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言語 音に 対応す る文字 を書 く過程の 分 析

一 2 音節語 に 関 し て ．一一

若　林 　節 　了
・

ゴヒ　原　　美殖鴻子
＊

問　　題

　学齢 に達 して も， 音声 に よ る 言譜行勸が成立 しな い 子

ど もの 場合，音声以 外 の 分化 し た 信号系 を獲得 して い な

い 限 凱 　嵩薔行動とみ な し得 る行動 は成立 し難 い 。 音声

に よ る 発儁行動 を速 か に形成 し得な い 子 ど もが ， 形態と

して の 文宇を習得 し た 易合，どの よ うな 過 程 を経 て，文

字 に よる 信号 系 の 慕礎 を形成する か，ま た そ の 形成に 関

与する条件は何 か を分析す る 。

予備調蓋

　被験児 （N ．）につ い て （S．39．6．21 生）

　（1＞生育 歴

　N ．は 当時 ， 都立 の 養護学校 （精神薄弱教膏）小 ft｝／
’
t部 6

年在学中 の 男児 （12才） で あ る 。 家族歴 に 異 常 は 認 め ら

れ な い 。 健康な両親 の 第 1 子と して 約 1か 刀早 く生 ま れ ，

出生時 に 仮死状態は な く， 黄疸 も普通 で あ っ た 。 撫後 3

か 月目に肺 炎に か か り 1 週間 の 高熱後発育 が お くれ が ち

で あ っ た 。始歩3 才， 排泄肖立 は 4 才頃 で ある m

　WPPSI を 実施 した 結果 s 言語性検i査は 評価イく能 で あ

り，動作性検査は，年齢 が 超過 して い る た め 4 才で 評価

して 98で あ る 。また ITPA の 下位検査項 目の うち 「こ と

ばの 理解」 は 8 才 7月，「絵の 理解」は 2 才 6 月，「絵 の

類推」 は 5 才 3刀 で あ る 。WPPSI と ITPA の 検査 は い

ず れ も実験終了後 に 実施 され た 。

　（2）発音 に つ い て

　N ，の 発音 は未発達 で あ る が，全 くこ とば を発 し な い

わ け で は な く，は じ め て 接触 した時は パ パ
，

マ マ ，ハ イ

を含め数語 で あ っ た 。 そ の 後，あ い ま い な模倣音 が 出せ

る た め，そ れ を利用 して くり返 し発音練習を し ， 20語以

上 に 増加 し た 。 こ の 中に は，不 明瞭 な発音 も含まれ る が ，

N ．が あ る 語 に 対 し て 常に 同一
の 発音を し て お り，それ

らし く聞こ え る場合 は こ れ に含 め た 。更に上 記 の 単語に

関 して絵カードと文字 カ
ー

ドの 結び つ き を学習す る 際，

＊　朿京 那神経科学総合研究班

文字 の 読み の 学習 を させ た た め い くつ か の 文字（1 音節）

が発音で き る よ うに な っ た （ア，エ ，オ ， サ，シ，ス ，

ナ ， ノ ，
マ

， モ ， り， ン ，た だ し筆者 らが当該音と同定

で き る も の ）。

　（3）音声 の 受容 に つ い て

　 1音節 に 開 して は，任意に 選 ん だ ／0の 文字板の 中か ら，

刺激と して 呈 示 された 音声 と対応す る 文宇板 を選択 させ

た結 果，ケ，へ ，ホ を除 き，可能で あ っ た 。2 音節の 単

語 （を1詞）に 関 し て 実験 に 用い られ た もの は す べ て 対応

す る 絵 カ
ー

ドと結びつ け る こ とが で き る。

　（4）書宇 に つ い て

　N ．は 図形模写 に 関 して い くつ か の 聞題 を提供す る 。

t と えば，見本と して 呈示 された図形に関 して，数本 の

直線 の 組 合せ の 揚合 で も見本 と同定で きる 図形が模写 で

きな い 。こ の 問題 に つ い て の 詳細 は こ こ で は触 れ な い が，

以 ヒの 事実 よ り，平仮名文掌の 中 か らN ．に と っ て 比較

的容易 と思 わ れ る もの を任意 に 選 ん で くり返 し書字 を学

習させ た 。そ の 結果，実験開始 ま で に 実験 に 周 い られ る

文宇 に つ い て は そ れ と岡定 で きる程度 に は番け る よ うに

な っ た 。 た だ し確実性 は あ ま り高 くない た め，常に 強化

し て お くこ とが必 要な状態 で あ っ た。も し強化 を し な け

れ ば，当該文字 に 必要 な構成要素 と して の 直線 の
一

部分

が 欠落 した り， 誤 りの 位置 に書か れ た りす る こ とがある e

と こ ろ で 以 上 の よ うに 書宇 が 可能 に な っ た もの に関 し て ，

音声 （1 音節） で 呈 示 され れ ば，そ れ に該当す る文字 を

書くこ とが で きる よ うに学習 させ，可能 に な っ た 。こ れ

らは 特 に 実験 に用 い られ る もの を 中心 に なされ て い る。

ま た，実験開始 ま で に ，実験 に用 い られ る 項 目に 関し て，
2 音節の 音声 に 対 し て 文字 で 反応す る と い う学習 は 意図

的 に 与 え られ て い な い 。

実験　亘

　目　　的

　すで に 述 べ た よ うに N ．は呈 示 され た 音声 に 対 して ，

そ れ に対応 した絵 カ
ー

ドを結びつ ける こ とがで きる 。 つ

ま り2 音節以．−Lの 音韻パ ターン を他 の 音韻 パ ターン か ら
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区別 で き，し か も絵 カ
ードとの 対応関係が成立 し て い る

と い え る 。ま た N ．は 塁 示 され た 1 音節の 音声 に対 し て

それ に対応す る 1 文字を書くこ とが で き る （実験 に用 い

られ る も の に閖し て ）。話 し こ とばが未発達 で し か も早

急 に 発音 が 可能 に な らな い N ．に と っ て，文掌信 培系 の

某礎 と して 2 音節 の 音韻パ タ
ー

ン を どの 楳度文宇で 構成

で き るか を調 べ る。そ の た め に 2音節の 音声を昆 示 し，

そ れ に 対 応 した 文 字 を書 くこ と に よ っ て 反 応 させ る 。

　 方 　 　法

　 刺激材料　 1 リス トは 12項目 よ り成立 っ て い る 。

リス ト τ／ア ナ／，／．イカ〆，／マ リ／，／コ マ 〆，！リ ス ／，／ア

　　　　リ／，／ノ リ／，／サ オ ／，／カ オ ／，！ハ コ ／．／ア ＋

　　　　／，、

／
ス シ ／

リス ト π／ニ ク／，ノハ ト／，／モ チ ／，／カ ニ ／，／ク リ！，／ハ

　　　　チ ／，／ヤ マ 1，／ク マ ／，／ツ エ ／，／ツ ん
！
，／イ ケ／，

　　　　／イ ト1

リス ト Uげカ イみ ／ク サん ／：r．キ ／，1カ キ ろ ／エ リみ／ツ

　　　　キ ／， ／ク チ／，／イ ヌ1，／ナ シ ／，／ツ ナ ！，ノ

／
クモ ／，

　　　　ル・リ／

列挙 した リ ス ト内に お け る各項 口は 会話音 （50
−−60dB ）

で 口頭 で呈示 され た 音声 で あ る 。

　手続

　 リ ス ト内の 各項 日 を音声で 2 回 ず つ 呈示す る 。
N ．は

そ の 直後に そ れ に対応 した 文字 を書 く 。 用 紙 は 30 × 30

（mm ）の 大きさの 止 方形が 縦 に 4 個 印刷 され て い る 。リ

ス トは 1， 1，Il［の 順 に 与 え られ る が 1 日 1 リス トで あ

る。

　 結 果 及 び考察

　正 反応 は ， リス ト 1で は
“
の グ ，リス ト 「1で は

“
くま

”

で あ D ， リス ト］fiは 全 く不可能 で あ っ た 。 誤 りに 関す る

結果は TABLE 　1 ， 2 ， 3 に 示 され て い る 。以 上 よ り各

1 音節 で 呈 示 され た音声に 対 し て 文宇で 反応 で き る こ と

は直ち に 2 音節 の 音声に対応 し た文字反応 が で きる こ と

を意味 し な い こ とが明 らか に な っ た 。 刺激 と し て 塁 示 さ

れ た 2 音節 の 音声 が 受信 され て い る こ と は，絵 カ
ードに

対す る反応が成立す る こ と か ら明 らか で あ る。従 って ，

こ こ で 反応す る 側の 反応様式 の 差異が 問題 と な って くる 。

そ こ で ， N ．は 音声 と絵 カードと文字 カ
ー一

ドに 関 し て，

どの よ う な刺激 と 反 応 様式 の 組合 せ の 場合 に反応が可能

か，ま た困難 か を調査する 。

実験 A−（a）

　 目　　的

絵 カ
ードと文字 カ ードと の 対応 関係 が 成 立 して い る か

ど うか を調査す る 。

　方　　法

　 （i）絵 カ
ードを呈示 し て ，机 の 上 に な らべ られ た 12枚

の 文字 カ ードの 中か ら， そ れ に 対応す る 文字 カ
ー

ドを選

択 す る。

　 （ii）絵 カ
ー

ドと文 宇 カ
ー

ドを逆 に し て 〔i＞と同様 の こ と

を行 う。

　各 リス トに 関 し
’
C，異 な る H に 2 試行を行 う 。 その 項

門 を， 2 試行 と も正 反応 の 場合に正 反応 とみ な す 。

　 結 　 　 果

　 こ の 結果 と実験 1 の 結果 とに 共通 した 正 反応 の 項 目は

“

くま
”
の み で ある ．FIG ．1 に示 す。

実験 　亙一（b）

　 目　　的

　呈 示 され た 2音節の 音声に対 して，対応す る文宇 カ
ー

ドを結 び つ け る こ とが で き る か ど うか を調 べ る 。

　 方 　 　法

　会話音 （50　eie　dB ）の 大 きさの 音声 を口頭で 1項目ず

つ 呈 示 し，各々 に 対応す る 文宇 カ
ードを机 の 上 に な らべ

られ た 12枚の 文宇 カ
ード群 の 巾か ら選択 させ る 。各 リス

トに 関 し て ， 異な る 口に 2 試行を行 い ，と もに 正 反応 の

場合 に は そ の 項 冂 を正 反応 とみ な す 。

　結　　果

　正 反応 を FIG ．1 に 示す 。 こ の 結果 と実験 1の 結果 と

に 共通 した 正 反 応 の 項 日 は
“
の り

”tt

くま
”
で あ る 。

実験 亘
一
（c）

　 目　　的

　哭験 1で 用 い られ た 項 目 の 絵 カードに 対 し て N ．が ど

の よ うに 音声反応をす るか を調査す る 。

　 方 　 　法

　 1枚 ず つ 絵 カードを呈 示 し，音声 で 反応 さ せ る 。N ．

は 明瞭 に 発音す る こ とが困難で あ るの で，今 よ で の N ，

の 貯声反応 を評価 の 基準 と し，あ る項 目 に対 して 常 に 同

一の 不 明 瞭 な 発音 を して お り，筆者 らが それ と同定 で き

る もの を正 反応 とす る。

　結　　果

　 ri
．
i反応をFエG ．1 に 示 す 。こ の 結果 と実験 1 の 結果 とに

共 通 し た 正 反 応 の 項 目は
“
の り

”
で あ る。

霙験 ｝ （d）

　目　　的

実験 1で 用 い られ た項 tiの 文字 カ
ードに 対 し て N．が

どの よ うに 音声反 応 をす る か を調査す る 。

方　　法

　⊥枚ずつ 文字 カードを呈 示 す る以 外 は すべ て 実験 1《 c ）
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と同様で あ る。

結 　 　 果

リ ス トII二 も ち，か に ，（ま

リ ス、トIII
「

い ぬ

町 G ，旦 実験 卜 （a ）〜（の　に お ける 正反応

・
に

TABLE 且 リス ト 1 に関す る 諸反応

　正反応を FIG ．1 に 示す 。 こ こ で も
“
の り

”
の み が実験

1の 正 反応 との 共通項目で あ る。

　以 上 よ り次 の こ と が い え る。実験 1で 文字 で 反応 で き

た
“
の り

”
，
’‘
くま

”
に 関 して ， 前者は，音声反応 は で きる

が絵 カードと文字カードの 結びつ きは で きて い ない の に

対 し，後者は そ の 逆で あ る。
“

の り
”

に 関 し て は，自分 の

名前 を
“
ノ

IJ オ
”
と言 い

， 文字で書 くこ と もで き る と い う

事実 を考慮す る 必要が ある。呈示 され た音声 に 対 し て 文

字 で 反 応 で き る た め に必 要 な 条件をさぐる た め ，   絵 カ

ードと文 宇 カ
ードと の 結 び つ き，お よ び   絵 カ

ードに対

す る音声反応 （不明瞭 で も特定 の 声 で あれ ば 1の を強化

し，そ の 効果 を調 べ る e

実験　殖

　 目　　的

　  絵 カ
ー ドと 文宇 カ

ードの 結び つ き を形成す る 学羽を

課する 。  絵 カ
ードに対 し て，N．が特定 の 音声 （不明瞭

で も可）で 反応 で き る よ うに音声 の 模倣を学習させ る。

  以上 の よ うな 学習 に よ っ て ， 実験 丁で の 音声に対応す

る文 字反応 （構成） が形成 さ れ る可能性を検討す る 。

　方　　法

　刺激材料

　（i）学習材料　実験 1の リス トに 関す る 絵 カード， 文字

カード，
TABLE 　1

　（ii）検査材料　各項 目の 音声 （会話音，
冂頭 ）

　手　　続

　（a）学習条件

　（i）， （ii）， （iii）の 順に 学習が 課 せ られ る。

d

さ

か

り

ま

し

す

り

り

お

お

こ

な

ス

あ

い

ま

こ

す

り

あ

の

さ

か

は

あ

り
．

欝 反唯嬲蓐
至

璧
文

耐｝攤懿
○

○
．
000000bbcb

○

、
ノ

r」、

OO

○

○

○

○

OOO

　　 14
　　　 7　 1

h￥
¢

dbCCdOdddd

8

○ ： 正 反応
a ： 逆転文宇反応

c ： 無関係な 文 字 反 応

＊ ； 文宇 の 部分的誤 り

1

b ：
一

文字の み 正 し い 文字反応

d ： 無反応

　（i）机 の 上 に 12 枚 の 絵 カードを な らべ る。次 に 文 字 力

コ ドを 1 枚ずつ 呈 示 し，各 々 に対応す る 絵 カ
ー

ドを指示

させ る。

　（ii）机の 上 に ユ2 枚の 文字 カ
ー

ドをな らべ ，次 に 絵 カ
ー

ドを ！枚ずつ 畢 示 し て そ れ に 対応す る 文字 カ
ー

ドを指示

させ る。

　（iii）絵カードを 1枚ずつ 呈示 し，そ れ に対応す る音声

で 反応 させ る 。

　誤 りの 繊合は 正 答を教示す る 。特 に （iii）で も し不可能

な場合は笑験者が音声を呈示 し模倣 させ る。学習規準は、

（1）， （ii）に つ い て は リス 1・玉の 12項 口の うち ／l項目以上
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TABLE 　2 リス ト llに関する 諸反応

・・ 洲 文叛 応1篷糯
到

匿声 反 応 」韈
倣

に

は

も

か

く

は

や

く

つ

つ

い

い

く

と

ち

に

り

ち

ま

ま

え

の

け

と

　

　

お

　

　

　

　

　

ギ

○

○

OOOOcOOObc

昔
μ

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

bb

、
DCCCcOcCC

9 11

○ ，
＊

，
a 〜dは TABIE 　1 に準ずる

4

C

．

−

が 3 試行連続正 反応 とす
ー
る。ま た （iii）に つ い て は各項日，

3試行連続正 反応 とす る こ と は上記 と同様で あ る 。 た だ

しN ，は 音声を発す る こ とが困難 な た め，学習結呆 に応 じ

て ， 11項 目成立 を特たずに打ち切 りの 時期 を 決定す る こ

とも是 とす る 。 （i）， （ii）， （iii）に関 して，原則 と して 10

1 セ シ ョ ン で あ る （例外 と し て 1 口 2 セ シ ョ ン行 う場合

は ， 1 時問 σ）学習時間 の 最初 と最後 とす る）。
＊ N ．の 学

習状況を考慮 し ， （i）， （ii）， （iii）の 順に行 うが，同 日に （i）

と （ii）を学習 させ る こ とが あ る 。

　（b験 査条件

　上記 の 学習条件が学習規準 に到達 し た 後，実験 1 と同

様 の や P方 で 行 う。

　結　　果

　学習条件 を満足させ た 項 目， （i），  に関 して の み 学

習規準に達 し た項目お よび 正 反 応 の 項 目 は，TABLE 　1

に 示 され る、誤反応 の 項目に 関 して は，誤反応 を 4 つ の

タ イ プ に分 類 し，TABLE 　1 の 正 反応 の 欄内 に示 した （た

だ し
“
の り

”
は 実験 1で も正 答〉。以上 の 結果 よ り，学習

条件がすべ て満た され て い る項 目に つ い て は ， す べ て 音

声に対応 し て 文字で 反 応 （書字）す る こ とがで きる こ と

が わ か る （4 項目す べ て ）。ま た 絵 カ
ードと文字 カ

ー
ド

の 結 び つ きの みが 可能な項目の うち 4／7（0．57）が正 瞥 し

て い る 。 こ の こ と は音声に対す る 文字反 応 （構成）を直

接学習 させ な くて も，こ の よ うな 絵 カ
ードと文字 カ

ード

の 結 び つ き を 学 習 す る こ と に よ っ て 音声に 対応 す る 文字

＊ 　 1 セ シ ョ ン は ，各頂 目に つ き 1試行 ， 合計 12 試行 か ら成

　 る 。

が 書 け る よ うに な る 可 能性 を示 唆 して い る とい える 。 ま

た本実験 の 学習期間中に，呈示 した 音声に対応 して 文字

カ
ー

ドを選択させ た結果，す べ て の 項 目に関 して 正 反応

で あ っ た。反応 様式 が 文字 で あ る とい うこ とが 困難を導

い て い る と は い え な い で あ ろ う。 本実験 で は呈示 され た

絵カードに 対応 す る音声反応 が，音声 に対 する文宇反応

に ど の よ うな効果を与 え て い る か 明 らか に で き な い の で ，

学習条件に 関 して 更 に 分析が必要 となる 。

実1験　9fiff

　 目　 　 的

　絵 カードに対応 す る音声反 応 は で き な い が，絵 カ
ード

と文宇 カードの 結びつ きが確立 して い て ， 音声に対応 し

た 文字反応 が で きる もの が 4 項 目あ っ た 。 そ こ で 絵カー

ドと文字 カ
ードの 結び つ きの み を強化 し，絵 カ

ードに 対

する 音声反応の 強化は行わ ない 学習条件 を用い る 。 そ し

て こ の 学再 で上記 の 結び つ きが 形成され た場合 に ， 呈示

され た音声 に 対応す る 文宇反応 （文宇 の 構成）を導 くこ

とが で きる か ど うか を調 べ る こ とに よ っ て ，絵 カードと

文宇 カー
ドの 結 び つ きの 効果 を検討す る 。

　方　　法

　刺激材料　実験 1 の リ ス 1・1［，TABLE2 参照

　手　　続

　学習条件 と し て 実験 亅1の （i）， （ii）を用 い ， 学霄規準 も

こ れ に 則 る 。こ の 規準 に 到達 した 後実．験 1 と 同様 の 手続

で 文字反 応 （書字） をや らせ る 。

　結　　果

　学習条件を満足 させ た 項 目お よ び 正 反 応 の 項 日 は

TABLE 　2 の 実験 1Hに示 され る。誤 反応 の 項 目 に 関 し て

は，実験 H と同様に 分類 し，正反応 の 欄 内 に 示 し た 。

“

もち
”
，
“
は ち

”
に 関 して は

“
ち
”
と書 い た こ とが 明 らか で

あ る よ うな形態的な誤 りをお か して い る 。こ の 時期に N

は，／チノに 対 し て 同様 の 形態的 な誤 りに 固執 し て お 1），

本実験 の 主旨で ある音声 に対応す る文字 の 構成 と い う観

点か ら む し ろ正 答 と した方が妥当 と思 われ る 。す で に述

べ た よ うに，N ．の ／ 音節 に関す る書字反応 に確実性 が

低 い こ と も こ の 判断 の
一一

因 と な っ て い る 。 学習条件を満

た し た項 国の うち 9／ll（O．82＞が 正 答 で あ る 。 従 っ て こ

の 結果 は 本学習条件が，呈示 された 音声 に 対応す る 文字

反応 に効果 を及 ぼ して い る こ と を示 して い る 。 と こ ろ で ，

実験 H に お い て ，絵 か
一ドと文字 カ

ード と の 結 び つ きが

形成 で き る と同時 に ， 絵 カ
ー

ドに 対応す る 音声反応が で

き る全項 目が，文宇の 正 反応 を あ らわ して い る が，前者

の 結 び つ きだけで は ・t／7 しか 正反応があ らわ れ て い な い 。

こ の 結果 と本実験 の 結果 とか な りの 差 が あ る た め，本実

一 24 一
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験の 各項目が宇習期門中に，絵カードに対応す る着声を

習彳寸 した ）1 ど うか を夫験直後 に調 べ た 。TABLE 　2 に示

す 通 D，キア条件 を 裲 足 し た 項 目 の うち 4 項 F［に お い て，

正 の 音声反応があ っ た 。
N ．の 発音 に は 音 の 歪み が 含 ま

れ る の で
、 ．が 自発的 に， しか も常 に 同

一
音 と して 発声

し て い る と筆音 らが判 断 し た もの を正 の 音声反 応 と認 め

た 。こ れ 1

フ 4 摂 口は すべ て ⊥．の 文字反応 を示 し て お り

（TABLE 　2 ），実験 n の 結果 に
一致 して い る 。 こ の 4 項

口を除 い た もの を・卜衷 験 の 紀果 と し て と り あげた易 合 に

は ，5／7 （O，　7／）と な る 。こ の 結果 よ り，本学 」1条作 は 当

該文字反応 に か なりの 功果 包 もつ て い る とい え る。ま た

本大験 の 筑耳期間中に 呈示 し た 音戸 に 文」応 し た 文亭 カ
ー

ドを選択 させ た 結果すべ て の 馴 ：［に 関 し て 止 反 応 で あ っ

た 。 従 っ て 誤答 の 項 目もカ
ー

ド選択 とい う反応様式 で は

文字 に反応 で き る こ とがわ か る 。

実験 　亘v

　 目　 　 的

　呈 示 され rC 絵 カー，vC 対応 した 音声 を 芋習 させ る こ と

が ， 毛声 ｝」対応 した丿ぐ字反応 の 翫現 に ど の よ うな効果 を

もつ か を検討す る 。 Il扣寺に こ の キ ［イ過程で ，絵 カ
ー

ドと

文字 カ ードとの 結 び つ き を強化 せ ず に，こ れ らの 結 び つ

き の 負 の 効果 をも調 べ る。

　力　　法

　刺激材料　実験 1 の リ ス 1・IT「，　 TABLE 　3 参 lK、

　手　 　続

　学だ条件は次の 通
1
）で あ る 、N ．の 眼前に 1 枚ず つ 絵

カードを 呈 示 し，そ れ に 対応 し た 音戸 で 反応 させ る 。不

能の 揚合 に は 敦示 し ， 恨倣させ る 。 学習規準 は各項［13

試行連綻正 反応 とす る 。た だ し， N ．は 音声系 で 反 応 す

る こ とが困 譲 で あ るた め，γ習絃果 に 応 じ て 適当に 打 ち

切る。学習条件が 規色 こ到達 し た後 ， 失衰 ｝と同様 の 手

続で 反 応 させ る （リ ス ト lllの す べ て の 項 lD。

　結 　　果

　与習 乗件 を満足 させ た 項 目お よび 正 反 応 の 項 口 は

TABLE 　3 に 示 さ れ る 。卍≒反 岱 の 項 目に 関 して は，今ま

で と同様 の ノ｝類 に 従 っ て 正 反応の 欄内に 示 した 。い ずれ

の 項口に つ い て も正 反応が な か っ た v 牛占
1
規準に 達 し た

4 項口に 関 し て も正 反応 が な か っ た こ とは，名
鹽
戸反応 が

効果 をもた ら さな か っ た こ と を示 し て い る 。 ま た，こ の

実版 の 学習過程 に お い て，実験以 前 に
’
可能で あ った 1 項

目 を 除 い て，絵 カ ードと文 争 カードの 結 び つ きは金 く形

成されなか っ た o こ の 結果は，音声反応 の 形成 の 成 否 に

か か わ らY こ び）両者の 結び つ き力 形成 され な けれ ば 孕 亅
’

され た 音声 に 対応する文字反応力 「∫能 で な い とい う根拠

に な る。

　ま た，誤反応 に 関 し て は， b の 葺、り は 3／12（O．25）し

か あ らわ れ ず，他は c，d の 誤 りに 含まれ る 。 こ の 結果 は ，

こ の 学習条件 に お け る文
’
It反応がい か に 困難で あ る か を

示 して い る 。

実験鷺 ，置ll，亙V の 考察

　今 まで の 夫験結果 を ま とめ て FIG 、2 に 示す。こ の 図 よ

り 次の こ とがわ か る 。（i＞音六反応 お よび 絵 カ
ー

ド・文字

カ
ー

ド結合が と もに形戊 され て い る群で は 明 らか に 文字

反応 が 可 ll己で あ る （AB 群）。（ii）絵 カード・文宇 カ
ード結

合が 形成 され て い る 群 で は，群 の 約 80％ が 文宇反応 が

［1∫能で あ る （A 群）。 （iii）音声反応 の みが形成 さ れ た群

で は 文宇反応 が 困！l！で あ る （B 群）。以上は 各実験条件に

お い て キ 習規準 に 到達 し た 項目 に 関す る結果 で あ る 。 し

tg”
ABLE 　 3 リス ト］1［に 聞す る 諸反応

塑 ・ 文
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FIG ．3 各学習結果 に お ける文宇反 応

TABLE 　4 文字反応 と学習結果 との 関係

「文懲 応 舗継
到

60 ％ の 項 R に お い て 文 宇反応 が 可能で あ っ

た。従 っ て こ の 条件 だ けで は 確実 に文字反

能 を形成す る こ とに は な り得 な い こ とが わ

か る。しか し文字反応 が可 能 な項 目は すべ

て 少 な くと もこ の 絵 カードと文 宇 カードの

結びつ きが 可能で ある こ と もわ か っ て い る 。
次 に AB 群 が 十分条件で あ る こ との 意昧 を

検討 す るた め に AB 群に 内在す る 条件 を意

図的 に 操作す るた め の 実験が 必 要に な っ て

くる。

実 験　v

リス ト

お

ふ

ほ

と

む

わ

ま

さ

か

ほ

ふ

う

「

に

ろ

ん

ら

し

に

め

ら

め

し

ね

み
…

　
お

　

　

ホ

○

OOQO

、ノ
r
、

＊C
）
〆
」

○

○

○

OC

OCO

　　　　　　　○　　　　 ○

　　　　　　　 ○ 　　　　 O
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 I

　　計　　　 ユ0　 旨　 10

0 ，　＊ ，は TABLE 　1 に準ず る

か し実験 揃の 学習過 程 にお い て ， 音声反応が 学習され た

4 項目 〔（i）に 相当〕，実験 1［の 学習過 程で ，絵 カ ード ・

文字 カ ード結合の み が 形成 された 4 項 目〔（ii）に相当〕が

あ り， ま た 全 く学習 され な か っ た項日 もあ る 。 実験を終

了 した時点で N ，の 習得 し た条件 に従 っ て 上記 の （i），  ，

（iii）に （iv）全 く実 験 条件 を習得 し な か っ た 群 （N 群） を

加 え て 分類 した結果 を FIG．3 に示す。

　FIG ．3 よ り （i）B 群，　 N群 は，呈示 された音声 に 対応

す る 文字反応が困難で あ る。こ れ らの結果 は ， 1音節の

音声 に 対す る 文字反応 が で き る こ とだ け で は ， 2 音節語

の 音声 に 対応 し た 文字反応 は不 可 能で あ る とい うこ とを

示 し て い る 。（ii）AB 群 に含 まれ るす べ て の 項 日に 関 し て ，

文字反応 が可能で あ ），こ れ は 文字反応 を形成す る ため

の 十分条件で ある と考 え る こ とが で きる。（iii）A 群 で は

目　　的

　絵 カードと文宇 カ
ー

ドと の 結 び つ き を学習す る過程 に

各 々 の 文 字に 対 して 音声反応を挿入す る とい う学習条件

を 1 つ の 分析条件として設定 す る uN ．は 自発的な音声

を発す る こ とに 困難 を伴 な うた め，音声反応 が で き な い

揚合 に は 教 示 し模 倣 させ る方法をと る 。反応 され た音声

が音声学 的 に 正 し い か ど うか は 不 問 とす る 。 こ こ で は各

文字 と各音声との 1 ： 1対応 を強調する こ と を学習 の 目

的 とす る 。 そ し て こ の よ うな学習 が N ．の 文宇反応 に 正

の 効果 を もた らすか ど うか を検 討 す る 。

　 方　　法

　刺激材料　お に，ふ ろ，ほ ん ， と ら，む し，わ に，ま

め，さ ら，か め，ほ し，ふ ね，うみ ，

　 手　　続

　学羽は 次 の よ うに 行われ る 。 机 の 上に エ2枚の 絵カード

をな らべ る 。 次 に 文字 カードを 1枚ず っ 呈示す る 。文字

カ
ー

ドは 1 文字ずつ 揣示 し な が ら発音させ ， で きない 場

合に は 工文字ず っ 教示 しそれ を模倣 させ る。そ の 後で そ

れ に対応す る 絵 カ
ー

ドを選 択 させ る 。 更 に 揚面 を か え て

絵 カ
ー

ドを 1 枚ずつ 呈 示 し机 の 上 に な らべ られ た 文字 カ

ー
ドか ら対応 し た カードを選 択 させ る。1 旧 1、セ シ ョ ン

で あ り，各 セ シ ョ ン は 12試行 で あ る （1 項目 1 試行）。

学習規準は 12項目の うち10項目が 3 回連続正反 応 と す る。
学習親準に達した 後今まで と同様 の や り方で 学習規準 に

達 し た 10項 目 につ い て 文 字反 応させ る 。

　 結 果及び考察

　結果 をFエG ．3 に 示す。音声に 対応 して 文字反応で きた

項口は 7 項 口，正 反 応 に 該当す る項 月は 3 項 口 （2 音節

日 の 文 字 の 点 の 部分 が欠落 し て い る誤 りで あ り，N．の 特

徴 で ある 不確実性 か ら くる文宇の 形態の 誤 りと考える こ

とが で き る）。 以上 の 結果 は音声 に対応 し て 文字で 反応

す る とい う観点 で の 学習効果 を示 し て い る と い え る 。 ま

た実鹸後に絵 カー
ドに対 し て それ らし く音声反応で きた
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の は 69 ．t1で あ っ た （  b に ， と ら， む し， さ ら，ふ ね，

うみ
”

で あ っ た）。こ れ ら 6項 目に 関 し て は，結果的 に

AB 群 に 含 まれ ， 今 まで と同様 の 結果 を示 し て い る。し

か し残 りの 4 損 田 一お い て文 字反応がすべ て 可能 で あ っ

た こ とは，今ま で 聞遉 に して きた 絵 カ
ー

ドに 対応す る音

声反応が ， 乂 芋反応 と い う視点て 夷険V に お い て ｛顧 趣

れ た着戸 反 応 と類似した機鮨 を は た す可能 1巨を示唆 し て

い る 。つ 弖 り各文子 を発广た＿功 と と もに 受信す る こ とは，

その 発声内容の ：ll 否 〔音声学的観点に お い て ） に か か わ

Clず重 要 な要因で あ っ た と考 える こ とが で き る 。 こ の 場

A ，文字群を 罫門的 な形態 と し て 把担す る と岡時に，発

戸 迅動 に
1

る時間軸を導入 す る こ と に よ っ て そ の 形態

（文宇）を各音卩爵田v：に分1響 し，更に順 J］：とい う特性を

も受容 して い る と推 1侖す る こ とが で き る。こ の こ と よ り，

文字 カードと終 カ
ードの 結合 に 加 え て ，絵 カードに対 す

る菅 声反応 をす る こ と が 文学反応 tL と っ て 一L　．4：　1
’“
と 考 え

る よ りは，指示内容 が文争 と して 形態的 に把折 ヤれ る と

同時 に
’X 　Li の 数 とll1H序 とい う特

．
「生の 把捧 も必 靖で あ り，

こ れが 発声以外 の 手 段 で 得
鳶

れ る な らば 迫切な 文 ｝反 応

が得 られ る と考 え られ る。これ に 関 して は 更 し 十
へ 1’が必

要 で あ る，、

　　　　　　　　　 考 　　察

　 実 験 1［，　1［1，Pt「 の 糸吉果 よ り，絵 カ
ードと 〉（／／’、：カ

ー ドの

結 び つ き が
．
形成 され て い な U れ ば，正 の 文芋 反 応 轄 成）

カミな さkしな い こ とが明 らか に な っ t” 、，こ の こ と は，　音

声刺激 を受信す る 場合，N ．は そ の 刺激を音戸 の 側面 の

み で な く，他 の 手 が か 9 も必 炎 と して い る と考 え る こ と

が で きる 、、Fry （工9．　S6）は 目 プ ［ 菩が，よ味をもつ よ うに な

る た め に は， 二 Z
　rl

：

とそ れ に 赫びつ い た 状況 （指 」 対象）

が 必 要 で あ る と 述 べ て い る 。ま た，Brown （lg57 ） も意

味 の 側面 を と りあ げ音声己pvl とそ の 指示対象 との 対応 の

重要性に っ い て述べ ，正 しい 宵声言 開 とは 正 し く｝吝音す

る こ と だ け で は な い と
”
’−
m
”一

っ て い る。更 に Mattingly （1975）

も話 し た P，述 べ られ た こ とを理解す る 勃合，
“

。舌し F−
一

閲き手
”

は 意味的側両を旺斐 な手 が か 丿と して い る こ

と を示唆 し て い る 。天野 （1）67，197G） は一K　L，韻を1↓i確

に 構音 し ， 音 の 異 同 を 戈別 で き て も語 の 詣讃栴 近 を分析

で きな い と
．
述 べ て お り，こ の こ とは木研究の 1夫　Lt 】V に お

い て 絵カードに 対応 した 吝丿 反応 が 正 の 文宇反応 をもた

らさ な か ・っ た こ と と 開連が あ る と 思 わ れ る 。更 に 天9）　l」

（1967 ，197ω は文宇習得 を
“
；：i　E？の 中か ．，一一定 の 肯 韻

を抽山 し て それを文掌ll己弓
．
と して 定着して い く∫ゴ 〜

’
で

あ る と し て い る 。N ．は 1，u 音 を音声 に よ っ て ｝影 7コ 顔に 分

解 し抽出す る こ とがで き な い た め，我 々 は 実験 V に お い

て，N に ょ る音蔽 の 分恕 に類す る 行為を文字 に期 し て 外

的 に導入 し た とみ な す こ と が で きる 。 詰果 は こ れ の 効果

を示 し て い ろ。一
般的 に は ，こ とば の 発達 は文字吉 語 よ

P も 1VF 　
ni

が先に あ らわ れ る。天 皿∫ （1967，1970） は

r蕭 し こ と ば 」か ら 「
一
上 きこ とば 」 へ の 移行 を可能 に し

て い る諸飛件が 「話し こ と ば」の 段階に お け る児童 の 諸

活 動の な か で 準 備 され て い る とい う見解 を示 し，語 の 音

敵：薄造の 分柝行為の 形成 と い う観点 で問題 の 分析 を行 っ

て い る。こ の 研究は 青声言話 の 発達に問還 の ない 場合 を

と りあ げて い る v 更 に 天野 （ユ977） は，中度粘神発達遅

滞児に つ い て も，Ii　11．kの 観点 で イリ1だを行 っ て い る 。こ こ

で も，冷度 の 構音障害 を持 っ て い る 揚合 に は矯 工1三を学習

プ ロ セ ス の 中に念 め て い る 。つ ま り，音融構造 の 分析行

為 を 形成す
’
る 教育プ U グ ラ ム が 実施され る た め に は ，当

亥音韻を1F し く発音で き る こ と が必 要と され て い る。し

か し
’
勧 1咽 に よ ／ 楢 ぽ障害 お よ び†畆 午不能 を持 つ 揚合 も

あ り，こ れ し に お い て は ，ヂ韻描た の 分析行為が ど の よ

うに形成 され る か 嘸味深 丶 と こ ろ で あ る。本研究 に お け

る N ．は，檎 う 喬正 に よ っ て 速やか に 正 し く発音 で き る

こ と を期特 し得 な い 。し か し，こ の よ うな揚合で も N に

と っ て 通切 犬よ
’
｝：習兼件を 穣 え る こ とに よ っ て，文字言譜

を習  す る可 ，JR性 が あ る こ と を本研究で 明 らか に す る こ

と が で きた レ

　　　　　　　　　 要　 　約

　言 譜 、」
二
1
ご文 宇 で 1

「，き あ らわ す こ とが で き る た め に は，

どの よ うな条件力 必 女 で あ る か を 調べ た。実験 iで は p

↑再
：櫛 の

「

’
」

戸 、こ対
馳
応 した文宇反応 （構成）がで き る こ と

が 直ち に 2 ぎ節 の
．
自戸 に対 し て 文字反応 が で き る こ と を

息 味しな い とい う皓果 が示 され i −。被験児 は こ の 段附で

は，粋 カードと文 宇 カードを対応 させ た り， 2 音節言語

音 を 文 二・
⊥
e カ

ー
ドと結び つ け る こ と が ご くわ ず か し か で き

て い な い 、，ま た，文 ドカ
ードの 文字 を磁 ん だ り，絵 カ

ー

ドの 絵 の 名称 を発音す る こ ともほ とん どで きない こ とが

わ か っ た （実験 ［
…

 
・Cd））。そ こ で ，こ れ らを 装習 さ

せ る 条件 を導 人 すれ ば rlEの 文 字反応 が な され る か ど うか

を剥 べ
、こ。夫険 IIで，終 カ

ー
ドと文字 ヵ

一
ドの 結合お よ

び 袴 の 名矜 の 発音 を 同IJ寺に学習 さ売毒た結果，文宇反応 が

｝［∫能で め る こ とが わ か っ た。次 に実験 皿で ，絵 カードと

文宇カードの 絋合を学習させ ，こ れ の 効果を調べ た結果，

約7〔｝％の Ii反応 が得られ た。しか し実験 N で，絵の 名称

の 発音 を学習 させ た が，正 反 応 は企 く得 られ な か っ た。

以 上 の 乖1果 よ り，実験 ILに お け る 羊習 が 文 字反 応 に効果

をもた らす こ とが 明らか に な っ た が ， 被験児 は 発膏 の 学

習 に 困誰ガ 伴 な うの で ， 異 な る tr 贇が 導入 され た 。 実験

V で は ， ま ず文字 カ
ードの 各文字を 1字ず つ 区切 っ て 読

ませ る。発音 の 正否 は 問 わ ず ， 被験児が読 め なけれ ば復
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ON  THE  FORMATION

Setsuko

        A.BSTeeACT

OF  PUTTING  SPEECH  SOUNDS

 ･in terms  of  two-svllable words

              by

Wakabayashi and  Mieko Kitahara

INTO  LETTERS

  The  present paper  describes the way  a  child  learns

how  to put  given  speech  sounds  into Japanese pho-
nemic  letters(hiragana). The  subject,  N, is an  11-

year-oldi boy  and  attends  school  for rnentally  retarded

children,  He  has difficulty in communicating  with

others,especialiy  in expression  rather  than  in recep-

tion. He  had already  learned to write  several  single

letters each  of  which  corresponds  to one-syllable

sound  when  the  foltowing experiment  was  started.

  In Experiment I, N  was  required  to write  two
letters, receiving  a  two-syllable  sound  which  consi-

sted  of  letters he had learned. He was  given  three

lists ef  sounds  each  of  which  included twelve  two-

syllable  sounds,  The result  showed  that  though  N
could  write  a  single  letter 

'corresponding
 to a  one-

syllable  sound  did not  guarantee  he could  do  so  when

he was  given a two-syllable sound.

  In Experiment  I-(a)-(d), he was  required  to match

picture cards  with  letter cards  (a), to choose  the

letter cards  equivalent  to the speech  sounds  he

received  (b), to tell the names  of  the pictures  on

the  cards  (c) and  to read  the  words  on  the  cards

(d). The  words  used  were,  the  same  in Experiment
I, He  could  perform  only  a  few of  the  above  iour

expenments.

  In Experirnent II, it was  investigated whether  N
could  write  two  letters corresponding  to a given two-

syllable  sound  aiter  he had learned he had  failed

in both  Experiment  I-(a) and(c),  He  ceuld  perform
the task cempletely.

  
Next,

 it was
 

examined
 whether 

he
 

could
 

write

letters with  a  two-syllable  sound  while  bcing told

his failure in Experiment I-(a) (Experirnent III) and

in Experiment'I-(c) (Experiment IV) respectively.

In Experiment  III, he  responded  approximately  70

percent correctly  and  in Experiment  IV, he  made  no

correct  answers.  The  items used  were  twelve  words

(one list) in Experiments  II, III and  IV,

  These  results  shewed  that  the  Iearning in Experi-

ment  Il was  indispensabre in order  to write  two

letters corresponding  to the  sounds,  But  as  N  had
difficulty in telling  the  name  of  the  pictures, 1ie

needed  to be given  a  difierent kind  oi  learning

procedure.In  Experiment  V,N  was  required  to read

two  letters (a word)  on  a  separately  given card,

then, to choose  a  picture  card  equivalent  to thern,

and  in addition,  to make  correspondence  between

the  picture  card  and  the  letter card,  The  items used

were  twelve  new  words.  With  this learning, N  was

able  to write  two  letters completely,receiving  a  two-

syllable  sound.  This learning procedure  was  found
to be  more  useful  to him  than  the one  described in
Experiment II,
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