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音読 の 速 さ お よび 非 流暢性 に 及 ぼ す遅延 聴覚

フ ィ
ー ド バ

ッ ク の 効果

原　 野 　 広 　太　郎
＊

田　　ヒ　 不 　二 　夫
＊＊

　Lee （1950a，1950b ） は ， 磁気録音器 を用 い て話 し 手

の 声を録音 し，極 め て 短時間後 そ れ を 再生 し，話 し手 に

ヘ
ッ ドホ ー

ン を通 し て 与 え る と，話 し手 の 発話 に 発声強

度 の 増大，発話速度 の 遅 延 ，明 瞭度悪 化 な ど 自己 筋御不

能 の 変化 が生 じ る こ と を発見 し，こ れ を遅 延 側 音 効 果

（9ffects　of 　 side −t
’
ene 　delay） と呼 ん だ。そ の 後多 く の

研 究 が なされ ，さ ら に装置に も改良が加え られ ， 自分 の

発話 に よ っ て 生 じ る空気伝導 フ ィ
ー

ドバ ッ ク に，人 工 的

に異常な遅延 を生 じ させ る こ と を遅延聴覚 フ ィ
ードバ ッ

ク （delayed　auditory 　feedback，以 下 DAF と 賂 記 す

る）と呼 ぴ ， それに よっ て 生 じ る 種 々 の 発 語 の 変化，変

容を DAF 効果と い う。

　 わ れ わ れ の 通 常 の 会話 に お い て も聴覚 フ ィ
ー ドバ ヅク

は 存在す る。通 常空気 中 あ る い は 骨 組織中に 伝 わ る 伝幡

時 間の 遅れ は 前者で ， 約 ，OO1秒，後者で は ・0003秒 程度

で あ ろ うと推定 され て い る。従 っ て，10−t秒 な い し ／0
『4

秒以 下 の 遅延時間 で は ，
DAF 効果は 現われ ない と 考 え

られ る 。 他方 ， 今ま で の 多 くの 研究 は 最大効果遅延時 間

を め ぐ っ て か な り異 な っ た結果を出 し て きて い る。しか

し ， 最大効果遅延時 閤は ，DAF 効果の 独立変数あ る い

は従属変数に 何 をとる か に よ っ て ， 必ず し も
…

定 し て い

な い こ と が 分 か っ た。一
般 に 独 立 変数 と し て，フ ィ

ード

バ
ッ ク 強度，音読材料な どが用い られ ， 従属 変 数 と し

て ，音読の 速さ，発 声強度 ， 構音変化 ， 明瞭度 ， 流暢度

な ど が 用 い られ て い る （Yates，1963）。

　本研究 で は，独立変数 と し て の フ ィ
ードバ ッ ク 強度 を

一
定 に 保ち ， 音 読材

’
料 を二 種類用 い て，そ の 差異に よ る

DAF 効果 を検討 し た 6 従属 変 数 の 測 度 は 音 読 の 速 さ

と，予 め決め ら れ た規準をもつ流暢性 の 2 つ で あ っ た。

　 日本語 を音読材料 と し た 研究 は，殆 ん どな さ れ て い な

い の で ， 直接比 較す る 研究結果 が な い 。特に DAF 効果

は音読材料 が異な れ ば，そ の 結果は 必 然的に異な っ て く

＊
　東京教育大学

＊＊　筑 波 大 学

る と予想さ れ る の で ，外国語と H 本語 と の 比較 は 極め て

そ の 解釈 が 困難 で あ る 。それ で も，共通 の 要因 とみ られ

る もの に つ い て，本研 究で扱う変数 の み に 限 っ て 挙 げて

．
み る 。

　 Black （1951 ）は句 を用 い て発声 強度 と遅延時間 の 効

果 を調 べ た。発声強度 は 遅延時闘 の 増大 と共 に 増 加 し

た。し か
’
し句 の 発声持続時間 は 遅延時 間 が，．OO’一．18秒

で は単調増加 し，．18秒 で 最 大効果 を示 し，以後単調 減

少 し た 。
Atkins  n （1953） は句を用 い て，遅延時間 ．03

秒に お い て句 の 持続時間が最大 で あ る こ と をみ て い る。

Mackay （ユ970） は英語 と独語 の 両語 を 話す イ ギ リ ス 人

と ドイ ツ 人 に 英語 ・独 語 の 両 文 を DAF 条件下 で 読ませ

た と こ ろ 黄 に遅延 時間 ．20秒で音節の 発声持続時間 が最

大 で あ る 結果を得て い る。相沢 （9970） は ，1〜50 ま で

の 数 の 暗誦 で ，速 く読ま せ る こ と と，最 大効果遅延時間 の

ピ
ー

ク とに ，あ る関係 の あ る こ と を指摘して い る 。Ham

ほ か （1967） の 研究で は ，音節の 発声持続時 間と総読み

時間共に ，，10秒が 最大効 果遅延時間 で あ っ た。他 方，

Peters（1954）や Davidson （1959） は ，逆 に 遅延 時間

を短 くし た時 に は 句 の 発 声持続時 間 が短 く な り，音読の

速 さが 増 大す る こ とを見出 し て い る 。

　 語や文 の 音読材料 は ，日本語 と外国語 とで はその 構音，

音節， 意味内容に つ い て 比較 し難 い 特質が あ る。目本語

で は 相沢 （S970 ）は数宇 ． 単語を用 い て行 っ た結果 ， 最

大効果遅延時 間は ，
．15 〜 ．20 秒に あ る こ と を見 出し て

い る。Mac 抽 y （1970）は言語 の 親 近性 が 音節 の 発 声 持

続時 間に 及 ぼ す影響 を調 べ た。彼 は 二 国語 を使 うイ ギ リ

ス 人 と ドイ ツ 入 を被験者 と し て 6 条件 の 遅延時間下 で 英

文 ，独 文 を読ま せ た 。そ の 結果，母 国語 は 他 国 語 に 比

べ ，音節発声持続時間 が有意 に 短 く． くり返 し率が 有意

に 少 な か っ た 。
Salterら （1971） も 文 の 親近性 が DAF

条件下 で ，総 音読時間や， 1 秒 間の 音読音節数 に 影響す

る こ と を 見 出 して い る。

　 非流暢度と い う測度は Johnson ら （1963）が 用 い た

概念か ら取 り入 れ られ た。すな わ ち．音，音節，語，句

一 31

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

168 教 育 ’督 理 学 研 究 　第 24巻 　第 3 号

な どの 挿入 ， くり返し ， 語 の 分解， 引き伸ば し等，主 と

し て 音読 の 間違 い を質 の 面 か らみ よ うとす る 1 つ の 測 度

と考 え られ る。本実験 で は，Johnsonらの 非流 暢 度 の

分類 カ テ ゴ リーに 若干修 正 を加え，用 い た 。 遠藤（ユ974，

ユ975） も DAF 条件下 で 吃音者の 矯正訓練を行 い
， 日本

語 の 非流暢度 の 滅少傾 向を報告 し て い る。し か し こ れ ら

の 多 くは 談話に よ る もの で あ る こ と ， 音読材料 が読み 物

の 文章，か な文字文 ， 漢字ま じ り文 で，音排列，音数な．

ど に つ い て 統制 され て い な い 材料 で あ る の で ，本研究 と

は直接比較できな い o

　と こ ろ で ，遅延聽覚 フ ィ
ードバ ッ ク に よ っ て ， 発声強

度，音読速度，非流暢性 な どに 影響を及 ぼ す要 因 あ る い

は 機制は 何 で あ る か に つ い て は ま だ明 らか で ない 。 しか

し，単 な る 騒 音 と は異な っ て，短時間前 に発 声 し た音声

が フ ィ
ードバ ッ ク され た と きに の み ， 次の 発声，音読 に

あ る 特有 な 変化 を及ぼす現象 は 人 の 発声，音読，構音な

ど の 機制を明らか にする重要な手懸り と な る と 考 え られ

る。また こ の 現象 が音読材料 の 違 い に よ っ て 影響 され る

程度，そ の 型 が異な る こ と も，言語学習，言語教授上，

きわめ て 重要な示唆を与え る。また Geldiamond （ユ975）

遠藤 （1974， 1975〕 ら が指摘する よ うに ，フ ィ
ー

ドバ ッ

ク の
一

定 の 遅延 時間 に お い て は 吃 音に特有 な 発 声 の 連

発 ， 難発 ， 構音 の 乱れ ， 明瞭度 の 低下 な ど が 改善され る

こ と が 確 か め られ て い る。し か し，な ぜ こ の よ うな 改善

が 起 こ る か は 明 らか で な い 。本研究 は こ の メ カ ニ ズ ム を

音読材料 の 面 か ら明 らか に し よ うと した。

　本研究 は こ の よ うな 先行研究 か ら，第 1実験で は 日本

語 の 普通文，ラ ン ダ ム 語 の 2 種類 の 音読材 料 を 用 い ，

DAF 条件下 で，（1）音読材料 の 差異が音読速度 や非流 暢

度 に 影響 が あ るか ， （2｝最大効果遅延時間 の ピ ーク が ど こ

に あ るか を明らか に し よ うとす る。第 且実験 で は，第 1

実験 に 基 づ い て ，｛1〕遅 延 時間を第 1実験に 用 い た そ れ よ

り， さらに増加 さ せ た と きの DAF 効果を明 らか にする

こ と ，   音読材料に熟知語 を加えた 3 種類の 音読材料に

ょ っ て DAF 効果 に ど ん な 差異 が見出 され る か を見 よ う

とする。

実験 　 1

　 目　　 的

　意味 内容 の 平易 な 日本語文 と 同 じ語数，音数 をもつ 無

意味綴 り を DAF 条件下 で音読さ せ る。 こ の 時 ， 音読材

料に よ っ て ， 音読速度や非流鯣度に 差異がみ られ るか ど

うか ， を検討 し ，同時 に 音読速度と非流暢度 の 遅延時 間

の ピーク を外国語 の 音読材料に つ い て 明 らか に さ れ て き

た結果 と比較検討す る 。

　方　　法

　装置　遅 延 は ソ ニ ー製 テ ープ デ ッ キ JC808S の 録音 ヘ

ッ ドと再生 ヘ
ッ ドとの 間隔を利用 し ，

一度録音し た 声を

す ぐ再生す る こ と に よ っ て 得 られた。エ ン ドレ ス テ
ープ

を使用 し た 。 デ ッ キ の モ ータ ー
の 回転数に よ り発振する

電流 の 周波数は デ ジ タル 表示式な の で ，こ れ を監視す る

こ とに よ っ て一定の 速度が得 られ た。遅延 は，．11秒 か

ら ．68秒まで 連続的に変え られ る 。 被験者の 口 か ら 15

cm の 所 に，コ ン デ ン サ ーマ イ ク ロ ホ ン が設 け ら れ ．デ

ッ キ に接続 し た 。 遅延 し た音声はデ ッ キか ら小型ア ン プ

に 送られ，増幅 さ れ，両耳 ヘ
ッ ドホ ン に 同 じ強 さで 伝 え

られた。こ の 他 に 別 の テ ープ レ コ ーダで 被験者 の 声 を録

音した 。

　被験者　大 学生 （年 齢 ユ8〜24歳 ）男 子 7 名 ， 心 身共 に

健康 で ， 以前 に DAF 実験 の 経 験の な い 者。

　音読材料　意味内容 の 平易 な ， 小学校 2年 生 用 童 話

集
＊
の そ れ ぞ れ 異な っ た 話 の 中か ら，10個の 文 を選 ん だ。

全文章 は 315 音，88語 か ら成 っ て い た （以後普通文 と呼

ぶ ）。各文 を異な っ た話 か らそ れ ぞれ 選 ん だ の は，同 じ

話 で は 数個 の 文章が あ り， 練習効果が起こ り易 い ，そ こ

で こ の練習効果を少 な くす る た め で あ っ た。無意味で あ

る 音読材料 は，有意味な 文 の 音 の 数や配列を同 じにす る

た め ， 「あ い うえ お 」 清音51音 か ら 「ゐ 」， 「ゑ 」， 「を」，

「ん 1 お よ び 重複 した 「い 」， 「う」，「え 」 を除 く清音44音

を乱数表 に よ っ て ラ ン ダ ム に 315音配列 し，普通文 の 語数

と同じ88の 無意味綴に分け た （以 後 ラ ソ ダ ム 語 と 呼ぶ ）。

　教示 　被験者 に は 実験 に 先 立 っ て 次 の 教示 が与え られ

た。

「こ れ か らあ な た に渡す紙に書 い て あ る文あ る い は無意

味綴を い つ も読ん tfり，話 し た b し て い る 普通 の 速さ で

読 ん で くだ さ い 」

　手続　遅延時 間 は ．O  秒，．11秒 ， ．15秒 ， ．20 秒 ， ．25

秒 J ．30秒の 6 段階 で あ っ た。被験者7 名中 4 名 は普 通

文 ， ラ ン ダ ム 語願 ，
3 名は ラ ン ダム 語 普通文 の 順 で 与

え られ た 。 6 こ の 遅延畤間 は 被験者，音読材料 に 対 し ラ

ン ダム に 割 り 当て られ た。

　全装置 の 増幅度 ， 音量等は全実験中一定に謀た れ た 。

た だ し被験者 の 発声音 の 高低，強弱はそ の まま フ ィ
ード

バ ッ ク され た の で
， そ の フ ィ

ー
ドバ ッ ク 強度は 制御 し な

か っ た 。

　被験者の 音読は す べ て テ
ープ レ コ

ーダに録音され，実

験修了後 ス トッ プ ウォ ッ チ で 音読時間 が測定 され ，

一
定

の 記録用紙 を用 い て 非流暢度 が計算さ れ た 。 テ ープ は で

＊ 　 二 年 生 の 童 話 　 金 の 星 社 　 1964
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きる だ け詳し く聞 き と る た め 3 回 くり返 し て 聴 取 さ れ

た。

　測度　音読速度は発声休止 中を除 く，すなわち発声音

が聞か れ る時 間中 の 音数に よっ て測 定され た 。 音読速度

翠音数／秒。音読時 間延長比 は 個人内 の 音読速 度 の 変化

をみ る た め ， 遅延時 間 ．00秒 の と きの 音読時問 に 対す る

各遅延 時 間 に お け る 単位音の 音読に要し た時間 の 比率で

ある 。 音読時間廷長平均比 ＝各遅延 時 間 に お け る一音 の

平均音読時問／遅延時間 ．00 秒におけ る
一音の 平均音読

時 間 。 こ の 値 は 各 遅 延 時間 に お け る 音読時間／音数の 逆

数を遅延時間 ．00 秒に お け る音読時 間／音数 の 逆数 で 除

し たもの の 平均 で あ る。非流暢度は，｛1｝音読材料と無関

係な音や語 の 挿入 ，
．【2｝音や語 の くり返 し，｛3盾 い 直 し，

〔4脱 落 ・置 き換え ・歪 み な どの 不 正構音，［5）語 の 中 ma　・

分 解，｛6｝if
’
の 異常な 引き伸ば し の 6 つ の 特徴 に つ い て，

そ の 回 数 を文，ラ ン ダ ム 語 とも 100 音当た りに換算し ，

1 人 当た りの 平均値に よ っ て 表わされた 。

　 結果

　音読時間　測定 された音読時問 に基づ い て読み の 速さ

が 1 秒 問 に 読 ん だ音数 か ら求 め ら れ た e 普通文 と ラ ン ダ

ム 語 に つ い て 各遅延時間に対する平均音読速度 が FIG ．

1 に示 され て い る。FIG ．
．
1 か ら も 明 らか な よ う に，遅

延時間 ．OO 秒すな わ ち DAF 条件 な し で ，ラ ン ダム 語 は

普通文に対し約 1．5 倍の 音読時間を要す る こ と が 分 か

る 。 そ し て ， 遅延時間 が，．11秒，．15秒，，20秒 と増加

し て も，普通文 と ラ ン ダ ム 語 の 音読速度の 差異は 殆 ど

一
定 し て い る 。 し か し ， 遅延時間が，．20 秒 を 越え て，

．25秒，．30秒 と な る と，ラ ン ダ ム 語は 普通文 に 比 べ 音読

速度が 急速 に 増加 し．普通文 に接近 し ，
．30秒で は そ の 差

は ．80音数／秒ほ ど と な る。本研究 で も っ と も重要 と考え

た 最大効 果遅 延 時間 は，遅 延 時間の 最大 が ，30 秒 と い う

制限内 で あ っ た が ， 普通文 ， ラ ン ダム 語共に ピーク が 2

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　●
一

→ 普 通 文

　　　 　　　　　　　　　　　o−一一つ ラ 7 ダ ム 話
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　 　　　　　 遅 　　延 　　時 　　問

　 各遅延時間に お け る音読時問延長比 の 平均

つ とい う双峰性がみ られ た。すな わ ち ，遅延時間 ．11 秒

で は ， 普通文 で 4．8音数／秒，ラ ン ダ ム 語 で 3，0音数／秒，

遅延時間 ，20秒で は ，普通文 で 4．5音数ノ秒，ラ ン ダム 語

で 2，8音数／秒 の ヒ
一゚・

ク が み られ た 。 普通文，ラ ン ダム 語

と もに最大 の ピーク は ．20秒で あ っ た，特 に，遅延 時間

，15秒 で は，普通文，ラ ン ダ ム 語と もに 音読速度 が 遅延

時 間．H 秒 ，

’．20秒よ り大 で あ っ た こ と が 特徴 で あ っ た 。

　音読時間延長比 　音読時間延長比 は，遅延時問 がな い

と きを基準 に し て，DAF 条件下 に お い て，音読時間 に

どん な影響 が あ る か をみ る 測度で ， 遅延時間 の 増 大 に伴

な っ て DAF 効果の 変化 を見 る こ と がで き る。　FIG ・2

は 各遅延時間 に お け る 音読 時 間延長比 の 平均 を普通文，

ラ ン ダ ム 語に つ い て 示 し て い る 。 こ の 図か ら明 らか に さ

れ る顕著な 点 は，遅延 時間 ．11秒，，1．5秒 ， ，2．0秒ま で

それぞれ の 遅延時間に お い て ，普通 文 と ラ ン ダ ム 語 に際

立 つ た時 閼延長比 の 差異がな い こ と で あ る。 し か し ， 遅

延 時間 ．25 秒 で は ラ ン ダム 語 で 著 し い 時間延長比 の 低下

が み られ る た め ， 両材料に 延長比 の 差 が 現 わ れ ， 遅延時

間．30秒 で は そ の 差 が，1．1に 及 ん で い る。普通文 に お い

て は，遅延時 間．20秒 ， ．25秒，．30秒 で 時間延長 比 に あ

ま り変化 が な い 。 し た が っ て こ の 差 は，ラ ン ダム 語で遅

延時間 ．20秒以降生 じ る 急速な時間延 長比の 滅少に よる 。

各遅延時間に お け る音読時間延 長比 の ピ ーク は ， 音読速

度に お け る の と同様，双峰性がみ られ る。す なわち ， 普

通文， ラ ン ダ ム 語 と もに 遅延時 間，11秒 と．20秒 と に み ら

れ る。しか し，DAF 効果の 最大は遅延時間 ．20 秒で 普

通文，ラ ン ダ ム 語 と もに み られ る 。こ の 結果か ら，遅延

時 間．20秒を越え る と， ラ ン ダ ム 語に は普通文 と異な り，

DAF 効果が減弱す る こ とが示 唆され る。

　 非流暢度　各遅延時間に お け る非流暢度の 6 つ の 下位

特微 が，音読材料 100 音 当た りで 出現 した 回 数の 全被験

者 に つ い て の 平均 値 で ，普通文 は TABLE 　l ｝C
−
， ラ ン ダ

ム 語 は TABLE 　2 に 示 さ れ て い る。更 に 各遅延時間 ご と

に ，非流暢度 の 6 つ の 下位特徴 の 回数 を合計 し ， そ の 平
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TABLE 　1 普通文音読時に お ける 平均非流暢度

　　　　　　　　　　　　　　 （回 数 ノ100音数）
』
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TABLE 　 2　ラ ン ダ ム 語音読時 に お け る 平均非流

　　　　 暢度 （回 数／1〔＞0音 数）
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　　　　 　　遅 　 延 　 時 　 陶

FGI ・3　各遅延 時間 に お ける 平均非流暢度

均 を求 め た結果が普通文，ラ ン ダム 語 ともに FIG．3 に

図示 さ れ て い る。ま ず普通文 で は 遅 延 時 間 が，．00 秒，

す なわち DAF 条件 が な い と きは きわ め て 僅 か な 不正構

音 を除 い て 他 の 5 つ の 非流暢度の 頻箋 は O で あ る こ と で

あ る 。し か し， DAF 条件卞で は 普通文 で も ， くり返 し

は ラ ン ダ ム 語と同 じ 程度 に 多 か っ た。つ い で ， 語 の 分

解 ， 音 の 引き伸ば し で は ラ ン ダム 語 の 方 が 多か っ た もの

の ，普通文 に も そ の 非流暢性 がみ られ た 。 不 正構音 で は

ラ ン ダ ム 語は普通文 に 比 べ ，DAF 効果を も っ とも受け

て い る こ と が，TABLE 　1，　 TABLE 　 2 か らわ か る 。 遅延

時 間 の 違 い が そ れ ぞ れ の 非流暢度ヒ及 ぼす効果に は，顕

著な規則性 は み られな い 。く ）返 し ， 言 い 直し ，音の 引

き伸ばし な どで は，普通文，ラ ン ダム 語 と も に 明確な ピ

ー
ク がみ られ な い

。 不 正 構音 ， 語 の 分解な どで，ラ ン ダ

ム 語で は ピーク が遅延時 間 の 小さ い ．1工秒，．　159 ’， 20

秒 に 偏 つ て い る 。 普通文 で は ， 語 の 分解 で ピー
ク が遅延

時間 の 小 さ い と こ ろ に あ る の が特徴的 で あ る。つ ぎに，

6 つ の 非流暢度 の 特徴 の 平均 を示す F エG ・3 か らは、第

1 に DAF 条件 下 に な い と きに ラ ン ダ ム 語に は 著し い 非

流暢性 が み られ る，第 2 に普 通文 で は 最大効 果遅延時間

の ピ
ニ ク は明確 で ない が，最大効果を示す遅延時間は ，

．11 秒 で そ の あ と徐 々 に 非流揚度 の 減少 が み られ る。第

3 に，ラ ン ダ ム 語 で は ，、15秒に最大効果遅延時間 が あ

り， ピー
ク を示 し て い る 。 普通 文 と同 じ く，遅 延 時 間

が・　 ・15秒 を越之る に従 い ，DAF 効果 の 緩徐な減弱傾向

が 現 わ れ る 。特 に，．15 秒 を越 え た 各遅延時間 で は，ラ

ン ダ ム 語 と普通 文 と の 平均非流暢度の 差 は ほ ぼ
一

定 し て

い る。ま た遅延 時 間・00秒 の 非流暢度 が，ラ ン ダ ム 語で

はすで に あ る値 を示 し て い る の に，普通文 で は ほ とん ど

0 に 等 し い 。こ の こ と は，両者 の 音読材料 の 違 い と音読

され る と きの 前提条件の 差異を示 し て い る。

　 考察

　普通文 で は，DAF 条件下 で は遅延時間 が増加す る に

従 い，．15秒 を除 い て，徐 々 に 音読速度 が減少 し て い る 。

こ の こ と は，日本語の 普通文 の 音読 に も DAF 効果 が み

られ る こ とが 確証 された。遅延時 間 ．15秒に お け る普通

文 ， ラ ン ダ ム 語 の 音読速度 の 増加 が 吃音矯正 に 用 い られ

る 非流暢度 の 減少 （Goldiarnond ，ユ965） や ス ピ ー
チ の

速さが遅延時間 ．15秒〜．30秒で 増加す る と い う結 果

（Peters ，
ユ954） と

一一
致 し て い る 。ま た こ の 実験 結 果 か

ら普通 文 お よ び ラ ン ダ ム 語 で も っ とも音読速度 が 小 で あ

っ た の は遅延時間 ．20 秒 で あ っ た が，こ れ は 成 人 を被験

者 と し て 英語を用 い た い くつ か の 研究 と類似 し て い た

（Fairbanks ，1955 ； Smith 　and 　Smith，1968 ； Mackay ，

196S）e し か し，ラ ン ダ ム 語で は遅延時間 ．20秒 を越 え

た ．25秒，．30秒 に お い て は 音読速度 の 著 し い 増加が み ら

れ，また普通文 で もほ ぼ安定し た速度で あ っ た 。 こ れ が

ど うい う DAF 現象 の 内容 を 表 わ し て い る か 不明 で あ る

の で ， 遅延時間を更 に大きくし て 検討 し て み る 必要が あ

る 。

　音読時間延長比 の 平均 は 遅延時間 ．20 秒ま で は ，普通

文，ラ ン ダ ム 語 に顕著な 差異は 見 られ なか っ た。す な わ

ち，DAF 条件下 で の 音読所要時間は遅延時間 、00 秒 を

基準 に す る と 2 つ の 音読材料に 差異が な い こ と を示 し て

い る 。 しか し ， こ こ で 注 目す べ き事実 は，遅延時間 ．25

秒，，30秒で は ラ ン ダ ム 語 に は 音読所要時間 の 急速 な 減

少がみ られ る こ とで あ る。遅延時間 ．30秒以上で は ど う
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い う現象を示す か ，また文 と無意味綴 （語） との 違 い，

文 と語 の 差異，も し くは 熟知性 の 有無 な ど ，検討 を必 要

とす る 問題点 とい え る 。

　非流暢度を 6 つ の 特徴別に し て 考 察 し て み る と，それ

ぞ れ の 特徴ご と に反応頻数に著し い 偏 りが み られ る 。 く

り返 し ， 語 の 分解 で は普逓文 ， ラ ン ダ ム 語 ともに 反応頻

数が 多 く，音や語 の 挿 入 ，音 の 引 き伸 ば し は 両材料 で と

もに 少 なか っ た 。 こ れは ， こ の 実験 の 条件下 で は，DAF

効果が 音読材料 と関 係の な い 語や音 の 挿 入 や音 の 引 き伸

ば し に 顕著な影響を与えなか っ た こ とを示 し て い る 。 し

か し ， 遅延 の ない 正 常 フ ィ
ー ドバ v ク条件下 で は，普通

文 で は い い 直 し を除 くい ず れ の 特徴 に お い て も非流暢性

の 反応 がみ られ な か っ た の に対し ， ラ ン ダ ム 語で は 顕著

な非流暢性 が み られ た。こ れ は，普通文 が 日常生活 で は

遅延時問 0秒で ， も っ と も高い 熟知度をも ち ， そ の 条件

下 で ，人 は 話 し た り，読 ん だ D し て い る こ と を示唆 し て

い る。 6 つ の 特徴 を平均化 し た値 を 示 す F エG ・3 で は

DAF 効果の 最大 ピー
ク は 普通文 で は 明確 で な い が，ラ

ン ダ ム 語 で ．15秒 に み られ る が，顕 著 な ピーク が あ る と

は い え な い 。遅延時 間 ．30秒付近 で は 概 し て 非流暢度 に

滅少傾 向 が 若干 み られ る が，30秒 を越 え た と きの 傾向 を

予測 で きる ほ ど の 特質は み られ な い 。し た が っ て ，．30

秒以上 の 遅延時間に お け る非流暢度 の 検討が必 要と さ れ

る 。

実験　 H

　目的

　実験 1 で は 最大遅 延 蒔 間 が ．3  秒 で あ っ たため，最大

効果遅 延 時間 の ピーク が不明確 で あ っ た り，双 峰性 を 示

し た 。ま た ，30 秒 以 上 の 遅延 時 問 に お け る DAF 効 果 が

重要 な要因 と思われた が ， 実験 1で は こ れ が得 られなか

っ た 。そ こ で ，ま ず最大遅延時間 ．30秒を更 に大き くし

て，上 の 問題 を明 らか に す る 。第 2 に は，音読材料 に っ

い て ， 文 と単語 （綴）， あ る い は熟知度 の 大 ・小 が DAF

効果 に 大きな影響 が あ る もの と考え られ る の で ，音読材

料 に 熟知度要因 を加 え，DAF 効 果を検討 し よ う と す

る 。

　方 法

　装置　実験 ｛と同 じ で あ る a

　被 験者　大学生 （年齢 19〜23裁）男子 15名。心身 共 に

健康 で，以前に DAF 実験 の 経験 の な い 者 。被験者 は 5

名 ご と，音読材料 と し て ，文，熟知語．ラ ン ダ ム 語の い

ずれ か が 与え られ た 。 そ れ ぞ れ の 被験群を文 群， 熟知語

群， ラ ン ダ ム 語群 と呼 ぶ 。

　音読材料　実験 1 で 用 い た 同 じ 童話集か ら実験 1 と 同

じ方法 で 5 つ の 文 を選 ん だ 。 全文章は 219 音 ， 60語か ら

成 っ て い た （以 後普 通 文 と 呼 ぶ ）。一
方，熟 知度 の 効 果

を比較す る た め，熟知単語 を音読材料 に 用 い た。実験 H

で は ，無意味綴はすべ て 熟知単語 の 音数 ， 排列 に対応 さ

せ た。まず，熟知単語 の 選択 は 小学校 2 年生 熟 知 語 彙

表＊よ り頻数順に選ば れ た 2 音単語25個， 3 音単語25個 ，

計50個 の 単語 か ら成 っ て い た （以 後 熟 知 語 と 呼 ぶ ）．他

方，実験 王 と同様，清音44音を重複 を許 して ラ ン ダ ム に

125 音 並 ぺ ，更 に ラ ン ダ ム に 2 音 と 3 音に ま と め て 2 音

無意味綴 （単 語 ）25鯛，
3 音無意味綴 （単 語 ）25個 の 計

50個 の 無意味綴 （単 語 ） を 作 っ た （以 後 ラ ソ ダ ム 語 と呼

ぶ ）。

　教示　被験者 に は 次 の 教示 が 与え られ た 。 「こ れ か ら

あ な た に渡す紙に書 い て あ る文 （？Apm語群 に は 単語 ，ラ

ソ ダ ム 語 群 に は 無意味綴 と い い 換 え る ） を い つ も読 ん だ

り，話 し た りし て い る普通 の 速 さ で読ん で 下 さ い 」

　手 続　遅 延 時閻 は ．00秒， ．11 秒， ，15 秒 ， ，20 秒，

．25秒，，30秒 ， 、35秒 ， ．40 秒 ， ．45 秒，．50 秒 の 10 段階

で．各被験者 は 音読材料 に 対 し，ラ ン ダ ム に割当 て られ

た 。 装置 の 増幅度 ， 音量 ，
フ ィ

ー
ドバ

ッ ク 強度等 の 制御

お よ び被験者 の 音読 の 記録，分析な どは す べ て 実験 1 と

同 じ で あ っ た。

　測度 す べ て 実験 1 と 同 じ で あ る 。

　結果

　音読時間　音読速度は 1 秒間に 読ん だ平均音数 か ら求

め られた。普通文 ， 熟知語 ， ラ ン ダム 語に つ い て の 各遅

延時 間 と 平均音読速度 との 関係は ，FIG．4 に 示 され て

い る e こ の 図 か ら， ま ず普通 文 で は 実 mp　1 に お い て明 ら

か に され た DAF 効果と ほ とん ど同 じ 結果が遅延時 間 ，

．30秒 ま で は 得 られ た。す な わ ち，遅延時 問 ．11秒，，20

秒に 双 峰性の DAF 効果 の ピーク が あ り，．25秒，・30秒

と増す と 音読速度 の 増 加 がみ られ る 。実験H に お い て ，

遅延時 間 が，．30 秒を越 え る と，音読速度 の 単調 増加 が

み られ た。こ れ は 遅延時間 が ， ．40秒 を越え る と熟知議

ラ ン ダ ム 語共 に 単調 に 減少す る こ と と きわ め て 対照的 で

あ る。他方 ラ ン ダ ム 語 ， 熟知語 と もに 各遅延時間 の 増加

に対応する音読速度 の 変化 は きわ め て類似し て い る 。 そ

の 上 ，
DAF 条件下 で は，ほ ぼ 2，5音数／秒

〜a 　5音数／秒

の 範囲内 で 変動 し て い る 。 し か し ， 実験 1 で ラ ン ダ ム 語

と普通文 の 音読速度 が きわ め て 類似 した変化 パ タ ー
ン を

示 した の に 対 し，実験 U で は こ の 傾向 が み られ な い 。し

か し ，DAF 条件下 で は 、高 音読速度 が ラ ン ダム 語で は 遅

延 時間 ．20秒〜．25秒 の 間，熟知語 で は ．40秒付近 に み ら

＊　福沢 周 亮 　幼 児 の 言 語 　 N 本文化科学社 1970 に よ る
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FIG ．5　各遅 延 時間 に お け る音読時問延長比 の 平均

れ る。また，遅延時 間 ．30 秒を境界に し て ，遅延時間 が

そ れ よ り小 の と き は ラ ン ダ ム 語 の 音読速度 は 大き い が，

．30秒を越え る と熟知語 の 方 が 大にな る こ と が わ か る 。

　音読時 間延長比　音読時 間延長比は 各音読材料 に よ っ

て 特異な パ タ
ー

ン を示 し て い る 。
FIG ．5 は 各遅延 時 間

に お け る音読時問延長比 の 平均 を示 し て い る．こ の 図か

ら，遅延時問 ．15秒 ま で は 音読材料
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 TABLE 　 3

間 に 顕著な差異 が み られ な い が．

，20秒，，25秒 で は その 比 が普通文 で

も っ と も大 で ，熟知文 が つ ぎ に 大き

く，ラ ン ダム 語がもっ と も 小 で あ

る。す な わ ち，普通文 の 音読で も っ

と も時間が か か b ， ラ ン ダ ム 語 で そ

の 影響 が も っ と も小 さ い こ と を示 し

て い る。しか し ，遅延時間 ，30 秒 で

しか し ，
TABLE 　 5 か ら，

っ て ，不 正 構音 が 多 い こ と が際立 っ て い る 。 ，30 以後 で

は熟知語 の 各特徴 で 顕著な減少 を示す の に 対 し， ラ ン ダ

ム 語の 特徴 で は ，
．40 秒 を除 い て 著 し い 滅少 は み られ な

い o

　そ こ で ， 各特徴 ， 各遅延時問ご とに 全被験者の 反応 回

は 3 つ の 音読材料 の 延長比 が ほ とん ど等し く

な る こ とが際立 っ た特徴 で あ る 。 更 に 遅延時

開が大き くな る と，普通文 で は 延長比 は緩徐

に 小 さくな り ， ラ ン ダ ム 語は単調増加 し ， 熟

知語 は ．40 秒 で もっ と も小 と な り，そ の 後増

加し て い く。 こ れを各音読材料別 に み る と，

普通文 で は，遅延時 P”7　．　20 秒 で 延長比 は最高

に な り，そ の 後次第に減少 し ， ，50秒 で も っ

と も小 さ くな る 。 熟知語 で は ， ．15秒 で 最高

値に な り，その 後 ，30 秒 ま で 著 し い 変化 は な

い が ，
　 ．40秒 で最小 値を示 し，そ の 後徐 々 に増

加す る。ラ ン ダム 語 で は，ユ 5 秒 ま で 急速 な

増加，．20秒，．25秒で滅少 し ， 以後ゆ るや か

に増加 して い る 。 結局 こ の 実験 に 用 い た最高

の 遅延時間 ．50 で は，廷長比 は ラ ン ダ ム 語 ，

熟知語，普通文 の 順 に 大 で あ っ た 。

　非流 暢度　 6 つ の 下位特徴か ら成 る非流暢

度の 平均 は，普通文 は TABLE 　3 に，熟知語

は TABLE 　4 に，ラ ン ダム 語は TABLE 　5 た

そ れ ぞれ 示 さ れ る 。 普通文 に お い て は ，6 つ

の 特徴 の 各遅延時間 （．30秒 ま で ） に お げ る

非流暢度 は 実験 1に お け る そ れ ぞ れ ときわ め

て 類似 して い る。遅 延 時間，30秒以 後 は，．45

秒を除 い て ，
い ずれ の 特徴 も減少傾向 を示 し

て い る。た だ し 不 正 構音 の み は ．46 秒 で 減 少

し ，更 に 増加 を し て い る。実験 1 で 用 い られ

な か っ た熟知語は ラ ン ダ ム 語 と きわ め て 類似

し た 非流暢度 パ タ
ー

ン を示 し て い る 。 すな わ

ち，音読材料 に 無関係 な音 の 挿入 ， 音の 引 き

伸ば し が きわ め て 少な く，くり返 し が 多い 。

　　　　　　 ラ ン ダ ム 語 で は 熟知語と異な

普通文音読時 に お け る 平 均 非流暢度 （回 数 ／100音数）
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TABLE 　4　熟知 語 音読時 に おけ る 平均非流暢度 （図 数／100音数）
一
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TABLE 　5　ラ ン ダ ム 語 音読時 に お け る 平均非流暢度 （回 数／100音数 ）
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各遅 延 時間 に おけ る 平均非流暢度

数 を 合計 し，そ の 平 均 を求 め る と ，
FIG ・4 の よ う で あ

る 。 こ の 図 か らわ か る事実は熟知語 の 非流暢度が も っ と

も小 さ く，普通文 が こ れ に つ ぎラ ン ダ ム 語が も っ と も大

き い こ と で あ る
。 ま た 3 音読材料 とも遅延時問 の 変化 に

よ る非流暢度の 変化 パ タ ーン は き わ め て 類似 し て い る こ

とで あ る 。 実験 至に お い て ラ ン ダム 語 の ピ ーク が，．15

秒 にあ っ た点は 実験 H で も同 じで あ る が ， 普通文 で の ピ

ー
クが 実験 H で は ，．25 秒 に あ る の に 対 し，実験 1で は

明確な ピ ーク は な か っ た ， ま た 実験 H で は ラ ン ダ ム 語

で ， ．20秒に著し い 非流暢度の 滅少 がみ られ る。 3 音読

材 料共通 に，　 ．40 秒 で 著 し い 非流暢度 の 減少 ， ．45秒で

（1970）で もほ ぼ ．20秒付近 に あ っ た。

を越 え る と，普通文 で は 音読速度 の 増加 が み

られ．る の で ，結局 DAF の 最大効果は ．30秒

以 内に あ る こ と が実験皿 で 確 か め られ た 。他

方，ラ ン ダ ム 語は 実験 1 で は 音数， 音の 排列

を普通文 に 対 応 させ た が，実wa　9 で は 熟 知語

に 対応 させ た。音読速 度 だ けか らみ る と， ラ

ン ダ ム 語 は 熟知 語 と き わ め て 類似 し て い る 。

更 に注 目す べ き事実は ラ ン ダ ム 語， 熟知語と

もに最大効果遅延時間 は ．15 秒で あ る こ と で

あ る。 し た が っ て ， 音 読速度 に 対す る 遅 延 効

果は 熟知性よ Dむ し ろ音節構成，つ ま り音数

や音排列 （実験 H で は ラ ソ ダ ム 語 の 音 数 と そ

の 排列 は 熟知語 に 韓応 さ せ た ） に 密接 な関係

があ る こ と が わ か っ た。．30秒以後に お い て

．30 秒以後で の ピーク がみ られ る 点

が顕著 で あ る。し か し熟知語，普通

文 と も ．30秒を越え る と全般的に非

流 暢度 の 緩徐な減少 が 現 わ れ る 。 ラ

ン ダ ム 語 で は 必ず し もその ような傾

向 が あ る とは い え な い e

　 考察

　音読材料 が 実験 1 で 用 い たそれ と

類似し て い た 普通 文 で は，遅延時間

．30 秒ま で は ， 実験 1 と ほ と ん ど 同

じ 結果が得 られ，実験 1 の 結果が追

証 された。特 に ．30 秒 まで の DAF

効果の 最大効果遅延時間 が ，20 秒付

近 に あ る と い う外国語 を 用 い た 研 究

（Black ，　195工，　Fairbanks ．　1955，

Mackay ，196S） と
一一

致 し て い る。

音読材料 を 統 制 した 日本語 を 用 い た

研 究 が な い の で ，日本語 との 比較は

厳密に は で きな い が，相 沢 の 研 究

　　　　　　　　　　　　　 ．30秒

は ラ ン ダ ム 語 は 顕著な 変 化 が み られ ず．熟知語 で ，40 秒

で ピーク を示すゆ る や か な増減が あ る に 過 ぎな い 。

　 と こ ろ が，音読時 間 の 延長地 で は，遅延時 間 ．30 秒以

後 で の 顕著な特徴 は
一一

度延長比 の 減少 が 起 こ る が い ずれ

も増加す る の に 対 し，普通文 で は 次第 に 減少す る。こ の

こ と は ，
DAF 条件下 の 音読所要時間 が 遅延時 間 ．30 秒

を越 え る と普通文 で は 減少す る が ， 無意眛綴を含む単語

で は む し ろ増加す る こ とを意味 し て い る 。 しか し，DAF

の 最 大効 果延 長時間領域の ．15〜．25秒 で は 確 か に 普通文

で は ， 、20 秒に 最大効果遅延時間 が あ る が，熟知語で は

必 ず し も普通文 と同 じ こ と が い え な い し ， ラ ン ダム 語で
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はむ し ろ 音読所要時間 の 減少 と な っ て い る注目す べ き事

実 がみ られた。つ ま り，今 ま で 報告され た最大効果遅延

時間は ， 高い 熟知度の 音読材料に つ い て の み 妥当す る こ

とを示 し て い る 。 延長比 の 平均 が遅延時 間 ，20 秒 お よ び

．25 秒 で は 普通文，熟知語，ラ ン ダム 語 の 順 に な っ て い

る こ と が こ の 事実 を証明 し て い る。

　 DAF 効果の 質的側面を示す非流 暢度 パ タ
ー

ン は 遅延

時間 と の 関係 で い え ば， 3 音読材料共通 に き わ め て 類似

し て い る 。 特 に 遅延時間 ．30秒 を越 え て ．40秒で一度減少

し，更 に ．45 秒 で 増加 し，、50秒 で 減少す る と い うパ ター

ン が葉通に い え る 。 非流暢度に つ い て い えば 普通文，熟

知語で の ピーク は．25秒，ラ ン ダム 語 で は ．30秒 で ，音読

速度や延長比 とは 異な っ て い た 。 し か し．
．20 秒 で の 非

流暢度 は 、15 秒 の そ れ に 比 べ ，ラ ン ダ ム 語 ， 熟知語とも

に減少する の に対 し ， 普通文 で 上昇 し て い る の は 音読時

間の DAF 効果と類似 し て い る。も っ と も顕著な事実は

．20 秒 に お け る ラ ン ダム 語を除 い て，い ずれ の 遅延時間

に お い て も非流暢度 が 熟知語 ， 普通文 ， ラ ン ダ ム 語の 順

で あ っ た こ と で あ る。つ ま P，文，単語 と い う属性 は 音

読速度 と非流暢性 に 及 ぼ す 効果に お い て差 異 が あ る こ と
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ，

を示 し て い る 。

要　約

　 こ の 研究 は ，日本語 の 音読材料 を用 い ，遅延聴覚 ブ イ

ー
ドバ

ッ ク の 効果を音読速度 お よ び 非流暢性 に つ い て 明

らか に し よ う と し た 。 実験は 2 つ か ら成 っ て い た。実験

1 で は 遅延時間 ，30 秒 ま で の 5 段嚮 に つ い て ， 普通文 と

普通文に対応する音数，排列をもつ よ う統制 し た無意味

綴 （ラ ソ ダ ム 語 ）を用 い て 音読時間 と非流暢 性 を 測 定

し，遅延時間の 効果と音読材料に よ る DAF 効果 の 差異

をみ た。実験 ilで は普通文 は実験 1 と詞 じ種 類 の 材料 を

用 い ，単語 と して ， エつ は 一
定 の 熟知度 を有す る 熟知語

と こ の 熟知語 に 音数と排列 を対応させ た ラ ン ダ ム 語を用

い ，遅延時間 ，50 秒ま で の 遅延効果と，音読材料に よ る

DAF 効果をみ た 。 被験者 は 実験 1 ，　 H と も大学生 で，

それ ぞれ 7 名，15名で あ っ た e 装置は テ
ープ レ コ

ーダの

録 音 ヘ
ッ ドと 再生 ヘ

ッ ドと の 間隔を利用 し ， さ ま ざ ま な

遅延時間を得た 。遅 延 時間は実験 1 で は，．00秒，．11秒 ，

．15秒，．20秒，．25秒，，30秒，実験 H で は 更 に そ の 上，

．35秒，．40秒，．45秒，．50秒を加 え， 10段階 で あ る 。

．
教

示 は，両実験 と も，被験者 に渡し た紙に書か れ て い る 文，

単語 あ る い は 無 意味綴 を，い つ も読ん だ り，話し た りす

る速 さで 読ん で 下 さい と い うもの で あ っ た 。 被験者の 音

読は他 の テ
ープ レ コ ーダで 録音さ れ ， ｛1）音読時間【2暗 読

時間延長比｛3｝6 つ の 特徴 か ら成 る非流暢度の 3 つ の 測度

に つ い て それ ぞ れ 決め られた単位 で分析 さ れ た 。

　実験 1， n で 得 られ た結果は つ ぎの 通 りで あ る。

　【1｝ 普通文 の DAF の 最大効 果遅延時間は ．20 秒で あ

り， ，30 秒 を越え る と，音読速度の 単調な増加すなわ ち

DAF 効果の 減弱 が み られ る ，

　｛2） 普通文 の 音数と排列 に 対応 させ た ラ ン ダ ム 語 で は

普通文 に 比 ぺ 音競速度 が著し く小 さ い が，遅延 時間 と の

関係 で い え ば両材料の 速度変化 の パ タ
ー

ン は きわ め て 類

似 し て い る，

　〔3） 熟知語 の 音数 ， 排列 に 対応 し た ラ ン ダ ム 語で は，

変化パ タ
ー

ン も音読速度も熟知語 に 類似 し て い る。こ の

こ と は，音読速度そ の もの は 文 と単語 の 差異に 依存 し ，

遅延時間 との 関係 で は そ の 変化 パ ター
ン は音 の 数，排列

に依存 し て い る こ と が示 さ れ た 。従 っ て 熟知性に は あ ま

り関係が な い ，

　  DAF 条件がな い 時の 音読時間 を基準と し た 各遅

延 時間 の 音読時 間を示す延 長比 で は ， ．20秒 と．25秒で は

普通文 に お い て DAF 効果が 大 き く，熟知語 がそ れ に っ

ぎ，ラ ン ダ ム 語 がも っ と も小で あ っ た，

　｛5｝ 普通文 と同 じ 音数，排列 をもつ ラ ン ダ ム 語 で は む

し ろ普通文 と同 じ 延長比 を示 すの で ，延長比 に は音読材

料の 音め構成 と熟知性 との 交 互 作用 が 働 くと 考 え られ

る ，

　｛6】 遅延時間 ．30 秒以上 で は 普通 文 は DAF 効果 が滅

少する が，熟知 語 と そ れ と対応する ラ ン ダ ム 語 で は 増大

す る ，

　（7i 非流暢度 は ラ ン ダ ム 語 ， 普通文，熟知語 の 順で減

少す る。普通文 の 最、k効果遅延時 間は ．25 秒 で あ る ，

　（81 ．25 秒以上 で は普通文，熟知語 と もに 非流暢度の

の 滅少 が み られ る が，ラ ン ダ ム 語 で は 必 ず し も こ の 現象

がみ られ な い
。
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                                     ABSTRACT

EFFECTS  OF  READING  MATERIALS  AND  DELAY  TIME

RATE  AND  DISFLUENCY  UNDER  AUDITORY  DELAYED
                                     '

                                           by

                          Kotaro Harano and  Fujio Tagami

   The  purpose  of  the present  6tudy  was  to exa-

mine  how  the reading  materials  of  the Japanese

language and  the  delay tlme  of  delayed auditoTy  feed-

back (DAF) infiuenced reading  rate  and  aisfluency,

Method

    The  experiments  consisted  of  two  parts:the

first experiment  using  familiar sentences  and  non-

sense  syllables  as  reading  materials  was  made  under

6 delay conditions  of  .OO, ,11, .15, .20, ,25. and  .30

sec.  : the  second  experiment  using  familiar sentences,

nonsense  sy}lab]es,  and  famil{ar werds  was  done

under  10 delay  conditions  of  .OO, .11,.15,.20,.25,

.30, .35, .40, .45, and  50 sec..

    Seven male  undergTaduate  students  (18--24 years

in age)  served  as  subjects  of the  first experiment,

and  fifteen rnale  undergraduate  students  (19-23

years in age)  did as  those  of  the second.  The  read-

ing materials  were  placed at  eye  level immediately

UPON  READING

FEEDBACK

before  the  subject's  head, The  subjects  were  inst-

ructed  to read  the  material  aloud  at  a  usual  reading

and  speaking  rate,  The  apparfitus  producing  DAF  was

a  Sony  taperecorder  modified  by  the  authors,  and

capable  of  producing  a  wide  variety  of  speech  deLays.

The  apparatus  returned  DAF  ehannel  speech  of  the

reafiers  to their  ears  with  various  delay times.  The

recorded  speech  under  a  normal  conditlen  and  DAF

conditions  was  calculated,  and  analyncd  by  reading

time  and  disfluency.

Results(1)

 The  gTeatest de¢ rease  ef  reading  rate  in the

     first experiment  su'as  found at  the  delay time

     of about  .20 sec.  in familiar sentences  and

     nomsense  syllables.

(2) In the  first experiment  the  reaaing  rate  of

     familiar sentences  was  remarkably  faster than

     nonsense  syllables,  while  the  similarity  of  the
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(3)

<4)

p'attern  of  Teading  rate  over  delay time was

observed  between  sentences  and  nonseese  syl-

lables.Reading

 rate  under  DAF  condition  in the  se-

cond  experiment  was  closely  related  to reading

materiale  ; sentences  had much  faster rate  than

familiar words  er  nonsense  syllables.  The  effect

of familiarity of  reading  materials  en  reading

rate,  however, could  not  be found,

The  pattern of  reading  rate  changes  ever  delay

time  in nonsense  syl]ables  was  much  the  same

as  the  sentences  in the  first experiment,  and

that  of  the familiar words  ln the' second,  de-

pendent  upon  the  size  (numbers of  letters) of

(5)

(6)

(7)

(8)

nonsense  syllables.

The  reading  Tate  el  sentences･tended  to be

faster above  delay time  of  .30, sec,,  while

words  typically  were  slower.  
'
 ,

Disfluency  of  reading  under  DAF  was  

'most

evident  in nonsense  syllables,  somewhat  more

in familiar words,  

'

'The
 most  outstanding  effect  of DAF  upon  dis-

fiuency in sentences  and  familiar words  was

obtained  at  deltty time  ef  , 25  sec.,

Above  delay time  of.25  sec,,  sentence  and

familiar words  produced  an  obvious  decrease
in disfiuency, but nonsense  syllables  did not,

l
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