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中度精神 発達遅 滞児 に お け る 語 の 音節 構 造 の ，

分析行為 の 形成 とか な女字の 読 み の 教授 一学習
＊

天 野 清
＊

吝

區｝

多

甘

問題と課題

　 中度発達滞児の 多くが
，
・小学校期に ， 文字 の 読み を習

得す る こ と が 困 難 で あ る こ と は よ く知 られ て い る 。筆者
の 調査 に よ れ ば 養護学校小学部に通 う12才以下 の 発達遅

滞児 で，か な 文 字 の 基本音節71文宇の ほ とん ど を読め た

子 どもの 割合は ， 全体の 10〜20％に過 ぎなか っ た。この

発達遅滞児 の 読 み の 未習得は ，
A ．R．ル リヤ ，

　 D ・B，エ

　リ コ
ー

＝ ン らが指摘す る よ うに語 の 音韻構造 の 分析行為

を習得す るζとが で きない こ とと密接に関わ ？ て い る 。

　 か な文字 は＊＊＊，音節文字 で あ る ため ， 子 どもが か な

文 字 を 習 得す る に あた っ て 要求され る の は ， 語 の 音節構

．造 を分析ナる行為であ る 。 こ の 行為 の 形成 は，運動行為
と構音 の リ3

“
ム 鱒）と の 間の 協応機能の 発達 に 関連 し

て い る。こ の こ と は ，
ガ リペ リン の 多段階的形成 理 論に

基 づ い て， 4 才代 の 幼児に 音節分解 ・抽出行為 の形成 を

試み た筆者の 先行研究 に よ っ て 示唆された。正常な幼児
の 場合，運動行為 と構音の リズ ム （拍） との 協 応 機 能
は，4 才 ま で に 十分発達 して い る の で ， 4 才代 の 幼児に

音節分解 ・抽出行為を形成す る の に 特別な困難は 見出せ

なか っ た。そ して，こ の 行為を習得 した幼児は，きわ め

て 容易 に か な文字 の 読み方を習得する こ とがで きた 。 し

か し ， 養護学校小学部に 通 う中度発達遅滞児に音節分解
・抽出行為を形成 し よ うと し た時，多くの 困難な問題に

遭遇 した 。 そ の 問題 とば， 次の 通 りで あ る。

　  音節分解 の 最も容易な課題 で あ る拍子 に よ る i）1eeの
課題 を与 え て も，で きな い こ とが 多 く， しば し ば， 1拍

ト

に 対 し て 2 つ の 音節を発音す る （例 ， ク マ と い う語 の 場

合， 1 つ の 拍子 に 対 し て ノク マ ／）。

　 （2）9一節の モ デ ル を示す図版 と積木を用い て語を正 し く

音節 に分け る こ と がで き て も， 語音抽出 （象）の 課題は

＊ 本 研 究 ぽ，1971年〜1972年 に カ・け て
， 国立 国語 研 究

　所 国 語 教 育 研 究室 に お い て 実 施 し た もの で ， 概 要 は ，
’

　1972年 東 京 で 開 か れ た 国 際 心 理 学 会 議 の シ ソ 隶 ジ ア ム

　 「発 達 遅 滞 児 の 行 動 の コ ソ ト m 一ル 」 で 報告 し た 。

＊＊ 　現 在 の 所 属 は，九 州 大 学 教 脊 学 部
＊＊＊

　こ こ で い うか な文字 と は ， い わ ゆ る 「ひ ら が な 」

　と 「か た か な 」 の 両 方 を さ す 。 し か し，こ の 研 究 で　　　　　　ノ
　は ， 具 体 的 に は ，ひ ら が な 文 字ap学 習 を扱 う。

彼 らに と っ て ， 著し く困難で ある 。

　 〔3跛 らの 中に，．しば し ば，著し い 構音機能未形成 の 子

がみ られ，こ の 種の 課題 が 困難 で あ る ば か り か，中 に

は ， 5 つ の 母音 の 発音も で きな い 揚合もあ る。

　 勿論， こ れ らの 困難点 は，彼 らの 抽象能力を含む精神

挙達の 遅滞や言語機能 の 特殊 な 欠陥 （未形 成 ） と 結 び っ

い て い る。しかし， ど うし た らこ の よ うな困難点 を克服

し ， 彼 らに； 音節分解 ・抽出行為を形成 し ， か な文宇の

学習能力を形成する こ とがで きる の で あろ うか。．中度発

達遅滞児に か な文字 を学習 させ る た めの教育プ ロ グラ ム

を作成する た め に ， あ らか じめ解決 して お か なけれ ば な

ら な い 諸問題を実験的に検討 し，そ の 成果に基 づ い て ，

1つ の 実験教育プ 卩 グ ラ ム を作成 し，実際 に実験的な教

育 を試み ，教育プ ロ グ ラ ム の 効果，中度精神発達遅滞児

に対す る か な文掌 の 教授 ＝学習 の 可能性を検 討す る こ

と，こ れ が本研究の
一般的な課題 で ある。

　 実験 1　発達遅滞児の 音節分解 ・抽出行為の 未 形 成

　　　　 とか な 文 字 の 学習

　目 的　次の 諸問題 を実験的 に検討す る5

ω正 常児 と発達遅滞児 との 問 に，か な 文字を習得し て い

く過程に ど の よ うな 相異 が 存在す る の か 。

〔2）発達遅滞児の 音節分解 ・抽出行為 の 未形成 は，彼 らの

協応機能の 未発達 に 起困す る の か 否 か 。も し そ うな ら，

協応機能 の形成 か ら，そ の 教育をは じめなけれ ば な らな

い。そ の 必要 が あ る の か。

〔3｝もし，協応機能 が全 く未発達だ と し た ら， 音声 と協応

させ る運 動行 為 （拍 手，図 版 に 積木 を 置 く行 為等）は ，

利用 で きな い 。音声 ・運動協応行為 の 助け をか りない で ，

音節分解 ・抽出行為 を形成 で きる 可能性 は ある の か 。
（4）構音機能 の 著し い 未形成は ， 音節分解 ・抽出行為 の未

形成 に ど の 程度，マ イ ナ ス に 作用 し て い る の か 。

　方 法 　次 の 諸テ ス トを，3 − 6 才 の 正常幼児 （52名） ．
と 4、− 12才 の 発達遅滞児 （45名）に課し た 。

（1｝か な文字 の 読み の テ ス ト＊＊＊＊
（ひ らが な71文字の 基 本

文 字 と 特 殊 音節を 含 む 6 音節，16語 ， 4 文 の 読み ）

＊＊＊＊

　村 石 昭 三 ，天 野 清，「幼 児 の 読 み 書 き能 力」 国立

　国 語研究所 （東京書籍 KK 刊） ユ972で 使 用 した 読みテ

　ス ト と 問 じ カ
ー

ドを使 い 同 じ手続に よ る。
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（2Xa）拍 手 と〔b）図版を利用 し た 音節分解 ・抽出テ ス ト。両

テ ス トとも，次 の 単語を利用 し た 。

（i）練習用　ク マ ，ネ コ ，カ メ， トマ ト，タ マ ゴ

  拍手 に よ る 分解テ ス ト　ブ タ ， タ コ ，バ ナ ナ ， ト コ

　 ヤ，ア タ マ

  図版 に よる分 解 ・ 抽出テ ス ト
ー

上記 の 5 単語 の 他　コ

　 ドモ
， カ ラ ス ，ア ヒ ル ，タイ コ ，カバ ン （計10語 ）

　手続は，ま ず 拍手 に よ る分解 の 練習で ， 絵単語 を提示、
し ， 実験者 は，／ク ／，／マ ／， と 音節 に 区切 っ て発音しな

が ら，それ に 対応 し て，両手をた た き，行為 の 見本を演

示 す る e そ し て
！

「先生が今や っ たように や っ て ご らん」

と い う教 示 を与 え，そ の 行為をや らせ る。で き な い 場

合，再度見本を提出し て，最高 5試行 ま で く り返す 。 こ

の 練習を 5 単語 で 行 い，後，絵単語 の みを提出し，自力

で 拍子に よ る 分解がで き るか ど うか テ ス トす る （最高 5

試 行 ）。そ の 後，図版に よ る 分解 ・
抻出テ ネトに入 る ＊

。 、

こ こ で は，図版と 積木数個を用 い ，練習 で は，実 験 者

は ， ／タ／，／マ ん ／ゴ ／と音節 に 区切 っ て 発音 し な が ら，

そ の 音節 に 対応 し て，
’
1 つ ず つ ，積木 を左方か らマ ス 目

に入れ ， 行為 の 見 本 を演 示 し，後 ， 子 どもに や ら せ る

（最 高 5 試 行）。テ ス トで は，図版 の みを提示 し，自力で

や らせ る （最 高 5 試 行 ）。子 ど もが，正 し く音節 に 対 応

して積木 を マ ス 目に 入 れ る こ とが で きたら，語頭 の 積木

を指さ して，「こ の 積木 を こ の 四角に 入れた時 ， 何 と い

っ た ？　何 と い い な が ら積木を入 れ た ？」 と聞い て，語

頭音を抽出させ る 。 も し，Tで きない 」 「わ か らな い 」 場

合，再度，分解 の 行為を行 わせ て か らもう 1 度 た ず ね

る。こ れ を，語尾 ， 語中に つ い て も， 同 じ手続で行う。

｛3）リズ ム テ ス ト　テープ レ コ
ーダーか ら連続的に 出され

る ％秒 間 隔 の パ ル ス 音の 系列に協応 して 手を リズ ム 的に

た た く課題 （そ の 他 別 の パ タ
ー

ソ の 音 系 列）。

〈4）両手 の 協応 テ ス ト
ー
（a）両 手交互 開 閉テ ス ト， （b）右左 ，

1 ： 2 開閉 テ ス ト

　 こ の ｛3×4）の テ ス トで は，硫化 カ ドミ ウム （Cds）の 小

片 が 内蔵され て い る電極 （1〜 2個）を左手又 は 両手 の

中 指 の 内側 の 根元に と りつ け，手 の 運動を， 特殊な ア ン

プ を介 し て測定，デ
ー

タ
ー

レ コ
ーダーに 記録 した。

  構音テ ス ト
ー123 語 か ら構成 され て お り， （a）各音素の

発音 ， 〈b）as音で きる語 の 音節数と音節構造の 2 つ の 局面

か ら，子 ど もの 構音機能 を評価 で き る。

｛6）単語を要求され た
一
定 の 休 止 間隔 で ， 音節に 区切 っ て

発音 し て い く課題 。 こ の 問題は，目的（3）を検 討す る た

め ，音節分解 ・抽出行為 の 異なっ た水準に い る18名 の 子

ど も だ け に 課 した。こ の た め に FIG．1 に 示す特殊 な実

験装置 を作成 した。

　 こ の 装置を利用する と，ある語 を音節間に ， 要求され

て い る 時聞以上 の 休止 間隔をい れ て，次 々 に音節を発音

す る な らば ， 自動的に そ の 発声 に 対応 し て ， 次 々 に ラ ン

＊　図版 に っ い て は，天 野 （1970） を 参 照 され た い 。

ラ ン プ ボ
ー

ド（上 段 ；見本 提示 用 、下段 1反応用）

マ イクロ フォン

　　　　　　 被 験 児　　　　　　　 実 験 者

　　　　 FIG，1 課題   で 使用．し た実験装置

プを点燈す る こ とが で き，最後に その 単語 の 音節 の 数だ

け ラ ン プ をつ け る こ と が で き る 。 し か し，次 の 音節を要

求 さ れ て い る時間だ け待た な い で発音す る な らば ， そ の

音節に 対応 し た ラ ン プ をつ け る こ と がで き な い 。待 つ べ

き休止間隔 の 長さが ， 子 ど もに よ くわか る よ うに ， そ の

待ち時間 だ け，パ イ ロ ッ トラ ン プ は点燈 し て い る。

　実験者 が，見本 の 行為を演示 した の ち，次の よ うな教

示 が与え られ て い る。「音と音 の 問 に休 み を入 れ な が ら ，

先生が今や っ た よ うに ， ゆ っ く リ コ トバ を区 切 っ て 言

い ，・1 つ ず つ ラ ン プ を つ け て下 さい 。 そ し て，先生が上

の 段 に つ け た の と 同 じ数 だ け， ラ ン プを下 につ けて 下さ

い 。 目の 前に あ る 黄色の ラ ン プ （パ
♂

・
ッ ト ラ ソ プ ）を

よ く見 て 下 さい
。 も し ， ラ ン プ がつ い て い るな ら，言 っ

て は い けませ ん。ラ ン プがつ い て い る 時は， 言 っ て もラ

ン プ は つ きま せ ん。ラ ン プ が消えて か ら，次 の 音を言 う

の で す よ。」 音節分解 ・抽出 の テ 子トと同 じ語を 用 い ，

5語 に つ い て 練習を行 い ， 10語 で テ ス トを行 っ た。テ ス

トの 時 は，実験者は ， 絵カードを示 し ， そ の 語 の 名敵を

口 頭 で 言 い ， 子 どもに練習で や っ た と同 じよ うに や る こ

と を要求 し た。テ ス トで は ， 10語に つ い て，ま ず 0．3

sec 以上の 休止 問隔 で 発音する こ とを求 め ， そ し て ， 次

に同じ 10語 に つ い て，1・Osec 以上 の 間隔で ，さらに 次

に ，
2．Ose 』以上 の 休止 間隔で 発音す る こ と を求 め た 。

　結果　〔1溌 達遅滞 児 は，音節分解 ・抽出行為につ い て

特別 な訓練を与えな い 場合，彼 らの か な 文字 の 習得 と そ

れ ら の 行為 の 薔得 の 関係 は，就学前児 の 場合とやや異な

っ て い る もの で ある こ と が あ き らか に な っ た。か な文字

の 読み の 習得 の 程 度 と，テ ス ト｛3），特 に 図版に積木 をお

い て 語を音節に分け る 課題 に お け る成績 と の 関係を，発

達遅滞児 と正 常 の 幼 児 とで 比較 し た の が FIG・2で ある。

　正常の 幼児の 揚合 ， か な 文字を習得す る 以前に ， 彼ら

は ， ほ ぼ 完 全 に 語 を音節に 分け る こ とがで きる か，もし

くは ， か な文字 の 読み の 初期 の 段 階 で ，急速 に ヂ こ の 行

一　2　
一
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　FIG ．2　読字数と音節分解 の 正 反応率 との 関係 ＊

（。・
印 は 正 常就学前幼児 ，

× 印は 発達遅滞児 の 場 合 ）

為を習得す る 。 しか し ， 発達遅滞児 の 場合， た しか に ，

かな文字 をま っ た く習得し な い うち に ， こ の 行為を完全
’
に行え る発達遅滞児もい る が ， 多くの か な文字 を読 め る

にもか か わ らず，音節分解行為を，
．完全に行うこ と が で

きな い ケ
ー

ス が しば し ばみ られ で い る＊＊。こ の よ うな ケ

ー
ス は ， 正 常児 に は ま っ た くみ られ な い 。こ の デ ータ ・

＊
　読字数 0 ， 正 反応率 0 ％ の 人数 は ， 正 常 幼 児 3 名，

　発達 遅 滞児 は 12名で ある 。 図 で は ， そ の 位 置 の 周 辺 に

　 プ ロ
ッ ト し て ある 。

＊＊ 　こ め事 実か ら 音節分解 ・抽出行為が 未 習 得 で も ， 発

　遠 遅 滞 児 は ， か な 文字 の 読み を 習得で きる の で は な い

　 か と い う考え も出 さ れ うる 。 し か し ， か な 文字 の 習 得

　 と 分 解 ・
抽 出 の 形 成 ・

発達 は 相互 作用酌関係に あ り，

　抽 出 行為 の 習 得 ・内 面化 （音韻表象の 形成） が ， 文 字

　習 得の 基礎 で あ り，そ れ が 1 学 習 の 急速 な 飛 躍 を もた

　らす とい う見 解 と それ を 証 拠 だ て て い る 事実に 相応 し

　 て 考 る と，分 解 ・抽 出 行為習 得前 の か な 文 字 の 習 得

　は ，機械的連合メ 力二 ttム に よ る学 習 で あっ て ， 文字

　の 性格 に 相応 した 学 習 メ カ ＝一ズ ム に 質 的に 変換 され る

　以 前 の もの と 考 え られ る。こ の 場 合 ， 文宇 の 習 得 か

　ら，語 の 読み と 理 解，語 の 文字 に よ る 構 成 の 習 得へ と

　発展 で きる と ， 理 論 的 に も， ま っ た く期待 で ぎな い
。

一 一 L
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は ， 発達遅滞児 に と っ て ， 語 の 音節構造に対する分析行

為 の 習得は，一
般化 され に くく， 多くの か な文字 を習得

し終 る まで ， 習得 で きない か，仮 に，習得し て も，非常

に一般化され に くい と い うこ と を物語 っ て い る。

〔2廃 達遅滞児 の 語 の音節構造に対する分析行為の 未形成

は ，

一
方 で ， 彼 らの 協応機能 の 不全，他方 で，構音機能

の 未形成，そ して，あ る場合に は ， そ の 両方に 関連 して

い る こ と が明らか に な っ た 。 実験で は ， 子 ど もの 協応機

能 の 発達 は ，   リズ ム テ ス ト，（B）両手交互 開閉 テ ス ト

’
tt

評価した 。 ％ sec 間隔 で 11廁連続的に 提示 され るパ ル ス

音に協応 し て手 を た た くと い う課題に 対す る 子 ど もの 反

応 は ， 次 の 3 つ の グル ープに 分類され た。

　（1）ラ ン ダム
， も し くは ，

パ ル ス 音の 周期 に同期する こ

とな く別 の 周期 で，手 を た た く反 応 （RT 艮）。

　  パ ル ス 音に 同期し て 部分的に手をたた く

（回 数が 10回 の うち 5 回〜 7 回）（RT2 ）。

　（3｝パ ル ズ 音に ほ ぼ完全 に協応 し て ，周期的 に 手 をたた

く （RT3）。

両手交互開閉 の 課題 に 対す る 子 どもの 反応 は ， 次 の 3 グ

ル
ープに分類 され た。　　　

ト

　｛1）両手を同時 に 開閉 し て し ま い ，交互 に 開閉す る こ と

一 3 一
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が で きな い （RCi ）。

　（2）ゆ っ くり行っ た時だけ，両手 の 交 互開蘭がで き る が

（か，もし くは ）， 速 く行 っ た時 ， 10試行 の うち数 回 し

か で きない （RC2）。

　 〔3瞳 続して ， か つ 速 く交互 に 開閉で きる （RC3）。

そ して，上記 の両課題 の
．
3水準の うち〔2〕（3）の 反応を，こ

の 実験で は 正反応  とし た 。

　 一方，テ ス ト  の 反応を分析 し た 結果，単語 の 音節構

造 に 対 す る分析行為 の 習得 に，次 の 水準 が 認 め られ た 。

A 水準 ；拍手 に 合わ せ て ，単語を音節に 区 切 っ て発音す

る こ とが で き る が，音節 の 発 音 に あわ せ て ，図版 の マ ス

目に 積木 をお くこ とは で き な い 。
B 永準 ；拍手 に よ る 分解 の 他，図版 に 積木 を お き な が

ら，語を音節 に分け る こ と が で き る。し か し，音節の 抽

出 は で きな い
。

C 水準 1 少 な く と も図版 と積木 の 助けをか りて，語の 音

節の 抽出 が で き る。

　 TABLE 　 1 は，発達遅滞児に お け る上 の 3 つ の 水準と

協応機能 の 発達との 関係 を示 したもの で あ る 。 リズ ム テ

ス トど両手交互開閉 テ ス トの 課題 がで きな い 子 どもの ほ

と ん どは，音節構造の 分析行為の 習得 の A 水準 に お り，

両 テ ス トで 正 反応 を示 し た子 どもの 半数は ， 水準C に い

る こ とが示され て vKる 。 こ の こ とは ， 協応機能 と音節構

造の 分析行為の 習得と の 間 に積極的な関連があ る こ と を

示唆し て い る が， 順位相関 の 係数 の 値 は あま り高 くな い

（γk
’＝　O．　39）。 同 じ よ うなマ ト リ ッ ク ス を， 4 才半以下 の

正 常の 幼児28名 の デー
タ
ー

か ら作成 した の が，TABLE 　2

で あ る。標本数 は少 な い が 両者の 問に ， 積極的な関遡 が

認め られ る 。 両者の 問 の 順位棺関係数を比較 し て み る

とt．正常幼児の 場合 ri　＝O．　65 で ， そ の 値は発達遅滞児
の 場合 （η

＝α 39）よ り高い
。 こ の こ とは，協応機能 の

発達は ， 正 常幼児 ， 発達遅滞児に お い て ， 共 に，音節構

造 の分析行為 の 習得に 関与 し て い るが，後者 の 場合，他
の 因子 が 関与 して い る というこ と を示唆 して い

’
6’e

　発津遅滞児の うち，強度 な構音障害 を もつ 子 ど も と，

構音障害 を も た な い 子 ど も につ い て ，両群 の 音節構造 の

分析行為の 水準 の 分布 を調 べ た と こ ろ，TABLE 　 31の 結

果 が 得 られ た。こ の 両群 の 問に 明瞭な 差 が 認め られ，構

音障害 （溝音機能 未 形 成）が 音節構造 の 分析行為 の 習得
に，負の 作用を与 え て い る こ と が明 らか に な っ た 。　　　　　　　　　　　　　　 ド

　 ｛3に の 実験，特に テ ス ト〔2）を実施 し・て い る最 中に，強

度な構音障害をもち ， か つ ，ブ タ，タ コ ，バ ナ ナ ， トコ

ヤ，ア タ マ の 単語 で 拍手 に合わせながら， 単語を音節に

区切 っ て 発音で きな い 発達遅滞児 に，発音 し やす く，か ・

つ 音 の 反復 の ある 最も単純 な音節構造をもつ ，マ マ
，

パ

パ ，モ モ ，ミ ミ，メ メ の 5 つ の 2 音節語を与え，そ れ で

．
反応を調 べ た。そ の 結果，

』TABLE 　4 ｝ζ示 す よ うに，聴

覚 畜運動，音声 ＝運 動協応機能 が 非常に未発達 で ，か つ

構音に ， 強度 の 障害をもつ 年齢 の 低 い 発達遅滞児で も，

TABLE 　1 協応機能 の 発達 と音節分解 ・抽出行為の

　　　　 形成の 程度との 関係 （中 度発 達 遅 滞 児 の 場

　　　　 合 ）

RT　　RC Leve工A 　 Level　B 　 Level　C 　 T

11、 2 114

±　 不 7 10 522

十 　 　 　 十 2 2 4 8

TABLE 　2 協応機能の 発達 と音節分解
・
抽出行為 の

　　　　 形成の 程度と の 関係 （3 才〜4 才半 の 正 常

　　　　 幼 児 の 場 合）

RT 　　 RC Leve1　A 　 Level　B 　 Level　C 　 T

3 0 0 3

±　 ； 3 4 1 8

十 　 　 　 ÷

＊

0 7 1017

TABLE 　3 言語障害 の 有無 ど音節分解抽出行為 の 形

　　　　 成 との 関係

Level 　A 　 Leve工B 　 Level 　C 　 T

覊鏈甦驍
の 1・ 2 o12

蘿黷
の ない 発 11 10 1ガ 　　　33

単語 が パ パ
，

マ マ 等 の よ うな発音 し やす く， 単純な音節

構造をもつ 語 で あ る な ら，自分 の 拍手 に，音節を 1 対 1

に対応 させ ， 発音 で き る こ とが わ か っ た 。

　 こ の 事実は，C．A ．6才以 下 の 発達遅滞児 で も，単語 の

音節構造の 分析行為 の 習得 に必要な，最 も基本的な音声
＝運動協応機能は， す で に発達 し て い る こ とを示唆 し て

い る。また，こ の こ とは，彼らに しば し ばみ られ て き

た ， ソブ タ ／ と い っ て ， 手を 1 つ たた くとい う現象は，

直接，協応機能の 不全 だ けに 起因す る もの で は な く，単

語 の 構音上 の 困難さが ， 協応 に 干渉 し ， 手 の 運動 に抑制

作用を与えた結果 で あ る とい うこ とを示 して い る 。

　〔4〕課題〔6）を行 っ た 18人 の 発達遅滞児は，語の 音節構造

の 分析行為の 習得の 水準 に 応 じて，A ，　 B，　 g水準の 3

群 に分 か れた。 その 3 群の 子 ども  休止 間隔時闘の 変化

（0．3，1．　O，・2，0sec）に よ る 平均軍反応率 の 変化 を耳IG3

に示 す。

　音声に協応 した 運動行為 の 助けをか りな い で ，音節問

に
一

定 の 休止 間隔を入れて ， 発音す る 課題 を， 発達遅滞

児 に与え る と，対象的行為 の 水準 で，音節分解，抽出 の

行為 を習得 し て い る 水準C の 子 ども は
∵ 音節問に ， 長い

休止 間隔 （Z σsec ）を あけ る場合 で も，あ る 程度遂行す

る こ と が で きた （正 反応率約70％）。し か し ， 抽出行為が

未習後 の 水準A ，B の 子 どもは，　 O・　3　seg の 体止 間 隔な

＊　RT ； リ ズ ム テ ス ド，　 RC ；両 手 交 互 開 閉 テ ス b 〈十）は

　RT2
，
　 RT3 ，　 RC2，　 RC 畧 を 意 味す る

一・4　
− ・
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珊 ： 蠣 精 醗 灘 覯 臨 け 旙 の 音難 即 頒 騰 の 贓 とか 敏 物 読 議の 鞭 ．
轄 　 77

ρ

費ヒ

TABLE
　
4

題離 罐 錦鸛郷
よる分解課

　　 被験児　　 T．U．’，T ．S、　T．H，　AW ．　N ．Y．　K ．K，　Y．M

　　　gE°IX　 fmmmbmff 、

　　　
C・A ・

，
4・37 ・37 ・26 ・5 ・・98 ・。 ・・9

’

　　　MA ，　　　 2：3　3：4　2 ：6　3：6　2：5　2 ：9　2 ：9

　　リズム テ ス ト　
ー

　
一

　一　一　一　 ± 　±

両手交互 開閉テ ス ト　ー　　』　 一　　｝
’
一　　一　 一

　　構 音障 害　　　＋　　＋ 　　＋　　＋　　＋ 　1
＋　　＋

蠡≒ lii影
　　／ア タ マ ／　　　一　　一　　一　　〇　　一　　＿　　＿

　　 ／マ マ ／　 　○ ○・ ○ ．○ ○ ○ ○

　　 ／パ づ／　　
』
O 　　Q 　　O 　 O 　　O 　　O 　　＿

　　 ／モ モ ／　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　　／ミ ミ／　 　○ 　○ ○ ○ 　0 　0 　＿

　　／メ Pt／ 　 0
』
○ ○ ○ ○ ○ ○

　 　 　 　 工00

“
O
り

角臼
09

　

50

 
響
葺
8
お
餌

　 ％

　 　 　 0・3　　　　　　1．0　　　　　　　　　2．O
　　　　 I・ t・tiv・ 1　b・ tween 　syll 。bヱes 　

se °『

FIG ．3　（6）の 課題 に お け る音節問の 休止

　　　間隔 を長 くした場合の 正 反 応率 の

　　　変化

ち ば，あ る 程度遂行 で きた が
， 休止 問隔が長 くな る に つ

れ ， その 正 反応率は ・ 急 落 し，2．　e　sec の 休止間隔の 揚

倉には，ほ と ん ど，そ の 問題を正 し く行うこ とがで きな

か っ た。失敗する場合 ， 彼 らは，例え ば ， タ マ ゴ の 場
合， ／タ／タ／タ／ と最初 の 音節をくり返す か，／タ〆タ／タ
マ ゴ ／ の よ うに 反応 し た 。 水準 A ・B の 子 ど もは，抽象
され た 音 の 表象 を も っ て い ない た め ， 語の 最 初 の 音節

／タ ／を 言 っ た あ と， 長 い 間休止 す る と ， 毓有の 習 慣 的

な語 の 音声 ＝運 動的連鎖弧 （strin9 ） が切られ ， 次 に ど

ん な音節 が くる の か わ か らな くな っ て し ま う と考え られ

＊

　リ ズ ム テ ス ト ， 両 手 開 閉 テ ス ト の ←1は ， 前 記 の 水 準
の RT ，・

RC1 を・ リ ズ ム テ ス ト の ‡は ，
　RT ， を 意味

　す る 。 ま た ， 拍子 に よ る 分 解諜題 の ○は 正 反応，←ウは

　で き冷か っ た．こ と を 意 味す る 。　　　　　、

彦醜 盤 魏 蠡翻 凝
す ぐ（’c・

　 こ れ らの 資料 は，
．
B

，　 C 本準 にある子 ど もが，音節抽

出行為を習得す るた め に ， 音声に協応 した 運動行為の 助
け をか りな い で，単独で ， 音声の 水準 で，休止 間隔をひ

きの ば し ， 1 つ の 音節を分離する こ とは；非常に 困難 で

あ る こ とを示唆 して い る。ま た ， こ の 実験 に よ っ て ， 物

的行為の 水準で，語 を音節に分け る 課題 の 困難度 を規定
し て い る主要因 の 1 つ は ， 音節問の 休止 間隔 で あ る こ と

｛灘灘灘蘿
し か し， こ の 実験 に よ っ て，そ の 点も明瞭に な っ た。語
を 音節 に 分 け，発音 しなが ら， 図版 の マ ス 目に 1 つ ず っ

積木を入れ て い く課題 は ， 拍子や ピ ア ノ の 揚合 よ り も ，L
音節問 に よ り長 い 休止間隔を必要 とす る か らで あ る。

　ま た ， こ の 実験 か ら， 教育 プ m グ ラ ム を伶成す る 際の

指導仮説 とな る次の 仮説 が と り出され た 。
つ ま り，よ b

長 い 休止 間隔を要求する課題 で，語を音節 に分け る こ と

　 を 学習す る こ と は ， 語 の音節会解 を正 確に行わ せ る よ う

　 に す る だ けで な
「
≦，語の 音的側面に随意的注意を向 け さ

　 せ ・ 語 の 韻 滯 造 の 成分を意識化 させ ； 融 の 抽出彳譌
　 の 形成 に 役立 つ の で は な い か とい う仮 説で あ る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　　 実験 2
「
発達遅滞児に姆す る 教育プ ロ グラ ム と 形 成

　　　　　 実験

　　 教育プ ロ ヴ ラ ム と 実験の 目的

　　 上述 の 準備的 諸 実験 を通 し て 得 られ た 事実 と仮説に基

　 づ い て，中度発達遅滞児 に 対
ー
ナるか な文字 の 教育 プ ロ グ

　 ラム を作成 し た 。 本教育 プ ロ グ ラ ム の 主た る 目的は，ま

　鑼 暗 舗 造 紛 析で きず・ま だ文字 を学習す る能力 ．
　 を持 っ て い な い 発達遅滞児 に ， か な 文字を自力 で 挙習 で

　 き る 学習能力 を獲 得 させ る点に あ る。現在までに実施し

　 た教育 プ ロ グ ラ ム は 2 段階 の 訓 練 か ら な る。そ れ は

　 TABLE 　5 に示 す とお りで あ る 。

　　本 実 験 の 目的 は，こ の 実験的教育プ V グ ラ ム を実施 に

　移 し ， そ の 効果 と 中度発達遅滞児の か な 文 字 教 育 （学　　・

　 習）の 可能性 を検 討す る こ とに あ る 。

　　 方法 ・手続き ．

　 1）被験児　　東京都立 E 子養護学校 の 小学部 の 6 歳〜12

　歳 の 学童児 19名。彼らの IQ の 範囲 は，34 〜54 。 彼らの

　 うち， 5 名は ダ ウ ン 民症候群， ユ名 は，小頭症 の 症状を

　持ち， 7 名 は 蜃度 の 言 語構音障害 を 持り て い た 。 彼 ら

　 は ， あらか じめ実施 し たテ ス トに よ っ て，ま っ た くか な

　文字は読めず，ま た 音節抽出行為が 未習得 の 子 ど も と し

　 て 選択 さ れ た。こ れ ら19名を実験群 と した 。

　　　
こ の よ うな教育実験の 場合，本 来 マ

ッ チ ン ブ の 手続で，実
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

」
　 ．

5 ．7

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

ド
78 教　育

』
心｝　理　学　研　多監　　第25巻　　第 2号

TABLE 　5 実験教育 プ ・ グヲム の 内容

第 1段階　音節分解抽 出行為形成の た め の 準備段階

第 1 ス テ ッ プ 　単語 を 音節に くぎ っ て 発声 し なが ら，対応し

　　て 手 をた た くこ と を学ぶ。  2 音節語 （b）3 音節語

第 2 ス テ ッ プ　音節の数 だけ床 に がか れた 円を単 語を音節 に

　　くぎ っ
て 発声し なが ら，それ に 対応 して ジ ャ ソ プす る こ

　　、と を学 ぶ。（a＞
・2音節語　（h）3音節語

第 3 ス テ ッ プ　Ca）　10cm 間隔に音節 の 数 だけ並べ て あ るダル

　　マ の 台 に，単語 を音節 に区切 っ て 発 音 しな が ら，逐次，

　　ダル マ を の せ て い く こ と を学ぶ 。 それ が で きる よ うに な

　　 っ た ら、そ の ダル マ 間の 間隔を 30cm，50cm，1m ，2

　　 m の 長さに して 行 う。

　　（b）2m 間隔 の ダル マ で，単語が 音節に 分け る こ とが で き

　　 た ら，そ の単 語の 語頭，語尾の 音を抽出す る こ と を 学

　 　 ぶ。
第 4 ス ラ ッ プ （a）絵の 下に

， そ の 語が か な文字で か かれ て あ

　　 る 図版 を利用し，目の 前 に おか れ て ある文字積木の 中か

　　ら，必要 な積木をと りだ し，各 音節 を発声 しな が ら，図

　　版の 下の 文字の 上 に，文 字積木を お き単語を構成す る こ

　　 と を学 あミ・
　　（b）図版 の ます 目に文字積木をお き，語 を構 成 しな が ら，

　　 語 の 各位置 の 音節 を抽出す る こ とを学 ぶ 。

・第 2段階 上 の 行為の 一般 化 と文字 の 読 み の 学習 の 段階

第 5 ス テ ッ プ　  図版 を利用 し，多音節 （4r5 ）を音節に

　　 分 け る こ と を学 ぶ。
　　（b）さまざ まな語 に つ い て 練習 し，

こ の 分解抽 出行為 を一

　　 般化す る。
第 6 ス テ ッ プ　語 の 語頭の 音を抽 出 しなが ら，10個の か な文

　　字 （あ行，か 行）の 読み を学習す る。

第 7 ス テ ッ プ （a）記憶補助用 カ ード （字 とそ の 音が 語 頭 にあ

　　る語 の 絵 が かか れ てあ る カード） を利用 して ， 先の 10文

　　字 の 範 囲で つ く られ て い る 語 を読む こ と を学習す る。

　　   上の記憶補助用 カードを 利用 して，単語 を積 木で 構成

　 　 す る こ とを 学ぶ。
　　（c）記憶補助用 カ

ードな しに，10文字 の 範 囲内で 単語 の 読

　 　 み と構成 を学ぶ。

　 験群と等質な統制群 をつ く り，訓練の 効果を測定す るの が よ

　 い の で あ るが，本 実験で は，この よ うな 統制群を設定す る こ

　 とがで きなか っ た。しか し ， その 代 り，実験群の 子 と同じク

　ラス に いる 8 名の 子 ど もを対照群 と した 。彼 ら の う ち 3名

　 は ，既に 音節分解，抽 出行為を習得して お り，他の 5名は 習

　 得 して い ない 。彼らの うち 5 名は ， 訓練開始前の テ ス トの 時

　点で 少な くとも文字 の 読 み につ い て，実．験群の 子 どもより 進

　 ん だ 水準 に あ っ た 。こ の よ うに，学習の 進ん で い る子 どもを

　 対照群 と し，遅 れ て い る子ど もた ちが どの 程度，
こ の 水準に

　追い っ くこ とが で き るか か ら，実験的 な 訓練の効果 を知る こ

　 とが で き るで あろ うと判断 し た。

2）テ ス ト と評価　　訓練期間中 の 子 どもの 進歩を評価す

る た め，両群 の 子 ど もに ， 次の 3 回 の テ ス トを行 っ た。

　第 1 回テ ス ト ；訓練開始 6か 月 前 。 1）か な 文宇 の 読み

　　 とテ ス ト，2）音節分解 ・抽出テ ス ト

　第 2 回 テ ス ト ；訓練開始 1か 月前 。 上記 の 1）〜2）と3）

　　 リズ ム テ ス ト，4）手の 両手交互 開閉テ ス ト， ．5）構音

　　 テ ス ト， 6）外言水準で 単語 を音節 に 分ける テ ス ト

　第3 回 テ ス ト ；訓練終了直後，上記 の 1）〜6）と7）単語

　　 の 読み と 単語構成テ ス ト

3）訓練の 場所 。訓練者　　筆者と 1名 の 言語矯正師， 2

名の 大学院生 が訓練者と して 実験 に 参加 し た。子 ど もた

ちは，都立E．子養護学校 の 2 つ の 特別教室 で 個別 と小集

団 （2 〜 3 人） の 両方 の 形式 で 訓練 を受 け た。

4）教育材料　　i ） step 　1 ，2 ，3 ，で は，パ パ ，マ マ
，

ウマ
， サ ル 等を含 む 2 音節語20語 と，オ マ メ ， オ ミ ミ，、

ラ ク ダ，サ ク ラ等 の 3 音節語20語を利 用 し た。

　 ii） step 　4 で は，「た」 「こ 」「う」「ま 」 「は 」 の 5 つ

の 音節 （文 字 ）か らな っ て い る 6 つ の 2 音 節 語 （例）

rた こ」 「うま」） を利用 した。

　lii） step 　5 で は，分解 ・抽出行為 を
一

般化す る た め ，

4 − 5音節語を含む，別 の 25個 の 単語 を利用レた。

　iv） step 　6 で は，10の か な文字 （あ ，
い

， 5，え，お ，

か ， き，く，け ，
こ ） で，そ の 読み方を教え る。

　 v ） step　7 で は ，単語 の 読み と文字積木を利用 した単

語構成を学習す るた め ， 上記 の 10個 の 文字 で つ くる こ と

の で き る15の 単語 （例・あか ， あ お ） を使用 した。　 −

5）訓練回数と時間

　実験群の 子 ど もたちは春休み 前 の 3 か 月 の 間に 15〜20

回 の 訓練を ， さ らに， 1 か 月の 春休み 後の 2 か 月 の 問 に

10〜20回の 訓練をうけた。 1 人 が 受け た 訓練回数は 平均

約 30回 ，
1 回あた りの 訓練時間 は 20〜卸分 で あ っ た。

　 結果

1）訓練の 進行

　実験的な訓練は ， 1か 月 の 春休みを含め た 6か 月の 長

期にわ た っ た。しか し ， 学習の 進行が速 くない 子 ど も も

い た の で，こ の 期間に，用意 した全 プ ロ グラ ム を実験 に

参加 した全て の 子 どもに 施す こ と は で きなか っ た 。 し か

し ， 19名中 8 名は ，

’
用意し た 訓練 の ほ とん どを終了する

こ と がで きた 。 訓練 の 経過 は 以下 に 示す通 りで あ る。

（a膤 語構音障害 の ない 発達遅滞児 の 場合

　 19名 の 実験群の 子 どもの うち， ま っ た く構音上 に障害

を持っ て い な い 10名 と， 構音に欠陥が ある が ， す で に矯

正 を受 け た 1 名 は，第 2step で 顕著 な進歩を示 し，順調

に 第 3step に進 ん だ 。 第 3stepで ダル マ の 間隔 （休 止 間

隔 ）が長 くな る と課題 は 困難 に な り， 成績は 急激に下降

した。し か し，練習を反復する うち に，漸次的 に 成績は

回復 し ， ダル マ の 間隔 が 2 〜3m （休止 間隔 2 〜 5sec）

の 場合で も， 正 し く単語を音節 に分け て 発音で きる よ う

に な っ た。そ うい う状態 に な っ た時，「君 が一
番 お し ま

い の 台の 上 に ダ ル マ を の せ た 時，君 は 何 と （ど ん な 音 を）

言 っ た ？」 と い う質問を与 え，語 尾 の 音 を抽象咄 ）し，

見つ け出す課題 に 移 っ た。

　 しか し ， 単語 の 各音節の 音を抽出す る 課題 は ， 彼 らに

は なか な か 困難 で あ っ て ， 実験者 が ダル マ を置 き な が

ら，仮 に 自ら当該 の 音鰍 ；強勢 を入れ語 の 音節を区切 っ

て発音して 行為 の 見本 を演 じた場合で も，また ， 子 ども

自ら 1 つ 1つ の 音節に 区 切 っ て，明瞭 に発音 し た場合で

も， 語頭 ， 語尾 の 音が何で あ るか を言 うこ とは 容易 で は

な か っ た。し か し ，第 3stepの 訓練 の 過程 で 2 名が
， 第

一　6　一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

天 野 ： 中 度精 神発 達 遅 滞 児 に おけ る 語 の 音節媾造 の 分析行為の 形 成 と か な 文 字 の 読 み の 教 授 ・学 習 79

炉广

4step ・の 訓練 で 4 名 が，第4step の 訓練後 さ らに 2 名が，

音の 抽出 を 習得 し始 め た。既 に，訓練開始以前 に 語頭を

抽出 し 始 め て い た 1 名の 子 ど もは ， 第2step ， 第3step

の 訓練 で そ の 抽 出 行為 が 完全なちの とな っ た。こ の よ う

に し て ， 構音障害の な い 11名の うち 9 名は，音節分解 。

抽出行為 を学習す る こ と が で きた。こ の 段階 で，彼ら は

コ トバ の 音的側面 に 注意を向け 始 め，2 ， 3 音節語の 語

頭，語尾   音を，図版 と積木 の 助け をか りて 抽 出するこ

とが で きる よ うに な り，第 2 段階 へ と移行 した v

　第2 段階 で は ， 新た に 3 ， 4 ， 5 音節語 の 音節分解と

語頭，．語尾を抽出す る練習を受 け た、そ し て，か な 文字

の 読み方を学 ぶ ために第6step に移 っ た 。 こ の step で ；

我 々 は，「あ，い ，う，え，お，か，き，く，け，こ 」

の エ0文字 の 読みを教えた 。 こ こ で ， か な文字 を導入す る

た め の 特殊な装置 と記憶補助 カ
ー

ドを利用 した』前者 は

FIG ．4 に 示す 。

・
か

な文字 の 読み を学習

する 際，子 ど も は こ

の 箱 の 大きな 窓 に提

示され て い る 絵単語

の 語頭 の 音を抽出す
「
る こ とに よ っ て，か　 FIG ．4　か な 文字 の 読みを導入

’

な文字 の 音価を自分 　　　　す る た め の 装置

自身 で 探 し出す こ とが 要求 され る。彼 は，大 き な窓 に提

示 され て い る絵 が示 す語 を 音節 に 区 切 っ て 発 音 し な が

ら，箱の 下 の 小 さ な 窓 の ブ タ を左 側 か ら右方 に 1 つ ずっ

開 け て い っ た。次 に，実験者は ，「小さな 窓 に か か れ て

あ る文字の うち，ど の 字 が 大きな 窓 の 字 と同 じで すか ？」

「こ の 最初 の 小さな窓の フ タ を開け る 蒔，何と 言 い まし

た か ？ 」 「こ の 字 は 何 と読 む の ？ 」 と質 問 す る
＊＊。子 ど ．

もが抽出した語頭 の 音と記号 （文 字）を結び つ け る こ と

が で きる よ うに な っ た後 ， 子 どもは ， 記憶補助 カ
ー

ドの

助けをか り， か な文字の 読み を容易 に学習する こ とが で

き る よ うに な っ た。記憶補助 カ ードに は，文字 と，そ の

文字に対応 した音を語頭に持 つ 単語 の 絵 が抽 か れ て い る

（例 ；「あ 」 の 文 字 と 「あ ひ る」 の 絵 ）。 こ の よ うに し て ，

彼らは ，
step 　6，　 step 　7 に移行 し た。そ こ で は ， 彼 らは

学習 し た 10文字 の 範囲内で の 単語 の 読み と，文字積木 を

使 っ て 単語を構成する こ と を学習 し た。は じめ，彼 らは，

記憶補助 カ
ー

ドを利用 して 単語 を読み，か つ 作 ．り＊＊＊，

次 に 補助 カ
ードな し で 単語を読み，か つ 作 る よ うに な っ

た 。 こ の よ うに し て， 9 名の うち 6名は 順調 に 第 2 段階

の 全 ス ケ ジ ユ
ー

ル を終了 し た 。し か し ，3 名 は 訓練期間

中 に 最後 ま で 到達し な か っ た 。 特に ， そ の う ち の 1名

（No ．13，　 R．K ．） は 抽出す る行為 を語尾 の 場合に
一

般 化

す る こ と が で きず，step 　5 に と ど ま っ た。　 FIG．5 に こ

ジ ャ ンプに よる三音節語の 分解
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FIG ．5H ．1．（C ．A ．10 ：11，
　 IQ 　40） の 場合の 語 の 音 節分解 ・抽出行為 の 学習過程

＊

＊
　訓 練 過 程 で は ， 子 ど もが 誤 ま っ た 場 合 ， そ の 語 に つ

　 い て 数 回 試行が くりか えされ た 。 こ こで は ， 正 反応率

　 は ， 第
一試 行 目 の 反応を 基礎 に 計算 さ れ た もの で ある 。

＊＊
　こ れ らの 質 問 が わ か らな い 場 合 ， 再 度 ， 下 の 小窓 の

　 フ タ を し め ， 語 を 音節 に 分け発音 し ながら， 窓の フ タ

　 を あ け る 行為 を 反 復す る 。

＊＊＊
　10枚 の 記憶補助 カ

ー
ドは ， 子 ど もの 前 に 並 べ て あ

　 り， 単語 を 読 む 場 合 ， あ る 文 字 が わ か らな か っ た ら，

　丁 度，辞 書 の よ うに ，そ の カ ー
ドを み て，そ の 諦み 方

　 を知 る。単 語 の 構 成 謀 題 で は ， 、上 記 の カ ー
ドの 上 に ，

　文 字 積 木 が お か れ て あ り， 例 え ば，「い か 」 の 絵 単 語

　 を み て ， 幼 児 は 1イ ］，1カ 1の 音 を 抽 出 し た の ち，カ ー

　 ドを 参照 し て ， 該当 し た 文字積木を 選 び ， 単語 を 溝 成
’「
す る 。

の 訓練期間に音節分解 ， 抽出行為 の 学習 で 顕著 な進歩を

とげ た ケー
ス （No．18，　 HJ ．）の 場合を例と し て 示 す。

  重度 な 言語構音障害 （未 形 成）を持 っ て い る発達遅滞

児．o 場合

　 こ の カ テ ゴ リーに は い る 7 名の 子 どもも， 拍手 に あわ

せ て語を発音す る こ とは，比較的容易 に学習 した 。 しか

し ，
step 　2 の 床 にか か れ て あ る輪をジ ヤ ン プ し なが ら語

を音節に 分 け る学習で 非常な困難を示 し tc。し た が っ

て ， こ の step で何回 も練習を反復す る必要 が あ っ た。

こ の 困難性は ，

一
部 は ， 構音機能の 未形成，一部は，抽

象能力の 未発達に起困 し て い る。彼 らの ほ とん どは ／t／，

／k／， ノs／， ／r／， の 子音を含む 2 音節語で す ら正 し く発

音する こ とがで きな か っ た。そ し て，そ の うち の 1 名

一　7　一
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TABLE 　6 訓練の 進 行 と三 回 時の テ ス トの 結果 ＊＊

’

Ne．　 Name 　SeX 工Q 。 AMAM 。 A 。

・
轟訟 響 怨 戳租驫讌 繍 驫 驫 蹴

・
壽，論

・

1　 s．H ．if467 ：ツ 3：5　　 D ・ト O　 A葡2尸 O　 A −3P 辱「腰”r囓「．甲F9 甲甲¶ ▼P 　 〇一 B＿2C
−12　 s．N ．m437 ： 93 ：4　　 D 十 O　 A −3O 　 A

−3 りPP ， 　 2一
3　 Y．Hm497 ・103 ・10 一 O　 B −1O 　 B −1
4　 Y．Mf1357 ・102 ・9　　 D 十 Q　 A −1O 　 A 　2 18C

＿2C
闇2

5　 MWm378 ：03 ：0 一 O 　 B −2O 　 B尸2 ■r●刷，曁圏，鹽rr曽F曽鬯r耳¶【甲F 尸卩り7r 3Lc −2
訓

6　 KKf848 ・12 ・9 十 O　 A 　1O 　A　1 「 1P 2Br2A4

7　 KS ．f 一 s：o 一：『 十 O　 A −1O 　 A 一工
．一一凾一一一一．一．

⊥

8　
「
YK ．m418 ・13 ・4 　

」
十 O　 A −1O 　 A −1 一 甲 呷 oC −2

練
一醒 ←

　 　 C ＿39　 HSf 、52S ： 34 ： 3 一 O　 B −2O 　C 一工 凾凾・ 曽曽・國國．圏圏・，曽圏「曾門乳■F．．閥圏「，F「尸「9甲，”， 7

10　 FHf428
・33 ・5 十 D　 A −2O 　 B −2 ．一齟一一幽．岫幽一 一

25C

−2C
−111　 K ．Mf548 ：44 ：6 →・ 3　 A −13 　 Ar1 幣用，，，り，，【鱠FF■¶．曽n曹．甲「¶

群
工2
「
RM ．m378 ・10 呂

・3　　 D 十 O　 A 　工 O　B　工 o｛一 B 齢2G
−113　RK ．f419353 ；10 一 O　 A 門1O 　 A −2 ， 齢凾・．．， 5 ．

玉4　 T ．Y ．f509 ・94 ・1Q 一 O　 A 　工 O　 A 　1 囎  

　
　 　 BF1… 一
　 　 B −2ユ5　 Y．M ．f389 ：1G3 ： 9 一 O　 B −2O 　 B −2 曽 2

ユ6 　 T ．W ．m439 ≡104 ：3 一 O　 B −2O 　 B −2 り 38c −38B
＿217　 Y．Y ．f5010 ：工O5 ：5 一 O　 A −1Q 　 A −3 ，曹9曽噂凾曽■門胴F，曾劉1■¶．，1幣，r闇甲

ユ8　 HJm4010 π114 ‘ 4　　M 一 4　 B −24 　 B 一工
囎 13C −2

19　J ．0 ．f 娼 11：64 ：11　 D 　 O　 B −3O 　 B −31P 鱠，門PF衲，，曹り尸駒曹P，「闇闇n■鹽闇開h「尸FF”甲P．P．PP，「閥．R，【FF¶閥 1C ＿2
20　 Y．T ．f467 ： 4S 冨 4　　 D 一 54　 B −1 ？　BH1 41B −1
21 　 K．M ．m351 α 63 ： 8　　D 一 6　 A −25 　 B 冖1 28B −2

対 ，
22 　S．A ．f511D ；05 ：6　　D ｝ 35　β一138 　B ”ユ、 42C −3

　 23　 T ．S ．
昭

f41 ユ1ξ 05 ： 6　　D 一 31　 C −133 　C −1 37C ’2
F「噛髄

24 　 Y．A ．mB7 ユ1；34 ：2 一
ρ　 B −32 　 B 門2 2B 曽2

25　｝LK ．m5210 ；2633 　　D ｝ 52 　C −359 　C −3 71C −3
群

26　 H ．M ．m479 ： 84 ： 6 一 27　 C冖235
’
C 一2 45　 　 c −3一’27 　 TI 　．肌 3912 ：44 ：9 冖 7　 B −34 　 B −2 6B ＿2

TABLE 　7 　3 圓 の テ ス ト時 に お ける 子 ど もの 音節分解
・
抽 出行為 の 水 準

＊＊＊

水 準

第 1 回 テ ス ト　（前 テ ス ト 1 ）
　 訓 練 開 始 6 か 月 前

第 2 回 テ ス ト　（前 テ ス ト 2 ）
　訓 練 開 始 ユか 月 前

第 3 圓 テ ス ト　　（後 テ ス ト）
　 6 か 月 間 の 訓 練 終 了 後

A −1A −2　A −・3　B −1　 B −2　B −3　C −1　C −2　C −3

92 層1151000

523341100

100150372

T191919

　
50

正
反
応
率

1°° ・／
’一
　　 ． 12　 渚 。

野烈γ一 旨
　　　涙 、：。覯 。解 く厂

　　　、 　 　 ゑ＿ 三＿ 解

・ ・　 ＿＿＿＿ ．＿と 二 ∠ 』＿Lf20
語 ）

て 正 し く発音す る よ う

に な っ た。しか し，春

休み前の 3 か 月間に 3

音節語を正 し く発音す

る に は 至 らな か っ た 6

　春休み 後，引き続 き

訓練を続けた とこ ろ，

　 　 　 24 　6s ユo　 le14 ］G　 182022za 　 262Bso 訓練回 数
　　　s・。pl 　 　

’幽
　 sゆ 2

FIG ．6　重度 な構音障害 （機能未形成）．をもっ て い

　　　 る ある 児童の 学習過程
＊

（No ・8，　 Y ・K ・）は，母 音の ／e／，／i／も正 し く構音す る

こ と が で きなか っ た。し た が っ て ，床 に 描 か れ た 2 つ の

輪をジ ャ ン プ し な が ら語を音節に 次 々 発音す る こ とが要

求 され る と，し ば しば，、多 くの 誤 り を犯 し た。

　 こ の ス テ ッ プ で ， 訓練者は 彼 らの 構音矯正 の た め に多

くの 時 間 を費 し，多 くの 練習 の 後 に，子 ど も た ち は，や

っ とやや複雑な 2 音節語を ジ ャ ン プ じな が ら音節 に分け

彼 らの うち 5名は ，
3音節語 をか ろ うじ て音節に 分けて

発音 で きる ようにな b，
step 　3 ≧に進 ん だ 。 こ こ で ， 3名

の 子 ど も （No．4，　 No ．8，　 No ．11）は 音節分解 ・抽出行為

を習得し ， 次 の ス テ ッ プ に進 ん だ 。 し か し，他 の 2名

は ， 訓練期間中に 抽出行為を習得する に 至 らず ， ま た最

も重度な 言語搆音障害 を持 っ た他 の 2 名は，step　2以上

丶

＊ 　ジ ャ ソ プに よ る 二 音 節語 の 分解 の グ ラ フ の わ き に か

　か れ て い る数字 は 試 行 し た 練習 問 題（語）数を 指 す 。、訓
　 練の 前 半 で は ， 用 意 し た 20語 全 部に っ い て 練習 す る こ

　 と は 困 難 で あ っ た 。

＊＊ MS ： 医学的徴候 ，　 D は ダウ ソ 氏 微候 症 ，　 M は 小 頭

　　　　症 を 指す

　 AD ：溝音障害 ，
　 H＋）｛

一
→は 障害 の 有無を 指す 「

　 NL ： 幼 児 の か な 文 字 の 読字数

　APS ： 音節分解 ・抽 出行為の 獲得水準 （水準の 内容は

　　　　下記参照）
＊＊＊　Level　A は ， 拍子 に よ っ て 分解で きる 水準 で，　 A1
　 は ，

パ パ
，

マ マ
， ミ ミ 等 の 単純 な 音節構造 の 語 の 場 合

　 に か ぎっ て で きる 水 準 ，
A2 は ，

・他の よ り複雑 な 2 音

　 節 語 で も，A3 は 3 音 節 語 で も，拍子 と 協応 で きる 水

　準を指 す 。
Level　B は，図版 を つ か っ て 分 解 で き る

　が ，抽 出 は で きな い 水 準 で ，B1 は 2 音 節 語 の 場 合 に
，

　 B2 は 3 音 節 語 の 場 合 で も，　 B3 は 4 − 5 音 節 語 で も分

　解 で ぎる水準 を 指 す 。
Level　 C は ， 図版 と 積 木 の 助 け

　 を か りて ， 抽出が で きる 水 準 で ，
C1 は ， 語 頭か 語 尾

　音 を ， 非常 に 困 難 だ が 抽 出 で きる 水準 ，
C2 は ，語 頭，

　語 尾の 少 な くと も
一

方が 完全に 抽出で きる よ うに な っ

1

　 た 水準 ，
C3 は 語中 も抽 出で きる 水 準 を 指す 。
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TABLE 　8 訓練前後間の 子 ど もの 音節分解 ・抽出行為 の 水準の変化

　 　 A −1

　 　 A −2

鬢 A −3

回 　 B −1

學蠹二：
条 c −

・

　　 C −2

　　 C −3

1

11

2　 　 1　 　 1

1　　 1．　 1
1　　 1　　　　　 2　　 2　　 1

　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 1

100150372

T 一5　　　2　　　3　　　3　　　4　　　1　　　1　　　0　　　0　　　　19

TABLE 　 9　 3 回 の テ ス ト時 に お ける 子 供の 読め た

　　　　 か な文宇の 数

も 3 名 は 6 か 月た っ て も同じ水準 に と どま っ

て い る。

　TABLE 　7 か ら， 6か 月 に わ た る 訓練期間

中の 子 ど もの 音節分解 ・抽出行為に お け る進

歩 の 害合は，訓練前の 6 か 月の 変化 に 比べ ，

著 し．V　
h こ ci　 ＃

9わ か る
g

こ の 事実は，こ の 訓練
が 発 達遅滞児 の 音節分解 ・抽出行為 の 習得を

促進 して い る こ と を明瞭に示 して い る 。

　（3）発達遅滞児 の かな文字の学習能力の 進歩

　TAbLE 　 9 に ， 3 回 の テ ス ト時 の 実 験 群
の 子 ど もたちの 文字の 読み の 程度を宗す。こ

の 表は 訓練を受けた子 どもの 半分以上がか な

文字 を読め る よ うに な っ た こ と を 示 し て い

る。特に音節抽出行為 を 習得 し た 12名の 子 ど

も の うち 7 名は，訓練が 進む に つ れ ， わ ず か

0　　1− 5　6− 20　21− 59　60− 71

第 ／ 回テ ス ト　 17　 2

第 2 回 テ ス ト　 15　 4

第 2 回テ ス ト　　4　 6

004 OO

イ「

001

に訓練を進 め る こ と がで きな か っ た 。
FIG ．6 に は ， 重

度な言語構音障害を持 つ て い なが ら， 訓練の 過程で，音

節分解 ・抽出行為 を習得した ケ ー
ス （No．11，　 K ．M ．）の

〆
分解の学習過程を示す。　　　　　　　　　　　　　

’

2）発達遅滞児 の 音節分解 ・抽出行為 の獲得 と進歩

　 TABLE 　6 に実験群・対照群  子 どもゐ訓練の 進行 と

3 回 に わ た っ て行 う た諸 テ ス トの 結 果 を示 す。ま た，

TABLE 　7，8 に訓練の 前後 に お け る 実験群 の 子 ど もの 音

節分解 ・抽出行為 の 水準の 変化を示す。こ れ らか ち わ か

る よ うに，訓練期間中に実験群の 子 どもたちの 単語 の 音

節構造に対する分析行為の 水準は 著 し く進歩 し た。

　 19名の うち 2 名一 1名 は非常に重度な言語障害 をも

ち ， は じ め の 1 か 月 半訓練に も参加で きなか っ た 子 で ，

他の 1名は訓練を始 め る とす ぐに飽 きて し ま う型 の 子
一

は ， その 水準 に 何 ら進歩は 認め られ な い が，他 の 17

名は，訓練期間中に ， 多 か れ少なか れ，その 水準 に進歩

がみ られた。
TABLE 　8 か らわ か る よ うに，・訓練前に A

水準 に あ っ た 9名の 遅滞児 の うち 5 名 が，B 水準 に あ っ

た 8 名 の うち 6 名が 訓練 に よ っ て音節抽出行為 を習得し

た。訓練前 に C − 1水準に あ っ た 1 名 に つ い て ぽ，抽出

行為め習得 は！・訓練 の 結果 とは い え な い 。しか し，彼女
の 行為 は，一一“va化され ，

　 C　−r 　

’
3 の 水準 に 移行 し た。　 1

　 訓練期間中の 実験群 の 子 どもの 進歩は，射照群 の 子 ど

もの 進歩 に 比 べ よ り顕著で あ る 。 対照群で は ， 第2 回 霞

の テ ス トで ，
B 水準 に い た 4 名の うち 1 名がC 水準に移

っ た に過ぎな い 。か な文字をほ とん ど読 め なか っ た 子 ど

な期間の うち に，多 くの か な 文字を読む よ うに な っ た 。

そ の うち 2 名 は ， 春休みめ前に，
コ トバ を長い 休止間隔

で音節に 区切る こ とを学ん だ後， 1 か 月 の 春．休 み の 間

に ， 自力もし くは母親 の 助けをか りて ， 約 40の 文字が読

め る ように な っ た。他の 2名（No．4，Y ．M ．　No．　11
，
　KM ．）

は step 　2 で構音矯 正 の 訓練を何回 も受け た が ，
　 step 　3

に入 っ て か ら自発的 に 文字 の 読み方 を覚え始 め た。

　他の 3 名 （No，5，　M ．W ．，　No．16，　T ．W ．，　No．18
，
　H ．1．

は，step 　4 あ る い は，　 step 　5 で ， か な 文宇 の 読み を覚

え始め た 。 し た が っ て 彼 らの か な文字 の 習得 の 過程は ，

音節抽出行為 の 習得の 程度と関連づ け て ， 注意深 く跡 づ

け る こ とが で きた。小頭症の 子 ど も （No．　18） の ケ ース ．

は，FIG．6 に 示 し た の で ，こ こ で は，　 FIG．7，　 FIG．8

に 他 の 2 名の ケ ー
ス に つ い て 示す。 1名 は sl　ep 　3 で ，

他 の 1 名は step 　4 で語頭，語尾 の 音を抽出 し始 め た。

抽出行為 が形成 され た後， step 　6 で 彼 らは か な文字の

読み の 教育を受け た が ， こ の ス テ ッ プ で ， い くつ か の 文

字 の読み を覚えた後 ド 非常 に 短 い 期間 （1〜 2週 間）
』
に

多 くの （約40） か な文字 の 読みを習得 し た。我 々 が 訓練

中に教えた の は ， た っ た 12文宇で しか な い こ とに注意 し

て い た だきた い 、こ の 事実 は 子 どもが，か な 文字を学習

で きる能力をす で に獲得 し て い る とい うこ とを意味 して

い る。また，読 め るか な文字 の 数 の 急速な増大は，常に

音節構造に 対す る分析行為 （特 に ，抽 出行 為） が習得 さ

れた後 に生 じ て い る と い う事実は ， 音節構造に 対す る 分

析行為がか な 文字 の 学習能力の 主要 な構成要素の 1 つ で

あ っ て，こ の 訓練 が彼 らの 学習能力 の 形成 を促進 し た と

い うこ とを示 し て い る 。

　しか し， 1入 の 少女 は，ほ ぼ 完全 に 抽出行為を習得し

て い なが ら，多 くの か な文字 を学習 し なか っ た （No．9，
H ．S．）。 彼女は文字に あま り興味を示 さな か っ た 。 こ の

こ とは ， ま た他の 要因 ， 特に動機づ けの 要因を考慮す る

必 要があ る と い うこ と を示唆して い る二

　最後 の コ ン トロ
ー

ル テ ス トとし て，こ の プ ロ グラ ム の
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全ス ケ ジ ュ
ール を終 え た実験群 の 6 名 の 子 ど も と対 照群

の 子 ど もの うち ， か な 文字 を よ く読む 6 名 の 子 どもに 次

の 問題を課 し た Q

　A ．語 の 読み と理解 の 問題 （4 問）　　　　　　．

　　　 ク マ ，カ キ ， タ イ コ ，ア タ マ

　

　
　

　

　
50

抽
出
課

題
の

正

反
応
率

％

　B ，語を文 字積木で 構成す る問題 ・（4 問）

　　　タ ケ，ハ エ ，コ ウマ ，オ コ ダ ．

　こ れ らの テ ス ト語は ， 訓練中に教え た 12の 文字か ら構

成 され て い る が，語 そ の もの は ，実験群の 子 ど も に と っ

て，ま っ た く新し い も の で あ る。A の 意味 の 理解 は 4 つ

　　　　　　　　　 の 多肢選択法 に よ っ て 調 べ た。つ

　　　　 の 絵 の 中か ら， そ の 語 が表 わ し て

　　　　 い る絵 を選 ぶ こ と が要 求 さ れ た。

50

3e

lo

読
字
数

EIG．7 音節抽出行為 の 獲得とか な文字 の 習得 と の 関係 O）No ．16
，　 T ．W ．

　　　　（C ．A ．9 ： 10，　IQ　43） の 揚合 （実線 が抽出行為，点線が 読字数）

100

　
　
　
　
　
50

抽
出
行

為
の
正

反
応

率

FIG．8 音節抽 出行為の 獲得 とか な文字の 習得の 関係（2｝

　　　N 。。5，M ．W ．（C ．A ．8 ： 0
，
　IQ 　37） の 場合

7r

5D

3e

10

読
字

数

TABLE 　 10　 コ ン トロ ール テ ス．トの 結果

　 　 訓 　 練 　 群

B の 問題で 子 どもの 前 に 絵 と 音節

数 だ け が マ ス 目で か か れ て い る図

版 と12個 の 文字積木が お か れ，図

版 を使 っ て ，そ の 語を音節に 分け

て発音 した後 ， そ の 語を文宇積木

を使 っ て 構成する こ と が
， 要求さ

れ）C 。 もし，文 字 の 読み 方を忘れ

て い る場合 に は ， 文字 積 木 の う

らの 絵 を見 る こ と が 許 さ れ た。

TABLE 　 10 は，子 どもた ち が，最

高 2試行 で正 し く反応 で きた問題

数 が示 され て い る。

　 こ れ らの 表か ら，わ か る よ う

に ，実験群 の こ の 6 人 の 子 ど も た ち

は ， 語 の 読み と理 解 に つ い て ，また 対

照群の 子 ど も の 水準 に は 達 し て い な

い 。し か し，6 か 月前に は，実験群 の

子 どもたちは ， か な文 宇 を全 くか ，ほ

とん ど読め な か っ た とい うこ とを 考慮

に 入れ る と， こ の 表 か ら ， 彼らの 読み

の 能力は ， 確 か に進歩して ， 対照群 の

子 ど もの 水準に か なり接近 し て 来た と

い うこ と を理解す る こ とが で き る 。

討論と結論

　1）中度発達遅滞児 の 場含正 常の 幼児

．の 場合に比 べ て 音節分解 ・抽出行為を

形成 させ る た め に は，は るか に 綿密な

長期間に わ た る訓練 が必要 で あ っ た 。

　彼 らの こ の 貧弱な学習能力は，一
部

は彼 らの 協応機能の 不十分 な発達 に ，

対 　 照　 群

被　 験 　 児 M ．W ．
1
　 Y ．H ，　 M ．H ．　 T ．W ．　 H ．1。　 H．S．　 Y ∴L 　 KM ．　 MS ．　 S．A ．、N ．M ．　 H ．K

読 　 字　 数 31　　　　42　　　　68　　　　38　　　　137 41　　　 28　　　37　　　42　　　 71　　　
．
45

正 し く読め た 単語 の 数 344021 344444

正 し く読め て理解で きた単語の 数 　232 ，　 　 0o0 231444

二 試行内で 正 し く譜を構成で きた 数 233422 201444

一 10 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

天野 ： 中度精神発達 遅 滞 児 に お け る 語 の 音節構造 の 分析行 為 の 形 成 と か な 文 字 の 読 み の 教 授 ＝学 習 83

一
部 は 抽象能力 の 未発達に 関連 し て い る 。後 者 の こ と

は，彼 らの うち何人 か が，2m の 間隔 で ダ ル マ を置きな

が ら，語 の 各音節を明瞭に 発音 し なが ら，自分 で 何 の 音

を 言 っ て い るか を言 う こ と が で きな い と い う こ と に 典型

的に あ らわれ て い る。し か し ， 本実験の 中で ，言語障害

をも っ て い な い ，も し くは，そ の 矯正 を うけ た 11名 の 中

度発達遅滞児 の うち 9 名，重度 な 言語障害をもつ 8 名 の

うち 3 名は， 6 か 月に わ た る 訓練期間に ， 音節分解 ・抽

出行為 を習得す る こ と がで き た。ま た，こ の 行為を習得
』
し た 11名の うち 7 名は 急速 に か な文字 の 読み を習得 し始

め た 。 我 々 は ， 種 々 の 事情か ら，訓練を 6 か 月 で 打 ち 切

っ た が
， も し，あ と 3 か 月訓練を延 期す る こ と が で き た

ら，もっ と良 い 結果を得た こ と で あ ろ う。

　 しか し ，

“
こ の 実験か ら得 られ た事実は ， 6 − 7 歳 の 年

齢 の 低 い
， しか も 言 語 障害 を 持 っ て い る 中度発達遅滞児

で も，もし 綿密 な教育 が与 え られ た場合 に は，音節分解

・抽出行為 を習得 じ，か な文字を学習で き る 可能性があ

る と い うこ と を明瞭 に示唆 し て い る。

　2）日本語 の 単語の 音節構造 の 分祈行為を形成す る に あ

た っ て ，音声 と運 動 の 協応 を訓練す る こ との 重要性は，

か な女字 が音節文 字 で ある こ と に 関連し て い る 。 もし ，

子 ど もが語 の 音素的構造を分 析する こ とが 要求 さ れ た場

合 に は，語 の 音素 を抽出す る こ と な く， そ れ を遂行する

こ とは で きない 。し か し ， 語 の 音節構造を分析す る場合

に は，音声 に 協応 し た運動行為の 助け を か りて，感覚 一

運動的水準 で，容 易 に語 を
’
音節 に分 け る こ と が で きる 。

し か し，それ が で きて も，必 ず し も，語の 各音節を抽出・分
　 　 　 　 　 　 　 ピ

離 で きる わ け で は な い 。た し か に ，エ リ コ
ー

ニ ン ，ジ ュ ロ

ワが 指摘す る よ うに，語音 の 知覚に は ， 少 な くと も，2

つ の 水準 が存在す る 。
つ ま り， 感覚 ＝聴覚的水準 と表象

的水準 で あ る。年齢 の 低 い 発 達遅滞児 の 多 くは，／ク マ ／

と ／ウマ ／ の コ トバ の 意味 の 違 い を聴 い た だ け で 理解で

き る。しか し，前者魁 ／ク ／ と ／マ ん 後者が ／ウ／ と

／マ ／ の 2 つ の 音 か らな っ て い る こ と は理 解 で き な い 。

とい う意味 で ，彼らの 語音の知覚 は，感覚 ・聴覚的水準

な の だ 。発達遅滞児が 音節分解 ・抽出行為 を 学習す る こ

とが 困難な の は，協応機能，抽象機能，ま た 部分的 に 構

音機能 の 不十分な発達の ため ， 語 の 音節を抽象す る こ と

が で き な い 点 に あ る。こ の 実験で は ， 最初 ， 音声 に協応

した運動行為 の 助けをか り， 音節分解 と構音 の 訓練 を行

っ た 後，藷 の 音節 問 の 休止 間 隔 を 漸 次 的 に 長 くす る とい

う特殊 な方法 を利用 し て，彼 らが 語 の 音的側面 に注意を

向 け，音節を抽象しやす くな る よ うに し た。こ の 教育プ

ロ

「
グラ ム とそ れ に反 映 され た仮 説 の 有効性 は，本実験 で

ある 程度確か め る こ と が で きた。しか し，こ の 方法 と仮

説 が，理 論的 ，実践的 に完全で あ る こ
’
とを 実 証 す るた め

』
に は，よ り詳細 な実験的研究 が必 要 で あ る。

　 付記 ：実験 に お い て ，都 立 王 子 養護学校，八 王 子 養護

学校，東京教育大学附属大塚養護学校 の 諸先生 ， な らび

に ， 新井邦二 郎 ， 三 宅ひ ろ子 ，中村和夫，広重 佳治氏 ら

の 協力 を得 た。記 して感謝 の 意 を表 しま す。
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CHARACTERS  IN MODERATELY  MENTALLY  RETARDED  CHILDREN
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                                                    tt                                               '                                                                             '

                                          Kiyoshi Amano                                                     '  '                                                     tt                                                       '
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     . Thepurpose  of  the presentstudy  wasto  examine  

'
 only  niake a  child  sebarate  words  more  p}ecisely,

    the  method  and  the possibility  of  tea'ching  moderately  but alSo  cause  him  
'to

 pgy  voluntary  ,attention, to

     nientatly retarded  (MR> chilar'en･  to 
'read

 Japanese the syllabie  corpponents  of  words.  
'
 

"

 /
     syllabic  charactetis  (Kanamoji) throttgh  ,the .io'rma- 

'
 Experiment 2;  Bassed on  these  facts and  hype-

. 
tion  of  the  act  of  analyzing  tbe  syllqbic  structure  thesis, the  fol,lowing 4 steps  training  pTogram  was

                                                           .t
     of  words  (ASSW), . 

'
 

'...･
 

'
 constructed  for moderately  MR  children  in prePar-

        In experiment  1, which  aimed  at  ascertaining  ation  to the'formation  of the  act  ef'ASSW.  1) A                   '
    thg development of  coordination  and  its'relation to , 

'child
 learns to separate'  the  words  into syllables,

    the  acquisition  of  the  act,of  ASSW,  the foll.owlng' clapping  hi's hands, 2)･ He  learns to separate  the

    tasks were given  to 6 to 12-year-oldlmodeiately  ･ words  into'syllables, jumping into cireles  one  after

    MR.and  3-4  year-old normal  children,  Tasks: 1)a another,'3)  He'learns to syllabify  the w6rds,  putting

    reading  test'of.kapa-moji,  2) an  articulation  test, smal!  wooden  dolls on  bases placed at  10cm  inter-

    3) the  task  of  a;q'culating  and  sep'arat,ipg  words  into vals,  .pronQuncing one  syllable  for.eaQh. doll, Then
    syllables, 4) the task of clapping  hands rhythmically  the ihtervals are  rnade  gradually longer; 30em,  

'50

    c6ordinating  witha  series  of- pulses, 5) the  tasks  of  cm,  lm,  2m, Then  he learns, to abst-ruct'the  first

    
'moving

 hands  in reciprocal  coordinatidri,  6) the  and/or  last syllable  of  wo;ds.  4)  He  leat'ns to c6n-

    tasks  of  pronouneing  
'syllab]es

 of  given･･wprds  
'one

 struct  a  word,  putting nymal] woodenkanaTblocks,one

    at  a'time  in sequence  at  intervals oi  O.,3,. 1･.O and  , at a tirpe on  the  same  chaiacters.below  the pictpre

    2,Osec. .. . ･.
 of  the  word,  pronuneing  the  syll,4.ble..  .

    .. As results,  the  fp]loiving facts were  ascertainea:  Ahd  3 steps  training  

'Program
 
'was

 prepated  to

     1) MR  6hildren]s 
'insuMcient

 ability  of  ASSW  pro-  
'
 teach  them  to read  and  cgnstruct  wordts  in Kanamoji.

    ved  te be related  to poer  cpDrdinate  fupction a'nd  ,According to these  programs,  nineteen'moderately

    artieulatory  

'disoTders.
 2) Although  even.a  child  with  MR  school'child;en  from  6 to 12  years old,  who  had

    extremely  poor  coordinate  function and  with  severe  no  knowledge of  kana-moji and  had not  yet acquired

    disorder in articulation  was  f6und  to be  able  to 
'
 the act  of  ASSW,  wexe'  trained,indiVidually andlor.

   , articulate  sylltibles  oi  a  word  in sequence  coresPon-  
･/
 in small  groUps. .

    di4g one  to one  to hand claps,  as  Jop.gas the  
''
 As  a  result,  most  MR  children  (9 out  of.11)

  
'
 syllabie  structure  of the word  was  simp]e  such  as  with  no  deficiency in speeoh  proved  to･be  able  to

    mama,  papq, momo  (a peaeh)  3) Children  .who had  learn the act  of  ASSW.  And  as  for children  with
    not  acquired  the  act  of  ASSW,  proved  to be unable  severe･  speech  ,ddficiency, 3 out  of  8 children'  had
    to pronounce  eaeh  sy'llable,Di  the  words  aloud  in acquired  this act  .in training  period. Out  of  11

    sequence  at  longer'interval (2,Osec,) without  the  children  who  acquiredi'  the  act  of  ASSW,  ･eight

    help ･Qf, vocal:coordinating  motor  acts.  4) The  main  uriderwent  the  training  of  Kanamoji.  As  a  resul.t,

    ,determinant of dficulty of the  tasks  of  separating  

'rnost
 of  tliem  (7 out  of  8) showed  rapia  progress

    a  word  into syllables,  was  found t6 be the  Iength 
'
 in learning to read  Karramoji. These  experiments'                                                    t tt
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