る こ と が あ っ た 。

小 学 1 年生 の 1 月 ， テ ス ト を白紙 で 提 出 した こ と を教

師 に 叱 られ，翌 日か ら登校 を強 く拒否 し保護者が 公立

の 福祉 セ ン タ
ー

に 相 談 した。心理検査や 診察の 結果 ，

児童精神 科 医師 に よ っ て DSM −IV （American 　 Ps》
・chiat ・

ric　Association，1994）に 基 づ き読字障害 （reading 　dis。 rder ）

と診断さ れ た 。

　（1） 生育歴

　胎 生 4 ヵ 月頃切迫流産 に よ る安静加療 ， 後期 に 貧血

に よ る鉄剤服用が あ っ た が
， 満期 産 で 正 常分娩 に て 出

生 ，周産期の 特筆事項 は な い 。始 歩が 1歳 前後 と運動

面 の 発達は標準的で あ っ た が ， 言語発達が遅 く，有意

味語の 表出が 1歳半前後 ， 明 らか な二 語文表出は 3歳

前後で あ っ た 。 3歳児健 診 で こ と ばの 遅れ を指摘さ れ ，

同年齢児 と の 接触が こ と ば の 発 達 に 効 果的 で あ ろ う と

の 理 由 で 保 育所 を勧め られ入所 し た 。 その 後表 出語 い

の 増加 ，
二 語文 の 表出 ， 社 会的 な コ ミ ュ ニ ケ ー

シ ョ ン

会話文が 多 く生 じ た 。 行動 面 で 落 ち 着 き は な か っ た が ，

同年齢児 へ の 関心 も高 く集団行動 は可 能で あ っ た 。

　  指 導開始前 まで の 読み 書 きへ の 取 り組 み

　 A 男が 3 〜 4歳の 頃 よ り，母 親が 絵本や 幼児向け教

材等 を通 し て こ とばや文字 の 指 導 を試 み た が ，A 男 は

文字 へ の 関心 が 薄 く嫌が る こ と もあ っ た た め ， 無理強

い は しな か っ た 。 そ し て 就学の 約半年前か ら氏名 の 読

み 書 き を指導 した結果，就学時 に 氏名 を書 く こ と は で

き た が ， 何度繰 り返 し て も 1字 1字 を正確 に 読 む こ と

は で き な か っ た 。 就学後 ， 熱心 な担 任教師 とともに，

家庭 で も読 み 書 き の 課題 を行 っ た と こ ろ ， 山 ， 川 ， 木

等の漢字に は興 味 を示 して覚 える こ と が で き た が ， 平

仮名の 読み は 全 く覚 え ら れ な か っ た と の こ と で あ る。

3 ．学力，認知 ， 行動等 に見 られ る特性

　（1） 基礎的な学習能力の 評定 （小 学 2 年生，4 月）

　読 み の 困難 に 関連 す る 基礎 的 な学習能力 と し て 「聞

く」「話す」「読 む」「書 く」の 各 領域 と 「算 数」領域 に

つ い て，行動観察お よび母親 か らの 聴取 に より評 定 を

行 っ た結果 を TABLE 　1 に 示 し た 。

TA 肌 E　1　 基礎的な学習能力の 評 定

領域

聞 く

’
話す

読 む

書 く

数

域

算

領

A 児 の 様 子

　注 意 の 集 中に 問題 が あ り個別指導場面 で も籖 者 の 話 に 集 中 す る まで 時間 が か か っ た 。 集 団 場 面 で は 指 示 を 聞 き逃 す こ と も多

い 。 1年 生 の 国語 の 教科害 を 読ん で 聞か せ た 後， 登場 人物 の 行動 や 話 の 流 れ に つ い て質 問 す る と 内 容 を ほ ぼ 理 解 して い た。

　話 し好 き で 日 常会 話 は よ く成 立 す るが ．適 切 な 語 い を想 起 し に くい 換語 困難 が あ り，指 示 語 を 多用 した り動 作 で示 した。ま

た 単 文 で 話 す こ とが 多 く，順 序立 て て 説 明 す る こ とは 困 難 だ っ た。犬 が パ ン を食 べ て い る絵 の 説 明 で 「主語 ＋ 目的語 ＋ 述語 」

の 構 文 で 話 すの は 難 し く，筆 者 が 適切 な 文 を 口頭 で 示 す と復 唱 で きた 。

　文 字 や 単語 を見て 直 ち に 確 実 に 音読 で き る平仮 名 は な く，A 男 の 姓 だ け 書をれ た 文字 に 対 して フ ル ネ
ーム をあ て 辱め て 諺ん

だ。
A 男の氏 名 を構成 す る文 字 の 単 文字 カードの 中 か ら 3 枚 を ラ ン ダ ム に 提 示 し，筆者 が音 読 した 文 字 を指 さ す よ っ に 指小 す

る と確 実に 正 答で き る文字 は なか っ た。片仮 名 は全 く読 め な い が，漢 字 は 木 ，林，森，山，川，金，月，水，目，口 ，一，二，
三 の 13文字 を初出の 表現方 法 で読 め た。全 般的 に 読 む こ と へ の 抵抗 が 非常 に 強 く音読課 題 を嫌 が る こ とが 多 か っ た。

　氏 名 は 磐 け た が 脱 字 が あ り，氏 名 を構 成 す る文 字 を ラ ン ダ ム に 1字 ず つ 忠 か せ る と，形 や 音 の 似 た 字 や 氏 名 に使 わ れ て い る

別 の 字 に 書 き誤 る こ と が あ っ た 。 「つ 」 や 「う」で 鏡 映文 字 が 見 られ た。音読 で き る 漢字 は書 く こ とが 可 能 で あ っ た。

　 1 桁 の 加 減算 は ，繰 り上 が り繰 り下 が り も時 間 を か け れ ば暗算が 可 能 で，文章 題 は 読 ん で あ げれ ば 1 年生 レ ベ ル の もの は 立

式 で きた 。 同 じ図形 を同定 す る 1 年 生 レ ベ ル の 図 形 課 題 に 困 難 は な か っ た．時計 は長 針 と短 針 を区別 せ ず に 時 間 を 確定 した。
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　（2） 読み の 基礎能力に おけ る評定 （小 学 2年生，4 月）

　幼児・児童読書力テ ス ト （金子 書房版 ）を行 い
， 結果を

TABLE 　2 に 示 し た 。また ， 少 な く と も語頭音が抽出 で

きた 4 歳 児 は す べ て か な文字 の 読み ・書 き を学 習す る

こ とが で き た （天 野，1986） と の 報 告 もあ り，音 韻 の 認識

や処理 が 読 み の 習得 に 大 き く影響 し て い る と考え られ

る た め，以 下 の   〜  の 手続 き で 「音韻 の 認識課題 」

を行 い
，   の 結果 を TABLE 　3 に ま と め た

。
な お 日本語

に お け る音節の数え方 を特 に モ ーラ と 呼 ぶ （大 六 1995）

た め， こ こ で は
“

モ
ー

ラ
”

と い う語 を 用 い る 。

TABLE 　2　幼児 ・児童読書力テ ス ト （金子 書 房版 ）の 結果

（CA ：7Y4M ）
読書 力 偏差 値

41

語 の 理解
図形 の 弁別 i
音節 の 分 解 ii

段階 点 254音 節 の 抽 出 i段 階 点

文 字 の 認知 i
文 字 の 理解 i

311

TABLE 　3　 音韻の 認識課題 の 結果

3 モ ーラ 語 4 モ ーラ語 5 モ ーラ 語

モ
ー

ラ 数 か ぞ え ◎ ◎ 0

語 頭音 ◎ ◎ Q
モ ーラ

抽 出
語尾音 ◎ ○ Q
語 中音 ◎ ○ △

単 語逆 唱 ○ △ △

注） ◎ ：単語 を 声 に 出 さ な い （内言 ）で 処 理 が 可 能

　　○ ：単語 を 声 に出 せ ば （外言 ）処 理．が 可 能

　 　△ 1処 理が 困難で 正答 で き な い

　  筆者 は 約 2cm 四 方 の 立方体の 積木 を 6 個 用意 し，

「きつ ね 」「ひ ま わ り」「す べ りだ い 」等 モ ーラ数 3〜 5

拍 の 短音節の 単語を ラ ン ダム に 言 う。  A 男は聞 い た

単語 の モ ーラ と同数の積木 を B5 大 の 紙 の 上 に縦方向

に 並 べ
，

モ ーラ 数 を 口 頭 で 答え る （モ ーラ 数 か ぞ え）。  

筆者 は A 男 か ら最 も遠 い 上方 の積木を さ し，単語 の 語

頭音 を，A 男 か ら最 も近 い 下方 の 積木 を さ し語 尾音 を ，

中間の 積木 を さ し語中音 を問 う （モ ー
ラ 抽出）。 ま た 積み

木 を置 い た ま ま単語を逆 に 言わ せ る （逆 唱）。   A 男が 手

続 き を 理 解 し た後 ，積 み木 は用 い ず に モ
ーラ数か ぞ え，

モ ーラ 抽 出 ， 逆 唱 を行 っ た 。

　  　心理検査の 結果 （小学 2 年生 7〜8 月）

　WISC −III知能検査   ，　 K −ABC   ，
　 ITPA （1）言語学

習能力検査 を施行 し ， 結果 を TABLE 　4 に 示 した。

4 ．学力 お よび認知特性の 解釈

　〔1） 全般的知能水準 と読み の 困難

　 WISC −III（w）の FIQ85と い う値 は 信頼 区間 95％ で 83
か ら 96の 範 囲 （Wechsler，1991 ）に あ り，　 A 男 の 知能 の 水

準 は境界線か ら 正 常域 に ある と推定され る 。 ま た他の

障害 や 大 き な 環境要 因 が な い に もか か わ らず，小学 2

年生 1 学期時点 で 平仮名 の読 み が 習得で き て お らず ，

読 み に特異的な困難が ある と考 え られ る。

　（2） 読み の 基礎的能力に 関す る特性

　読書 力テ ス トの 「文字 の 認 知」 と 「文の 理 解」 とい

う平仮名 を読 む課題 で は結果が最低段階で，文 字学習

の 基礎 で あ る 他 の 領 域 で は 「語 の 理解」 の み 平 均よ り

低 く， 他 は平均以上 の段階 で あ っ た。し か し行動観察

等 か らA 男の 読み 困難 の 要 因 が 「語 の 理解」 の 問題 の

み と は考 え に くい 。加 え て行 っ た 音韻の 認識課 題 で は

4 拍以上 の 単語 の 逆 唱が困難だ っ た が ，言語行 動や読

み 書 きに 問題 がな い 児童 は 7歳台 （小 学 1年 ） で 4 モ ー

ラ の 単語逆唱が 可能 （大石 ・
斉et，　1999） と い う報告と 比

べ て も， A 男の音韻処 理 の 未熟 さが示 さ れ た 。

　  　情報処理 特性

　聴覚お よび視 覚的 な処 理 に関 し て は，VIQ 〈 PIQ   ，

VC 〈 PO （W），聴 覚
一

音声回 路 く 視覚一
運 動回路 （ITPA ；

以 下 工） と
一

貫 し て視覚性 の 能力 に 比 べ
， 聴覚性お よ び

言語性の 能力 に低さ が あ る と考 えられ る 。 さ ら に 継次

処理 く 同時処理（K）で 有意差 が あ り ， 連続的 ・段階 的な

順番 に 情報 を処 理 し て い く能力が 劣 っ て い る。また各

下位検 査 の うち
一

貫 し て 「数唱   （K）」や 「数 の 記憶（D」
が 低 く，聴覚的 な 短期記憶能力 もし くは ワ ーキ ン グ メ

TA 肌 E　4　心理 検査 の 結果
FIQ85 VIQ 　81

WISC −III
　 　（W ）
CA ：7Y8M

〒匿一冒．一一一一．一幽一一冒1．．．幽一一一一一一
PIQ 　 92

　VC 　 85　　　　　　　　 ： FD 　 68−一一．「．．−．一一．「冒冒冒．冒一一一．一一一一一卩一一τ■冒匿−．°．一．一一一一一一一一一冒r−　．．一一一一一一一一一一一一一．■．．一一一T
　PO 　92　　　　　　　　　　 1　 PS 　78

評 価点 　　　　　　　　知 識 3 ，類 似 6，算数

　　　　　　　　　　 絵 画 完成 12，符 号 9，
　5

，　単 語　10，　理 解　11，　数唱　4

絵 画配列 9 ，積 木模 様 6，組 合せ 8，記号 探 し 3
認 知処 理過 程 　 　 　 　 　78一
習得度 　 　　 　 　　 　 　78
rr冒　■■■　−　．−　．一　幽一　．−−　冒　．匿　一一　匿一　．一一　一一　一　幽■　一　幽　．・一一一一一　一　．．τ　匿−　冒　．．　．・，1 継 次 処 理 　 　 　 　 　 　 　701　冒　．冒　．．一一一　一　．一　一一一　一曽噛　冒　．　r．　．齟一　幽一　・．一一一一　．r．　．一　．一一　．・一　幽一一　．一一　．一　．−1　r．匿　一一　．　，−　冒　．■冒　r−−　一　．一一

同時 処理 　 　 　　 　 　　87　K −ABC
　 　（K ）

CA ：7Y7M
認知処 理過 程　　　　　手 の 動作 5 ， 数唱 4 ，語 の 配列 6

．1評画慮 一∴ ＿＿一一＿一．一一維  銃合 壌 ．摸捶Q遘威．．了，視 覚類 推 8 ，位置 さが し 7
習 得度標 準 得点　　　　算数 87，なぞ な ぞ 100，こ どぼゐ読み

匿
粥；

’
支め癌解 抛

…’…一一一．．一…’’”｝冒’…’−’…『’

　 ITPA
　 　（1）

CA ：7Y8M

SS 平均 　32
全検 査 PLA
　 　 　 　 　 6 ： 2

回路冒．冒一一曾1冒一
過 程一「冒一一一・一幽
水準

聴覚
一音声 29　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 視 覚一運動 35−■冒．一一一一一．一一一．ヤ，冒．．一一一一一一一．一一一一一．■「．−P，一，曁冒一一冒一一一一一一一一一一甲一．，r−−．一．一一一一一一一一一一〒．rr．冒．一一齟一．一一．r

一跫容 40　　　　　　　　　　　 連 合 33　　　　　　　　　　　　表 出 29　．一一匿匿冒．”・一」一一．．一一一「「−−．．．一．」「匿冒．一一一一．．一一一一一幽rr．．．一一幽．一幽一一一一一一．一〒1−−一．幽一幽一r冒冒r冒冒匿一一一．一山■冒
表 象 34　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 自動 30

評価 点 　　　　　　　 こ とば の 理 解 37，こ と ば の 類 推 26，
　　　　　　　　　　 絵 の 理解 　　 42

， 絵の 類推　　 39，動作 の 表 現

こ と ばの 表 現 27，文 の 構 成　 34，数 の 記 憶 21
　　　　　　31， 絵 さ が し　 35，形 の 記 憶 29
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モ リーの 問題 が 認 め られ る 。 視覚的な 処理 の 中で は 「記

号探 し（W）」や 「形 の 記憶（D」 の低 さ か ら抽象的な視覚

刺激の探索や 短 期記憶の 弱さが 指摘 され る が ， 「絵 画完

成   」 「絵の 統合（K）」「絵 の 理鰍 D」が比較的高 く， 有

意味な視覚的刺 激の 処理 は良好 と考 え ら れ た 。

　（4） 総合的解 釈

　本児 は継次 的 な 処理能 力 の 弱 さ が あ り，中 で も聴覚

性 の 短 期記憶能力お よ び抽象的な 視覚刺激の 探索や記

憶 の 困難 さを併せ 持 つ こ と に よ っ て，平仮名文字の 形

態 と音 と の対応 を機械 的 に 覚 える こ と が で きず，読み

の習得 に困難が生 じて い る と考 え られた。しか し有意

味な視覚刺激 を処理 する力は 比 較的高 い た め ， 意 味 を

表 す易 しい 漢字 が 読 め る もの と推測 さ れ た 。

5 ．平 仮名 の 読 み の 指 導 と経過

　（1｝ 指導形態 ・期間 ・頻度

　 A 男が 小学 2 年生 の 4 月よ り医師の 診察 を受 けた福

祉 セ ン タ
ー内で ，筆者が 1対 1の 個別指導を 1 カ 月 に

3 セ ッ シ ョ ン 似 下 S と表記 ）行 っ た 。 指導 は IS に つ き

文字学習を約 50分 ， 前後 の 課題 を含 め約 1時間 10分間 ，

「予 定 と 目標 の 確認 ・フ リ
ー

ト
ー

キ ン グ ・文 字学習
・本

の読 み聞か せ ・運動遊 び ・目標 の評定 ・宿題 と 連絡事

項 の 確認」 の 流れ で行 っ た 。 な お 2 年生 4 月 と 7 ， 8

月は ア セ ス メ ン トの た め 内容 や 流 れ が 変更さ れ た 。 指

導後は保護者 と の 面 接 で 指 導 の 目的や指導 中の 様子 に

つ い て説明 し ， 家庭 で の 学 習課題 （宿題 ）を指示 し，宿

題 の 提出を求め た 。 こ こ で は 小学 3 年生 3 月ま で の 約

2 年 間 の 指 導 に つ い て ま と め た 。

　（2） 平仮名の 読み の 指導に 関する指導指針 と課題

　  文字の 形 態 へ の 認識

　 A 男 は抽象的な視覚刺激 の 探索や短期記憶 に 弱 さ を

も ち ， 文 字カ ードの 探索や マ ッ チ ン グ課題 で は 「き，

さ ， ち」等形 の 似た字を混同す る こ と が あ っ た た め文

字 の 形 態 へ の 認識 を高め る 指導が 必要 で あ っ た 。 指導

と し て は 「形態言語化法」を取 り入 れ
， 「に 」は 「1」

の 横 に 「こ」 を書 く等文字の 形 態的特徴 に 注 目さ せ て

か ら書 く練習 を 行 っ た 。 さ ら に A 男の 認知 特性か ら抽

象的 な文字 の 形 を意味 の あ る物 の 形 に な ぞ ら え る よ う

な視 覚的 イ メ ージ を利 用す る こ とが 有効 と考え ら れ た

た め ， 「の 」は ど ん な 形に見 え る か を問 い
， 「お た ま じ ゃ

くし が くね くね し て る 」 と の 答え か ら 形態の 意味付 け

を して 文字 の 視覚的な印象を高 め る に こ で は 「形 態 イ

メージ 法 」とす る〉こ と をね ら っ た。また文字を書 く と き

の運動 パ ターン に合 う リズ ム の 良 い 句を唱 えな が ら書

字 さ せ る 方法 （大 石，】992）を参考 に ， 伊東 （1985 ）の 文字

書 き歌 を利用 した り，／あ／と大 きな 声 を出 し なが ら

「あ」 と書 く練 習 も行 っ た 。

　  文字 と音 との 対 応

　 A 男 は 「あ」 と い う文字 と／あ／と い う音 と の 対 応 が

覚 え られず，文字 と音 を対応さ せ る 過程の 困難が著 し

い と推 測 された。先 行研究 の 「キーワ ー ド対応 法」は

平仮名 1字ず つ に キ ーワー ドを介在 さ せ て 単文字 と音

と を結び つ け る 方法で あ り ， 「刺 激等価 法」は 単 語の 読

み を習得さ せ た 後 ，単語 を構成す る 文字 の 読 み を確認

し て い くと い う方法 で あ る 。 い ずれ も単語（キーワード）

と い う意味 を 介在 さ せ る こ と に 変わ り は な い が ， ま ず

1字ず つ 読み の 習得を 目指す の か
， 単 語 と し て の ま と

ま りで 読 み の 習 得を 目指す の か と い う点 で 異 な っ て い

る 。 本児 は 指導 の 中 で 単 文字同 士 の マ ッ チ ン グが確実

に な っ て か らも ， 文字単語 の マ ッ チ ン グ課題や 神経衰

弱課題で は誤 りが多 く， 文 字 単語 を視覚的 に 記憶保持

させ る こ と に 困難 が み ら れ た 。 そ の た め 「キ ーワ
ード

対応法 」を基 に す る こ と と し た が ， こ の 方法 で はキー

ワ ー ドの 呼 称 や 対応 す る 音 を抽 出す る 過 程で 困難 が

あっ た事例（大石 ほ か，1984）が報告 され て い る た め ， キ ー

ワ
ー ド呼称 と音 の 抽 出 に お け る負担 を軽減す る よ う ，

キー
ワ
ー ドの 選 択を慎重 に 行 う こ と と した。

　指導 で は各文 字を語頭音 と す る単語 （「を」 「ん 」は そ の

文字 を含 む語 ） を本児 に 挙 げさ せ，「あ い うえ お辞典」と

称す る ノー ト を作成 した。そ の 後 キー
ワ
ードの 選定で

は，A 男が よ く認識 し て い る （聞 い て す ぐ理 解 で き る），絵

に し や す く視覚イ メ ージ化 し や す い
， 絵 か ら キ

ー
ワ
ー

ドを想 起 しや す い こ と を基準 と し ， 筆者が描 い た候補

の絵 を A 男 に 見 せ て 呼称 を確認 し た 。そ の 際候補 と し

て挙げ た 「あ め （飴 ）」を 「お 菓子 」， 「そ り」を 「ス キ ー
」

「す べ る」と呼称す る等 ， 呼称 の 誤 りが起 こ りや す い 語

は他 の 語 に 変更 し た 。

　 キ ーワ ード決定後 ，TABLE 　5−1 の よ うに キ ーワー ド

の絵の 呼称 か ら，文 字 を見 て対応 す る音 （対 応音 ） を言

う （音読 す る） 課題 ま で 行 っ た。

　  文字一音対応処理の効率化 に よ る単語読解へ の

　 　 導入

　読 み の 困難 が 著 し い 事例 で は 文 字一キ ー
ワ
ードー音

との 対応 が可 能 に な っ て も文字 を直接音 読 す る こ とが

難 し い 例 （大 石 ほ か ，1984 ；森 田 ほ か ，1997） が報告 さ れ て お

り，A 男 も同様の 困難が予測 さ れ た 。 こ の 状態で は単

語 や文章 の 読 解は 難 しい 。大六 （1995）は 「か な 文字列

読解の 必要条件」 と して 「個 々 の か な文字 を呼 称 す る

こ と」と 「単語 （音 声 ）を単独の 音 と マ ッ チ ン グ で きる

こ と （つ ま リモ ー
ラ を 意 識 で き る こ と）」を挙 げ， 2 つ の 条件

間の 相互作 用 が 十分予想 で きる と して い る。 また高橋
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TABLE 　5−1　 指導内容 と指導中の 様子　一
文字 と音 との 対応

一

指導課題 主な 指導内容 セ ッ シ ョ ン 指導 中 の 様 子

  キーワード あ い う え お 順 に 「あ」 が 語頭 音 9S 〜20S は じ め は 「あ」 を語 頭音 とす る単 語 に ／こ あ ら／を挙 げ る な ど ，

の 選 定 と な る単 語 （「を」 「ん 」 は そ の 指示 した 音が 語頭 に な い 単 語 もあ っ た。そ の 際 は 誤 りを 指摘 し，
文 字 を含 む 単 文 や 単語 ） を集 め 単語 を書 い て ／あ／が どの 位 置 に あ るの か を 確認 した 。 指導 を続 け
「あい う えお 辞典 」を作成 。 そ の る に っ れ て 指 示 した語 頭音 の 単 語 を挙げ る こ と が で き る よ うに

中 か ら 文 字 と 対応 さ せ る キー な っ た。
文 ワ ードを筆 者が 選び，キーワー キーワ ードに は 呼称 の 誤 りが 生 じ に く い 語 を選 定 す る よ う留意

ド の 絵 を 見せ て A 男 に 呼称 させ， した が，「る」 を語 頭 音 と す る キ
ー

ワ ードを選 定 す る 段 階 で ／る
そ の 反 応 か ら 決定 し た。 び一／，／る す ばん 〆で は 呼称が 定着 しな か っ た。

字
．一一．曽一鱒r一1冒r．冒冒一
  キ

ー
ワード

．一一．．一一一一．一一一一一一一．一一一冒一．冒．匿匿−■「■「冒冒τ冒
『足』の 絵 カードを見 せ，／ あ し

．．一一一．一幽・」幽一一．
21S〜23S

一一一．一．一冒一．一「．．．一幽齟幽一一．一一一一．．一「冒一冒■「齟．幽齟．幽一一一・冒r冒−冒一匿■■一一一一■一一一一一一一，●−r一冒rτ
　 キ

ー
ワ
ー

ドの 選 出を慎重 に した ため23S に は呼 称 で きた。「ぬ り
の 呼称 ／ と キーワ ードを 口頭 で 言 わせ え 』 を／え ／と 言 っ た り，『む ぎ』 『れい ぞ う こ』 で は呼 称 に つ ま る

と
る。 こ と が あ っ た が，正 しい 呼称 を教 え繰 り返 し練 習 す る こ とで 正 し

く言 え る よ うに な っ た。一一一一．一．．一τ■「幽．一一一一一，幽■冒−．冒．冒．一匿一−−．一一一一一一一一幽一一一齟一一一一一．・，冒1冒匿7．冒．一．幽齟幽」．．一．一一一．一．一一一「一〒「「「齟．一一一」一．一．一一一．．一．．一一〒■r■r■一■一一一．−r冒冒．匿冒．一．一一齟一一幽一一一一
  キ ーワ ード 『足』の 絵 カ ー

ドを 見 せ，／ あ ／ 21S 〜31S24S まで は キ
ーワ ー

ド呼称 して か ら対 応音 を抽 出 し て い た が，
音 の 対 応 音 抽 と対 応 音 を 口頭 で 言わ せ る。 25S 以 降，時 間 をか け れ ば対 応 音 を 単 独 で 言 え る よ うに な っ た。

出 子音 が 共通 す る 音，キ
ー

ワ
ー

ド中の 対 応音 と は別 の 音 と の 混 同が

あ っ た が，誤 り を指 摘 す る と キ
ー

ワ
ー

ド呼称 を して 対 応音 を抽 出
と し た。31S に は 対応音 の み を 言 う こ とが 全 キ

ーワ ー
ドで 可 能 と

な っ た 。

の

齟・一一．一．．一一一．一一．T
  キ

ー
ワード

匿冒1■「■齟・一」．一幽「τ一冒1−■−匿一．一一一一一一一．．一一一一
『足』の 絵 カードを提 示 し， 対応

一．一一一一．．冒■冒匿．．
24S 〜39S

■幽」」一一一．一一一一一．．一．一．一．．．rr匿−−■一■一一一’一一．一．．一一一一．一一冒−■一■幽■一幽一rr冒■■匿■一一一■一一一一一
　対応 を学 習 した 直後 2 〜5組 の カ ードで 行 っ た マ ッ チ ン グが 可

の 絵カード と 音 を言 わ せ，「あ」の 文 字 カ
ード 能で あっ た 。 カードを増 や す と形 態 の 似 た字 や キ

ー
ワ
ー

ド中の 対
単 文字 カード と対 応 す る こ と を教 え る。そ の 応音以 外 の 文字 と混 同 す る こ とが あっ た。対応 音 を声 に 出さ ずに

対
の 対応 後絵 カードと文 字 カ

ー
ドの ペ ア 行 う と誤 りが 多 か っ た ため，外 言 を促 す と，まず絵 カ

ー
ド を見 て

（2〜5 組 ）を提 示 し ，
マ ッ チ ン 対応音 を言 い ，対応音 に 合 う文字 カ

ー
ド を探索す る こ と が 多か っ

グさせ る。徐々 に提 示 す る ペ ア た。34S で は，あ〜な行 の 文 字 で，37S に は，は行〜わ 行，ん の

応
を増 や す。 対応 が 自力 で 可 能 で あ っ た。．冒匿．一」．・凵．一一一一一一．一一一一τ．．〒「．■■幽齟一一一一．T一匿−匿一一．一一一一．．−−匿■一．一一一一・一一．一一一

  文 字の キ
ー 「あ」の 文 字カ

ー
ドを 見 て，／ あ 24S 〜44S

．一一〒「．．幽．．一一一一．一一．一一一一一．一．〒「−．一．一一一一一幽■冒■■−一一一■■一一匿一一■一■一一一一．一τ■■．一一．幽一一一一
　 キーワ ード呼称 して か ら対応音 を言 う よ うに 指示 して も，慣 れ

ワ ー
ド呼称 と し／ と言 っ て か ら ／ あ／ と言 う。 る と 「あ」 の 文字 カ

ー
ドを見 て 直 接／あ／と 唱 え る （音 読 す る） こ

対 応音 抽 出．冒匿一匿−一．一一一一’幽一一 と がで て き た。

  文字の 対応

．一〒一一−．．幽一・幽．一．一一一一一．一一一一一．．．r匿■r．冒冒．
「あ」の 文 字 カ ードを見 て，／ あ

．一幽．一〒〒r．冒．冒r−
27S 〜71S

「匿匿匿一一一一．一．一一一．．一一齟一一一．「■「一．一一一幽一一一一一一．一一．一一一■冒■一■■■一一一●一一一一．一一．．一一〒冒．．．一一
　文 字 に よ っ て は 音読 で き る ま で に 非 常 に 時間 が か か っ た。ま た

音抽出 ／ と言 う （文字 を音 読 す る 〉。 「せ 」を見 て ／み ／と読 ん で し ま う等 の 誤 りが あっ た が，37S で は 時
（音読） 間 をか け れ ば全平 仮名 （清音 ） を音読 で きた。

注 1 ：TABLE 　5−1，5−2 の 表 中 の ／ あ／ は 口 頭 （音声） で
5‘
あ
”

と 言 う こ と を，「あ」 は文 字 に よ る
“
あ
”

を ， ま た 『足 』は
“
足 の 絵 を

　 　 　そ れ ぞ れ 示 し て い る 。

（1999） は読解の 過程で の処理 の効率化 に 関わ る要因 と

して 「処 理 速度の 向上 」 と 「処理 の 自動化 」を挙 げて

い る 。

　 A 男 は 2 年生 4 月時点 で 4 拍語 の モ ーラ数か ぞ え や

語頭音 の 抽出 が 可能 で あ り，
モ ーラ を意識で き て い る

こ と，文 字
一

キ ーワー ド
ー

音の 処理 で 個 々 の か な文 字

の 呼称 暗 読）が可能で あ る こ と か ら，単語 の 読解 へ と

進め て い くた め に は 文 字一
音対 応 の 処 理速度 を高め ，

自動化す る こ とが 重 要 な課題 と思 わ れ た 。

　方法 と し て は ，Kirk ＆ Kirk （1971） が 視覚刺 激 の 認

知処 理速 度を高め る た め に ， 瞬間露出機 を用 い て 知 覚

速度の 発達を促す方法 を提案 して い る が ， A 男の 指導

で は ，文 字カ ー ドや 単語 カ ードを素早 く提示 （約 1 秒 以

内）し ， それ を音 読 させ る瞬時提示 課題 を行 っ た。また

学習 内容 を定着 さ せ
， 処 理 の 効率化 を図 る こ と に よ っ

て 自動 化 を促す た め の ド リル 課題 を導入 し た 。 そ の 際

課題の 遂行時間を計時 し て A 男 に フ ィ
ードバ ッ ク し，

A 男 自身 の 処 理速 度向上 へ の 意欲 を高 め る こ と をね

らっ た。課題 内容 を TABLE　5−2 に 示 した 。

　  　そ の他

　 A 男 は指導開始 時，読 み に 非常 に強 い 抵抗感を持 っ

て い たため ， 指導全期間 を通 し て 読 み へ の 動機付 け を

高め る こ と に留意 し た 。 課題 として は文 字カ ードの 神

経衰弱ゲーム ， A 男 の 好 きなキ ャ ラ ク タ ーを用 い た カ

ル タ，キ ャ ラ ク ター名 を文字 カ ー ドで構成 し て い く こ

と ば並 べ
， 単語 が書か れ た絵カ ー ドに よ る し りと り等

を随時取 り入 れ ， A 男 の 関心 の 高 い 事物 を利用す る よ

う 工 夫 し た 。 ま た，例 え ば 1 回 の 神経衰弱ゲ ーム で 用

い る カ ード は 「A 男 の 氏 名 を構成 す る 7 文 字14枚」，

「あ ・
お ・め ・ぬ ・む 等 ， A 男が 混 同 しや す い 字 を 含 む 10

文字20枚」等 ， 難易度や バ リエ ー
シ ョ ン に も配慮 した 。

　（3） 平仮名の読 みの 指導経過

　  文字 の 形 態 へ の
．
認識

　「形態 言語化 法」お よ び 「形態イ メ ージ 法 」 （共 に 3S

〜14S ）を ， 1S に 2 〜 8 文字 の ペ ー
ス で 行 っ た。そ の 際

「あ」と 「お 」， 「き」 と 「さ」等，類 似 した 形態要素 を

も つ 文 字 の 違 い に 着 目 させ た 。 そ れ ぞ れ の セ ッ シ ョ ン

で 指導 した 文字 の カ ード を ， 各文字 2 枚ずつ 混 ぜ て 提

示 しマ ッ チ ン グ さ せ る と 正 し く対応 させ る こ とが で き

た。 しか し応 用 と し て 行 っ た ，文章 中 の 特定 の 文字や

単語 を探 す 課題 で は，「た ぬ き」を 「た ね き」や 「た き

ぬ 」 と混同 する等 ， 形態 の 似た文字 ま た は文字の 順 序

一 88 一
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TABLE 　5−2　指導内容 と指導中の様子　一
文字

一
音 対応 の 効 率化 と 単語 の 読 解一

指導課 題 主 な指 導 内容 セ ッ シ ョ ン 指 導中 の 様 子

  文 字同定 「あ」の 文字 を見て，「お， 14S 〜24S 初期の 頃は 選択 肢 の 文 字列 を 何度 も な ぞ る よ う に 見 て 選 ん で い

あ，め，わ 」の 文 字列 の 中 た が，「あ」 と 「め」，「す 」 と 「む 」 な ど形態の 似 た 文字 の 混同 が

か ら同 じ字 を 探 す 。 あ っ た。誤 反応 は初 回 に 4 文 字 （46問 中〉 あ っ た が，指嫡 す る と

プ 訂 正 で き た 。 22S 以 降は 全 問正 答 で き た。　　　　　　　　　　　　　　　　　一．一．一．一．一一．■，鹽曾，一．一一一．．一一−−．．．−一．曾9曾一一一．一．一一一一．．−一一−．．冒幽．，，．，甲冒匿冒冒「冒一一一一
文 リ

．9曾，一一一一．匿−一一一．匿
  絵 に 対応 す

一噛曾曹■甲，齟．一．冒．冒−冒〒冒一一一．一一一一一．齟．一．
『足』の 絵 を見 て，対応音で

−．
27S 〜35S27S で は 対応 音 を抽 出 して か ら慎重 に 文 字 を探 索 した が ，遂 行

字 ン る 文字 の 探 索 ある 「あ 」 の 文 字 を 「お ， 時間 を短縮 さ せ よ う とす る と 『ぬ りえ』の 絵 を見 て外 言せ ず に 「ね 」

1 ト （絵
一

文字） し ， あ ， め 1 の 文字列 の 中 の 文 字 を選 ぶ 誤 ワが あ っ た。誤 りは 46間 中 5〜0 問 で，キ
ーワ ー

音

対

応

に

よ

る

ド

冒r−一一一一．一一一一幽．．．
  文字 に 対応

す る絵 の 探 索

（文字一絵 ）

か ら探 す。■曾，一，，一一一一．．一一一−一一．．．一一−■曾．一一一．「
「あ」の 文 字 を見 て，キー

ワ ード で あ る 「あ し」 を

『目，鹿，足，鬼』の 絵の 中

．r■rr−一一．一一一．幽
33S 〜48S

ド呼称 させ 正答 で きる まで 行 わ せ た 。．　．　r　r　−　冒　冒　r　−　〒　一　一　．　一　．　一　一　一　一　．　一　．　−　−　．　．　■　，　，　曾　，　，　一　一　．　一　一　一　一　．　一　一　−　．　−　−　幽　曾　，　，　，　，　．　−　匿　−　冒　r　r　−　．　一　一　一　．　．　．　冒　匿　−　冒　〒　一　一
　 33S で は 文 字 を見 て す ぐに 対 応 す る 絵 を選択す る こ と が 難 し く，
文 字 と選択 肢 の 絵 を何度 もな ぞ る よ うに 繰 り返 し見 て 行 っ た 。 文

宇 の 音 読 と選 択肢 の 絵の 呼 称 を す る と誤 反応 が 生 じに くか っ た。
の リ

か ら探 す。 誤反 応 （4〜0問 ／46間 中）は文 字 の 音 読 と絵 の 呼 称 を 行 わ せ る と

効
ノレ

正 答 で き た。
率

課

題

rτ一．一一．一一一一．．−−−
  文 字単 語 の

「甲一．一一一一一．一匿一．冒「．「■曾，一齟．．．．冒−冒「一
「あ し」と い う文 字 単語 を見

r−一一一・齟齟一一一．．．
51S 〜63S

．　鹽，．　響　，一　．一　一　．．一　一　一一　．一　．一　一一　匿−　．9　，雫　P−一　幽．　．r冒1　冒　．一　一　一　．・一　幽一　一　齟　．．　．．−−　冒　r　r−一一幽一　．　r■　P，，　一　・一　一一
　 は じ め は文 字単 語 を1あ ・

し／と 1 字ずつ 音読 し て か ら選択 して

化 絵 の 探索 て，『目，鹿，足，鬼』の 絵 い た が，徐 々 に 単 語 を ま とま り で 読 む こ と が で て きた が，「し か 」

と ＊ （単 語一絵 ） の 中 か ら 探 す。 を／か に ノと読 み 誤 る こ とが あ っ た。誤 反 応 は （4 〜D問 ／46間中）

単

駈

注

2
．冒r冒，．一一．．■冒丁一「一
  文 字単 語 の

一．．一一一齟幽．．一一匿幽．曾一曾一一一一．．一一一匿．．匿匿
「ひ まわ り」とい う文字 単語

r匿．曾，■，．一．．．冒匿
64S 〜69S

キ ーワ
ー

ドの 文 字 を 1字 ず っ 音読 さ せ る と 正 し い 絵 が 選 択 で き た。
一　一　．　一　．　一　一　一　幽　・　幽　一　一　一　．　．　．　．　．　r　r　r　r　−　．　一　一　一　．　．　一　・　L　幽　一　齟　．　．　冒　匿　，　・　，　一　．　一　一　一　．　．　一　一　一　匿　−　．　．　冒　9　，　一　．　−　．　冒　一　一　一　一　．　一　幽　一　一
　何 度 も文字 を な ぞ っ て 正 しい 単 語 を探 した が，1 音ずつ 音 読 せ

卩口
同定 を 「ひ わ ま り，ひ ま れ り， ず に 選 択 す る と誤 りが 目立 っ た 。誤 反 応 （7〜3問 ／20間 中）は 単

の

帥 （単 語 同 定 ） ひ まわ り，ひ ま りわ 」 の 中 語 お よ び選択 肢 の 文宇列 を 1 字ず つ 音読 さ せ る よ うに す る と，何

口兀
か ら探 す。 度 も音読 して や っ と訂 正 で きた 。

解
文字 カ

ー
ドの 瞬 時 1 枚 に つ き 約 1 秒 間 提示 さ 36S 〜70S 初 回 （36S ） で は す ぐ に 音 読 で きた 文字 が 8 字 と 少 な く．カ

ー
へ

提示 に よ る 音読 れ た 文字 カ
ー

ドを 音 読 す る。 ドが 隠 さ れ た 後 も 頭の 中で考 え て 音 を言 う （読 む ） こ とが あ っ た。
の （＊ 注 3） カード提 示 か ら 約 3 秒以 内 瞬時 提示 で 音読 で き な い カ ードは ，提 示 し た ま ま音 読 を求 め，補

導 で読 め た文 字数 をカ ウ ン ト 助 的 に キ
ーワ ード を想起 さ せ な が ら正 し く で き る音 読 で き る まで

入 す る 。 練 習 した。

単 語 カ
ー

ド の 音 約 1 秒 間 提 示 さ れ た 単 語 40S 〜71S1 秒 間 の 提 示 で は 「な す」 を 見 て ／は な ／， 「か もめ 」で ／か め ／

読
・読 解 カードを音 読 す る。読 め な 等，同 じ文字 が 含 ま れ る別 の 単 語 を言 う こ と が あ っ た 。 そ の 場 合

か っ た 単語 は ， カ
ード提示 単 語 を見 な が ら 1 字 ず つ 音 読 す る よ う に 指示 す る と，繰 ウ返 し て

した ま ま の 状 態で 音 読 す る。 音 読 して や っ と理 解 で き る よ うで あ っ た 。 44〜45S 頃 よ り見 慣 れ

単 語 カ ード と 対 応 す る 絵 た 単 語 は，単語 の ま と ま り で 正 確 に 音 読 か つ 読 解 で き る よ う に

ヵ
一

ドを マ ッ チ ン グ さ せ る。 な っ て き た 。

注 2 ： ド リル 課 題 はA4 大 の 用紙で，  〜  は 10題 ずっ 4 ペ ージ と 6題 1 ペ ージ の 計 5 ペ ージ46題 で 構 成 さ れ て い る。  は 「を 」 を 除

　　　くすべ て の 清音文 字 が 含 ま れ る よ う選 択 さ れた単語 20語 （天野，1994）を用 い ，10題 ず つ 2 ペ ージ で構成 さ れ て い る 。  
〜
  に

　　　お け る 各ペ ージ の 実施順 が 固定 し な い よ う留意 した。ま た 各ペ ージ は 開始 時 に 筆者 が 「は じ め 」 と合 図 し，終 了 時 に A 男 が 終 了

　　　を 告 げ る よ う 指示 し，「は じめ 」〜終了 ま で の 時間 をス ト ッ プ ウ ォ ッ チで 計 時 した 。 全ペ ージ の 課題 遂行 時 間 合計 か ら，1題 あ た

　　　り （1 字 も し く は 1単 語 あ た り） の 遂行 時 問 を求 め た。誤 反応 は各 課題 と も 全 問 終 了 後，華者 が 指摘 し訂 正 させ た 。

注 3 ：カードの 瞬時提示 お よ び反 応 まで の 時 閔 の カ ウ ン トは，一
定に な る よ う筆 者 が 練 習 を した 後，ス ト ッ プ ウ ォ ッ チ を脇 に 置 い て

　 　 　 行 っ た。

の 混 乱 が 見 ら れ ，見落 と し も生 じ た 。

　な お 14S ま で で は ，
　 A 男が 文字 を 音読 す る こ と は ほ

とん ど で きず，そ の 都度筆者が読み あげた 。 た だ「ね 」

は 「猫 の ／ね ／だ か ら，猫 が 座 っ て い る形 で し っ ぽ が く

る っ て 丸 ま っ て い る」等，文 字の形 態が音 に つ な が る

よ うな こ と ば掛け をする と， 「ね」の文字を／ね こ／と呼

称 した り，／ね こ の ね ／と言 っ た り ， 直 接／ね ／と読 む こ と

もあ っ た 。

　
一

方 ， 伊東 （1985 ） の文字書 き歌 は，あい うえお 順 に

5 文字ずっ 6S 〜7S の 2 回 ， 計 10文字練 習 した が ， 「う

まさ ん ，うん こ 」 と唱 え る 「う」以 外 に A 男 は あ まり

興味 を示 さな か っ た 。 そ し て 「え」の 文字 書 き歌 「え っ

ち ゃ ん ， え っ ち ら， さか み ち，ほ い 」 は句 を正 し く・復

唱 す る こ と が で きず ， それ以 降 も A 男 に と っ て 歌 を覚

え る こ と が 負担 に な る様子だ っ たた め中断 した。

　  文字 と音 との 対応

　 TABLE 　5−1 に 主 な指 導 内容 と指導中の様子 を示 し

た。

　 「あ い うえ お 辞 典」 の作成は 積極 的 で ， 例 えば 「お 」

の つ く単語 に 「お しり ・お こ りざ る （キ ャ ラ ク ター名）・

お に
・お に ぎ り ・お し ろ ・お ん が く」等，A 男の 関心

に あ っ た 語や 身近な語 を自発的 に 挙 げた 。 そ の 後筆者

が 口 頭 で ヒ ン トを出 し た り絵 を 示 す こ と に よ っ て 「お

う さ ま ・お お き い 。お ちる ・お と こ 。お よ ぐ ・お る が

ん ・お ん な」の 各語 い の 表 出 を促 し た 。 さ ら に 「お じ

さん ・お ば さ ん ・お ん ど り」の 語 い を筆者 が 追加 し た 。
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そ して その 中か ら 「お に 」 を キ ー
ワ ードの 候補 と し ，

「お に 」の 絵カ ー ドを見 せ た と こ ろ ， 呼称が 可能で あ っ

た た め そ の まま決定 し た 。

　 また 「る」で は まず 「る び 一
」 を候 補 と した が呼称

で きな か っ た た め ，呼称 を教 え復唱 さ せ た 。 他 の 課題

の後，再度 「るぴ一」の呼称 を問 うと迷 い なが ら 「指

輪」 や 「宝 石」 と関連す る語で 答え，誤反応 が生 じ る

度 に 呼称 の練習を した が 定着 し なか っ た 。そ こ で次 に

「る す ば ん 」を候 補 とした が ， 試作 した絵 に 描か れた子

ど もを見 て ，A 男は 「こ ども」 と呼称 し た。そ の た め

呼称 の 混乱 が 生 じや す い と判断 し
， 「る」を語頭音 とす

る単語 を キ ーワー
ドに す る こ とを断念 した 。 な お 「る」

が含 ま れ る 単語 で ，A 男 は 即座 に 「か え る 」 を挙 げて

い た た め キーワ ード と し て 採用 し た 。 決 定 した キ ー

ワ
ー

ド （単文 を含 む） を TABLE 　6 に 示 した。

　 そ の 後各キ ー
ワ
ー ドに 対 応す る絵 カ ード を 見 せ て 呼

称 さ せ る と，21S 〜22S で は 「ぬ り え」 を 「え」，「む

ぎ」 を 「パ ン 作 るや つ 」， 「れ い ぞ う こ 」 を 「冷 た い 」

「ジ ュ
ース 入 れ る 」等の 誤 りが あ っ た。しか し正 し い 呼

称 の 練習を繰 り返 した と こ ろ，23S で 全 キ ーワ ードの

呼称 が 1 度で 可能 と な っ た。

　次 に キ
ー

ワ
ー

ドの 対応 音 を言 う課題 （21S〜31S）を

行 っ た 。 21S 〜24　S で は 必 ず キ ー
ワ
ード呼称 し て 対応

音 を抽 出 して い た が ， 25S 以 降対 応音 の み を言 う よ う

求 め る と ， 反応 ま で に 時間 を要 し誤反応 も見 ら れ た 。

特 に キ ー
ワ
ード呼称が 難 し い ，キーワ ード の モ

ーラ 数

が 多 い （ゆ き だ る ま・そ 一せ 一じ）， 対応音が 語頭音 で は な

い （か え る
・
て を あ ら う）語で 反応の 遅延や誤 反 応が あ っ

た 。誤 反応 は 「ゆ き だ る ま」で ／ま／， 「て をあ ら う」で ／

て ／と言 っ た りす る等 ， キ
ー

ワ
ー

ド中の 対応音 と は 別 の

音 を抽 出し た り，「そ 一せ 一
じ」で ／さ／，「ぬ りえ」で ／

ね ／等子音が 共通 す る 音 と混 同す る こ と が あ っ た。誤 り

を指摘す る とA 男 は 自発的に キー
ワ
ー

ド呼称 を し て対

応音 を抽 出 し て い た 。 誤反応 の 語，また 正 反応 で あ っ

て も反応 の 遅延が 起 こ っ た語 に つ い て は ， そ の セ ッ

シ ョ ン 内で繰 り返 し練 習 した 。

　さ ら に キ ー
ワ ー ドの 絵 カ ード と単文字 カ ードの 対応

TABLE 　6　文 字 と対応 さ せ た 単語 （キ ーワ ード）

あ し，い ぬ，う さ ぎ，え んぴ つ ，お に ，か に，き，くり，け一き，こ ま

さる，しか ，す いか
，

せ み，そ一せ一じ，たぬ き，ち
一ず， つ き， て，とけい

なす，に ん じん ，ぬ りえ，ね こ，の こぎ ワ，はな，ひ，ふ うせ ん，へ び，ほん

ま ど，み み，む ぎ，め，もも， や ま ， ゆ き だ る ま，よ っ と

らい お ん ， りん ご，＊ か え る （る），れい ぞ うこ，ろ けっ と，わ に

＊ て をあ ら う （を），＊ み か ん （ん ）

注 ）各 単 語 の 語 頭 音 と対応 さ せ た が ，＊ の つ い た 語 に っ い て は

　 （ ） 内の 音 と対 応 させ た

の 練 習 を行 っ た （24S〜37S）。 まず24S 〜25S で は，確実

で はな い もの の A 男が す で に 単文字 で 正 し く音読 で き

る こ と の あ っ た 「う ・か ・き ・こ ・さ ・て ・ひ ・ね ・

め ・も」 に つ い て 指導 し た 。 な お そ こ に は A 男の 氏 名

を構 成 す る 文字が含 ま れ て い た。指 導 は 文字カ ー ド と

対応 す る絵 カ ード を 1 組 ず つ 並 べ て提示 し，絵の 呼称 ，

対応音 の 抽出 を さ せ た 後 ， 文 字の 形態 に 注 目 さ せ て ペ

ア を確認 した 。 そ の後絵 カ ー
ドと文字 カ ー ドの マ ッ チ

ン グを 2 〜 5 組の カ ードで 行 わ せ る と正答で き て い た 。

そ れ 以 外 の 文 字 は 26S 以 降 あい うえ お 順 に 指 導 し，

マ ッ チ ン グ課 題や神経衰弱ゲ ーム を通 して対応 の 定着

を 図 っ た 。 な お マ ッ チ ン グ課 題 で 用 い る カ ード を

10〜15組 （20〜3  枚） に 増 や す と ， 『い ぬ』の 絵 と 「こ 」

の 文字カ ー
ドを誤対 応 させ た ほ か，『しか 』 と 「か 」，

『せ み 』 と 「み 」， 『な す 』 と 「す」 「む」『ぬ り え』 と

「ね」， 『は な』と「な 」を そ れぞれ対応 させ る誤 りが あっ

た 。 誤 り は キ ー
ワ
ー ドや対応音 を声 に出さず に 行 う と

生 じ易 く，キ ー
ワ ー ドに含 ま れ る 別 の 文 字，あ る い は

形 態 的 な要 素 に 共 通点の あ る 文 字 と 混 同 す る よ う で

あ っ た。な お 誤 反 応 は，再度絵 カ ー ドを見て キ ーワー

ド と対応音 を言わせ ，対応 す る 文字カ ード を 選 ぶ よ う

指示 す る と 正 答で きた。

　 ま た 文字 カ ードを見て キ ーワー
ド呼称 をして か ら対

応音 を抽 出す る課題で は ， 「き」 「て 」等 キ ーワ ードが

文字 の 読 み そ の もの で あ る もの も含 め ，キ ーワ ード呼

称 しな くて も対応音の み を言 え る 暗 読 で きる〉場合 もあ

り ， 27S か ら は 文字 を見て対応音 の み を言 う こ と を求

め た 。そ し て 平仮 名全 46文字 の 絵カ ード と文字 カ ー ド

を正確 に 対応 さ せ る こ と が で きた37S で は ， 文字 を見

て 対応音 の み を言う （音 読 す る 〉 こ と も全 46文字 で 可能

で あ っ た 。 しか し こ の 時点 で は 文字を 見 て キ
ー

ワ
ー

ド

を想起 し 対応音 を抽 出 して い る様子 で，そ の
一

連 の 処

理 に 時間 が か か り， 文 字を 見 て か ら音読 す る ま で 20秒
程度 要 す る こ と が あ っ た 。 そ の た め 「あ し」の文字 を／

あ〃 し／と声 に 出し て 読 ん で もそれが 『足』を意味す る

と は す ぐ に 思 い つ か な い よ うで あ っ た 。

　  文字一
音対 応処理 の効率化 に よ る単語 読解 へ の

　 　 導入

　 ドリル 課題 ， お よ び カ ー
ドの瞬時提示 に よ る音読課

題 の指導内容 と指導 中 の様子 を TABLE　5−2 に 示 した。

　 ド リル 課題 で は 遂行時 間 を 計時 （TABLE 　5−2，注 2） し

た と こ ろ ， A 男 は嫌が る こ と な く，時間 が短縮さ れ る

よう に 意 欲 を見せ る こ と も多か っ た 。 し か し注意集中

困難 の た め指導室外 の 音 が 気 に な っ た り， 途中 で 鉛筆

を落 と し て中断 す る等課題 の取 り組み に む らが あ っ た 。
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家庭で も宿題 と して 母親の 計時 の もと に 同様の 課 題を

行 っ た が ，施行方法が
一

定 して い な か っ たた め，指導

場面 で行 っ た各 プ リン ト課 題 の 1文字 あ た り （課 題 に

よ っ て は 1単 語 あた り）の 処理 （誤 反応 も含 まれ る）に 要 した

時間 の 推移を FIGURE　l に 示 した。

　処 理 時間 に 関 し て は   絵一文字対応 お よび   文 字

一
絵対 応 で ，初 回か な り時間を要 し た が ， 2施 行 目以

降徐 々 に 短縮 さ れた 。 また   単語一絵 の対応課題 も む

らは あ る が概ね 時間が短 縮 され る傾 向 に あ っ た 。 し か

しキ ーワ
ード と は別の 単語の 同定 を課題 と した  で は ，

処理 時間 の 短 縮 が 見 られ ず ， 特に モ ーラ数が 3 拍以上

の 単語で は 「ひ まわ り」を／ひ まわ り／と読み な が ら 「ひ

わ ま り」 を選択す る よ うな誤 りが 3 年生 の 3 月 （69S）

時 点 で も見 られ た 。 誤反応 は単語や 選択肢 の 文字列 を

1 字 ずつ 指で た ど りな が ら音読す る よう指 示す ると，

音読 を繰 り返 してや っ と訂正 で きた 。

　 ま た 3 年生 4 月 の 36S か ら行 っ た文字カ ー ドの 瞬時

提 示 に よ る 音読課題 で ， 正 し い 音読 が 約 3 秒以 内 に で

きた場合 を正 反応 と す る と 正反応 数の 推移 は F 【GURE

l の よ うで あ っ た 。 文字を音読で き な い とき に 「こ の 字

と合 う絵 は何 ？」 と キ ーワ
ード を想起 す る よ う促 した

り ， キーワー ドの 絵 を見 せ る等 しな が ら ， キ ーワー ド

の 呼称や 文字の 読み を 確認 し た。

　 40S か ら単語 を音読 ・読解す る こ と を目的 と した 指

導 を系統的 に 行 っ た 。課題 と し て は ま ず モ ーラ 数が 1
〜 2 拍の 清音 か らな る単語 （「き 」「て 」 「う し」 「つ き 」等 ）

の カ ー ドを約 1 秒間提 示 し音読 さ せ た 。 瞬時提 示 で は

単語全体を大 ま か に 捉 え 「なす」を／はな／と読 む等 ，

同 じ文字 が 含 ま れ る別の 単語 を 言 う こ とが あ っ た が，

正 しく読めな い 場合 に は カ ード提示 し た ま ま ，
1 字 ず

つ 音 読 させ た。そ の 際 ，他 の 文 字を隠 し音読す べ き文

字の み が見 え る よ うに した り， キ ーワ ードを 想起す る

よ う促 す援助 を行 い ， 正 し い 読 み を確 認 した。そ の後

3 〜 5 モ ーラ の 単語や 濁音や 半濁音 を含む 単 語 の カ ー

ド （「ぱ んつ 」 「す べ りだ い 」等）も導入 した 。 音読後 ， そ の

単語 の 意味を尋ね た り ， 対 応す る 絵 カ ード を マ ッ チ ン

グ す る よ う指示 し た り ， A 男の声の 調子 や発 音 か ら読

解 で きて い るか を確認 し た 。 1字ず っ の音読 で 時間 を

要 し た 場 合に は ， 再度音読 し直さ な い と単語の 意味が

理解で き な か っ た が ， 音読が ス ム ーズ な場 合 に は読解

もほ ぼ 可能で あ り，見慣れ た単語 は音読 と同時 に 意味

を理 解 し て い る様 子 で あ っ た 。 文 字 の 読 み を獲 得 した

約 1 年後 ， 3年生 の 3月 （71S ） の 時点で は ， 見慣れ た

単語 で あれ ば濁音 を含 む 4 モ
ーラ の 単語（「に ん じん 」「の

こ ぎ り」等 ） の読解が で き る よ う に な っ た 。

6 ．考察

　  文字 の 形態へ の 認識

　 「形 態言語 化法」お よび 「形態イ メ ージ法」の 併用 に

よ っ て ， 文字の 形態 的特徴 へ の 着 目，形態の イ メ ージ

の 意味付け に つ な が り ， そ の 結果抽 象的 な視 覚刺激 の

探 索 や 記憶 に 困難が あ る A 男 も文字の 弁別や 同定 を正

し く行 う こ とが で き る よ う に な っ た と考え られ る 。 大
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一
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注 1 ：グ ラ フ の 凡 例の ○ 内

の 番 号 は TABLE 　 4−2 の ド

リル 課題 と 対 応 し て い る 。
注 2 ： ド リル

’
課題 は 指導 時

間 中 に 行 っ た もの の み 示 し

た。グラ フ が と ぎれ て い る

箇 所 は，課題 中 に 大 き な 中

断 が あ り，そ の セ ッ シ ョ ン

で は 時 間 が 計測 で きなか っ

た こ と を示 す 。

FICL・p．E　1　 ドリル 課 題 の 1課 題 あた りに要 し た 時間 ，
お よ び瞬時提示 で 音読 で き た 文 字数
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石 （1992 ）が 指摘す るよ う に ，字 形 に つ い て の知識が 視

覚的認 知機能 の 弱 さ を補強 し た と も言 え る 。

　 しか し形態 へ の認識は 文字 の 読 み を習得 す る た め の

レ デ ィ ネ ス と し て 必要 で は あ る が
， 文字の 読み に 直接

結 びつ くわ けで は な い
。 その 点文字の 形態 と読 み を と

も に イ メ
ー

ジ で き る よ う な 言語 化 （「ね 」は ね こ が す わ っ て

し っ ぽ が 丸 ま っ て い る 形 に 似て い る） は文 字 の音読に 関し て

も有効で あ る可能性 が推測 され た 。 た だ A 男の 指導の

中 で こ の よ うな言語化が全平仮名で で きたわ け で は な

く ， 今後の課題 と し な ければ な らな い 。

　 文字書 き歌 は 「運動 覚 が 句 を覚 え る と き の 促通役 を

は たす の で はな い ．か」 と大石 （1992 ） が 述 べ て い るが，

視覚 ・聴覚 と も継次処理 や 短 期記憶 に 弱 さの あ る A 男

に は 「句 を覚 え られ な い 」 と い う気持 ち が先 に 立 っ て

し ま い 活用 で きなか っ た 。 しか し関心 を示 し た 句で は

句を唱 えな が ら文 字を書 く こ とが 確実 に で きた こ と か

ら， 視覚構成力の 弱さ に よ っ て 書字 に 困難 を もつ よ う

な事例で ，な お か つ そ の 子 ど も に 合 わ せ た句に 変更す

る こ と に よ っ て 活 用 で き る 可能性 は ある と考え ら れ る。

　   文 字 と音 との 対応

　 大石 ほ か （1984 ）は 平仮名の 文字 と音 の 結 び つ き を覚

え られ な か っ た 小学 1年男児 （大石 事例 とす る）へ の 指導

の 結果 ， 文字 と単語 との 対応 を用 い て 8 歳近 く （約 1年

4 カ 月後 ） に 46文字 の 読 み 書 き を覚 え た と報告 し て い る
。

A 男 は 文字 の 呼 称 （読 み ） を直接覚 え る こ と に 比 べ る

と，文字 と単語（キ ーワ ー
ド）の 対応 を は る か に 容易 に覚

え ， さ ら に 単語か ら音 を 抽 出す る こ と も順調に 習 得し ，

指導開始後約 1年 ， キ
ー

ワ
ー

ド呼称の 練習を始め て 約

6 ヵ 月で 文字一
単語

一
音 の 対 応 を覚 え た 。ま た そ の 時

点で ，時間 は か か る が キ ーワー ド呼称 しな くて も文字

を音読 す る こ と が可能 と な り，A 男 の 読 み の 困難 さ か

らす れ ば比較的短 期間 で 文字 の 読み を獲得 し た と思 わ

れ る 。
こ れ は 文字一

音 の 対応 の 獲得に キ ーワー
ドとい

う意味 を介在 させ る こ とが有効 で あ っ た こ と ，A 男 に

適 し た キ ーワ ード選定に よ っ て 呼称 の 負担 を軽減 し た

こ と， 単語の語頭音の抽出が す で に 可 能で あ っ た こ と

等が要因 と し て 考 え られ る。

　な お キ ー
ワ
ー

ドの 選定 に お い て ， 対 象児 が よ く認 識

し て い て 絵 か ら正 し い 呼称が 得 られや す い 語 で あ る こ

と に 加 え ， 対応音 を抽出 しや す い か に っ い て も検討 が

必 要 で あ っ た 。 天野 （1986）に よ れ ば ， 4〜 6 歳 の 幼 児

に と っ て モ
ーラ （原 文 で は

“
音 節

”
）の抽出は一

般的 に は語

頭音が 最 も容易 で あ る が ， 音 の 種類 に よ っ て は語尾音

が 最 も容易な場合 （例 え ば／コ ／） が あ る と報 告 さ れ て い

る 。 ま た A 男 の 場合 ，例 えば キ ーワー ドの 『せ み』 は

語頭 音 の ／せ ノよ り鳴 き声か ら の 連想 な の か
， ／み／と の

連合が 当初 は強か っ た 。語頭 音抽出 の練習に よ っ て 『せ

み 』か ら／せ ／を抽 出す る こ と ， さ ら に 文字一
単語

一音

の 対応 で 正 し く読む こ と も可 能と な っ たが，文字 と音

とを直接対応 さ せ て 読む と き に ／み ／と誤読 す る こ と が

あ っ た 。 した が っ て 単語 と音 と の 連合 し易さ等 に も留

意 し，音 を正 し く抽出しや す い キ ー
ワ
ー ドを選定 す る

こ と も重 要 な ポ イ ン トで あ る と考 え られ る 。

　   　文字一音対 応処 理 の 効率化 に よ る単語読解へ の

　 　 導入

　 大石 事例で は 11歳で 2〜 3 拍 の 文 字単語 が読 め る よ

うに な っ た と報告 さ れ て お り，平仮 名文字 の読み を獲

得 して か ら単 語 が 読 め る まで に 約 3 年を要 し て い る。

後 に 大 石 （1992）が述 べ て い る よ うに ， こ の 事例 で は 文

字
一

単 語
一

音対応 の 処理 を用 い て お り， こ の 方法 で 文

字が音読で き る こ と と文字 と音 を直接対応さ せ て音読

す る こ と は 別 の 処理 を用 い て い る可能性 も考 えられた。

A 男 も文字
一

単 語 一音 の 処 理 で 音読 で き た 46文字 中 ，

文字 カ ー ドの 瞬時提示 で は 8 文 字 しか 正 確 に 読 め ず

（37S ＞， 文字を直接音読 す る た め に は そ の 後の 練習 が 必

要で あ っ た 。そ の 内 の ドリル 課題に お い て ，施行 回数

が 不十分 と思 われ た単 語同定以 外の 課題 で 回 を重 ね る

に 連 れ ， 1 字 （1 単 語）あ た り の 処 理時間 が 短縮す る傾向

が うか が え た 。
こ れ は A 男 の 課題 へ の取 り組み に対す

る む ら等，別の 要素が 含 まれ て い る可能性 も ある が，

瞬時提示 で 音読 で き る 文字数が 増加 し た こ と を鑑 み れ

ば，文字
一

音対応 に関す る処理速度が 向上 した と考 え

られ る 。 そ し て 高橋 （1999 ）が 指摘す る よ う に 「処 理 速

度が 向上 す る こ と に よ っ て 単位時 間あ た り に処理 す る

こ と の で き る 情報 量 が 増大 」 した た め ， そ れ に 伴 い ，

単語 の 意味 を理解 す る と い う処 理 も容易 に な さ れ る よ

うに な っ て きた もの と考 えられ る 。 ただ本児例 で は ド

リル 課題 と瞬時提示 課題 を併用 して お り ， 文字 の 音読

に 関す る 処 理 速 度 の 向上 に どち らの課題が よ り有効な

の か，また両課 題 を行 う こ と に よ る相乗的効果 が あ る

の か と い う点 に つ い て は 明 ら か で は な い 。

　 ま た単語の音読 と読 解の 熟達 化 に は ， 単語の熟知度

も大 き く影響す る と考 え られ る た め ， さ ら に 語 い の 知

識 等 に 関 す る 言語能力 の 向上 も課題 と思 われた。

7 ．付記

　本稿 で 報告 し た 指導の 後，指 導 の 場 と頻 度 の 変更を

し た が ， 2002年 5 月（小掌 6年生）現在 ， 個別指導を継続

し て い る 。 また 4 年生 か らは情緒障害 の 通級指導教室

に お い て 週 1 〜 2 日 小 集団指導 を 受 け て い る
。 現在 ，

片仮名の 単語 と小学校 2 年生 レ ベ ル の 漢字 40字余 りの
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読み を習得 し，単文 の 読 解 も可能 とな っ た。しか し同

学 年児童 の 読み の 能 力と の 差 は 大 き く， 読 み が困難 な

こ と に よ っ て情報 が制限 さ れ る 等の 大 き な ハ ン デ ィ

キ ャ ッ プ を抱え て い る。学習 に 困難 を示す児童へ の 指

導事例や 指導方法 に 関す る 研究の 蓄積 に よ っ て
， 学 習

困難 を抱え る子 ど も へ の適切 な指導 や援助が な さ れ る

こ と を願 っ て い る 。
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ご助言を い た だ き ま し た 東京学芸大学上野
一彦教授，

論文作成 に お い て 丁寧 な ご 指 導 を い た だ きま した千葉

大 学 三 浦香苗教授 に 心 よ り感謝 い た します 。 本当 に あ

りが とうござ い ました。

　　　　　　　　　　 （2000．11．2 受稿，
’02．6．17受理）
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   Teaching laPanese Hiragana Characters to an  Elemenla7y

  School Boy with  a  Severe Reading Disabildy : A  Case Study
ta-mKo ILamoRl PasAILLaE REsel4RcH LxswTu7E FoR rvme MnvALLy  REz4RnEDJ J4pAiLew jovRAutL oF  EDucArra"mL fsITHaLoc}t 2002, 5a 4rc-4S6

  The  present  study  examined  a  method  intended for teaching children  with  severe  reading  disabilities how
to read  Japanese hiragana characters.  The  participant  in this case  study  was  a  second  grade  boy  with  a

reading  disability. Although the  boy  did not  have  general  intellectual retardation,  he  had  difficulty in
sequential  processing,  especially  auditory  short-term  memory,  in searching  for abstract  forms, and  in visual
short-term  memory.  First, his recognition  of  the form  of  the hiragana characters  was  improved by using

a  method  in which  a  meaningful  word  was  presented together with  the hiragana character  and  its pronuncia-
tion (phoneme). With  that method  , he became  able  to reacl  all the hiragana characters  orally.  Subsequent-
ly, drill exercises  such  as  identifying characters,  searching  for characters  matching  pictures, searching  for
pictures  matching  the characters,  word  identification, recitation  of  the characters'  sounds,  and  use  of  word

flash cards,  attempted  to impreve  the efficiency  of  his reading.  A]though  he initialiy had  difficulty reading,

he quickly  became able  to comprehend  words.

   Key  Words  i reading  disabi]ities, remedial  teaching,  Japanese hiragana characters,  cognitive  character-

istics, case  study  of  elementary  school  boy  with  a  reading  disability
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