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資　料

日本人幼児の 韻の 感受性 と拗音表記法 の 習得

遠 藤 め ぐみ
＊

1’HONOLOGICAL 　AWARENESS 　OF 　JAPANESE 　YOUNG 　CHILDREN 　AND 　LEARNING

　　　 TO 　 READ 　 AND 　 WRITE 　 YOO −ON （SMALL −S【ZED 　 KANA 　 CHARACTER ）

親legUmi訴IISA、〜A 　ENDQ

　　The 　purpose 　Qf　this　study 　was 　to　investigate　how 　the　 awareness 　of　phonemes
relates 　to　the　learning　of　reading 　alld　speHing 　of 　Yoo −

oll （Yoo −
on 　is　a　snial1

−
sized 　kana

character 　which 　changes 　the　high　fr（，nt 　vowel 　of　the　preceding　syllable 　to　a　selniv 〔｝wel

and 　adds 　a　new 　vowel ，　for　example ，［kil− ［ja］一〉 ［kjaD ，　Six亡y　chi ］dren　aged 　five　to
six 　were 　given　phonemi （： awarelless 　tests、　reading 　and 　spelling 　tests，　and 　the　E　hiba
Picture　Vocabulary　Test．　 Two 　types　of　phonemic 　awareness 　tests　were 　given　based
on 　the　detection　of　either 　the　fil−st　consonant 　 or 　the 　end 　vowel 　 The 　performance
leve］s　of　both　of 　them 　proved 　quite　high．　Performan （：es　il／ the　ph〔）ne ］njc 　a “

’
areness

tests　were 　found　tDbe 　related 亡o　performarlces　hl　the 　Yoo −
on 　reading 　andspel ！ing　tests．

　　Key　words ・phonologica ］awareness ，　awareness 　of　phonemes ，　Japanese　children ，
reading 　and 　spel ］111g　of　Japanese　Yoo −

on ．　literacy．

問題 と目的

　近年，英語圏 に お い て ， 読み の 習得と音韻的 自覚 の

発達 の 関係に つ い て，多 くの 研究が蓄積 さ れ て き た 囓

観 は．B 「ト
・
ant 　 and 　G ⊂〕swami ，　i987 ；Wagrler　and 　 Torgesen、

lg87、　 s　e ・ア ヲ リ シ ス は Wagner 、1988）。日本 語 に お い て

も， か な 文字の 習得 と音韻的 自覚 の 発達 の 関係に つ い

て の研究が あ る （天 野 、1970，19S6＞。

　さ て
， 遠藤 （ID90 ）の 調 査で は，特別 な文字教育 を受

けな い 就学前の 幼児 が 拗音 の 表記 法 をか な りの 程度習

得 し て い る こ とが 示 さ れ た 。 さ ら に ， そ の 習得過程に

お い て ， 幼児は ， 拗音の 33音節を個 々 に習得す る の で

は な く，IO音節 ぐらい の 表記法 を習得す る ま で に 表記

ル
ー

ル を抽出 し ， そ の ル ール を用 い て 他 の 未習得の 音

節の 読み 書き を推量 し て い くこ とが 示 唆 さ れ た。そ の

よ う な 表記 ル
ー

ル の習得 お よ び適用 に は，音節 レ ベ ル

の 音 韻的自覚 の み で な く，音素 レ ベ ル の 音韻的 自覚が

s
　帝京大 学文 学 部心理 学 科 （1）eijartment 　of　Psycholag｝’、　Tel・

　kb’　c・UIliversity）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 − S4

関係す る こ とが 予想 さ れ る 。 し か し なが ら，日本人 の

幼児が音素 レ ベ ル の 音韻的 自覚 をどの程度持 っ て い る

か に っ い て の 研 究 は 今 まで ほ と ん ど な い
。 また，それ

が 読 み 書 きの 習得 と ど の よ うな関係 に あ る か に つ い て

の報告は な さ れ て い な い 。

　従来の 天野 に よ る か な文字の 習得 に つ い て の 研究報

告 〔197019S6．19S7）で は，音節 レ ベ ル の 音 韻的自覚が 扱

わ れ た が ， 音素 レ ベ ル の 音韻的自覚に つ い て は 研究 さ

れ て い な い 。Mam1 〔1986＞ に よ る交差文化的研究 ， お

よび Mann の 研究 に 触発 さ れ て 行 わ れた Spagnotetti，
Morais，　Alegria、　and 　DQminicy（1989 〕 に よ る研究 で

は ，日 本人小学生 の 音素 レ ベ ル の 音韻的自覚が 調べ ら

れ たが ， そ れ と 日本語の 読 み 書 きの習得と の 関係 は研

究さ れ て い な い 。また ， 音韻的自覚 を測 る た め に 彼 ら

が 用 い た 課題の 多 くは，認知的 に 複雑 で ， 幼児に は 困

難で あ る こ と が 指摘 され て い る ｛Knafle ．］973，1974；Lenei

arld　Canmr ・19Sl；Br｝
’
an しalld　G ・ s ・・ am 〒，19SF）

。 実際 ， 彼 ら

の 研 究 で は ， 日本人 の 小学校 1 年生 は ， 音素 レ ベ ル の

課題 で 成功 し な か っ た。
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　そ こ で，本研究 は，第 1 に ，認知 的負荷 が よ り少な

い 課題 を用 い れ ば ， 日本人 の 幼児で も音素 レ ベ ル の 韻

に つ い て 感 受性 を有す る ， と い う予測を検討す る こ と

を目的 と した 。 第 2 に ，音素 レ ベ ル の 音韻 的 自覚 の程

度 は，拗音 の 読 み 書 きの習得 と関係す る，と い う予測

を検討 す る こ と を 日的 と し た。

　そ の ため に ， 第 ユに ， 音韻的自覚を測定す る た め の

最 も容易 な 課題 で あ る こ とが 指摘 さ れ て い る ， 共通 の

韻を持 つ 単語 を検出す る課題 （Knafle，1973「1971 ；Lenel

and 　Ca ユ tor ，］Y81 ；Bryant　a ”d　Goswami ，1997） を参考 に ，

目本語 で，音 素 レ ベ ル の 韻 の 感 受性 を測 る た め の課題

を考案 し， 幼児 を対象 に 実施 し た。第 2 に ，拗音 の 読

み書 き の 習得状況 を調 べ
， それ と 音素 レ ベ ル の韻 の 感

受性 との 関連 を調 べ た 。 本研究で は，特殊音節 の 中で

も特 に 表記法 の 習得 が 難 か し い こ と が 指摘さ れ て い る

拗音 の み を扱 っ たが ， 拗音以外に ， か な文字の 特殊音

節 の 長音 ， 拗長音 の 表記法の 習得 に つ い て も，本 研究

の 結果 は示唆 を与 えるで あ ろ う e

方 法

　 被験児

　幼稚園年長 児 60人 （男 37 人，女 23 人 ） を対象 と し た 。

実施時 の 月齢 は 5 ； 7 〜 6 ； 5 ｛メ デ ィ ア ン 6 ；e：i で あ っ

た 。 対象 と した幼稚園で は，平仮名50音 の 書き方や絵

本の 読み を指導 して い る が ， 拗 音表記法 は特に指導し

て い ない 。

　手　続

　音素 レ ベ ル の 韻 の 感 受性を測 る た め の 2種類の課題，

すな わ ち 語頭 子 音 の
一

致 の検出課題 と尾母音 の
一

致 の

検出課題 ， 拗音 とか な文字 の 読 み 書 きに つ い て の 課題 ，

お よ び，語彙 能力 を コ ン トロ ール す る た め に 用 い た 芝

式語彙検査 が ， 4回 の セ ッ シ ョ ン に 分 け て ， 個別 に 実

施 さ れ た 。 初め の 2 回 の セ ッ シ ョ ン に は韻 の 感受性課

題 が ， 3 回 目に は 読 み 書 き課 題 が，最後 の セ ッ シ コ ン

に は語彙検査 が 実施さ れ た。 2種類 の 韻 の 感受性課題

に っ い て は ，半数 の 被験児 は語頭 子 音課題，尾母音課

題 の順に ， 残 りの 半数の被験児 はそ の 逆 の 順 に，呈示

さ れ だ   各課題 の 所要時間 は ， 1人 に つ き， 1 回 の

セ ッ シ ョ ン が 20分龍後 ， 4 回合わ せ て 70分前後 で あ っ

た 。 実施時期 は 1989年， 9 月〜 11月 で あ っ た。

　（1）韻 の 感受 性

　幼 児 に音素 レ ベ ル の韻の 自覚が あ るか 否 か を調 べ る

た め に ， 拗音 お よ び直音を語頭 に 持 つ 単 語 で構成 され

た 材料を用 い た
。

　語頭子音の
一
致の検 出　共通 の 子音 で 始 まる音節 を

選ぶ 課題 を考案 した。各試行は ， ターゲ ッ ト と な る音

節 ， 選択肢 と な る 2 つ の 音節，すなわち ， 夕
一

ゲ ッ ト

と同 じ子音で 始 ま る 音節 ， お よ び そ れ と異 な る 子音で

始ま る音節 ， を そ れ ぞ れ含 む蛍 語 の 組 〔例．きゃ く・き ゅ

う・O ゆ う） か ら成 る
＊ ’

  音節 の 全体的類似性 の 影響 を

除 くた め に，選択肢 と な る 2 つ の 音節 は ， 同 じ母 音を

持 つ よ うに 選 ばれ た 。 4 回 の 練習試行 に 続 き，24回 の

実験試行 が 行われ た。実験 試行 は ， 拗音伽 行 とさ行 ｝と

直音 ｛か 行 と さ行 ）， を語頭 に 持つ 単語 の 組か ら構成 さ れ

た 。 各試行 に お い て
， 課題 か ら記憶 の 負担を取 り除 く

た め に ，各単語 を表 わす 3枚 1組の絵が 用 い られ た。

各 試行 の 呈 示 順 序は，被験 児 が 替 わ る ご と に よ く切 っ

て ラ ン ダマ イ ズ された 。

　練習試行 で ， 被験児 は，3 枚 1 組 の 絵 を示 さ れ ，「こ

れ は音当 て ゲ
ー

ム で す。お 妬 さん の 言う こ と ば を良 く

聞 い て 同 じ音 で始 ま る絵 を選ん で ね 。 （絵 を さ し な が ら）

“
ひ ょ う

”
，

“
ひ ゃ く

”
，
“
み ゃ く

”
。
“
ひ ょ う

”
の

“
ひ ょ

S’

と 同 じ音で 始 まる の は
“
ひ ゃ く

”
の

C‘
ひ ゃ

”
か な ，

‘L
み ゃ

く
”
の

‘C
み ゃ

”
か な ？　よ く音 を 聞 い て み る と

，

“
ひ ょ

”

tt 被験 児 は ， 男女別 に，月齢に よ っ て マ ッ ヲ ン グ され た 2群 に

分 け ら れ，第 1 の 群 は 語頭 子音 の
一．

致 の 検 臥 尾 母 音の
一致の

検 出 の順，第 2 の 群 は逆 の 順 で，2 セ ッ シ ョ ン を行 っ た。各群

ご とに 遂 行 を比 較 し た 結果，語頭 了音 の 検 出に つ い て は，第 ］

の 群 の 方が 第 2 の 群 よ りも 得点 が 高 く，そ の 差 は有意 だ っ た

　 （t
− 2．91．df＝58，p ＝｛〕．OD 。尾母 音の 検 出 に っ い て は

，
2 群 の

差 は 有 意 で なか っ た （t− O．20，df二58，　p ＝O．84）。課 題 の 呈 示 順

序の 影 響が，な ぜ 語頭 子音 の 遂行 に 見 ら れ る か に つ い て は ，明

　らか で は ない D た だ し，被験 児全 体 に つ い て は ， 呈 示 順 序 の 差

が相 殺 さ れ る よ う に 計 画 され て い る た め，全体 の 結果 に は影響

　し な い もの と 思わ れ る e

　 語 頭 子 音 の 検 出 に つ い て は 群間 に 差 が で た が，尾母 音の 検 出

に つ い て は群 間 に 差が なか っ た こ と か ら，2群問 に 最 初か ら差

が あ っ た と は 考え に くい 。語頭 子幵 の 検 出で 有意 差 が 生 じた の

は，課題 の 呈 示順 序 が影 響 し た と考 え られ る。最初 に 行わ れ た

課 題 の性 質 と困難 度が ，後 の 課題 に 影 響 し た可 能性 が あ る 。
…
　 韻 の 感受牲 課題 お よ び拗 音の 読 み 書 き課 題 に お い て，拗吝

節の み に て課 題 を構成 ず る こ と が，理 論的 に は必 要 と考 え られ

た が，実 際 に は ，一
部，拗 長 音 を用 い る こ と に な っ た 。 そ れ

は，以 下 に 示 す よ うに ，幼 児 の 語 彙 を 用 い て ，拗 音節 の み で 力

行 助 音 お よ び サ 行拗 音 の 課 題 を作 成 す る こ と が 不 可 能 で あ っ

た た め で あ る 。 な おi 力行 とサ 行 を選 ん だ の は ，Mann （1986＞

の 先行研 究 との 比 較 を行 う ため で あ っ た。幼 児 を対 象 に し た ，

お お と も や すお み ・さ ら こ 作 絵，しお の よ ね ま つ 文 「おみ ち ゃ

ん　 さ っ ち ゃ ん の 　 こ ど も え じ て ん j（求龍 堂〉に 収録 され て い

る 拗 音節 で 始 まる 単語 は、「きゃ 」は 4 「固、［き ゅ ゴは 0 、「き ょ 」

は 2 個、「し ゃ 」 は11個 、「し ゅ ｝は Σ個、「しS 」 は 1 個 で あ

る。参 考 ま で に、小学 牛 を対 象 に し た、村石 昭 二 監 修 「か どか

わ　 こ と ば　 え じて ん 1〔角 ）11書店 ）に 収録 され て い る 拗音節 で

始 ま る単 語 は、「き ゃ 」 が 5個、「きゅ 」 が
「J 、「き ょ 」 が 5 個、

「し ゃ 」が 12個、1し Dl が ・1個、「し ょ 」 が 5 個 で あっ た。
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と
“

ひ ゃ
”
は 同 じ音 で 始 ま る け れ ど も ，

“
ひ ょ

”
と
“
み ゃ

”

は違 う音で始 まる で し ょ。 ＊ ＊ ＊ ち ゃ ん も
一…

緒 に 言 っ

て ご らん 。

“
ひ ょ

”
，

“
ひ ゃ

”
，

“
み ゃ   絵 を さ しなが ら，被

験 児 に 後 をっ い て 発音 させ る ）。そ才しで は，
“

ひ ょ
”
と同 じ音

で 始 ま る の は
“
ひ ゃ

”
か な

“
み ゃ

”
か な ：t 」 と い うよ

うに ，や り方 と正 答 を教 え られ た。実験試行 で は ， 被

験 児 は ， 3枚 1組の絵 を示 さ れ，「（絵 を さしなが ら ｝
“
き ゃ

く
”

の
“

き ゃ
”

，

“
き ゅ う

”
の

“
き ゅ

”
，

“
り ゅ う

”
の

“
りゅ

”
。 ＊ ＊ ＊ ち ゃ ん も

一
緒 に 言 っ て ご ら ん 。

“
き ゃ

”
，

“
き ゅ

”
，
“
り ゅ

”

（絵 を さ しな が ら，被 験 児 に 後 を つ

い て 発音 させ る ｝。
“
き ゃ

”
と同 じ音で 始 まる の は

‘”
き ゅ

”

か な
“

｝J ゆ
”

か な ：？1 と い うよ う に ，二 者択
一・

の 質問

を さ れ た。

　尾母音 の
一

致 の 検 出　共通の母音で 終わ る音節 を選

ぶ 課 題 を考案 し た。ターゲ ッ トと な る 音節 ， 選択 肢 と

なる 2 つ の 音節 ， す なわ ち ， 夕一ゲ ッ トと同 じ栂音で

終わ る 音節 ， お よ び そ れ と異な る母音 で 終わ る 音節

（例．t）ゆ
・き ゃ

・きゅ 〉で は じま る単語の組か ら成 る ， 4

回 の練習試行お よ び四 回 の 実験試行を用意 した。全体

的類似性 の 影響 を除 くた め に
， 選択肢 と な る 2 つ の 音

節 は ， 同 じ子音 で 始 ま る よ うに 選ば れ た 。各試行の 単

語の組は ， 語頭子音の
一

致 の 検出 で 用 い た の と同 じ も

の が
， タ

ー
ゲ ッ トを入れ換えて 用 い られ た 。 被験児は ，

練習試行で や り方 と正答を教 え ら れ，実験試行 で は，

「〔絵 を さ し な が ら〉
」5
りゅ う

”
の

“
ウゆ

”
，

“
きゃ く

”
の

“
きゃ

”
，

“
き ゅ う

”
の

“
きゅ   ＊ ＊ ＊ ち ゃ ん も

一
緒 に

言 っ て ご ら ん 。

“
り ゅ

”
，

“
き ゃ

”
，
“
き ゅ

t’
（絵 を さ しな が ら，

被験 児 に後を っ い て 発音 させ る ）。
“
り ゅ

”
と同じ音で 終わ る

の は
“
き ゃ

”
か な ，

‘‘
き ゅ

”
か な 〜」と い う よ うに 質 問

さ れ た 。 各試行 の 呈示順 序は，被験児 が替 わる ご とに

よ く切 っ て ラ ン ダ マ イ ズ さ れた 。

　（2勵 音と か な 文字の読み書 き

　読　 み 　語頭子 音の
一

致 の 検 出 で タ
ー

ゲ ッ トとして

用 い られ た単語 ， す な わ ち拗音を含む 12単語 と直音 か

ら な る 12単語の 計24単語，が 用 い られ た。各単語 は，

縦 3cm ， 横 6cm の カ ードに 書 か れ て ， 呈 示 さ れ た 。 実

験試行の前に ， 練習試行 と し て，拗音 を含 む 3単語 お

よ び直音か ら成 る 3 単語 が， 1 つ ず つ 呈示 され ， 単語

と して の ま と ま り を も っ て 〔拗音 の 部 分で あれ ば 逐 次的 で

な く拗音 的 悶 読む よ うに，正 答 の フ ィ
ードバ ッ ク が 与え

ら れ た。各試行 の 呈示順 序 は，被験児が替 わ る ご と に

よ く切 っ て ラ ン ダ マ イズ さ れ た 。

　構 　成　実際 に 文字を 「書 く」課題 の 代 わ りに ，遠

et　（199C・〕 に 倣 い
， 1枚に 1文字の ひ ら がなが書か れ た

ひ ら が な カ ード （3cmX3cm ）を用 い て，求 め られた音節

を構成す る課題 が 用 い られ た 。 文字カー ドに は 「小さ

い 文字」の カ ード も含 まれ て い る 。 従 っ て， こ れ は正

確 に は 「書 き」 の 課題 とは い えな い
。 し か し，構成課

題 で は ， 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 が 軽減 さ れ ， 拗音の表記法 に っ

い て の幼児の知識が よ り正 確 に 反映 され ると考 え られ

る の で，本研究 の 目的 に とっ て よ り適 切 で あ る もの と

思わ れ る 。

　材料は ， 読み課題 と 同 じで あ る。被験児 は ， 韻 に つ

い て の 感受性の 課題 で 用 い られ た絵を 呈 示 さ れ ，「こ れ

は
“
し ゃ べ る

”
で す ね。

“

し ゃ べ る
”

の
“

しゃ
”

は どう

書 くの ？」 と い うよ うに 質問 さ れ ， 単語 の 語頭 の 1音

節の み を ， 文字カ ード （「し」と 「や 」）で構成 す る こ とが

求め ら れ た。実験試行 の前に ， 練習試行 と して ， 読み

に 用 い ら れ た の と 同 じ 6 単 語が 用 い られ，正 答 の

フ ィ
ードバ ッ クが 与 えられ た。各試行 の 呈示順序は ，

被験児 が 替 わ る ご と に よ く切 っ て ラ ン ダ マ イ ズ さ れ た。

　（3＞芝式語彙検査

　芝式 語 彙 検 査 （CQ ） の 結 果 は ， 平 均16．13 （満 点

30）
， 標準偏差4．38で あ っ た 。

結果 と考察

　各課題 に お ける被験 児の 遂行 レ ベ ル を述 べ た後に ，

課題問 の 関係 に つ い て 述 べ る 。

　遂行 レ ベ ル

　〔1）韻 の 感受性

　語頭子音課題 と尾母音課題に は ， 拗音節 と直音節が

用 い られ て い る
’ 亭 II

。そ こ で ，まず，課題 お よび音節

の 種類 に よ っ て 遂行 が 異な る か どうか を見る た め に ，

語頭子音 と尾母音 ， 拗音 と直音を要因 と し て，被験 者

内 2要因分散分析 を し た。TABLE 　1 に，各条件 の 平均

と標準偏 差 を示 した。分 散分析 の結果， 交互作用 が有

意傾向で あ っ た （F （1159）＝3．62、p〈ユo＞。

　各要因 の 単純効 果 を分析 した結果， 語頭子音と 尾母

音 の 要因 は 拗音水 準に お い て も直音水準に お い て も有

意で
．
あ っ た 噸 に ，F （1，59）＝IS．43，　p （．Ol．　F 〔1，59）＝5．90．　p＜

… tMann （1986）の 音素 削除課 題 に お い て，日本の 小 学校 4年

生 と 6 年生 が，［11 で始 ま る語 よ り も 「k ］で 始 ま る語 で 多 く

正 答 したこ とが報告され て い る た め，本研 究で も，か 行 と さ行

で 始 ま る単語 を用 い た。か 行 と さ行 の 遂 行 を，対応 の ある 平均

の 検定 に よ っ て 比較 し た結果，語頭 子 音課題 で は平 均の 差 は 有

意 で あ り Ct・・2．95，df− 59，　p ＝0．Ol），さ 行 の 平 均 が か 行 の 平均

よ ワ も高 か っ た。尾 母 音課題 で は 平均 の 差 は 有 意 で な か っ た

　 （t；19Ldf ＝591p− 0．12｝。課 題 が異 な る た め，直 接 比較 す る

こ と は で きな い が
， 以 上 の 結果 は Marm の 結 果 と

一一
致 し な い 。

本 研 究 で はか 行 と さ行 の 違 い に は 関 心 が な い の で，結 果の 分析

で は ，両者 の 得 点 を 合計 して 扱 っ た。
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TABLE 　1 韻 の 感受性課題 の 平均 と標準偏差 （［・ ＝GG）

Max − 12 語頭 子音課 題　　 尾母音課題

拗 音　 直 音　　 拗音 　 直 音

平 均 　 　 　 　9．12　 8，2Z　 　 7．37　 723

標 準偏 差 　 　2．31　 2．5S　 　 2．67　 228

．〔）5）。TABLE 　1 に 見 ら れ る よ う に ， 拗音水準に お い て も

直音水準に お い て も， 語頭子 音課題 の 方 が 尾 母音課題

よ りも遂行 が 高か っ た。こ の 結果 は ， Spgno ］etti　et　al．

〈19S9）の制約付 き分類課題 で ， 日本人 の 小学校 1 年生

が ，共通 の 子音 に 従 っ た分類 に は 成功 した が，共通 の

母音 に 従 っ た分類 に は成功 しな か っ た こ と と
一
敬 す る 。

語頭子音課題 の 方が尾母音課 題 よ りも成績 が 高 い 理由

と し て は
， 仮名文字 の 5D音を 覚 え る際に ， 語頭 子 音 が

共通す る行 （例 ．か き くけ ：） を 1 つ の ま と ま り と し て暗

唱 し て い る こ と が 影響す る 可能性 が 考え ら れ る 。 し か

し ， こ の推量 の 妥 当性 に つ い て は，本研 究 か らは明 ら

か に は な ら な い 。

　 ま た ， 拗音 と直音 の 要因 は語頭子 音水準 に お い て は

有意 で あ っ た が （F （1．59）巧 25．p ＜、〔ID
， 尾母音水準 に お い

て は 有意 で な か っ た 〔ド （1．59）；D ユ8、n ．s．）。
　 TA 趾 E1 に 見

ら れ る よ う に ， 語頭子音水準 に お い て は拗音 の 方 が 直

音 よ り も遂行 が 高か っ た 。
つ ま り ， 拗音 と の 遂 行 の 差

が見 られ た の は ， 拗音 の 場 合，子音直音 と い う音節の

種類の 違 い は ， 語頭 子音 の 検 出 の 遂行 に は違 い をもた

らした が，尾母音 の 検出 に ぱ 影響 し な か っ た 。 語頭子

音水準に お い て 拗音 と直音 との 遂行 の 差 が 見 られ た の

は，拗音の 場 合 ， 子 音母 音 の間に 半母音 が発音 され る

こ とが
， 子音 と 母音の 分離を容易 に し ， 語頭子音の 認

知を助け た と い う可能性 も推測 さ れ る 力雪，本 研究 か ら

は明 らか で な い e

　次 に ， 課題 に よる遂行 の 違 い を個別 に 見 る た め に，

語頭子 音課題 と尾母音課題の 遂行の 同時分布 を と り，

両課題 の 成績 を比較 し て み た 。 そ の 結果 ， 詰頭子音諜

題 で 尾母音課題 よ り も高 い 成績 を と っ た 人数 は4D人 で

あ る の に 対 し て ， そ の 逆は 12人 で あ り （タ イ は 9人｝
， そ

の 差 は有 意 で あ っ た 〔サ イ ン 検 定 に お け る 止 規 近 似 の 結 果．

2 ＝− 4．02、P〈．00D 。
こ の結果 は ， 群間 の 平均 を比 較 し た 先

の 分散分析の結果 と
一

致す る の み な ら ず ， 個 別 に 見て

も同様 の 有意差が 見ら れ る こ と を 示 す。 こ れ ら の 結果

か ら ， 韻の感受性の 発達 に お い て は，語頭 子晋 に つ い

て の 感受性が ，尾母音 に つ い て の 感受性 に 先行す る と

い う可能性 も考 えられ る、

　 さ て ，正 答率75％以上 を課題 達成の 任意 な基準 とす

る と ， 語頭子音課題 で こ の 幕準 に 達 した被験 児数 は，

拗音 で は39人 〔被験 児全体の 65％〕，直音で は 287．　（4ti．7％）

で あ っ た 。尾母音課題で こ の 基準 に 達 した被験 児数 は ，

拗音で は 21人 （359td）
， 直音 で は 16人 （26．7％） で あ っ た 。

従来の Mann 〔1gs6）の研究で は，　 EI本人 の 小 学校 1年

生 の う ち ， 音素 数 え 課題 に 成 功 し た の は 10％程度で

あ っ た が ， 本研究で は ， そ れ に 比 べ る とず っ と多 くの

幼児が韻 の 感受性課題 に 成功し た。 し た が っ て，認知

的 な負荷が よ り少な い 課題 を用 い れ ば ， 日本人 の 幼児

も音素 レ ベ ル の 課 題 に 成功す る と い え る。 EI本人 の 幼

児の 音素 レ ベ ル の 音韻的 自覚 を調 べ るに は，従来 の 研

究 で 多 く用 い られ て き た音素数え課題 や音素削除課題

の よ うな認知的 に 複雑な課題 よ り も む し ろ，本研究で

用 い た韻の感受性課題の よ うな認知 的な負荷が よ り少

な い 課題 を用 い る こ と が 適切 で あ る も の と思わ れ る 。

　 な お ，韻の感受牲課題 の 遂行に お い て ， 音 の み で 判

断 す る の で は な く，まず表記法を 思 い 浮か べ て か ら判

断す る と い う可能性 も あ る 。 表記法 の 習得が 音 の 認知

に 及 ぼ す影響は，本研究か ら は吟味す る こ とが で きな

い が ， 今後 の 課題 と し て 興味深 い もの で あ る。た だ し，

本研 究の被験児が，音 と文字と を同
一

視 して い るわ け

で は な い こ と は，韻 の 感受性課題 の 直音 に お け る成功 ，

お よ び ， 拗音節の読み 書 きが で き な くて も韻 の 感 受性

課題 に 成功す る被験児が い る こ と 〔TABLE 　3、4） か ら，

明 ら か で あ る 。

　 以 上 の 結果 か ら ， 日本人 の幼児 で も ， 音 素 レ ベ ル の

韻 に つ い て の 感 受性 を 有 す る，と い う第 1の 予 測 が 支

持 さ れ た 。 さ ら に
， 尾 母音 の 韻 の 検出 よ りも語頭子音

の 韻 の 検出の 方が 容易で ある こ と ， 語頭子音課題 に お

い て は 直音 よ りも拗音 の 方 が 容易 で ある こ と ， が 見 い

だ さ れ た。

　 （2）読 み と構成

　 直音 の 読み と構 成　tE答率 75％以上 に 達 した被験児

数 は，60人 中，読 み は 55人 （被験 児全体 の 91．7％）
， 構成 は

13人 ｛8S．3％ ） で あ っ た。本研究 の 被験児 の ほ と ん ど は ，

ひ ら が な の直音の 読み を か な り習得 して い るもの と思

わ れ る。

　 拗 音の 読 み と構成 　読 み と構成 の い ずれ も ， U 字形

分布を と っ た 。 読み の 場 合 ， 正 答率 75％以上 の 被験 児

数 は3D人 ［500％），25％以 ドは 22人 ｛367％） で あ っ た 。

構 威 の 場 合 ， 正 答 率 75％以 上 の 被 験 児 数 は 25人

　（41．7％），25％以 下 は 32人 （53．3％）で あ っ た 。 拗音表 記

の 習得 が U 字形分布 を と る と い う結果 は，拗音33音節

す べ て に つ い て ， 5 〜 6 歳代児の読み と 構成 の 遂 行 を

調査 した遠藤 （L99「｝｝の 結果 と
一

致す る 。 以 ドで は ， 読
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み と構成課題 の 得点 は ， 5段階の 順位尺度 に変換 さ れ

て ，分析 に 用 い ら れ た
零＊’”

。

　変数間 の 相関

　TABLE 　2に見 ら れ る よ うに ， 韻の 感受性 の 各課題間

の相関は有意 で あ っ た 、 語頭子音直音 と語頭子音拗音

の 間，語頭子音拗音 と尾母音拗音 の 間，尾母音拗音 と

尾母音直音 の 問 に は
， 中程度 の 相関が見 られ た 。 それ

以外 の 変数間 に は弱 い 相関 しか なか っ た。芝式語彙検

査 と韻 の感受性 との 相関は低か っ た。

TABLE 　2　各変数間の相関 係数 〔括 弧内 は、芝 式 語 彙検査 の

　　　　 影響 を除 い た と きの 偏枳 関係 数）

　　　 芝式語　　語 頭 r音　　　　尾母 音　　拗音　　拗音
n ＝60

　　　 彙撞査　拗 音　直 音　　拗 音　 直音　読 み　　構成

芝式語
　 　 　 1．OD
彙検 査

語頭ア昔
　 　 　 o．Is
拗音

語頭子音
　 　 　 e．26°
直．音

尾 母音
　 　 　 〔116
拗音

尾 母 音
　 　 　 「），27i
直音

拗 音　 　o、39弊

読 み

拗 音 　 　o．39・・

構成

1．00

D、64＋l

　l，oe

0、52財0．36騨　1．1コO

O．27‡　O．33．’　0．49＋°］．  O

0，］5　　〔130 専
　　023 　 0．4P8

〔0、OB） （O．22） 〔0．1呂）ω．34・つ
1・GO

〔｝．29ホ　〔L27 写　　O．3ユ゚ 　0　48事 ．

（0，2う， （。．19） （028 ・
〉ω．42・つ

0・78『 ・OD

，
　pく．05，　ltp く．01

　韻 の 感受性 と拗音 の 読 み ・構成 と の 関係

　TABLE　2 に 示 された よ う に ，語頭 子 音課 題 の 直音 と

拗音 の 読 み
， 尾母音課題 の 直音 と拗音 の 読 み との間に

有意 な相関が 見 られ た。ま た，韻の 感受性 に つ い て の

全 て の課題と拗音 の 構成 との 間 に そ れ ぞ れ有意 な相 関

が 見 られ た。

　語頭 子 音課題 に お け る 拗音の 感受性 お よ び尾母音課

題 に お け る 拗音 の感受性 と も，拗音の読み と の 間 に 相

関が 認 め られ なか っ た。また ， 相関が 比較的高 か っ た

の は ， 両課題 と も直音 の ほ うで あ っ た。そ れ ら の 原因

に つ い て，さら に実験 を重ね，検討す る こ と は 今後 の
．
課題 で あ る 。

・ i …

　 拗 音の 読 み と 構成 の も と の 得 点 に つ い て，O を 1 へ ，　 l
s ・3 を 2 へ ，4 〜8 を 3 へ ，9 〜］1を 4 へ ，12を 5 へ ，それ ぞ

れ 変
．
え た。

　 次 に ，語彙能力の 影響 を コ ン トロ ー
ル す るた め に，

芝式語彙検査の 影響 を除い た偏相 関係 数を求め た。そ

の 結果 ，
T へBLE 　2 の括弧内 に 見ら れ るように ， 尾母音

課題 の 直音 と拗音 の読み．尾母音課題 の拗音と拗音 の

構成，お よび尾母音課題 の 直音 と拗音 の 構成 の間で ，

芝式語彙検査の 影響 を除 い て も な お
， 有意な相関が 見

ら れ た。
一一

方 ， 語頭子音課題 と拗音の 読みや構成 との

間 の 偏相関孫数は 有意 で な か っ た 。 つ ま り， 拗音の 読

み や構成の 習得 に お い て ，尾母音 を正 し く認知 で き る

よ うに な る こ とが ，よ り大 きな役割を果 たして い る も

の と考え ら れ る。それ は，語頭 子音 課 題 よ り も尾母音

課題 の 方が 難 し い と い う結果 と関連する もの と思 わ れ

る。

　 さ ら に ，語頭 子 音 と尾母音の 両課題 に お け る遂行が ，
拗音 の読み と構成の 遂行 の 程度 と関連 す る か ど うか を

調 べ た。その 際 ， 各課題 と も正答率75％ の 基準 に 達し

た 場合を成功 と見 なす こ と に し た 。TA 肌 E　3 は，語頭

子音 と尾母音の 両課題 で 基準 に 達 し た か 否 か の 別 に
，

拗音 の 読 み が成功 し た者 と し な か っ た者の 人数 を集計

した もの で あ る。カ イ ニ 乗検定 の 結果 ， 人数 の 偏 りは

有意 で あ っ た 〔酒 2＞二7．76、pく．OS）。 残差分析 を行 っ た結

果，語頭 子 音 と尾母音 の両課題 と もに 成功 しな い 場合

で は ， 拗音の 読み で 成功す る者 は 少な く な り（t＝− 2．07，
pく、05），語頭 子 音 と尾母音の 両課題 と もに 成功 した場合
で は ， 拗音の 読み で 成 功す る者が 増 え る と い う こ とが

わ か っ た （t＝2．53、　p＜．05）。 し た が っ て ， 韻 の 感受性課題
で 成功 す る ほ ど ， 拗音の 読 み で も戒功 す るとい え る。

　同様に し て，TABI．E 　4 に は，語頭 子 音 と尾母音 の 両
課題 で の 遂行 に よ る ， 拗音の構成の 成功者，失敗者 の

人数 を示 した 。カ イ ニ 乗検定の 結果，人数 の 偏 りは有

意 で あ っ た （x
’
（2） −

7．2，p〈05）。残差分析 を行 っ た結果，
語頭子音 と尾母音の 両課題 と もに 成功 し な い 場 合 で は，
拗音 の構成で成功 す る者は少な くな り （t

− − 1．93，p〈．D
，

語頭子音 と尾母音の両課題 ともに成功 し た 場合 で は ，

拗音 の 構成 で成功す る 者 が増え る と い う こ とが わ か っ

た （t一2．39，p＜．Oi＞。したが っ て，韻 の感受性課題 で成功

す る ほ ど，拗音 の 構成で も成功す る と い え る。

　以上 の 結果 か ら
， 音素 レ ベ ル の 音 韻的 自覚の程度は，

拗音 の 読み書 きの 習得 と関係する ， と い う第 2 の 予 測

が支持 さ れた。

結 論

　今ま で ，ア ル フ ァ ベ ッ ト を 用 い ず ， 1 音節 ユ文字の

仮名文字を 用 い る日本人 が 音素 レ ベ ル の 音韻的自覚 を

持 つ か 否 か に つ い て は，幼 児を対象 と して は ， 調べ ら
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TABLE 　3　語頭子音 と尾母音課題 の 遂 行に よ る拗音の

　　　　 読み の成績別人数

語頭 子音課題 お よ び 両 者 と も
一

方 が 隔 ％未 満 で 両者 と も
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 言i
尾母 音課題 の 正 笞 率 75％ 末満 他方が T［％以 上 　 75％ 以上

拗音 読 み　 75％ 未満　 　 lB

の 正 答率　 75％ 以 卜　 　 IO

L

ワ一

［

L

1　　 308

　 　 30

計 2s 9　　 60

され た もの に の み存在す る の で は な く，言 葉の響 き ，

問 ， 韻律的特徴 ， 言葉 の語 られ る状況、な ど ， 様 々 な

側面 に よ っ て 創造 さ れ る も の と考 え られ る 。
こ れ ら の

諸側面の 認知 と意味の 理解 の 発達 に つ い て 研究す る こ

とも望 まれ る で あ ろ う。

13

TA 雪｛LE　4　語頭子音 と 尾母音課題 の 遂 行 に よ る拗音の

　　　　 構成 の 成績別人数

語 頭子 音課題 お よ び 両 ＆ と も　
一方 が T5％ 未満 で 両 者 と も

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 計
尾 母音 課題 の 正 答 率 75％未 満 紲 方 が 隠 ％ 以 h　 75％ 以 上

拗音構成 　75％未 満　　 2G

の 正答 率 　75％以 上 　　 　呂

1310 2　　 35T

　　 25

計 28 ？3 9　 　 60

れ て い な か っ た 。ま た
， 従来 は ，仮 名文字の 習得 と音

節 レ ベ ル の音韻的自覚の関係 の み が問題 とされ， H本

語 の 文字 の 習得 に お い て ，音素 レ・ベ ル の 音韻 的 自覚 が

ど の よ うな役割を果たす か に つ い て は，調 べ ら れ て こ

な か っ た。

　し か し ， 本研究 に よ っ て
，

日 本 人 の 幼児で も音素 レ

ベ ル の韻に つ い て感受性 を有す る こ と， さら に ，音素

レ ベ ル の 音韻 的 自覚 の 程度は拗音の表記法の 習得 と関

係す る こ と ， が．見 い だ さ れ た。日本人 の 幼児 は， こ の

よ うな音素 レ ベ ル の 音韻的能力 を墓 盤 と して，拗音節

の表記 ル ール を推論 した ！），それ を未習得の拗音節に

適用 し た りす る もの と考 えられ る 。 拗音節以 外 の 特殊

音節 の 表記法 の 習得 に も，同様の プ ロ セ ス が存在す る

こ と が予測 さ れ る。 こ の 点 に つ い て は，さ ら に 研究が

必要 で あ る。

　今後 の 課題 は ， 第 1 に ，音素 レ ベ ル の音韻的自覚 と

拗音以外 の 特殊音節 ， 特に 長 音 と拗長音 の 表 記法 の 習

得 と の 関連を調 べ る こ と，第 2 に ， 凵本人 の 了
・
供 に お

い て 音素 レ ベ ル の 音韻的 自覚 の 発達の 道筋を調 べ る こ

と，第 3 に ，ア ル フ ァ ベ ッ ト圏 と比 べ る と 日本 語 に お

い て は音 素 レ ベ ル の 音韻的能力が仮名 の読み 書き の 習

得 に そ れ ほ ど 大 き な 役割 を果 た さ な い に もか か わ らず，

日本 人 が 発達 す るに つ れ て音素 レ ベ ル の 音韻的能力を

獲 得 して い く原因 を探 る こ と，で ある。

　 最後 に ， 本研究で 扱 っ た 音素 レ ベ ル の 韻 に つ い て の

感受性 は，言葉 の 音と して の 響 き を味わ う こ と に も関

与す る も の と 思 わ れ る。本研究 で 得 ら れ た知見か ら は

多少飛躍 す る が ， 言葉の 意味は ， 文字 と し て 書 き表 わ
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付録 ：韻の 感受性課題

き ょ う

き ょ うだ い

き ゃ く

き ゃ べ つ

室豊 う

きゅ うす

し ょ く じ

し ょ うか き

上竺 こ

し や べ る

し ゅ る い

し ゆ う り

こま

二や

塑 に

塑み

≦ ま

きゃ く

き ゃ ぺ つ

室皇 う

き ゅ うす

き ょ う

き ょ うだ い

彑 生 こ

し ゃ べ る

しゅ る い

し ゅ う り

し ょ くじ

し ょ う か き

塑 に

塑み

≦．ま

丈り

二 ま

教
．
育 心 理 学 研 究 第39巻 第 4 ．号

に や ん こ

ち ゃ わ ん

彑堕 う

ぴ ゆ
一ま

み ょ う じ

ひ ょ うし

に ゃ ん こ

ち ゃ わ ん

り貶う

ぴ ゅ
一ま

み ょ うじ

ひ ょ う し

tttし

彑ね

弖び一

室 りん

至 も

く り

そら

弖り

さい

ざる

立な

董 し

や

い

る

な

し

ら

り

こ　

さ一

豈

す一

す

そ「

そ　

付 己
一
≡
口

ほ し

塗し

埀ね

弖び
一

童 りん

弖も

昼し
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