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資　料

幼児の拗音節の 読み 書 きの 習得過程

遠　藤　め ぐみ
’

　 HOW 　 YOUNG 　 CHILDREN 　 LEAR ｝孑 TO 　 READ 　 AND
SPELL 　 YOO ・ON （A 　SMALL ・S韮ZED 　 KANA 　 CHARACTER ）〜

Megumi 　MISAWA　ENDO

　　Y ・・
一
・n ・ is・a ・smal ］・sl・ed　kana　character 　which 　changes 　the 　high　fr・・t　v 。wel 。f　the

preceding 　sy ｝lable　to　a　semivowel 　and 　adds 　a　new 　vowel ，　for　example ， ［lj］十ia】一 →

［b
’
a】（Paradis，　Hagiwara ，　and 　Hildebrandt，1985）．　The　following　study 　investigated

young　ch 「ヨdren’s　read ｛ng 　and 　spelling （wi 匸h　3　x 　3　cm 　hjragana　cards ）of　33　yoo ．  ns ．　40
five−year ．old 　or　six ・year −old 　chj 】dren　were 　teste（1　lengitudinally　in　two 　separate 　occa ・

sions ．　 Though 　not 　having　been　taught 　the　read 三ng 　nor 　spe 】ling　of　yoo−on 　yet，　many

children 　were 　found　to　be　abie 　t〔｝read 　or 　spell 　yoo −on ，　but　seemed 　to　be　using 　different
strategies 　to　read 　or　spell　the　same 　yoo −on ．　Error　analysisrevea ｝ed 　that　those 　able 　to
read 　m 〔，re 　than 　about 工O　yQo ・ons 　correctly 　begaII　to　try　reading 　yoo −ons 　conventiQn −

aliy ，　but　those　able 　to　spell　more 　than 　about 　1  yoo ・ons 　correctly 　began　to　invent
spellings 　on 　the　bas量s　of 　phonological 　 structures 　of 　yoo ・ons ．　It　was 　argued 　that
frequency　 of 　the　use 　of　each 　yoo −orl　was 　not 　a　critical 　facとor 　in　Iearning　to　read 　and

spell 　yoO −ons 、

　　Key 　words ：literacyJapanese　yoo −on ，　phonological　awareness 、　invented 　spellings
，

young 　children

問題 と 目的

　幼児は就学時 に す で に か な り仮 名文字 を習得 し て お

り．小学校 の 国語教育 で 問題に な る の は，特殊音節｛特

に拗音，拗長音 ）の習得で あ る こ とが指摘さ れ て い る （小

嶋，　1989 ）o

　拗音 の 表記法は ， 1音節を 1文字 で 表わ す仮名を持

つ 日本語の 中で， 1音 節 で あ る に も係わ らず 2 文字 で

表記 す る と い う点で例外 的であ り， また ， イ列の 音に

ヤ ，
ユ

，
ヨ を小 さ く書 い て 添え る と い う表記法が 正 確

な音 を伝 え得 な い
， と い う 問題 を持 っ て い る 轎 本，

19Sl＞。 歴史的に は，拗音は，本来 の 日本語の音韻体系

・
　 日本学術振 興 会待別研究 員 （東京大学 ｝

　 （Felbwships　of 　the　Japan　Society　for　the　Promotion　 of

Science　f〔lr 　japaDese　．Timi〔〕r　Scientists　｛Unlversitv　of

Tokyo ）

に は 存在 し な か っ た。小川 （1985） に よ れ ば ， 漢字音と

し て導入 され た拗音が ， 頻用 され 日本語 と して馴染 ん

だ結果 ， 和語の 中に も出現す る こ とに な っ た ら し い
。

ま た ， 拗音 の 音節構造 は ， 元 来は CMV （C 子 音 ，
　 M 介

音，V母 音）と い う形で あ っ た もの が ，中世 に は C’V （C
’

口 蓋化子 音 ） と い う現在の 形 に な っ た と い う。

　こ の ような拗 音 の読み 書き を，幼児は どの よ う に習

得す る の だ ろ うか。天野 （1996） は ， 仮名文字の 習得に

関す る
一

連 の 研究 の 中で ， 幼児 を対象と した特殊音節

の読み 能力調 査 ， 小学校低学年児を対象と し た特殊音

節の 表記能力調査 お よび教育プ ロ グ ラ ム，を扱 っ て い

る。堀田 q984）は特殊音節を含む音節 の 使 用頻度 と習

得の 関係を調 べ
， 今井 ・土江 q984＞ は 片仮名の 特殊 音

節 の 読 み の学習に お け る言語材料の 提示 方法 の 効果を

謂べ て い る。無藤 C198S｝ は ， 幼児の し り と り遊び の 分

析 の 中 で ， 特殊音節 ， 詩 に 拗音の 取 り方が難 し く， 4
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歳児で は音節に 基づ い て音 をとる （「き ん ぎ ょ 1 を 「ぎ ょ 」

で 取 る〕 もの が 多 く，次 に拍に 基 づ く音の 取 り方 （「お jl

が現 れ， 5歳半か ら 6 歳 に か けて 文宇 に 基 づ く取 り 方

｛は 」｝が現れ る ことを見 い だし，さ ら に ， しりとりの

取 り方 と平仮名 の 読み と の 関係等 を調 ぺ て い る。大

嶽 ・会沢 （1988＞ は ， 幼児を対 象 に拗音 お よ び非拗音の

分解 ， 抽出， 照 合を調 べ ，拗音の 分解は ， 年中児 か ら

年長児 に か け て 正答率が高 まり ， また年齢 と共に ， 音

と し て 捉 え て い た の が 文 字的 な捉 え 方 をす る よ う に

な っ た こ と等を見 い だ し て い る 。

　 し か し なが ら ， 特別 な指導を受け な い 就学前児が拗

音 の読み書きを ど の よ う に習得す る か に つ い て は研究

さ れ て い な い 。

　本研究の 目的は ， 以下 の 5 つ の 疑 問 に 答え得る よ う

な ， 拗音の 読み 書 きの 習得に関す る 基礎的資料を得 る

こ とで ある。1．幼児は ， 拗音の読み 書 きを33音節 に つ

い て 1 つ 1 つ パ ラパ ラ に 覚 えて い くの で あ ろうか 。 2．

読み 方 と書 き方 は 同時に習得さ れ る の だ ろ うか 。3．習

得の 途上 に あ る幼児 は ，
ど の よ うな読み誤 りや書 き誤

りをす るの だ ろ うか 。 4拗 音表 記 の 習得 に は，各拗音

節の使用頻度が影響 す るの だろ うか 。 5、幼児は家庭で ，

拗音の 表記を ど の 程度教わ っ て い るの だ ろ うか 。

　本研究で は ， 幼稚園年 長児 を対象に ， 拗音33音節す

べ て の 読み ・書 き （文字カ ードを 用 い た 構成 ）を年長組の秋

と卒園間近 の 初春 の 2 回 に わ た っ て ， 調査 した。

方 法

　綱査時期　幼稚園年長組の秋 （1988 年 10−−11月）お よ び

就学直前（1989年 2 月）の 2 っ の時期 に ， 同 じ被験児 に 同

じ調査 課題及 び手続 を用 い て ， 調査を繰 り返 した 。 さ

らに ，補足調査 と し て ， 1989年 3月 に，被験児 の母親

を対象として 質問紙 を実施し た 。

　被験児　板橋 区内の 私立幼稚園 1校 に 在籍す る年長

児77名を ， 月齢 に よ っ て 6 ； O 以下 と 6 ； 1以上 の 2

群 に分け ， 各群か ら男女各 1 名ず っ 無作為 に 袖出 し ，

年長 児 40名 幌 女各20名， 1回 目の 謂査時 に お け る年齢 は，レ

ン ジ 5 ；7〜6 ；6 ，メ デ ィア ン 6iO ）を被験児．と し た 。
こ

の 幼稚園 で は，年長組の 秋か ら平仮名 5e音の 書 き方の

ワーク ブ ッ ク を用 い る 以外は，特別な 文字指導 を行 っ

て い な か っ た 。 特に ， 拗音節の 読 み書 きは指導 さ れ て

い な か っ た
。

　 1 回目の 調査 に は ，
40名が 参加 し た が ， 2 回 目の 調

査 に 参加 し た の は 37名 （3 名転園）で あ っ た。

　調査課題 　被験児 に は以下 の 3 つ の課題を与え た 。

　 1． 平仮名 の 読み 　清音 ， 濁 音 ， 半濁音，撥音，計

71文 字の 平仮名が ， 3   四 方 の 正 方形 の カ ードに 1字

ずつ 書か れ ， す べ ての カ ードは 五 十音顧 に ボー ド上 に

並 べ られ た。ボード上 に は ， 71文字に加え て ，「あ・
い

・

う ・え
・お ・

つ
・や ・ゆ ・よ」の 小 さな文字 の カ ード

が ， そ れ ぞれ対応す る平仮名カ ードの 左脇 に 並 べ られ

た 。 被験 児 は ， 五 十音順に ， 1字ず つ 平仮名を読む こ

とが求め られた。

　 2． 拗音節 の 読み　カ ， ガ ， サ ， ザ ， タ ，
ナ

、
ハ ，

バ ．パ
，

マ
， ラ行に ， 「や ・ゆ ・よ」を添 え る ヤ行拗音

闢 拗 音 と もい う｝計33音節に つ い て ， 各拗音節が 1枚 1

音節ずつ 書か れ た縦 3   ， 横 6   の カ ード ， 計33枚を

課題 とした。さ ら に ， 直音 2文 字か らな る単語 の カ ー

ド 7枚 をダ ミーとして 混 ぜ た 。 そ れ ら の カ ードをす べ

て 合わせ て よ く切 り，ラ ン ダ ム な顧 番で被験児 に提示

し て ， 1枚 ずつ 読む こ とを求め た e 読め な か っ た り読

み 誤 っ た りした場合 に は後か ら再度読 ませ て ， 2 度目

に 読め た ら正答 とした 。

　逐 字的 に で な く拗音 と し て 正 し く読む とい う こ と を

教示 す る た め に ， まず初め に
， ラ ン ダ ム に拗音節の カ ー

ドを 3枚抜 き取 り，正 しい 読み 方 の見本 を見 せ た。そ

の カ ード は再び も と の カー ドの 束 に 戻 し，よ く切 っ て

か ら課題 に 入 っ た。

　 拗音節 の 読み を 調 べ る ため に ，拗音節を含む 単語を

用 い な い で，拗音節 の み を提示す る こ と に し た 理 由は ，

単語 の 熟知 度の 要因 ，お よ び，揚音節以外の部分 か ら

そ の 単語 を推湖 して 読む と い う方略 の 混在 を避け る た

め で あ っ た 。

　 3． 拗音節の構成　 ／枚 の カ ード に 勘音節 を含む 1

つ の単語の絵 〔例．しゃ べ る の 絵 ）が 書か れ た カ
ー

ド， 計

33枚 を課題 と し た 。 さ ら に ，直音の み か らな る単語の

絵 が書か れた カー ド 7枚 をダ ミー課題 とし た。そ れ ら

を合わ せ て よ く切 り ， 被験 児 に ラ ン ダム な顧番で 提示

し ， 例 えば 「こ れ は し ゃ べ る で す ね 。 し ゃ べ る の
，

し ゃ，を文字カー ドで 書 い て ご らん 」と い う よ うに教

示 して ， 単語中 の 拗音節を 1．の 平仮名カー ドを用 い て

構成す る こ と を求 めた。そ の 際 ， な か な か 答えな い 場

合に は， 「大 き い 字 は何だ と 思 う 〜　小 さ い 字は何だ と

思 う ；” 」等の 言葉 を か けて ， 被験 児が 工 夫 して構成す

る の を促 した 。

　 そ の 前 に ， 「し ゃ 」， 「し ゅ 」， 「し ょ」を含 む単語 の 練

習 用絵 カ ード 3枚 を ， 1枚ず つ 提示 し て や り方を練習

し， 誤 っ た 場合や ， や り方 がわ か らな い 場合 に は，正

し い や り方を教 えた。 こ の ど き， 平仮名ボードの 上 に

　「？」 マ ーク の 書か れ た 3   四 方の カー ド を置き，ど

の字 を使 うの か わ か らな い と き に 使 うよう教示 した。
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本番の 課題で は ， 「し ゃ 」， 「しゅ 」， 「し ょ 」 に つ い て

は，練習譟題 と は 異な る 単語 の 絵 カ ードを用 い た。

　筆記で は な く文字 カードに よ る構成を課題 とした の

は，文字 カ ードに よ る構成 の 方が ， 文字 の 形態 を思 い

だ した り書 い た りす る こ と に費や され る処 理負担を蜂

減 し， 被験児が拗音節 の 表記法 に つ い て も っ て い る知

識を最大限 ｝こ引 き出す こ と が で きると， 予備調査を通

し て 判断 したか ら で あっ た。

　手 続 　幼 稚園の ユ 室 に 被験児 を 1人ず つ 呼び ， 名前

な どを聞い て少 し お し ゃ べ りを した径 ， 調査諜題 1 か

ら顯 に ， 調査 を 行 っ た 。 調査課題 1が 全 くで きな か っ

た被験児 は謂査課題 2 と 3 はで きな い もの と見 な し，

謂査 を終了 し た。

　補足調査　被験児の 母親を対 象 に ， 拗音節の 書き方

あ る い は読み方を家庭 あ る い は塾で 教 えた か どうか ，

教え た 場 合は どの よ う に 教 えた か ， 自分の 子供 が 平仮

名あ る い は拗音節 の 読 み 書 きが そ れ ぞ れ どの程 度で き

る と思 うか ， な ど を尋ね る，簡単な質問紙を実施 した 。

結果 と考察

　 1、 平仮名の 読 み

　 調査 1 回 目に
， 平仮名71字 す べ て を正 し く読 ん だ の

は
， 4 名中32名 （8U％）で あ っ た 。 62〜70字 を正 し く読

んだ被験児 は 6 名，55字が 1名，全 く読 ま な か っ た 者

が 1 名 い た 。 2 回 目に ，平仮名 71字す べ て を正 し く読

んだ の は ， 37名中33名 〔89 ．2％）で あ っ た。残 りの 4 名

は，67〜69字正 し く読ん だ。五 十音順 に読ませ たた め ，

個 々 の 文字をバ ラ バ ラ に 提示 す る よ りも容易 で あ っ た

か も しれな い が
， 幼稚園年長組 の 終わ り ご ろ に は，ほ

と ん ど の被験児が 平仮 名の読み を ほ ぼ 習得 して い た と

考 え ら れ よう。

　 2． 拗音節 の 読み と構成

　読み に つ い て は拗音 と して 正 しく読 め た 場合を，構

成 に つ い て は 拗音節 を構成 す る大 小 2 つ の 文字が 正 し

く とれ た場合を （小 さい 文字 「や ゆ よ 」を誤 っ て大 きLl・文 字 「や

ゆ よ」で と っ た場合 も含 む）， 正 答 と し た 。 拗音 と し て 読 ん

だか 。あ る い は逐字的に 読 んだ か に関 して は， 1回 目

の調査時に ， 5名 の 被験児に つ い て 2 名 の 調査者が独

立 に 評定 した結果， 評定者間
一

致率は 92．1％で あ っ た 。

　 1 回 目の 調査時 に は ， 平仮名を全 く読まなか っ た た

め に 拗音節の 読 み と構成の 課題 に 進 まな か っ た被験児

が 1名 い た 。 従 っ て，以 下 の 分析の 対象 と な っ た被験

児数は 1 回目は39名 （読み は ，欠損 値が あ る 1名 を外 したの

で 38名）， 2 回 目は 37名で あ za課題 を 2 同 と も遂行 した

被験児は，読み は36名 ， 擣成は 35名 で あ っ た。

　 拗音節 の読み お よ び構成課題の成績 をTABLE 　1に 示

した   正答数の レ ベ ル ご と の 人 数を見 る と ， 1 回目 の

調査時 に は ， 読み
， 携成 と も に ， 正答数 が30音節以上

の被験 児 ならび に 4 音節以下 の 被験 児 の数が 多く，そ

の 中間は少な か っ た 。 卒園間近の 2回 目の 調査時に は，

読み お よび構成 と も3 音節以上正答 し た被験児数が増

加 した｛読 み，溝或 と も に 3格 中23名，す な わ ち，62％，。 拗音

33音節 の 読 み お よ び構成の 正答数の分布が，単 峰性の

分布 と は な ら ず，U あ る い は J型 の 分 布に な る こ と は
，

平仮名 の 読字数の 分布 （村石 ・天 野，1972＞ と似て お り，

興味深 い
。

　 調査 1 回目と 2 回目 の 正答数別人数の 同時分布 を見

る と， 僅 か 3 か 月余 りの 期間に，正 答数が 4音節以
一
ド

の 被験児が 減 り ， 30音節以上 の被験児が 増え ， その 中

間 の 正答数の被験児 数 はそれ ほ ど増加 しな い とい う変

化が あ っ た。謂 査 ユ回 目か ら 2 回 目に か け て の 進 歩 に

は，
TABLE 　1に も見 られ る ように ， 個人差 があ り ， 急

速 な進歩を見 せ た もの もか な りい た 。

　 な お
， 参考ま で に ， 村石 ・天野 （1972） が お よ そ20年

前の 昭和42年に 行 っ た調査を見 る と ， 拗音 6 問 の 読み

の 正答 の 割 合は， S 歳児ク ラ ス の 11月 の 時点 で 26．2％
で あ っ た 。 課題 数 ， 課題 ， 被験児数が異 な る た め，直

接比較す る こ と は で き な い が
， 同じ く秋 に 行 っ た今回

の 調査 1回 目に お い て は， 総反応数中の 正答数 の 割合

は52．1％で あ り， 村石 ・天野 の 結果 の お よ そ 2倍 で あ っ

た
。

　 3． 読 み の 習得 と構成 の 習得 の 関係

　読 み ・構成両方 の 正 答数 が 30音節以上 の 被験児 を拗

音節表記該 の 習得がほ ぼ完了 し た者， 4 音節以下 の 被

験児 を拗音節 表記 法の 習得 が まだ開始し て い な い 者 ，

と仮に考え る こ とに した 。 習得が ほ ぼ完 了 した と見な

さ れ た被験児 数 は ， 1回目 8名， 2 回 目20名 ， 習得が

まだ開始 し て い な い と見な さ れ た者 は， 1回N8 名，
2回 目 3 名で あ っ た 。 そ し て，それ らを除外 し た者 を ，

拗音節 表記法 の習得の 途上 に あ る者 と考え る こ とに し

た。

　習得の 開始 しな い 者お よ び完了 した者に っ い ては ，

読 み の レ ベ ル と構成の レ ベ ル が
一

致す る こ とは当然で

あ る の で，以 下 で は， 習得 の 途上 に あ る者に っ い て ，

読 み の 習得 と構成の 習得が どの ような関係 に あるの か

・
　TABLE 　1は，両 方の 調 査 を受 け た被 験 児の み に つ い て ， 調 査

　1 回 目 と 2 回 目の 結果 の 同時 分 布 を載 せた e
一
方，本文中 で．

各 回 の 調査 の 結 果 に 言及 し て い る と きに は，謂 査 を 2 回 と も受

け た か 否 か に関 わ ら ず、その 回 に 調 査 を受け た 被験児 全員 に 関

す る結果 を載 せ た兮
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TABLE 　1　調査 1 回目 と 2 回 巨 に お け る 正 答音節数の レ ベ ル 別人数

読 み （n ＝36）

正 答音節数 （1回 目）

（2回目） 0 〜 4 5〜 9 10〜14 15〜192 〔｝〜2425 〜2930 〜33 計

0〜 45

〜 9

ユ  〜 1415
〜1920
〜2425
〜2930
〜33

51111

ワ一 1

1

11

1

3 3 14

52211223

計 11 1 1 3 3 3 14 36

構成 くn ＝ 35）

正 答音節数 （1回 目）

（2 回 目） 0 〜 4 5 〜 9　　 　 10〜ユ4 15〜19 20〜2425 〜2930 〜33 計

  〜 45
〜 910
〜1415
〜1920
〜2425
〜2930
〜 33

7一

3

211

1

1

1

2

］ 1

ll

4 13

2

哩

023222

計 9 3 3 1 2 4 13 35

を述 べ る e

　 まず，習得の 途上に ある と見なされた者に つ い て ，

読み に お け る 正答音 節数 と構成 に お け る 正 答音節数 と

の相関を と っ た 。 そ の 結果 ， 1 回 目は r ＝．020tn＝22）
，

2 回 目は r ＝．183 （n ＝14）で あ似 い ずれ も相関は有意で

な か っ た 。 被験児数が それ ほ ど多 くな い の で 断定 は で

きな い が ，拗音節表記法の習得の 途上 に あ っ て は ， 読

み の 習得 と構成の 習得は ， それ ぞ れ が 別々 に進行す る

可能性が示 唆 さ れ た 。

　次 に
， 読 み の 習待 と構成 の 習得の ズ レ を 見る た め に ，

音節別に ， 読み あ る い は構成 の
一

方 が 正答 で他方が 誤

答の被験児数 を調べ た。そ の 結果 ， 読み が正答で 構成

が誤答 ， あ る い はそ の 逆 で あ る被験 児数 は ， 音節お よ

び調査時期 に よ っ て か な り異な っ て い た 。 2 回 目 に 比

べ て 誤 答 が 多 く，読 み と構成の ズ レ の傾向が よ り は っ

き り し て い る 1回目の調査 の 結果 を見 る と，読 み は 正

答だ が 構成 は誤 答 の 人数 が 多 い 音節 ， 逆 に ， 読み は 誤

答だが構成 は正 答の 人 数が 多 い 音節が 見 い だされ た 。

例 え ば ，
「に ゃ 」「に ゅ 」「に ； 」は，読み が正答で構成

が 誤答の 人数が 多 く， そ れ ぞ れ 12（5）， 10（4 ）， 13（6｝

人 だ っ た （括弧 内 の 数 字 は，逆 に，読み が誤 答 で 構 成が 正答の

人数 ｝。

一方， 「し ゅ 」「ひ ゅ 」「び ゅ」「み ょ ］は，読 み

が誤答 で構成 が正答の 人数 が 多 く，そ れ ぞ れ 11（2 ），

11（3 ）， 11（5 ）． 10（4 ）入 で あ っ た （括 弧 内の 数 字 は，

逆に ， 読み が 正 答 で構成 が誤 答 の 人 数〕。 こ れ ら の ， 音節 に

よ っ て 異な る読み と構成 の ズ レ が ，ど の 程度
一

般的な

もの で あるか は ， 誤答数が そ れ ほ ど多 くな い た め に 明

らか で はな い が
， 少な く と も，拗音節の 正 し い 読み 方

と正 し い 構成の仕方 は必 ず しも同時 に 習得さ れ る の で

はな い こ と， さらに ，読み の習得 と構成の 習得の どち

ら が 先行す る か は個 々 の音節に依存す る可能性が あ る

こ とが 示唆 さ れ た 。 音節に よ っ て 読み と構成の 習得頽

序が異 な る の は ， 子音 の 調音方法や 調音場所の 異な り

を反映 し て い る の か もしれな い が ，
こ の 点 に つ い て は

明 らか で な い 。

　 Bradley （198B） に よれ ば ， 英語圈 に お い て ，読 み 書
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きの 入門期 に あ る子 供達は，同
一一

の 単語に対して ，読

む と き と綴 る と き と で 異 な る 方略 を用 い る場合が ある

とい う。 例 えば，
‘‘
see

”

を正 し く読 め て も書 くと きは
“
g．　tl

”
と綴 っ た り， 逆 に ，

”
ma ピ

’
を正 し く綴れ て も読むと

き に は
“
make

”
と読ん だ りす る こ と が ある。そして ， 未

熟 な読 み 手 は ， 音韻的方略を用 い て 綴 り ， 視覚的方略

を 用 い て読 むが ， 読み の技能が 進歩す るに つ れ て こ の

よ うな現象は消失す る ら しい 。彼女 は ， 2 つ の 異 な る

方略を 関連 づ け る訓練が 読み の 進歩 を促 す こ と を ， 3

年間の縦断的訓練研 究に よ っ て 示 して い る。

　 英語 圏 に お け る読み と綴 りの ズ レ と同様に ， 拗音節

の 読み と構成に お け る遂行 の ズ レ も，そ れ ぞ れ で 用 い

ら れ る方略の違 い を反 映 し て い る もの と思わ れ る 。 ま

た ， 拗音節に お い て は，拗音 と して 正 し く読む こ とは

で き な くて も， と りあ え ず逐字的 に 「読 め る」と い う

こ と が
， 読み と構成 の 遂行 の ズ レ を助長す るの であ ろ

う。

　 4． 誤答分析

　誤笞の内容は以下 の イ か ら ヲ ま で に 分類 さ れ た t

　読 み 　イ ．他の 拗音 に 読 み 誤 る ， ある い は拗音 とし

て 正 し い 読み と逐字的 な読み が混在す る。例．「し ゃ 」

を 「し ゅ 」， あ る い は，「じ ゃ 」を 「じ ゃ や」 と読 む。
ロ ．逐字的な読 み方 で 正 し く読む ， 例，fし ゃ ゴを 「し

や」 と 読 む。ハ ．逐 字的な 読 み 方で 誤 っ て読 む 。 例．

1し ゃ」を 「か や 」 と読 む。二 ．無答　読 もう と しな

い ， あ るい は答 えな い
。

　構 成　拗音 は 「し ゃ 」の よ うに 大 き い イ列 の 字 「し」

と小 さ い 添 え字 fや 」 と で構成さ れ る。以下 で は ， そ

れ らを そ れ ぞ れ ，「イ 列 の 字」， 「添え字」 と呼 ぶ こ とに

す る。 ホ ．イ列 の 字は 正 し く， 添 え字は母 音が同 じ他

の 文字 に誤 る。 例 ．「み ゃ 」を 「み あ 」と構成す る 。
へ ．

イ列の 字は正 し く， 添 え字 は誤る 。 例 ．「ぎゅ jを「ぎ ゃ 」

と構成す る 。 ト．イ列の 字は 子音が同 じ他 の 文字に 誤

る ， あ る い は 濁点 半濁 点 を誤 る ， か つ
， 添 え字 は正 し

い 。 例 ．「ぎゅ 」を 「ぐゆ 」と權成す る。チ ．イ列 の 字

は 子音 が 同 じ他の 文 字 に 誤 る ，
か つ

， 添え字は 母音が

同 じ他 の 文字に 誤 る。 あ る い は ， イ列の字の 子音 と添

え字 の 母音を組合わ せ た文字 1 字 に 誤 る 。 例 ．「ぴ ゃ 」

を 「ぺ あ」 と構 成 す る 。 「じ ゃ 」を 「ざ」 と構成 す る 。

リ．・イ列 の 字は 子音が 同 じ他 の 文字 に 誤 る ， あ る い は

濁点半濁点を誤 る，か つ
， 添 え字 も誤る 。 例 ．「り ゃ 」

を 「ら よ 」 と搆成す る c．ヌ ，イ列 の 字は誤 りだが ， 添

え字 は 正 し い
。 例 ．「き ゃ 」を J？ や 」と構成す る。ル ．

イ列の字 は誤 り， か つ
， 添え字は 母音が 同 じ他の 文字

に 誤 る 。 例．厂に ゃ 」を 控 あ 」 と構成 す る 。 ヲ．無答

あ る い は，イ列 の字 ， 添え字 と もに 誤 り。

　 さて ， 誤答の タ イプは習得 レ ベ ル に よ っ て 異 な る だ

ろ うか 。TABLE 　2に 正 答数 の レ ベ ル ご と に タイ プ 別 の

誤答数を示 した。全体 に誤答人数が あま り多 くな い の

で ， 1 回 目 と 2 回 目の 結果 を合わ せ て 作表してあ る 。

　 まず ， 読 み の 誤答を見よ う。 TABLE 　2か ら明ら か な

よ うに ，他 の 拗音に 読み 誤 る，あ る い は，拗音 と し て

正 し い 読 み と逐字的読み が混在す る （イ ） は，正 答数

0〜 4 の群 と 5〜 9 の 群 で は 少 な い が，正答 数 ユ0以上

の群で 多 く，特 に 正答数25以 上 の 群 で は誤答の 9 割以

上 を占め て い た。逐字的 な読み 方 で 正 し く読 む （ロ ）

は ， 正 答数 19以下 の群に多 く， 20以 L の群に は比較的

少 なか っ た 。 そ れ 以外 の 誤 り （ハ と ⇒ は 正 答数が 9以

下 の 群 に 現 れ たが ， 正 答数10以上 の群 に は ， 正 答数

20〜24の群に無答 （二 ）が 10個あ っ た 以外，見 られ な

か っ た 。正 答数 2 〜24の 群 に 見 られ た無答 （二 ）を詳

し く調 べ た結果 ， IO個の 誤答 はそれ以外が 全部正解 し

た被験 児の もの で あ り， 全 くわ か ら な くて 答 え な か っ

た と い うよ り もむ し ろ確信 が 持 て な い もの は答えな い

とい う方略 を取 っ たもの と思わ れ た。

　調査の 1回 目か ら 2 回 目に か け て ， 読みの誤 答 は ど

の よ うに変化 し た で あ ろ うか 。 TABLE 　3に 見 られ る よ

う に ，各タ イ プ の 誤答 の 多 くは
， 調査 2 回目 に は正 答

に 推移 し た が ， 1 回目 の 逐字的な読み 方で 正 し く読 む

（ロ ）の半数近 くが ， 2回 目で も変わ らな か っ た 。 ま

た
， 割台は 多くは な い が ， 逐字的な読み 方で 正 し く読

む （ロ ）あ る い は逐字的な読み 方で 誤 っ て読む （ハ ）

か ら ，他 の 拗音に 読 み 誤 る
， あ る い は ， 拗音 と して 正

しい 読み と逐 字的な読み が混在す る （イ） へ の 推移 も

見 ら れ たe

　村石 ・
天野 U972 〕 の 謂査 で は ， 幼児の 特殊音節の 読

み の 全誤反応 の 90％以上 が 「逐字的 に 読 む 」誤 りで あ っ

た
。 天野は ， 「幼児の 誤反応 は ， そ の対象を熟知 し て い

て ， うっ か りして 読 み 誤 る と い う本来の 誤 反応 で は な

く，その 対象 に つ い て未知 で あ る こ と ， 特殊音節やそ

の表記の ル ー
ル の 特殊性 に つ い て未学習

・
未形成で あ

る結果 とし て 生 じる誤反応で ある と考 え る こ とが で き

る」（天 野，　 1986，p．ls6） と述 べ て い る 。 逐字的に 読 む誤

り ｛m と ハ ； を表記 ル ール の 未学習 を反映 す る 誤答 と考

える と ， TABLE　2か ら ， それ は拗音 33音節中の 正答数

が 15〜19の レ
．
ベ ル 以 下 の 幼児 に 比較的多 く，正答数 が

20以上 の 幼児 に は 比較的少な い こ とが わ か る 。

一方，

他 の拗音に読み 誤 る， あ る い は ， 拗音 と し て 正 しい 読

み と逐字的 な読 み が 混 在す る ｛イ） は ， 表記ル ール の

学習を反映 し て い る と思 われ る 。 そ れ は ， 正 答数 IO〜14
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TABLE　2　正 答音節数 の レ ベ ル 別 に見た各誤答 タイ プ の 反応数

読み

誤答 正答音節数

タ イ プ o 〜4 5〜9 10〜14 15〜19 20〜24 25〜29 30〜33　 　 計

イ

ロ

ハ

　2〔o．3）
542 （87 ．4）
43（6．9）

33（5．3）

　5（6．6＞
44〔57 、9）
27〔35．5）

　 c

42（6S齟9〕
19（Ll ．1丿
　 o

　 o

25（37．3＞
42（62 ．7）
　 tl

　 c

22（55．o＞
8（20 ．O＞

　 o

工｛〕（250 ＞

21〔91．3）
2（B．7丿

　 o

　 【〕

22（95．7）　　　　139
1 （4 ，3）　　　　658

　 0　 　 　 　 　 70

　 0　 　 　 　 　 43

計

燉

62｛｝（100）

　 19

76（IO（1）

　 3

61（鱒 O〕

　 3

67（loo）

　 1

40 （leo）

　 4

’23〔luo〕　　　　　Lt3（1〔lo）　　　 91 

　 5　 　　 　　 　　 38　 　　 　 76

構成

誤答 正 答音 節数

タ イ プ 0〜11 5 〜9 IO−・−14 15〜19 20〜24 25〜29 30〜33　 　 計

ホ

ヘ

ト

チ

リ

ヌ

ル

ヲ

　1（0．2）

51（11．6｝

　 7（1、6）
ユ5（3．4｝

　 9（2．0｝

54（122 ＞

　 2（o．5）
302（68．5ン

3Cl．6）

12〔6．5＞
8（4．3）
12〔6．5）
2（L ユ）

38（20、7）
14 （7．6）
95（5王，6）

　 e19

（2ア．9：12

（2．9）
2 （2 ，9：18

（1王．8｝

24（35．3〕

　 013
（19．1）

　 023

（49、9）
4（8、5）

　 02

（4 ．3）
IS（39．3）
　 0

　 0

　  

2（3．8114
（26．4）

　 じ

　 022

（41．5）
　 015

｛28．3）

1（2．1）　 　 　 ユ〔7．7）　 　 　 6
ユ6（34．0）　　　　　 1（7．7｝　　　　124

2（4．3〕　　　　 1〔7．7）　　 38

2 （4．3：ト　　　　　　　0　　　　　　　31

　   　　 　　 　 　　 0　　 　　 　 21

玉7（36，2）　　　　　1〔〕（76．9）　　　183

　 0　 　 　 　　 　 　 0　 　　 　 　 16

9 （19．1｝　　　　　　　　 　　　　　　　　434

計

燉

441（100｝

　 ］4

184（1 0）

　 7

68（IDO〕

　 3

47（10D）

　 3

53 （IOO｝　　　　　　　47 （100＞

　 5　　 　　 　　 　 7

13｛1｛｝e）　　 853

　 36　 　 　 　 75

　 （ ）内の 数字 は ， 各正 答音節数 レ ベ ル で の誤 答数創 OOと した と きの パ ーセ ン テ
ージ を表 わ す。調査 1回 目 と 2 同 目の 結果 を

合 わ せ て 作表 し た。

の レ ベ ル か ら出現 し ， 特 に ， 正答数 25以上 の レ ベ ル の

誤答の ほ とん どを占め た 。 以上 の こ と か ら ， 拗音節 の

読み 方 の ル ール の習得 は ， 拗音節が お よそ10音節 ぐら

い 読め る よ うに な る こ ろ か ら始 ま り ， 25音節 ぐ ら い 読

め る こ ろに は完成 す る もの と思 われ る 。

　 さ て 次 に ， 構成 の 誤反応 を見 て み よ う。TABI£ 2に

見 られ る ように，ホ
， ト，チ，り ， ル の 誤答数 は ， 比

較的少なか っ た 。 比較的多 い の は ， イ列 の 字 は 正 しい

が 添え字は誤 る （へ ）， イ列の字 は誤 る が 添え字 は 正 し

い （ヌ ），
お よび ， 無答あ る い はす べ て 誤 る（ヲ ｝で あ っ

た 。 （ヲ）は ， 正答数が 9 以下の群に 多 く， 正答数10以

上 の 群で は比較 的少な か っ た 。 そ れ と相補的に ，
ir・t

へ
， ト ， チ ， り ， ヌ ，

ル をす べ て 合わ せ た割合が ， 正

答数IO以上 の群で は か な り多い 。 そ れ ら の誤答は ， 拗

音 の，イ 列 の 字 の 子音，あ る い は 添 え字の 母音の 自覚

を反映 し て い る もの と考 え られ る 。 そ れ らの 誤答を個

別 に み る と，へ と ヌ の誤答は ど の 正 答数の 群に も見ら

れ た が ， 正答数が 9以下の 群で は 10以 上 の 群 に 比 べ る

と や や 少な か っ た 。 ホ ， ト， チ ， リ ， ル は ， 数 は少な

い が ， どの レ ベ ル の群 に も散在 し て い た。

　調査 1回 目か ら 2 回 目に か け て の 推移は ，
TABLE 　3

に 見 られる ように ， 1回 目 の ど の よ う な タイプ の誤答

か ら も， 2 回 目に 正答へ と推移 した割合が 多か っ た 。

1 回目 に 無答あ るい は誤 り （ヲ ） で あっ た誤答の 4 割

弱 は 2 回 巨も変化 しなか っ た が ， 2割余 りが へ ． ト，

チ ， リ， ヌ とい っ た 子音ある い は母音の特徴 を と ら え

た誤答 へ
，

4 割弱 が 直接正 答 へ ，と推移 し た。

　以上 の結果か ら ， 拗音節の構成は ， まっ た くで きな

い 段 階 か ら，場合 に よ っ て は イ列の 子音ある い は添え

字の母音等の 音韻的構造 を反映 した構成 を経て
， 正 し

くで き る よ うに な る こ とが示唆さ れ る 。 そ して ， 音韻

的構 造 に 基 づ く構成 をか な り多 く行う よ う に な る の は，

正答数10以上 の レ ベ ル に な っ て か らで あ っ た 。

　 と こ ろ で ，英語圏 に お い て は，読み書 き を未習得 の

幼 児 が
， 例 えば chocolate 　chlps をCHAKLIT 　CHIP と

綴 る と い う よ うに ，単語や メ ッ セ ージを自分な りに 工

夫 し て 綴 る 現 象 が 研 究 さ れ て き た （Read ，　L986）。　 Mann
，

Tobin，　and 　Wilson（19呂7） は ， 創作 ス ペ ル （lnvented
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読み

TABLE 　3　調査 1回 目 と 2回 目の タイプ別誤答数の 同時分布

調査 1回 目

2 回 目 正 答 イ 口 tt丶 ・｝
ロ

硲

イ

・

°
⊥

ハ

643 〔96 ．の　　 61（792 ）

　9〔1，3）　　　　 7（9．1｝
1呂〔2．7）　　　　 9｛11　7）

　 fi　　　　 　　 口

　 自　 　 　　 　　 〔1

ユ33（36，4）　　 4欧77．4〕
35（9．6）　　　　11｛17．7〕

ユ62｛｛4．4〕　　 3｛4，8＞
6（16 ）　　　 0

29（7．9）　　　　　　o

1  （71．4）　　 895

　 CI　　 　 　 62

2（143 ）　　 ］94

2（］4，3｝　　　 8

　 0　　 　 　　 29

計 67⊂1（1〔ゆ 　　　77（IOb〕　　 365（IGO）　　 62CIOO ）　　 14〔10  ；　　 1］88

構成

調査 ユ同 目

2 回 目 訟 ホ へ 卜 チ 丿 ヌ レノ
一

ヲ 計

酪

・

へ

ト

チ

り

ヌ

ル

ヲ

661（95．1｝　　　6（1GO）　　　54（65　9＞　　主4（66．7）
o　 　　 　　 　 o

7｛1．e）　　　 G
3｛0．4）　　　 0

（1　 　　 　 　　 〔l

o　 　　　　　 G

gq 、3）　 　　 O

o　 　　 　 　　 o

8（L2 ）　 　 　 s

　 e　　 　　　 o

7〔8．5）　　 　 O

　 O　　　　　　3（止4、3）
　 G　　　 1（4．8）
　 e　 　　 　　 o

ICK122 、　　 3（14．3）
　 o　　　　　 e
11（王3．4）　　　　 0

16（69．6）　　王O｛55，6）
　 0　　 　　 　 0

1（4 　3）　　　2（11．1）
2（8．7）　 　 　 O

　   　　　　　 G

　   　 　 　 1（5．6）
1（4 ．3）　　　　 1〕

　 0　　 　　　 0

3（14、3）　　 5｛27．8）

66（61 ．了）　　 15（93．8＞
　 o　　　　　 o

8（7 、5）　　　　1（6．3〕
3｛2 ．8）　　 　 o

　 o　　 　　 　 CJ

　 〔1　　　　 〔1

19（｝7．8）　　　　 O

　 e　　　　　 o

11（10．3〕　　　 O

9  i：39．6）　　 9．　32
　 0　 　 　 　 　 0

ユO（4 ，4）　　　　 36

6（2．6）　　　　 17

4（1．8）　 　　 5

2（e．9｝　　　 3

27（11．9）　　　　69

　 0　　　　　 f±

881：3s．8）　　 ］26

計 6S8（1 0）　　　6（100）　　S2 〔100）　　21 〔100）　　23〔100｝　　18（100）　　］〔レ7（lrD）　　16（lDl，）　　227（ユ0 ）　　ll8S

（ ）内 の 数字 は，調査 1 回 目 の各誤答 タ イ プ を100 と し た と き のパ ーセ ン テ
ー

ジ e

9．pe：］ings）の持 つ ある種の 規 則性 が，単語 の音韻的構造

に ア ク セ ス する幼 児 の能力 を反映す る もの と して 解釈

され る の み で な く， 後の 読 み の 進歩 を予測 す る濔度に

もな り得る との 可能性 を指摘 して い る。

　拗音節の構成で 見 られ た各種の 誤答 も
一

種 の 創 作 ス

ペ ル と見な す と，それ らの 誤答 は ， 第 1 に は ， 拗音節

の 音韻 的構造 に ア ク セ ス し ， 似た音を持つ 平仮名 を選

ぶ とい う幼児の 能力を反映 して い る と考え られ る 。 第

2 に は，音 と して の 拗音「きゃ 」が ， 音声学的に は ， 「き」

音 ＋ 「や」音 で もな け れ ば ， 「き」音か ら 「や」音 へ の

すば や い 移行 に よ る音で もな く， 「きゃ 」の よ うな表記

と正確 な拗音 の発音 に は ， ズ レ が ある 轎 本 ， 19Bl］・こ と

を考慮す る な ら ば，「き」あ る い は 「や 」を 正 し く取 る

と い うタ イ プ の 誤答 は， 幼児 の習得 し つ っ あ る表記法

の 知識 を反映 して い る と考 え られ る。そ して，TABLE

2か ら ， そ の よ う な 知 識 は
， 拗音を 1 音節以 上 正 し く構

成で きるよう に な っ た こ ろ に は ， 部分的に獲得 され て

い る もの と考え られ る。

　5、 拗音節 の 使用頻度 と習得の 関係

　拗音 33音節は，音節ご と に 使堀頻度 が か な り異 な る

こ と が 見 い だ さ れ て い る （河 井、堀 田 ，間 々 田．！9SO ；堀

田，1984）。 堀田 ｛1984｝ は，短 音 節 ， 促 音節，長音節，

拗音節，拗長音節 ， 助 詞 「は」「へ 」「ほ 」 を合わ せ た

273音節中の 86音節に つ い て，3歳児．5歳児 ， 成入 の

会話，お よ び絵本 に お け る出現頻 度と読み能力と の 相

関 を求 め ， そ の値が高か っ た こ と か ら 帽 関値 は．順 に ，

 ．52，0．・tg，　 O．38，0．55），「文字 ・音節の使用頻度 の 要因

は、短音節文字 の 習得 だ け で な く，特殊音節 をも含 め

た ， 広 い 意味で の文字習得 に 対 して も影響力を持つ 」

｛p、？2＞と結論 し た。こ の 研 究 で は ， 読み 能力 の 成績 と し

て 堀 田 q982） で得られ た資料を用 い て い る。

　堀 田 の 研究は，特殊音節 を も含め た文字習得の 要因

を探 ろ う と す る意欲的な もの で はあ っ たが，以下 に 述

べ る ような問題点が ある 。 第 1 は，読 み 能 力測定の 対

象 と な っ た被験児 と 使 用頻 度測定 の 対象 とな っ た 被験

児 とが全 く異 な っ て い る点で あ る 。 第 2 は，す べ て の

音節を用 い た相関を と っ て い な い 点 で あ る 。 第 3 は
，

堀 田 〔1982｝の 読み能力 は ， 「き ん じ ょ 」「きん ぎゃ 」「き

ん ぎよ」「きん ぎ ょ 」「きん ぎょ う」の 中か ら正答を選

ば せ る と い うような多肢選択方式で あ り，純粋 な読み
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の テ ス トで は な い 点で ある 。 最後 に ， 当然で あ るが，

相関関係を示 した だ けで は
， 使用頻度が 文字の習得 に

影響す る とい う因 果関係に つ い て は何も知る こ とが で

き な い
。

　さ て ， 第 1 に指摘した問題 をあ え て犯す こ と に は な

るが
， 拗音節 の 使 用頻度 と ， 本研究で得 ら れ た読 み 書

き の 習得 と の 関係 を見て み よ う。使 用頻 度 に 関す る

データ に よ れば （堀 田，1984の TABLE 　4，お よ び，河井他の 表

4 ）， 拗音お よび拗長音 の 使 用頻度が，3 歳児の 会話お

よび絵本 の い ずれ に お い て も 0 の 音節 は ， 「み ゃ （み ゃ

あ）」「び や （び や あ）」 fぴ や （ぴ や あ）tt 「ひ ゆ （ひ ゆ

う）j 「み ゅ （み ゅ う）」「み ょ （み ょ う）」で あ っ た、 こ

れ ら の音節に お ける正答者数 の 平均 は，読 み，構成の

順 に ，　1回 目は 19．7 （標準 偏差 1．8〕， 23．7 （1．o＞， 2回 目

に は26．3 （1．O＞， 28．5 （2．4） で あ っ た e 参考ま で に ， こ

れ らの 6 音節を除 い た 27音節に お け る正答者数 の 平均

は ， 読 み ， 構 成 の 順 に ， 1 回 目 は 20．4 （22 ），

20．2（2．η， 2回 目 は27．3U ．9＞， 28．2　（L）．O｝で あ り
，

6

音 節に お け る正答 者数 と ほ と ん ど差が な か っ た 。 こ の

よう に ，使用頻度 とい う点か ら は 日常あま り日に し た

り耳 に す る こ との な い で あ ろ うと考 え ら れ る音節 で

あ っ て も ， 幼児 は ， そ うで な い 音節 と同じ よ う に 読ん

だ り構成 した りす る こ と が で き た の で あ る 。

　以 上 の こ とか ら ， 幼稚 園年長組 の 時点で は，拗音節

の 読 み と構成の 習得 と音節の 使用頻度 に は 関係 が な い

こ とが示唆 され た。

　 と こ ろ で ， 拗音節の 読み書 きを覚 え始 め る 最初 期 に

は ，

一
般的 な使用頻度 よ りもむ し ろ ， 個々 の幼児の読

み 書 き活動 に と っ て 重要 で 意味 の あ る音節が まず初め

に 習得 され るで あ ろ う こ とが 予想 さ れ る 。 例え ば ， 友

達の 絵を描 き ， そ の わ きに 「○○ ○ち ゃ ん」 と注釈を

書 き入 れ るの が 好 き な幼児が い る 。 また ， 「し ょ うたj
の よ うに ， 自分 の 名 前 の 中に 拗音が 含 ま れ て い る幼児

もい る 。 そ の よ うな 幼児 に と っ て ， 「ち ゃ 」あ る い は

「し ょ 」 は重要か つ 有意味で あ り， まずそ れ らの音節

か ら拗音の 読 み 書 きを習得 しは じめ る可 能性が ある 。

し か し な が ら ， こ の 点に つ い て は ， 本研 究 で は実証 的

に 検 討 し て い な い 。

　 6． 母親 へ の 質問紙

　 2回 目 の 調査終了後，被験児の 母親 を対象 に ， 第 1

に ， 子供が ど の程度平仮名 あ る い は拗 音 を読 み 書き で

きる と思 うか ， 第 2 に ， 子供 に拗音の 読み 書 きを教 え

た か
， 教 え た と し た ら ど の よ う に 教 え た か ， を尋 ね る

質問紙を実施 し た 。

　 第 1 点の ，子供 の 読 み 書 き能力 に つ い て は ， 「で きな

い 」 か ら 「で き る」ま で を 5 段階で 評定さ せた 。 そ の

結果 ， 子 供 の 平仮 名の 読 み書 き に つ い て は，大部分の

親が ， 「だ い た い j あ る い は 「ほ と ん ど」で き る ， と考

え て い た （読 み 97．2％．書 き8D ．2％｝
。 拗音 に つ い ては読み

書 き と も ， 「だ い た い 」あ る い は 「ほ とん ど」で きる と

考 えて い る親 の 数 は 平仮名 に 比 べ て 少な か っ た （読 み

58 、3％，害 き 27．8％ ｝。 拗音の読み に つ い て は，「だ い た い 」

ある い は 「ほ と ん ど 」 で き る と考え て い る親の罰合 と，

読み 課題に お い て 30音節 以上正 し く読 め た被験児の 割

合 （2回 目は 62％） は近か b た 。 構成 と ギ書 き」は全 く同

じで は ない が
， 拗音の 構成 に つ い て の 被験児の能力は ，

親 が 「書き］に つ い て推量 し て い る よりもず っ と高 か っ

た （構 成 諜題 に お い て 3暗 節以 上 正答 し7：被 験 児 の 罰舎 は 2 回 目

は6z％）o

TABLE 　4　子供に拗音節 を教 えた か ？ （母 親の 回 答）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 教 え た

教えない 　　　　　　　　　
一…

　　 　　 　塾　　 幾音表・ワ ー
ク　 絵本 で 　 子供に聞かれ て

　　 　 読 み　書 き　読 み 　書き　読み 　書 き　読 み 　書 き

181 　1b 〔｝ 6212 工O

　 n ＝37。「教 え た 」と答 え た 人 に は ，どの よ う に 教 え た か を

複 数 回 答 で 答え て も ら っ て い る た め，行 和 は 37を越 える。

　第 2 点 の ， 拗音節 を教 えた か ど うか に 関して は ， 約

半数 雌 ．5％） の親が ，
TABLE 　4に 示 した よ う に ，拗音

節の読み 書 きを特 に 教 え て い な い と答 え た 。 「教えた」

と答え た親 に つ い て ど の 様 に 教 えた か を選択肢 の 中か

ら複数 回答 で 答 えて もら っ た 結果 ， 「子供が聞 くの を教

え た 1と い う回答が最 も多 く，次 い で 「絵本で 教え た 」

とい う回答 が 多か っ た 。 拗音
一

覧表や ワ ーク で 教 え た

と答えた親 は 1名 もな く，塾 と答 えた親が 1名 い た 。

以 上 の 結果 か ら ， 拗 音 33音節 す べ て の 読 み 書 き を教

わ っ た幼児 はほ とん ど い な い もの と思わ れ る 。

結 論

　本碓究か ら 以下 の こ とが 明 らか に さ れ た。第 1 は ，

特別 な指導が な くて も ， 幼児は拗音節 の読み と構成（平

仮名 カ
ー

ドを 用 い て 拗 音節 を表記 す る こ と） を か な りの程度

習得 し始め て お り， 幼稚 園年長組 の秋 と卒園前と の 僅

か 3 か 月闘 に も， ほ と ん ど の 幼児が進歩を示 した。第

2 は ， 習得 の 途上 に お い て ，読 み と構成 は必ず し も同

時 に 習得 され る の で は な く， 読み と構成 の ど ち らの 習

得が先 で ある か は音節に よ っ て 異な る可能性が あ る 。

第 3 に，誤答分析 に よ る と ， 読 み に 関して は
， 拗音 を

お よそ 10音節 ぐらい 読め る よ う に な る こ ろ に は ， 拗 音
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節の読み方の ル ール が習得され 始め ，25音節 ぐらい 読

め る こ ろ に は ほ ぼ 完成す る こ と ， ま た ， 構成に関して

も， 10音節ぐらい 溝成で きる こ ろに は ， 拗音 の音韻的

構造 の 自覚 お よび表記ル ール が 部分 的に 習得 され始め

る こ と， が示唆 さ れ た c 第 4 は， 拗音節 の使用頻度 は，

幼稚園年長児に 関 して は ， 読 み お よ び構成 の 習得 の 重

要 な要 因と は考 え ら れ な い 。最 援 に，調査 の対象と な っ

た幼稚園で は拗音節の 読 み 書 き の指導は
一

切行わ れ な

か っ た こ と ， ほ と ん ど の幼児が 家庭で 拗音33音節す べ

て の読み書 きを教えられ た とは考 え られ な い こ と が確

認 さ れ た 。

　 で は ， な ぜ ， 組織 的指導 を受 けな い 就学前児が，自

然 に ，拗音節 の 読 み 書 き を これ だ け多 く習得 で きた の

だ ろ うか 。 天野 （19SS）は ， 特殊音節の 読み 書 き の習得

に は，「きしゃ 」を直音 「き」と拗音 「し ゃ 」に 分解す

る とい う よ うな特殊音節の 言語的自覚を形成す る と 共

に正 しい 表記 法 の規則 を指導す る こ とが 必要 だ とい う 。

本研究で 得ら れ た知見 に 基 づ けば ， 幼児は ， 拗音節表

記の読み 方や構成 の 仕 方を 1 つ ずつ パ ラ パ ラ に 習得し

て い くの で は な く， お お よ そ IO音節 ぐらい 表記を習得

す る ま で の うち に 表記 の ル ール を習得 し，そ の後 は，

た と えお そ ら く は 目 に し た こ と の な い 音節で あ っ て も，

その ル ール を援用 しなが ら読 み や構成を幼児自ら工 夫

す る こ と に よ っ て ， 33音節す べ て に つ い て 教わ る こ と

が な くて も， す べ て の 拗音節 の 読 み 書 きが で きる よ う

に な る の だ と推測 され る 。

　 さ て ，英語圏 に お い て は，読 み 書 き入門期の 音韻的

処理能力 と単語の読み との 因果関係に つ い て ，か な り

た くさ ん の 珊 究が蓄積 さ れ て き て い る ｛最 近 の レ ビ ュ
ー

は，Bryantand 　Goswami 、】987 ；W 翫gne τ and 　Torgesen，19S7＞。

と こ ろ が ，拗音節 の 表記 ル ール の 習得を可能 に す る よ

うな日本語児の音韻的処理能力 ， 特に音素 レ ベ ル の音

韻的自覚 に つ い て は ， まだあ ま り よ くわ か っ て い な い 。

例えば，天野 は 音節単位 の 言語的 自覚 の 役割を強調す

る が ， そ れ だ け で は，［kja］とい う発音を ［ki］と ［ja］
か ら構成す るとい う諮意的 な ル ー

ル を 習得す る メ カ ニ

ズ ム は
， 説明さ れ な い よ う に 思われ る 。 日本の 小学生

の音韻的自覚に つ い て は ， Mann 　Cl986） に よ っ て 一
部

明 ら か に され て は い る が ， 就学前 の 日本 語児 の 音韻的

処理能力 を さ ら に 詳し く検討 す る こ と は今後の課題で

あ る。
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