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幼児の 表 情認知 と音声の 研究

宝 田　恵理 子

（西 新井 幼稚 園）

1　 は じめ に

　私 が 勤 務す る園で は 教育方針 と して 、f聞く耳を育て

る」 意味で 毎 日 2 ・3分の 素話をす る時間を設けて い

る。毎 日、保育室で は 教員の 素話 に 身を乗 り出 して 聞

く姿が 見られ、幼児 は 聞く こ とで 登楊人物の 気持ちに

共感 して い るの か、そ の 状 況 を想 像 で き て い る か を知

りた くなっ た。そ こ で 、今回音声 に よる 表情認知 ・大

きさを幼児 と大人 は どの ように感じて捉えて い るの か

を調 査 し、こ の 結果 か ら、保育者 で あるわれわれが 子

ども達に素話をす る 時の 参考に なればと考えて い る。

2　 対 象 と方 法

A．どの よ うな表 情 を イ メージ す る か

　感情を込めた 言葉を聞い て、どの ような表情をイ メ

ージす るか を明 らか に す る こ とを 目的 とする 。

（ユ）喜ぶ ・怒る ・泣くをイ メージ した声を聞かせ 、

  子 ど も達に 身近で 、日 常よ く発 し て い る言葉 とし て

「先生j を選 択 した。声優 さん に情緒 を込 めた 3 種類

の 声 （喜ぶ ・
怒 る

・
泣 く）をだ して もらい カ セ ッ トに

録 音した もの を、個別 に 聞 か せ る。（2）音声か らイ メ

ージ す る表情図 に指差 し を して選ばせ る。  今井

（1978）の 研究で 大学生 が 1　
一・3 位と評定 した 各情緒

（喜 び ・悲 しみ ・怒 り ・恐 れ ）の 表情図 よ り 1位 と 3

位 の もの の みを描 い た図 8 種類を使用する （表 1）。

  描 い て ある 図に は 「まん ま る ちゃ ん 亅 と名づ け、「ま

ん まる ちゃ ん が言い ま した 。 どの まん ま る ちゃ ん が 言

っ たの か 、教 え て ね 」 と教 示 を与 え る。

対 象 ：埼 玉 県 S 幼稚園　3〜5 歳児 （3 歳児 21 名 、4

歳児 34名、5 歳 児 54 名）東京 都 N 幼稚園　3〜5 歳児

（3歳児 20名、4 歳児 31名、5畿児 51名）

B音 声 と表情の一致

　話 し手 が伝えた い イメ
ージ は、言葉を通 して聞き手

に届 い て い るの で あ ろ うか 。 実験を踏ま え て幼児と大

人 との 、音 声 か ら受 け取 る表 情 の 違い を比 較 し て み る。
「A どの よ うな表情をイ メ

ージす る か1 と同様 。
プ リ

ン トした もの に記入 して 回 答 して もらう。

対象 ：千葉県女子大学生 95名 ・そ の 他 6 名、東京都

N 幼稚園保育者 12名
3　結果と考察

　 お 話 を子 どもに聞か せ る目的 と して J   幼児の 喜ぷ

お話 をして 楽 しませ る、  楽 しい お 話 の 中で 幼児の 情

操 を 豊 か に育て る、  お 話 を通 じ て 基本的生活習慣の

芽生えを育て る、  お 話を 通 じて 幼児の 気．分転換をは

か り新しい こ とに興味を向けさせた り保育の 流れをス

ム
ーズ に す るため と、園生活の 中では 保育者と幼児と

の 心 の 通 じ合い に お 話を利用 す る こ と（相賀 1974）亅と

述 べ て い る よ うに 保青の 中で の 素話は大きな役割を果

た して い る 。

　お話 を子 ど もにす る時に、「心 の 中に 生き生きしたイ

メージが あ り、それを人に 伝 え た い とい う衝動があっ

て 発 せ られ る声 と、そ うで ない 声 とで は 聞い て い る 者

の 耳に は、や は り違 っ て聞 こえ ま すj 「声 とイ メ
ージは

切 っ て も切れ な い 関係 に あ ります」「聞 き手 は 言葉 だ け

で なく、語 り手の 表情か らも多く を読み取るもの です」

と述べ て い る （松 岡 1994）。こ の こ とか ら表情と音声

は 人 にイ メ
ージを与えて い ると考 えられ る。

　 2 豪 か ら 9歳 まで の 子 ど もの 表 情認 知能力を調べ た

Izard （1971）は、ラベ リン グ能力は 5 歳 ま で に ほぼ

確立する こ とを見出して い る。 また、星野 （1969）は、

3歳か ら 22 歳 まで の 被験者 に 喜び、怒 り、悲 しみ 、

楽 しみ、不満、中性 の 表情図 に よる 表情認知を調 べ 、

3 歳児 の ほ とん どが 、すで に 基 本 的 な 情 緒 を認 知 す る

こ とが 可 能 で あ り、表 情認 知 に お け る 正 答率 は年齢と

と も に 有意に増加 す る こ とを 明 らか に して い る。こ の

こ とか ら、幼稚園 に在籍する 3 ・4 ・5 歳児は、表情

理解が可能だ とい うこ、と．に な る。

　 「A どの よ うな表情をイ メ
ージ す る か j の 結果 は ど

うで あ ろ うカ  表情 「喜 び J に 関 し て は、3喝 蓑児 の

子 どもの ほ とん どが 、今井 （1田 8）の研究で 大学 生が

1位 と 3 位に 評定 した 「喜び 亅 表情図 を選 ん で い た。
「就学前の 幼児 にお い て も感情 の こ もっ た音声 を意図
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　 的に表現可能である こ とか ら、感情を含ん だ音声と

表情や状況の 結び つ きに 関する理解 はか なり早期 か ら

始まっ て い るこ と （櫻庭 1999）｝ と
一

致す る。「B 音声

と表情の
一
致亅 の 結果は 、どの 表情も 1位に当たる図

を選 ん で い る人が 大半を占め て い た。
「喜び」の 声を 聞

い て 「喜UJ め 表情を選択した 人は 113人中 112 人 で

ある。こ の 結果か らもい え る よ うに、「喜ぶ 亅の 声 と 「喜

び 」 表情は比較的、
一

致 しやすい もの とい え る。大 人

の 話者 を対象 に し た 実験 で は 「音声を 聞い て表情を思

い 浮か べ た と い う感想 が い くっ か あ り、表情と音声は

深 く関連 して い る （櫻庭 1999）j とある よ．うに、本実

験 で も、あて は まる c；うに 思 われ る。また、年齢が あ

が るに したが っ て 音声 と表情との
一

致す る 確立が高い

こ とが 言え る。こ の こ とか らも、日常の 生活経験か ら

音声と表情が
一
致す る の だ と考え られ る 。

　感情を込 め た音声を聞 い て表情を選択 した 「A どの

よ うな表情 をイメ
ージす るか」 「B 音声 と表情の

一
致 」

を比較 レて夢る。「音声に お い て 感情は、話すテ ン ポ、

声 の 高さ、声の 大きさに よ っ て 表され る（小池、斎藤、

中西 1998）。 」 とあ る が、大 人は 、喜ぶ声 には 喜び の 表

情 （今井の 実験で喜 1位）、怒 る声には怒るの 表情 （今

井 の 実験で 怒 1 位）、泣 ぐ声に は悲しみ の 表情 （今井

の 実験 で 悲 1位）を選んで おり、今井の 実験 で 喜・悲 ・

怒 の 表情で 1位 に ラ ン ク され て い る表情図を選択 し て

い る こ とか ら、声 とも
一

致 して 選 択 でき て い る 。

　子 どもの 場合、3 歳児に 関 して は 平均的に どの 表情

も選択 してい る状態で 、声を闘い て その 音声に合 わせ

た表情を選択す る こ とがあま りよく判っ て い ない ら し

く、選択す る際に も、音声を聞 く前か ら表情の 絵 を指

さ しする 子 もい た。た だ 、そ の 中で も、喜ぶ 声 に関 し

て は、喜 び の 表惰を選択す る子 が 多い こ とか ら、「3 歳

児 で も表情の 感情的意味 を こ とば の 上 で 的確に指摘 し

得るとい うこ とと同時に、．か れ らは幾っ か の基本的感

情語の 意味を表情図を通 して的確 に 理解 してい る （星

野 1969）。」 こ と とあて は ま る と言え る。4 ・5 歳児 に

なる と選択す る表情も声を聞い て か ら、表情を見て考

え て選択 で き る子 が増え、
1
声 に対 して、声 と表情が 比

較的一致しできてい る。大人が 選択 して い る表情を同

じよ うに 選択 して い る子 どもが 年齢 とともに多 くな っ

て い る。しか し個 々 を 見 る と、喜ぶ ・怒 る ・泣 くの 音

声を聞い て 、喜 ・怒 ・悲 の 表 情 を選 択 した4 歳児、喜

ぶ （κ
2言30．526， dt≒7，　 P く O．01）怒 る （z と 55．492，

融≒7，Pく0．01） 泣 く　（z2 ≡57．765，　dli＝7，　P〈 O．01）・

5歳児、喜ぶ （x2 ＝25．Ol8，　 d」≒7，　 Pく O．05）怒る （x

2＝74．844，　dib7，　Pく0．01｝泣く　（Xa＝34．146，　d」≒7，

P く0．01）の 結果とな り、大人と子どもの 問に は有意差

があ る こ とが わ か る。

　 こ の こ とか ら、4 歳 以 上に な る と大 人 に復 た選択 が

で きる こ とが 言える。「4 歳 に な る と友達と非常 にお し

ゃ べ りをするよ うにな り 、
こ づ こ遊 び が最 も盛ん とな

る。ひ とりで い るこ とも多い が、全体を通 じてみ る と、

グループ行動 して い る時間が よ り多くな っ て い る。5

歳 1ごな る とお 互 い に物事を競 い 合い 、同時 に力 を出 し

合 っ て 遊 び を創 り出 し て 恥 く よう に な る・（向部

1988 ）。」 とあ るよ うに、4 ・5 歳 に な る と友達 との 関

わ り合 い が増えて い る こ とか ら、言葉 のや り取 りが増

え て くる こ とに よ っ て音声 か ら気持ちをくみ取るこ が

で きる の で は な い か と思わ れ る。また 、誕 生 した ばか

りの 子 どもは 「言葉 を聞 く ときに は 、
．
こ とばの 意味を

理 解す る以前 に、子 どもは、自分に 話 しか けて い るお
』
とな （母親や保育者） の 顔の 表情や身振 り、そ の 人 の

に お い 、あるい は、声 の 高低、強弱、速度な ど、すべ

て 総合され た もの を情報 と して 得 て い る （阿 部

1988）。」 こ とや、「幼児 の イ メージは 私 た ち大人 が つ

く りあげた もの で あり、幼児の 経験の 多 くは 私たちの

手に か か っ て い るとい っ て も過言 で は な い ｛熊 木

2000）。」 とい うこ とか ら、大 人 が 子 どもに 与 え る影響

は 大 き く 1 日 々 の 隼活か ら得 た もの に よ p て 、年齢 が

上 が る に つ れ て大人と子 ども の 選 択 が鮮τくる と も言

え る 。
「人 間 は、感情 を伝え るπけ で相手 と コ ミュ ニ ケ

ー
シ ョ ン をとるこ とが で きる（小池、斎藤、中西 1998）1

　「コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン をとる に あた っ て、感情の 伝達

が重要な役割を担っ て い る こ とは 明 らか で あ る（小池、

斎藤、中西 1998）」 こ とか らも言 え る よ うに、人 と人

とが、感情を込 めた 言葉 を通 し て の コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ

ン は、幼い 時か ら生活 の 中で 必 要 と され る と考え られ

る。

　　　　　（表 ユ）今井 の 順位と表情図番号

表 青番号 表
’

今 井実 験
　 亡

亜 1   喜 び 1位

喜 2   僖 ぴ3位

悲 3   悲 しみ 1位

悲 4   悲 しみ 3位

怒5  
．

怒り1位

怒6   怒り3位

恐7   恐れ る1 豈

恐 8   恐れ る3 古
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