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なぜ絶対音感 は幼少期 に しか 習得で きな い の か ？

一一 訓練開始年齢が 絶対 音感習 得過程 に 及 ぼす影 響

榊　原 　彩　子
＊

　絶 対音感 の 発達 に は 臨界期 が 存在し， 6歳を超 え る と絶対音感習得が 困難 で あ る こ とが指摘され て い

る 。 加齢に と も な う変化が絶対音感の 習得可能性を減じ て い る と考え られ る が，本研究で は 年齢の 異 な

る幼 児 （2 歳 児 4Y ，、5 歳児 4 割 に 対 し， 同
一

の 和音判別訓練法 に よ る絶対齢感習得訓練を実践 して彼らの

絶対音感習得過程を縦断的 に 明 らか に し，年齢に よ っ て 習得過程の 様相 も異 な る の か 調 べ る こ ．ヒで，加

齢 に と もな つ 変化 を検討 し た。音高 とい う属
’
性 に

「ハ イ ト」 と 「ク ロ マ 」 の 2次 元 が あ る と い う考え に

従え ば ， 絶対音感 とは ク ロ マ の特定能力で あ り ， そ の習得 とは ク ロ マ の 参照枠形成とみ な せ る 。 訓練課

題 の エ ラ
ー

か ら 聴取傾向 を記述 す る と，習得過程中，年少児 は 早 い 段階で ク ロ マ に 着目し，令体的に ク

ロ マ 次 元 を 重視 した聴取傾向 を示 した の に 対 し，年長 児 は ク ロ マ 次 元 σ）利用 が 少 な く，
．・

貫 して ハ イ ト

次 元 に 依存 した聴取傾向 を強 く示 した 。 加齢 に と もな う 変化と して ， ク ロ マ 次元 に 依存す る傾向が 減じ ，

逆 に ハ イ ト次元 に依存す る傾向が増す と い う変化が 示 唆 され，ク ロ マ の参照枠形成で あ る絶対音感習得

が ，加齢 に よ り不 利 に な る様 が 示 され た。

　キ ーワ
ー

ド ：絶対 斤感 ， 絶対
．
肖感の

・
習得過程 ， 臨界期 ， 和音判別訓練法 ，

ハ イ トと ク ロ マ

問 題

　絶対音感 Cubtolu しL・piLch ／以 1τ AP ） と は ， 外的基準音

との 比較 なしに任意 の 音の 音高を特定 で きる ， あ る い

は指定 され た 音高を 生 成す る こ と が で き る能力 の こ と

で あ る 、， AP は耳で聴い た だ け の音楽を演奏 し た り楽

譜 に した りで き る 他，暗譜 や 作曲活動 に 有利 とい っ た

利点か ら注目され る音楽的能力で あ る 。
こ の AP を保

有す る者は ， 音楽を専門と し な い
一

般 人 で 0．1％ ， 音楽

家で 1〔，〜 15％程度 ， 存在 す る と され る 〔Baharlou ，　J〔，hn

9．　ton、　Scrvice、　Giしschlcr ＆ Freilner．199S ；GI’egersen 、　K （，wla ・

sk ｝
．．　Kohn、＆ Ma 「vh1 ，］999 ；Profita＆ Bidder，19SS）、、　 AP に

関し特に興味深 い 現 象として ， 発達に臨界期が存在す

る との 指摘 が あ る 。AP 発達 に 関 し て は 「早期学習説」

が有力であ り，
この 主張に従えば， AP は万人 に学習可

能 だ が 限 ら れ た 時期 し か 学 習 が 有効 で な い C・Xbrnhani ．

lf；O工　；　C 〔，hen　＆ 　Bajr〔1，　1990　；　Copp，　1cj16　；　Cruzier、　19．　9T　；

SergennL ＆ Reche，］973 ； Takeuchl ＆ H しttse，　 lF］911： Warld、

1963a，1963b；Watt，1917）o

　 す る と 加齢 に と もな っ て 生 じる あ る 変化 が ， 万人 に

ホ
　

．．
音会 ミ ユ

ージ ッ ク 冫くク ーノレ

　 〒 171 〔川 51　 東京者［膿 島 区長崎3−191

　 雲akakibaL ε4   98．s”
・neL ．ne．．ip

備 わ っ て い る は ず の AP 習得可能性 を 失 わ せ て い る と

考え る こ とが で き る 。 本研究 で は ， 年齢の 異な る幼児

に 対 し 同
一

の AP 習得訓練 を 実践 し ， 年齢 の 違 い に

よ っ て AP 習得に い た る様相に 違い があ る の か調べ る

こ と で ， 加齢 に と も な う変化 を検討 す る 。 加齢に よ り

AP 習得 口亅
．
能性が失わ れ る背後の 現象 と して ， 習得過

程 に お い て も相違 が 認 め られ る と 予想す る。

　そ もそ も ［早期学習説」の 根拠の 多くは間接的な も

の で あ F）　， 主 に AP 保有率と音楽的訓練開始年齢の関

係 に あ る。音楽的訓練開始 が 早 い ほ ど AP 保有率が高

い 　C］vliyuzaki ．ユgS8 ；ScrgealLt，1969 ； van 　Krex「cle 】1、1951 、

Baha 「1。 ‘letal 、］f］t）8）。で は何歳 まで が AP 習得 凵丁能 な 年

齢なの で あ ろ うか 。 Sergean亡〔tg．　69）は音楽家に AP 保

有状況 と音楽経験 を問 う 質問紙調 査 を 行 っ た結果 ，
AP

保有者の音楽的訓練開始年齢 の 最頻値は 5歳 ， 非 AP

保有 者で は 6 〜 7 歳 で あ っ た nMiyazakiq9 籾 は 被験

者とな っ た AP 保有者全員が 5歳まで に 音楽的訓練を

開始 して い る こ と， Van 　Krevelen（IV51）は ， 殆 どの AP

保有者が 7 歳まで に 音楽的経験を持ち，訓練開始年齢

の 平均 は 4，9歳 で あ る こ と ， Baharlou ら ug）ys）は 600名

以上 の 音楽家 の う ち， 　4 歳 以 前 に 音楽的訓練 を開始 し

た者の 40％が AP を保有して い た の に 対 し ， 9歳以降

に 開始 した 者の う ら で AP 保有者 は 3 ％ に 過 ぎ な か っ
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た こ と を，そ れぞ れ 報告 して い る，，Baharluo，　ServiCe，

Risch，Gitschier，＆ Freimer（2〔噸 D は こ れ ら 諸研究 を

ふ ま え ，
お よ そ 6 歳ま で を AP 習得 の 臨界期 と結論 づ

け て い る。

　ま た 多 くの AP 保有者は ， 彼 らが 覚 え て い る限 り

ず っ と以 前か ら 白分 は AP を保有 し て い た と 主張 す る

（Carpenter、1951　； Corliss、　1973　；Takeuchi ．19SY　；W ｝
「
nn ，

τ9731。Profita＆ Bidder （1988） は ，
　 AP 保有者の 25％

が 5 歳 ま で に ，90％ は 10歳 まで に 自分の 能力 に 気 づ い

て い る こ とを述べ て い る 。
こ れ も AP が 幼少期 に 獲得

され る能力で あ る こ とを示す間接的証拠で あ る e 逆に

幼少 期 を過 ぎて ，例 えば 成 人 に な一
っ て か ら AP を習得

す る こ とが で き た とい う報告 が 1例 も存在 しな い こ と

も ， 間接的証拠 と言 え る だ ろ う。

　直接的に 臨界期 を 示 す 数 少 な い 証 拠 と して もっ と も

占い もの で は ， Sergeant＆ Roche （1973）の 研究が あ

る。彼 ら は 年齢 の 異な る 幼 児 （3〜6 歳 ｝に 単旋律を聴 か

せ 3週間後 に 再生 を求め た と こ ろ ， 年少 児は よ り絶対

的音高を 正確に再生す る こ と に 重点を置い たの に 対し ，

よ り年長の 幼児 は旋律輪郭の よ うな音高の 相対 的 側面

を重視した 再生 を行 っ た こ と を報告 して い る。Crozier

｛19iM は，参照音 （A4 ：中音域の A ） の 習得 に つ い て 幼

児 （4
−−t5歳） と青年 （13〜／5歳） で 比較 を行 っ た と こ ろ ，

6週 にわ た る訓練 の 結果，幼児は訓練前と比較 して も

青年 と比 較 して も，有意 に 優れ た 参照音特定を行 う こ

と を示 した 。 Saffran＆ Grlepentrog　｛LtC）〔｝1）と Saffran

  〕：1）は ， 乳児 と成人 に 対 し音列を用 い た学習課題 を

課 し，乳児は よ り音高の 絶対的側面 に 注 目す る傾向が

あ る こ と を報告 して い る。こ れ ら の 結果 は い ず れ も ，

年少の乳幼児が より年長 の 者 に 比 べ ，音高を絶対的に

と ら え る傾向がある こ とを示 す もの で あ る 。

　 もっ と も直接的な 証拠 と して 江 口 〔1991＞ は，AP を

訓練 に よ っ て 習得 させ る実践 を行 い
， そ の 経験 か ら 6

歳半まで に 訓練 を開始 す るこ とが 必須 で あ り ， 7歳を

超 え る と AP 習得が著し く困難で あ る こ とを述べ て い

る 。 しか し実 際の AP 習 得 に お い て 年齢 の 違 い が どの

よ う に影響して い る の か ，検討 した 試 み は 未だ な さ れ

て い ない e 榊原 “999．）は ，

一
般的な AP 習得過程を明

らか に す る べ く，

一
般的な訓練開始年齢で ある 3歳の

幼 児 に 対 し江 口 の 和音判別訓練 法 に よ る AP 習 得訓練

を行っ て い るが，本研究 で は よ り年少 ， 年長 の 幼児を

対象 と し，彼 らの 習得過程 を対比 させ る 。 年齢 の 違 い

が 習得過 程 に 及 ぼ す 影響 を明 らか に し，い か な る発達

的変化が AP 習得可能性を奪 うもの な の か に つ い て検

討 を行う。

目 的

　和 音判別訓練法で は 3 〜4 歳時に 訓練を開始す る こ

とが一
般的で あ り， 全体 の 約 9割 が こ の 年齢 に 訓練 を

開始す る （江口 ，1991）。本研究 で は以降 ， 3〜 4歳で 訓

練 を開始 した 事例を 「
一

般的事例」と呼 ぶ u 対 して よ

り年少 の 2 歳で 開始した事例を 「年少事例」，年長 の 5

歳で 開始 し た事例を 「年長事例」 と して ，彼 らに 同
一一

の 訓練を実践 す る。琿解力 の 点か ら 2歳未満で訓練を

行 う こ と は通常不可能で あ り ， 2歳が事実上最年 少 と

なる た め，2 歳開始事例 を年少 事例 と し た。逆 に 7歳

を過 ぎて 訓 練 を 開始 し て AP を習得す る こ とは極 め て

稀で あ る の で，訓練可能な 最年長は 6歳とな る。しか

し 6 歳 を過 ぎて の 訓練開始 は AP 習得 に い た ら な い 危

険 が あ る た め ， 原則 と は 異な る 処 遇 を行 う こ とが 多 く，

比較 に 適 さない 。そ こ で 今回 の 分 析 で は 5歳開始事例

を年長事例 と した 。

一
般的事例 と対比 させ ， 年少 ， 年

長事例 そ れ ぞ れ に共 通 す る特徴を抽出す る こ とで ， 加

齢 に と もな っ て AP 習得 に ど の よ うな 変化 が あ る の か ，

考察 す る こ と を 目的 とす る 。

方 法

〔1〕　AP 習得訓練法

　訓練成功率が90％以上 と非常に高 い こ と，訓練効果

の 持続性 が 確認 され て い る こ と， 訓練法 の 詳細 が 公開

さ れ て い る こ と，等 の点か ら江 口 q991）に よ る 和音判

別訓練法を採 用 し実践 し た 。また榊 原 （1999）の 結果 と

対比 させ る ため に も，同
一一

の 訓練と した 。 本訓練法 の

最 大の 特徴 は ，訓練刺激に 単音で は なく和音を使用す

る こ とで あ る。和音とい う刺激が 相対的 な 音高で は な

く音自体 が持つ 響き を と らえ させ る の に 有利 で あ る こ

とが，AP 習得 に お ける有効 1生を支 え る と考え られ る。

　白鍵音 の AP を習得す る た め に は 9和音， 黒鍵音 の

た め に 最小で 5和音 ， 最大 で 15和音，判別で き る よ う

に な る こ とが必要で あ る。和音判別 が 可能に な っ た 時

点 で AP 獲得 が保証 され る 伏 浦・江口 ，1鯉 ）。本研究の

分析 で は，白鍵音 の た め の 9和音 の 判別 ま で の 過程 を

分析す る 。
FIGURE 　1 に，9 和音 を導入順 に 示 した。和

音数 1か ら開始 し ， 原則的に は判別の 際 に 誤 りが 生 じ

な い 範囲内で 和音 を 工つ ず っ 導入 し て い く
1
。 9和音 の

判別が可能 に な っ た後 は，本研究で の 分析対象外 で あ

1

　 和音を導人するペ
ース は最速で 2 週問笹。原則 的 に い っ た ん

導 入 した和者 は減 らさ ない が．エ ラ ーが 多 く生 じた 場 合 は被験

　児の 負担 を軽 くす る た め 、
エ ラ

ーの 原因 とな る和 音を減らす こ

　 と もあ る。
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赤

る が，照鍵音を 含 む和音 の 判別訓練，和音 を 単音 の 記

憶 へ と分化 させ る訓練を行 い AP 習得 に い たる。要す

る期 間 は，白鍵音 の 9和音判別 ま で に 約 1 年一 1年半，

黒鍵音 の 和音判別 に さ らに 約半年〜 1 年， 単音へ の 分

化に約 1年，これ ら を あわ せ 全て の音に つ い て AP を

習 得 す る ま で に ，短 くて も約 2 年半，長 くて 約 4 年 を

要す る 。

　訓練 は主 に和 占
二

判 別課題を毎 日行 う こ とか ら成 り立

っ n 　ユ回 の 訓練 は 20・− 30試f了〔時 問 に L て L’　一・3ft ），　 1L」

4 〜 5 回，
1 目 に 約IOO〜15〔1試行 ， 行 う v 訓練で 用 い

られ る 和音 は色 と対 応 づ けられ て お り，被験 児 は和音

判別 が 可能 に な る ま で は 音名 を知 ら さ れ ず，和音 を 色

名で 呼ぶ 〔Flc．田 1・1参 貝lll
。 色名を使 う理 由は ， 音名が 爵

階土 の音の高低関係 を意識させ て し ま う ，t∫能性が高 く，

そ れ を避 け る た め で あ る 。

  　訓練お よ び分析手続き

　被験児 は い ず れ も，東京都内音楽教室の AP 習得 を

目的 とす る コ ー
ス の み を 受講す る幼児で あり，そ の 両

親 が AP 習得訓練 を 子 ど も に 受 け させ る ： と を 自 ら 希

望し，実験に参加した者で ある、，事前に，訓練の 主旨，

内 容 に つ い て 両 親 に 了 解 を と り，訓 練途 iil で 随 時中止

す る自由がある旨 も伝えた 。

　ゴ
．
な訓練者 で あ る 被験児 の 母親 が ，ビ ア ノ で 和音を

ラ ン ダム 順 に弾き ， 被験児 の 回答を記録す る v 被験 児

は和音 の 色 に対応 した 旗 の 中か ら聴 こ えた 和音 の 色 の

旗を手に も ち ， 色名を 言う こ とで 回 答す る。誤 答 の 場

合 に は 吐i答を伝え ， も う一
度聴か せ る。

　分析方 法 は．榊原 q999） に 準 じ る。白鍵音 の AP が

9和音の 判別をもっ て保証 され る こ とか ら ， 本研究 で

は 訓練開始 か ら 9和音判別 ま で の 過程を主 な 分 析対象

とす る 。
い ずれ の場合も被験児の 母親が毎日 の 訓練記

録を と り， ，実験者は記録をも と に 2週 お き に訓練指示

を 出 す。指示 に よ り処遇 が 行 わ れ て 1 週間後 の 1 日分

の 記録を分析対象と し た 。 分析対象日 は ， 2週お き ，

処遇と処遇の 中間地点に 位置す る 。 記録に は開始か ら

時系列順 に 番 号 を つ け，「記録 1」， 「記録 1）　．，，， と呼

r瓠 こ二と t づ
．
る。

（3） 被験児および事例 の 選択

　最終的に 分析 の 対象 と し た 被験児 は ， 2 歳 で 訓練 を

開始 し た 年 少 事例 4 名， 5 歳 で 訓練を開始 し た 年長 事

例 4 名で ある、，分析事1列の 選定 に あた っ て は，訓1練 の

様相 に 影響 す る と 号え ら れ る 訓練量 と 音楽経験 を統制

し，以
．
ドの 3 条件を満 た す 事例 に 限 っ た。  1 凵 3 回

以 ヒの
一
定 ［蓑の 訓練 をほ ぼ 毎 日継続 で きた事例 〔病 k（、

旅 行 等に と もな ラ訓」練 休 止期 間力｛1週 聞 ⊥／1AJ｝n （2／）2」固「痔1才S き

に 取 る 記録 に 欠測 が ない 事例。  幼椎園 や 保育園以外

で の 音楽的教育 を受けた経験がな い 事例。

　そ の 結果 ， 分析対象 とな っ た 事例 は 以 ド8事例で あ

る
2

。 各事例と も ， 最終的に 5 オ ク ターブ に 渡 る音域 の

単音を ラ ン ダム に 出題 した 単青特定課題 に 10C〕％ 正 答

し，AP 習 得 に い た っ た こ と を 確認 し て い る u 以
一
ト，性

別・訓練開始年齢 ！訓練 開 始 ∫「月 H −〕・9 和音が 判別 で き

る ように なるまで の 期間 〔分斫 対象記鋪 ・AP 習得年月 ，

を記 す ，AP 習 得年 月 と は ，単音特定課題 を実施 し 完全

rh答 で き る に い た っ た こ と を確認 し た 月 で あ る
。

・年少事例 A 似 卜．fr少 Al ： 女児 ・2歳 8 ヶ 月 q99ア年

　 2 月 26 ［1−一一｝°16 ヶ 月 （3Zr滋 剥
’1999年 8 ／1

・年少 B ：女児 ・2 歳 8 ウ 月 〔］i）95　．｛1−／　7 「11倒 1・一一）・11ウ

　 f］ 〔22記録）・1997fr　7 月

・年少 C ：女児・2 歳1〔］・tF 月 ロ91［5 桐 2 月 川 1− 1 ・15ケ

　月 脚 記録〕・1999年 1月
・
勾： ノ

？1
’D ：女 児

。2 歳 10 ヶ 月 〔1・f）・［96fti　12 月 1511 、）・

　8．5ケ 月 〔17記録）・19g．　8年 7月

・
年長 A ： 女 児 ・5歳 10ヶ 月 〔1999 年 4 月 ］31 ］・一・・）・12）

　月 （241i己録戸 2001年 6 月
。年∫量B ：女 レ厄。5 歳 2 ケ 月 　〔］995ft

’11 月 ・】［1〜戸〕■12 ケ

　 月 〔2薪 己録D1998 年12月
・年長 C ：女先V．・5 歳 6 ケ 月 （19［）S 年 ll　1亅5 日、〕・18 ケ

　月 （36記録｝・2〔川 年11月

・年長 D ：男児 ・5歳 5 ヶ 月 〔1998 年 ［月 2811〜〕・1〔］ウ．

　 月 ω 記鋤 ・2〔脚 年 3 月

’
　

 
皆kJJ開血臼し、t］事「歹u｝まtf一長．事｛歹リ6 事f歹鳴　｛1こノレ事f夕叮8 事チ「々亅［イ

く・St，

　明の 6 事f列も令て AP 習得 に い た
．
っ て い るカ  以 ドの 理 由に よ

　 り 今国 の 分 析 か ら 除 外 して い る。年 長 事 例 2事 例 に つ い 匸 は ，

　 Lt事例 と も ｝そ襲的経験が あ っ た こ と，う ち 1 事例 に つ い て は非

常 に 訓」練 疑力… 多 し・とい う丿
1

．廴で 特徴郎丿で あ っ た こ と力荘里［tiで あ

　る。年 少事例・1事例に つ い て は，2 事例 は記録に 欠測 が 尠 く，
　か つ 訓 練 馳が 陽 期 を ；由 じて 　定 で な か っ た こ と ，［事 例［よ家 庭

　の 事
」
」育で

一
時長期 に ［1ヨ断 L て い る ．二と，1 事例 は 訓練圭止が

一・
定

　
．
ご
／t
な カ・っ た こ ヒカt除タトV）理01で あ る 。
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結果 と考察

教 育 心 理 学 研 究　第詑 巻　第 4Ys

　結果 に つ い て は，年少，年長事例 を そ れ ぞ れ榊原

q999）に よ る一一
般的事例 に お け る 習得過程 と対照 さ せ

る こ とで考察して い く。榊原 は AP を理解す る 枠組 み

と し て 「音高 2 次元 性」 の 考 え方 を利用 して い る 。 音

高に は ， 周波数 に 対応 して 連続的，直線的 に 変化 して

い く 「ハ イ ト 〔しone 　height）」 とい う特性 と，音 名 と 対応

した カ テ ゴ リ カ ル な 「ク ロ マ 〔亡・ ne 　chrOma ）」 と い う特

性が あ る 〔Kailnnan＆ Massaro．1979；Revesz，1954；Risset，

19鮒 。AP と は音名， す な わ ち音 の 「ク ロ マ 」を特定す

る こ と が で き る能力 の こ とで あ る の で ，AP 習得過程

は ク ロ マ 次元 の 参照 枠の 形 成過 程 と し て 記述 で き る こ

とが 予想 され る。一
般的事例 に お け る習得過程を，ハ

イ ト，ク ロ マ ，各次 元 に 依 存 す る傾 向 で 記述 す る と，

訓練初期 は もっ ぱらハ イ ト次元 の み に依存 して和音判

別 を行 うが
， 和音数 が増え て ハ イ ト次元 の み で は 十分

な判別 が で き な くな っ て く る と， ク ロ マ を 手 が か り と

「
101

・

6i4 一．．
1

　 2

　1
．一一

一．一

1
　 01

一 一 ．一
年少 A

086420

して着目す る ように な り，ハ イ トと ク ロ マ 両次元 に 依

存 した ス トラ テ ジーが 拮抗す る段階 を経 て ，両次元 に

基 づ い た 正確な和音判別へ と い た る過程 と な る 榊 原、

1999｝。本研究 に お い て も，ハ イ ト，ク ロ マ ，両次元 に

依存す る傾向を分析す る こ と で 習得過程 を記述 す る。

（1） 和音数の推移

　先行 す る和音間 で 判別 が 可能 に な っ た こ と を受 け て

和 自
：
を 導 入 す る の で ， 和音 数の 推移 は 訓練 の 様相 を あ

ら わ す 指標の
一

つ とな る 。

一
般的事例 に お け る和音数

の推移は ， 初期に比較的順調 に 和音数が仲び，和音数

が 6 な い し 7 に な っ た 時 点 で 数 ヶ 月 和音数 が 停滞 す る

期間が あ り ， そ れ を 過 ぎて徐々 に 和音数 が 増 え る と い

う特徴 が 共通 して 見 られ た が，そ の点 に つ い て は年少，

年長事例 と も に ，一
般的事例 と大 き く変 わ る と こ ろ は

な い 。和
．
音数が 増 え る ス ピ ードや停滞す る期間の長さ

は事例 に より違 い が あ る が ， 和音数が 6 な い し 7 に達

し た 時，停滞期 を迎 え るパ ターン は 共通 し て い る。F1G．

し：RE　2 か ら明 ら か な よ うに ， 停滞期は ， 年少 B ，　 C ，年

D864

B

　

　

少

2DL

年

］
一一一＿一

年長 A

「i
・蕊
「
一一　−
10

　 8

　 6

　 4

　 2

　 0

年長 C

一一＿一■

…
＝ ］

．　　　　　　　　　　　　　　　．一

一． 一　

OB6420L

．
「

年少 C

¶OIeI

’

1 ，

　 2

　 oL

一

年少 D

」

一
＿

一

≡嗣1
　 8

「・
．
　　　　　　　 1

420L

年 長D

FIC．URE 　2 年少 ・年長事例 に お け る 和音数 の 推移

＊ グ ラ フ 横軸 は時間軸を あ らわ し，完成期 に い た る まで の 各記録 時の 相音数 を プ ロ ッ トして い る。記 録は 2週 間毎で あ るの で ，横軸
ひ と 門盛 り は 2週 間を あ らわ す。FiGui｛E　4〜11 で 記録の 抜粋 を示す が ，そ の 地点 は特 に ■ で プ ロ ッ トして あ る、，
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榊原 ：な
．
1．し君 1

．
｝恐 は的 少 期 に しか 冂 仔で きな い の か

ン 189

長 D で は 和音数 6 の 期間，年少 A ，年長 A ，B で は和

ll孜 7 の 期間，年長 C で は 和音牧 6t’jよび 7 の 期 悶 と

み な せ る。年少D だ け が 例外的に 停滞期が存在し な い

．よ う に も とれ る が，和音枚 7 で約 1 ク 月間と ど ま っ て

い る こ と は そ れ ま で 2週間毎 に 必 ず和 音が増え て きた

こ と と比 べ る と
一

種 の 停滞 で あ る の で，停滞期 が 丿隔 ∫

に 短 い ケー
ス と し，停滞期 は 和音数 7 の 期問 と解釈 し

」 o

　全剽列，

一
般 的 r9例 の 分析 と同様 ， 初期 の 和音 数が

増 え る 時期 を 「第 1期 1， 和音数 6〜 7 で 利音数 が 停滞

す る 時 期 を 「弟 II期 」，再1又 増 え て い くHt期 を
「

第 III

期」， 最終的 に 9種類 の和音の判別が可能 に な っ た時期

を 「完 成 期 」 と して，Fl［ ［ RE 　3 に 図 示 す る よ う に f劉偕

を区分 し， 以 ドに 考察を進 め る。

  　段階ご との 考察

　各段階 どの よ う な 聴取 を 行 っ て い る か は，訓 練 と し

て 行 う和音判別 の 陟 こ堺 れ る エ ラ ーを 分 類 し， そ の 出

現割合で 示 す D 判別詠題中の エ ラ ーは榊原 （IQ卿 同

様・主・こ 「ハ で ト依 存 エ ラ ー．亅， 「ク ロ マ 依存 エ ラ・一」，

1
’
不明 エ ラ ー 1 の 3種類 に 分矧 プる こ ヒが で き た ．

ノ・

イ 1・依存 エ ラーと は，例 え ば 「CEG 　1を 「CFA 」 と答

え る よ ｝ に ，
ク ロ マ が 異 な っ て い る に f か か わ ら ず ハ

イ ト次元．ヒ近接 し て い る た め に 混同 し て し ま う 「 ラ ー

で ま） り， ハ イ ト次元 に 依存 し た，音 の 高低 を 丁が か り

と す る ス ト ラ 7 ジーを 反映 した エ ラ ー
で あ る n ク ロ マ

依存 エ ラ ーと は，「CEG 」 を 「EGC 」 と 答 え る よ う に，

ハ イ ト次元．h離れて 」 なが ら構成音 が 同 じ，すハ わ ち

同
一

ク ロ マ の 和音間 で の エ ラ
ー

で あ り， ク ロ マ 次 元 に

依存 した ， 響 きを手 が か り とする ス トラ テ ジー
を反映

した エ ラ
ー

で ある。不明 エ ラーは，わ カ　 な い とす る

反応 で あ る 。

　 榊原 〔1999） に よる
一・

般的事例 に お ける習得過程 の 特

微 は以 下 の よ うに 要約 で きる。第 1期 ：和音数が 少 な

い た め 正 答率は 高 く， わ ず か に 見 られ る エ ラー
の 殆 ど

は ハ イ ト依存エ ラ ーで あ り，
ハ イ ト次元 に 基 づ い た判

別 が 戊功 して い る段階 。 第 II期 ：和音数 の 増加 に よ っ

9

6 〜7

和

音

数

FIGURE　3 和音数 の 推移に よ っ て 定義 され る 段階

で 止答率の 低 ドす る と と も に ， わ 丿か £ が ら ク ロ マ f衣

存 エ ラーが 出現 し ，

・・ で ト次 ノ己の み に 其 づ く判別 に 限

界力封kじ ， ク ロ マ 次ナ匚へ Of）石 1ゴカ§生 し ⊃＃殳研1 笥
’
III貫tll：

止 笨 率が 非常 に 低 く
昌
り， 特に ク ロ マ 依存 エ ラ

ーが 増

し ，
ク ロ マ 次 元 を研 見し た聴取 へ と L化 し て い る段 ISl

完成期 1 ほ ぼ 全 て 正 答で き る よ う に £ リ， ハ で ト，
ク

ロ マ 両 次 フL に 基 づ い た正 し い 判別 が 可 能 に な っ た 段階、，

AP ガ rr の ク ロ マ を 特定 す る 能力 で あ る こ と か ら，そ

の 翌得過秤 は判別 の 手 が か り に ク ロ マ 次 兀 を 組 み 込 ん

で い く変化 と 解釈 で き る。

（2−1） 年少事例 の 考察

【年少 A 】　各段階代 ；
一
的な 。己録 2rl己録 ず つ ，　 FIGじRE　l

に 示 し た ，，紙面の 関係 上，全記録 を示 す こ と は で き な

い の で 他 の 記録 お よ び 完戊期 以 降の 記球 は割 麦 ナ る 。

も っ と も注目すべ き特徴 は，第 1期，和 目 数 が 4 に な っ

て は じ め て の 記 録 〔、，．、録 4〕 で す で に ク ロ マ 依存 エ ラ
ー

が 出現 し て い る こ と で あ る。 ク ロ マ 依 存エ ラ ー一
は 悩成

音が 同じ和音同士 の 混 r司で あるた め， 1 副 」ω 和 1
’
T

「ACF 」 IICFA 　
I
と fl←成 1

．
秘 ・「・IJ　L ，力　卑入 さ れ て は じ め て

起 こ り 丿 る エ ラ ーで あ る 。 第 1 期内の そ れ 以降 U）i；己録

で も ク ロ マ 依存エ ラーは 現 れ 彳 け る　
一
般的事例で h

1 期 「tiに ク ロ マ 依存 エ ラーが 廻 れ た 孚例 は ∫ い 。

　
一一

般 的事例 の 甫 II期 1，ji
，

少 な い な が ら ク ロ マ 依 rj　 L

ラーが 出堺 す る 時期 と して特徴づ け られ た が ，本 糾列

に お い て は第 1期で 現 れ た ク n マ 依存 エ ラ
ー

が さ ら に

割 合を増 す時期 とな る 。
ク ロ マ 依存 ∫．ラ ーが 多い と ヒ

もに ，ハ イ ト依存エ ラーが 少 な い こ と も特徴的 で あ る。

第 IH期 は こ れ らの エ ラ・一が 減少 して い く時期 で あ る、、

　・般的事例の 第田期は止 答率が 非常に 低い 時期 て あ っ

た が，そ れ とは や や様相力 異 な る 。

　結局，本事例 に お い て は，
一
般的事例 で 各段陥通 じ

て もっ と も多く現 れ た ハ イ ト依存エ ラ ーが
一’
fし て あ

ま り見 られ な い 。そ の 分，ク ロ マ へ の 着冂が 早 い 段階

で 起 こ り，か つ 全体を通 じ て ク ロ マ を重視 す る聴取傾

向 が 強 い と言 える 。

【年少 B 】　F1GUId｛5 参照 u 年少 A 同様，・i番口の 和 音

が 導 入 され た 時点 （1，LatV　7） で ク ロ マ 依存 エ ラーが 出現

し て い る。第 1期内 で す で に ク ロ マ 依存エ ラーが 認 め

られ る こ と， 箔 II期 で そ の 割合を増す こ と，第川期で

は エ ラ ーが 滅少 し て い る こ と，全段階 を通 じて
一

貫 し

て ハ イ ト依存 エ ラーが 少ない こ と，全 て年 かA に 共通

す る 。本事例 は 第 II期 に 無答
壬

が 多 い こ とや 比 較的 訓練

f可も答え な い と い う く、応 を無 〜，と し
．ヅ

ノ｝貝し，　 ∫ff 　hrf見れ

た の は tt　1．’B の み ：あ る、
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期間が 短期間で あ る と い っ た独自の 特徴 を持 ち なが ら，

や は リ ハ イ ト依 存傾向 が 弱 く， ク ロ マ 依存傾 向が 早 く

現 れ か つ 強 い と い う特徴 が 認 め られ る。

【年少 C ，年少 D 】　F【GuRE6 ，　 FI（；［．IRE7 参照。年少 C
は 第 III期 に ， 初期 に 導 入 し た 「CFA 」を 除 く と い う

特別 な 処遇を行 っ て い る 点，年少 D は エ ラ ー自体少 な

く非常 に 短期 で 訓練が終了 し て い る 点，独自の 要素を

持 ち なが ら
， 年少 A

， B で指摘 した特徴を共有 する。

ク ロ マ へ σ）着目 が 早 い 段階 で起 こ り，か つ ク ロ マ 依存

エ ラ ーが多 く，ハ イ ト依存エ ラ
ー

は 全段階通 じ て 少 な

い
。 こ れ ら 2 事例 に お い て も，ク ロ マ 次元 を重視す る

聴取傾向が示唆 され る c、
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　　　　各 エ ラ ーσ）割合

（2−2） 年長事例の 考察

【年長 A 】　FIGLrRE　8参照 e 第 1期 は，
．
［E答率 が 比較的

高く，少な い エ ラ ーの 殆 どが ハ イ ト依存 エ ラ ーで あ る

とい う点 ，

一
般 的事例の第 1期と同様で あ る L， ク ロ マ

依存 エ ラーは 現 れ な い 。第 II期 も わ ずか な ク ロ マ 依存

エ ラ ーが 出現 す る時期 と い う点 で は一
般的事例 と同様

だ が ， 本事例 に お い て は ク ロ マ へ の 着 目が 起 こ りに く

い 傾向が指揃で き る。は じ め て ク ロ マ 依存 エ ラ
ー

が 出

現 した の は
， 第【1期後期の 「記録161 で あ る 。 第 II期

中 ， ク ロ マ 依存エ ラーが現れ な い 記録も多い 。こ の 第

Il期 に す で に 見 ら れ た，ク ロ マ 依 存 傾 向 が 弱 い とい う

特徴は ，第III期に も っ と も顕著 に 現 れ る。第III期 は も っ

と もエ ラーの 多い 時期で あ る が，そ の エ ラ ー
の 殆 どが
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ハ イ ト依存一匚 ラ
ー

で あ り， ク ロ マ 依存 エ ラ ーは第 II期

同様，あ まり見 られな い 。一
般 的事例 の 第 II【期 が 多 く

の ク ロ マ 依存 エ ラ
ー

が出現 した 時期 で あ っ た こ と と比

較 す る と 特徴的で あ る 。 全体的に ク ロ マ 次 元 を利用 す

る傾向 が 弱 く， 奇 し く も年少事例 と全 く逆 の傾向で あ

る、t

【年長 B ，C，　 D】 FIGuRE　9，　 RG し1｛E　10，　 F“；ul｛｝・：11
参 照 。 年長 B は ， 第 II期 が よ り短 期 で あ る こ と を除 け

ば，全体的様相 が 年長 A に よ く似 て い る u 年長 C は非

常 に 長期化 して い る 点 ， 年長 D は やや訓練期間が 短期

で あ る点等，や は リ独自の 特徴 が あ る。そ れ で も共 通

す る 特徴 と し て ， 第 1期 に は ク ロ マ 依存 エ ラーは出現

せ ず ， 第 Il期 に 人 っ て 1 ヶ 月以 上 経 っ て よ うや く現 れ

た ク ロ マ 依存 エ ラーは そ の 後も あ ま り出現 す る こ とな

く第Ili期 に は ほ と ん ど 消滅 して し ま う こ とが 挙 げ ら れ

る 。 特に 年長 D の 第III期 で は，クロ マ 依存 エ ラー
が第

Ill期 を通 じて
一

度 も出現 して い な い 。全 段 階 通 じ て ，

エ ラ ーの 殆ど が ハ イ ト依存エ ラーで あ る ，，

　年長事例 に共通 して 言 え る特徴は お お む ね年少事例

と逆 で あ る。ク ロ マ へ の 着目が 遅 く ， ク ロ マ 次 元 を利

用す る傾向が 弱 い 。そ の 分，全体を通 じて ハ イ ト次元

を利用 す る傾向が 強 い 。

結 論

年齢 に よる違 い か ら推測 され る 加齢に と もな う変化

N 工工
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とは，ク ロ マ 次 元 を利用 す る傾向 が 減少 し，と もな っ

て 相対的に ハ イ ト次元 を利用 す る傾向が増加す る こ と

で あ る。絶対 音感 と は そ もそ も音名，す なわち音 の ク

ロ マ を特定す る能力 で ある。加齢に ともない ク ロ マ 次

元 に 基 づ く聴取の 傾向が 減 じ られ る と の 本研究に よる

示 唆 は ， AP が幼少期 に し か 習得で き な い と い う臨界

期現象 に 合致 す る もの で あ る。

討 論

　従来の AP 早期学習説 に は大き く分け て 3種類の 考

え方が存在 し て い る 。
こ れ ら は相反す る もの で は な く，

こ れ ら を含む い くつ か の 要因 が 作用 し て AP が 幼少期

N 工工
一Eleotronio 　Library 　
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FI（；URE 　ll 年長 D の 各段階 に お ける正答率 お よび各

　　　　 エ ラー
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に しか習得で きな い 現象が あ る と考え る べ き で あ ろ う c

以下 ， 本研究結果 を各説に照 らし合わ せ て論じる。

（1） 早期感受性説 估 典的臨界期説〉

　早期感受性説 と は ，AP は 誰 し も が 有 す る 潜在的能

力の 1 つ だ が ， AP 発達に適 し た聴覚的感受性が 現 れ

る 幼 少期 に そ れ を行使 す る こ とが な い 場合 ， 能力 の レ

パ ート リーが そ れ以降永遠 に 失わ れ て し ま う とい う主

張 で あ る 〔Copp，1916）。音高 を絶対的 な 値 と して 知覚 す

る傾 向が幼少期 に 目立 っ て現れ る事実は こ れ を支持す

る （Cr〔｝zier 、1997 ； Saffran＆ Griupentros，、2（［〔〕ユ ； S ［lffrEl【1、

LOO3；Sergeant＆ Roche，　L973）。　Cohen＆　Baird　（［99ω

は 類似 の 現象 と し て 音素 の カ テ ゴ リー
発達 を挙 げ て い

る。乳児は非常 に 早期に 母国語の 音素カ テ ゴ リーを 習

得 するが そσ）習得 に もや は り臨界期 が 存在 す る （Wer ．

ker　＆　Tees，1984）。こ こ で 謎 と な る の が，母国語 の 音素

カ テ ゴ リーは 全 て の 母語話者 が 習得す る の に 対 し ， 音

高カ テ ゴ リーの 習得で あ る AP の場 合に は ご く少数 し

か習得し な い と い う違 い だ が ， こ の 点 に つ い て C ⊂）hen

＆ Baird　（1990）は，言語と音楽 とで は 日常 的 な 必 要性

の違 い が あ る た め と論 じ て い る 。 習得しなけれ ば言語

理 解 に 困難 を き た す音素 カ テ ゴ リーに 比 べ
， 音高 カ テ

ゴ リーは 日常生活で 必 ず し も要求さ れ な い
。

　 ク ロ マ の 参照枠形成 と考 え られ る AP 習得 に お い て ，

年少児ほ ど ク ロ マ を感知し利用 す る傾向が強 く見られ

た 本 研 究 の 結 果 は ， ク ロ マ の 感 受 性 が 早 期 に 顕 著 に 現

れ る こ と を示 唆 し て お り ，
こ の 説に 矛盾 しな い

。

  　学習抑制説

　Crezier“99P は，早期感受 性説 だ け で は AP が極め

て 少数 に し か 脅得さ れ な い 事実 を説明 で きな い と し ，

学習抑制説 〔ur11ea 「 ningtheory 〕を視野 に 入 れ る こ とを 主

張 し た。学習抑制説 と は，音楽的訓練 の i†1に は ，AP 発

達 を阻害 す る 要素 が 多 くあ り， そ の 種 の 音楽的経験 が

AP 発達の PTI能性 を失わせ る と い うもの で あ る （Abra．

haln、19呼 19啣 。転調 や 移調 して も メ ロ デ ィ
ー

σ）同
一

性

の 知覚 が 要求 さ れ た り，よ り積 極的 に 移動 ドの よ う に，

同 じ音高 を異なる 汗名 で 呼 ぶ 経験等が AP 発達 の 可能

性 を失わせ ，音楽経験 に さらされ る 発達 の 過程 で相対

音感が AP よ り も優勢 に な っ て い く と い う 主張 で あ る 。

相対音感が芽生 え る と され る年齢が ， Zenatti　（19s3）に

よれ ば 6〜 7 歳 で あ り，奇 し くも AP 臨 界期 と 重な る。

江 口 q99P は ，
　 AP 習得を可 能 と す る条件と して ， 年

齢 の 他に相対音感を まだ身 に つ け て い な い こ と を挙げ

て お り， 年齢 が 低 くて も音楽経験 に よ っ て相対音感を

既 に 習得 して い る 場合 に は AP 習得 は困難 と して い る、

　本研 究結果 に お け る年長児 は ク ロ マ に 依存 した 反 応

が 非常 に 少 な く， 相対的 に ハ イ トに 依存した 反 応 が 優

勢であ っ た、t こ の 現象は，ク ロ マ に 依存す る傾向白体

の 減少 と も解釈 で き るが ， 音 の 相対的 な 関係 を と ら え

る こ と に 車 点 を 置 く 音楽経験 が ，加齢 に と も な い 増 加

する こ とに よっ て，ハ イ ト次元 に お ける判別 が 発達さ

せ ら れ ， 結果的 に ク ロ マ とい う手 が か りを利 用 しな く

な っ て し ま っ た と い う可能性 も考え ら れ る。本研究で

は 年齢差 を抽出 す る た め 音楽経験 を 統制 した が，こ の

問題 を検討 するた め に は，音楽経験 の 多寡 と AP 習得

可能性 け 鉱 び AP 習 得 過 桿 の 様 櫛 と の 関連 を 調 べ る 必要

があ り， 今後 の 課題 となる。

  　
一

般的発達仮説

　Takeuchi ＆ Ilulse“　f．］　g．　；！，　） は ，
　 AP 発 達 可能性が 加

齢 に よ っ て失わ れ る 理 由 と して ， よ り
一
般的 な 発達に

と もな う認知的変化 を挙 げて い るu 旋律 の 個 々 の 音 の

知 覚 か ら ， 音 の グ ル ープ 化 に 関す る 高次 の 概 念 を 形成

す る よ うに 発達す る とい う発達的変化が仮定 で きる が，

そ れ こ そ が AP の 発達叮能性 を失 わ せ る変化 で あ る と

主 張 す る。

　本研究 で採 用した ハ イ ト，ク ロ マ 2次元 に は依存す

る 傾向 に 加齢 に と もな う変化 が あ る こ と を示 した が，

以
．
卜， 本結果 を こ の説に 照合し て解釈す る n そ もそ も

ハ イ ト次 元 で は，音高は 周波数 に対応 した連続量 で あ

り，意味あ る カ テ ゴ リーは な い
。 し た が っ て ハ イ ト次

元 上 の 判 別 に 際 し て は，他 の 音 よ り どの 程度高 い か と

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

494 教　育　’〔♪　理　二孕　研 　究　　第52巻　　第 4号

い っ た，音同士の相対的な位置関係が重要な役割を果

た す 。 対 して AP 保有 者に と っ て ク ロ マ は，他 の 音 と

比 較す る こ と な く特定 で き る絶対的 カ テ ゴ リーで ある。

光 の 波長が連続的で あ りな が ら ， 色が 我 々 の 認識 ヒカ

テ ゴ リ
ー

的 で
， 基準 な しに 特定 で きる の と同様で ある。

す る と ク ロ マ 次元 に依存 す る聴取は絶対的 な聴取 ス ト

ラ テ ジー，ハ イ ト次元 に 依存す る 聴取 は相対的 ス トラ

テ ジーと，そ れぞ れ関連 す る と 考 え られ る。こ の 2種

類 の ス トラ テ ジー
間で は 発 達的順序 が 仮定 で き る だ ろ

う。 個 々 の ク ロ マ の 記憶 を前提 とする絶対的な聴取 ス

トラ テ ジーと，短 期記憶中の 基 準音 を た よ り に 相対的

に 音高を 見積 も る相対的 な 聴取 ス トラ テ ジー
で は

， 後

者の 方が 情報処 理 と して 効率的 と言 え る 。 加齢 に よ る

知的発達 に と もな い ，絶対的 か ら相対的へ ，言 い 換 え

れ ば ク ロ マ 依存 か ら ハ イ ト依存 へ ，優位 な ス トラ テ

ジーが 交替 し，AP 発現 を支 える絶対的 ス トラ テ ジ
ー

が 劣勢 に な る の を機 に ，AP 習得 口∫能性 も失 わ れ る と

考 え られ る 。

　 以 上 の 3説 を統合 す る と ， 1 つ に は 早期感 受性説 が

指摘す る よ う に ，幼少期特有 の 聴覚的感受性 が 音の 響

き と い う特性で あ る ク ロ マ の 知 覚 に 有利 に 働 い て い る。

加 え て
一

般的発達仮説 の 言 う ， 音列 を ま と ま り と し て

知覚し相対的に 音高を処理する こ と に長 けて い ない ，

幼 少 期 な ら で は の 認 知 的未熟 さ も また ，音 を個 々 に 知

覚す る傾 向を強 め，カ テ ゴ リカ ル な属性 で あ る ク ロ マ

の知覚を容易 に し て い る。こ の よ うな AP 発達を有利

に す る 幼少期 に 特徴的な聴 取が
， 加齢 に と もな う 知的

発達等成熟要因 で 失われ て い くこ とに加 え， 学習抑制

説 に よれ ば，相対的 な 音高処理 〔相対 音 感 ） を発達 さ せ

る音楽経験 もまた そ れ を失わ せ る 方向に 作用す る 。 結

果，あ る年齢 に な っ て 相対 的な聴 取 ス トラ テ ジーが

い っ た ん 優位 に な っ て し ま う と，そ の 方が もと もと効

率的で あ る こ と も 手伝 い ，後 か ら AP 的 ス トラ テ ジー

を習得す る こ と が で きな くな る の で あろ う。
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  Wdy Are People Able to Acquire Absolute Pt'tch Only During Early

    Childhood ,P : Training Age and  Acquisition of Absolute Pitch
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  Determinations of  pitch can  bc based on  either  of  2 attributes  of  a  tonei its chroma,  a quality sharecl  by
all notes  described by a particular letter (e.g., C, D, E), and  its height, the position of one  note  relative  to

others.  Absolute  pitch is the ability  to identify a  note  basecl on  its chroma.  There  is a  critical  periocl  for

the acquistion  of  absolute  pitch. Although this skill can  be achieved  through appropriate  training, it has

been  observed  that children  over  the age  of  6 find it difficult tu acquire  absolute  pitch, and  this difficulty

increases with  age.  Our research  institute has been investigating the relationship  of  age  to the development

of  abselute  pitch in children.  The  present experiment  reports  results  from training 8 chilclren  (four
2-year-olds and  four 5-year-olds). The  younger  children  identified notes  based on  their chroma,  whereas  the

olcler  children  focused mainl}J  on  the notes'  height. This tendency  to shift from an  emphasis  on  chroma  to

one  on  height increased with  increasing age,  thereby making  the acquisition  ef  absolute  pitch mere  difficult.

   Key  Words  i abso]ute  pitch, acquisition  of  absolute  pitch, critical  period, tone  height and  chrema,

preschool  children


