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中国人 日本語学習者 に お ける撥音／N ／の 聴覚的認知

内　田　照　久
1

HOW 　DO 　CHINESE 　STUDENTS 　LEARNING ∫APANESE 　LISTEN 　TO

　　　　　 NASAL 　MORA 　SOUNDS ／N ／ IN　JAPANESE ？

Teruhisa　UGH 三DA

　　Many 　learners　of　Japanese　as 　a　second 　language 　can 　hardly　hear　ou 亡 the　nasal

mora 　sound ／N ／．　 This　phoneme ／ N ／ has　allophonic 　variants ，　 which 　appear 　as

some 　nasal 　 consonants 　 and 　 vowels ．　 In　 the　exploratory 　 in亡erview 　 to　 two　Chinese
learners

，
　the　most 　di田 cult 　CaSe 　fOr　them　was 　the　realized 　sound 　Of ／N ／ which 　was

anasal 　c 〔msonant 　followed　by　the　same 　consonant ，　 The 　phonerne ／N ／ is　class1fied
by　a　cognitive 　segmentation 　of　the　lengthened　nasal 　consonant ．　In　this　experiment ，
the　subjects 　were 　asked 　to　distinguish／ N／ sourld 　in　the　g 三ven 　stimulus ，　alld　to

measure 　their　threshold 　values 　by　the　method 　of ］imits．　 The　sublects 　were 　fQur
Japanese，　four　Chinese−experts 　jn　Japanese　alld　four　Chinese

−
novices 　hl　Japanese．

The 　result 　showed 　that　threshold　valucs 　in　ascend 沁 g　series 　were 　longer　than 　in
descending　series 　for　rlatives 　and 　novices ，　xvhile　experts 　showed 　reversal 　results ．　This
suggested 　that　Chinese−experts 　use 　the　different　strategy 　in　perceiving ／ N ／ sounds

to　attain 　the　same 　level　Qf　performance　as　the　natives ． ［t　shows 　simflar 　pattern　to

perceiving 　lollg−vowels 　arld　doub［e −consonants ．

　　Key　words ：Japanese　language　edLlcation ，　speech 　percepti〔，n ，　nasal 　mDra 　sound ，
a 且ophone ，　speech 　information　processing 　techllique，

問 題

　 日本語音声 の 拍 〔mora 〕に関連す る音韻，長音／ II／

や 促音／ Q／ ， 及 び撥音／N ／な ど の 特殊 拍 は
， 外国人

日本語学習 者に は習得 が 極 め て困難で あ る こ と が 指摘

され て い る 侠 化 庁，197D
。 こ の 問題 は，特定 の 言語を

母語 と す る学習者 の み に 選択的 に 見受 け られ る も の で

は な く，様 々 な母語 の学習者に お い て，広 く
一
般的 に

見出 され て い る 。

　こ の よ う な多 くの 学習 者 に と っ て ， 第 2言語 と し て

の 習得が 困難 な こ れ らの 言語音声 は ， 言語を枠組 み と

L
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し て と ら え る 視点 か ら考え る と
， 目本語の音声 言語 と

し て の 独特 の 側面 を示 し て い る と言 えよ う。また
一

方 ，

日本語 音声 教育 の 観点 に お い て は
， そ の 特徴的な側面

を ， 実際 の 教 育場面 に 向 か う に あた っ て 明示的 に 理解

して お く必 要が あ ろ う。 特 に そ こ で は，その 特徴に つ

い て ， 個々 の 問題点 を単 に 並 べ 上げ る だ け で な く， そ

れ ら の 問題 の 背景 に あ る共通 の 要素を，で き る か ぎ D

少数 に絞 り込 み ， 集約 し た 要囚 と して 問題 を捉え て お

く必要が あ る 。 さ ら に そ の 要因の記述 に あた っ て は，

窪園 （199L）が 指摘す る よ う に，凵本語 を母 詰 とす る ・者

だけ に共有 さ れ う る内省 な ど に よる もの で は な く， 他

の 異 な る言語 に お い て もそ の情報を共有す る こ と の で

き る ， 音響特性な ど の共通 の プ ラ ッ ト ・フ ォ
ーム に即

した記述に よ る こ と が 重 要 とな る 。

　 さ ら に 近年 ， 言語音の 聴覚的 な 知覚単位 に つ い て の
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議論 が高 ま っ て きて い る （Otake，　Hatano，　Cutler，＆ Meh・

ler、3990 ）。 そ こ で は ， さ ら に 音 声認識 や人 工 知能研 究の

文脈に お い て も ， 人 間の 心的辞書 （mental 　lexic。 n ）へ の

ア ク セ ス の 際 の 見出しの 最小 単位 が ， 特に 音 声提 示 の

場合 に は如何な る もの で あ る か が研 究 の 焦点 とな っ て

きて い る。現在，英語圏を中心 と した ， 子音 ＋母 音 ＋

子音 （cvc ） を基 に し た 音節 （syllable ） に 対応 し た 知 覚

単位が ユ ニ バ ーサ ル に 適用 で きる とする立場 と，

一
方 ，

日本語圏 な ど の 子音 ＋ 母音 〈CV ）の ts　Cmora｝に対応す

る知覚単位が別個に存在す る とい う立場 の 研 究 が それ

ぞ れ精力的 に 進め ら れ て い る。

　 こ の よ うな議論 に お い て，第 2 言語学習 と して の 日

本語学習で 習得困難な言語音 は ， 聴 覚 的な知 覚上 の 対

比 的 な特徴 が 顕在化 し た箇所で あ る と考 え られ ， 議論

を深 め て い く有効な材料 とな ろう。すなわ ち， こ の 特

殊 拍 の 問題 を音声 言語 の 聴覚的認知 の側面 か ら捉 え ，

その 認知 の 実態 を音 節言語 を母語 と す る学習者 と，拍

言語 を母語 とす る 日本語話者 に つ い て 比較 す る こ と に

よ り， syllable や mora な ど の 聴覚的知覚単位 の 実在

性 に 関す る 基礎研究 と して 位 置 づ ける こ と が で きる。

　さ て 現在 ， 日本 の 大学 で の 留学生 に お い て は ， 中国

語 圏出身 の 留学生 の 割合 が 大変高 い 。平成 6 年 2 月 19

日付 の 文部 省 の 調 査 で は ， 中国及 び ， 台湾 出身 の 学生

の 割合 は，全体 の 半数 を越 え る 53．4％に の ぼ っ て い る 。

また さ らに ， 東 ア ジ ア出身 の 学生 は そ の 風貌が 凵本語

話者 に 近 い た め ， 他の人種の 学生 と 比較 して
， よ り ス

ム ー
ズな音声 コ ミ ュ ニ ケ

ー
シ ョ ン が 期待 さ れ て し ま っ

て い る 。 し た が っ て ， 前述 の 音声 言語 の 問題 に つ い て

は，まず こ の よ うな中国人 日本語学習者 を対象に し て

検 討 して い く必要 が あ ろ う。

　 こ れ ま で に 内田 q993b＞は ， 特殊拍 の
一

種 で あ る長音

と促 音 に つ い て ，日本語話者 と中国人 H本語上 級者，

中国人 日本語初心者に 対 して
， 極限法 で そ の 閾値を測

定 した 。 そ の 結果 ， 日本語話者 と中国人初心者で は ，

上昇 系列 で の 閾値 の 方 が 下降 系列 で の も の よ りも大 き

か っ た が ，

一
方 ， 中国人上級者で はそ の パ ターン が逆

転 し て い た。そ し て そ の 結果か ら，特に 中国人 F．級者

で は ， 日本語話者 と同等 レ ベ ル の 長音や 促 音 の 知 覚 や

判断 を遂行す る た め ，日本語話者 と は異 な っ た力略を

用 い て い る可能性 を指摘 し た 。す な わ ち ，日本語 話者

で は 長音や促音 の 認 知 の ため の 安定 した閾値 の 存 在が

見受 け られ る が ，中国人上級者に は ， 必 ずし も顕在的

な閾 値 が 存在 せ ず，む し ろ境 界付近で の 判断を避 け て

お り ，
い わ ば典 型的 な長音 や促音 か らの ，逸脱 の程度

を 指標 と し て い る と い う仮説 が 提案さ れ た 。 そ し て ，

こ の よ うに学習者が必ず し も日本語話者 と同様の 判断

を行 っ て い な い こ と が 想定 さ れ る場合，教育場面で は

こ の よ うな 可能性 も常に念頭 に置 き ， 上 級者の 特徴を

見据 え，そ こ で達成 され て い る方略を初心者が 獲得 し

て い くた め の 教育内容や 方法 を吟味 し て い く必要性を

指摘 して い る。

　本研 究 で は ，
こ の よ うな 結 果 を踏 ま え た 上 で ，さ ら

に 日本 語撥音／ N ／の 聴覚的認知に つ い て の検討 を行

う こ と を目的 とす る。 こ の 撥音 は ， 長 音や促音 と同様

の 特殊拍 に分類 さ れ て お り， ま た外国人 日本語学習者

に とっ て ，そ の 習得 の 困難 も同様 に指摘され て い る。

し か し ，
こ の よ うな撥音の習得の問題 は ， 前述 の 長音

や促音で の 現 象 に も関連す る事柄 な の で あろ うか 。 も

し関連 す る な ら，同様 の 現 象 の 生起 を確認 し得る で あ

ろ うか 。 さ ら に は ， そ の習得困難 の背景に つ い て ． 長

音や 促音 と 共通 の 要 素 を集約 し，問題を
一括 し て 議論

で き る か ど うか が課題 と な ろ う。

　 さて ，まずこ こ で 日本語撥音の実態を概観 して お く

必要が あ る 。 日本語話者に と っ て ， 撥 音／ N ／ の 音 声

は ，

一般的に は仮名文字の
“
ん
”
に対応す る唯

一
固有の

音 と意識 さ れ て い る こ と が 多い 。 しか し音声学的 に は，

撥音は ， 実 は種々 の 鼻子 音 と ，
い くっ か の 鼻音化 した

母 音 と し て 現 れ る こ と が 知 ら れ て い る （Takebayashi ，

1992；城 生 ，1992；天 沼 ・大 坪 ・水 谷 ，1978）。そ し て
，

そ れ ら

は撥音の 異音 （all ・ ph ・ ne ｝と して ， 撥音 に 後 続す る音 素

環境 に 応 じ て 規則 的 に 生起 し て い る 。

　具 体 的な例 を あ げ る と ， 例 え ば 「天丼／テ
“

ン
”

ド

ン ／」 と い う単語 の 2 拍目の 撥音 に 注 目す る 。 そ して ，

「天丼」と通 して 発音す る つ も りで ， 当該 の 撥音 の 箇所

で 発音を中止す る 。 す る と ， 調音 として は ， 両唇 がや

や開き
， 舌 が 上 歯茎 に 接触 し て お り ， 音声 と し て は ，

い わ ゆ る ［n］の 音声で あ る こ とがわ か る 。 しか し， 「天

ぷ ら／ デ
‘
ン
”
プ ラ／」 と い う 単語 を 発音 し た場合 ， も

し 2拍 目の 撥音 で 強制的 に 発音 を中止す ると，そ こ で

は両唇が 完全に 閉鎖 し て お り ， 音声と し て は先ほ ど と

異 な り ［rn］の 音声 で ある こ と が わ か る 。

　同様 に ， 「天 が／ テ
“

ン
”

ガ／ 」の 場 合，3拍 目 の／ガ ／

が 鼻濁 音 と し て 現 れ る場合は ， 2 拍目の撥音は ， 英語

な ど に み られ る ［u］の音声 の
一

部 に な っ て い る 。 さ ら

に 「天 を ／デ ツ
”
オ／」と発音 し た 場合の 撥 音 は ， 実 に

囹 の 鼻母音 と し て 発音 さ れ て い る 。 た し か に こ の 2 拍

目の 撥音 を ， も し ［n 】で 発 音 したな らば，調音結合 に よ

り，／テ ン オ ［tego］／で は な く， ／テ ノ ［teno］／ と聞 こ

え て しまう。実際 に ，外 国人 H 本語学 習者が 発 音 し た

場合に も ，
こ の よ うな 発音 上 の 問題 を生 じ る こ と も多
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　 以上 の よ うに ，目本語撥音／ N ／の 音 声 は ， 口本語話

者に は ふ だ ん ほ と ん ど意識 さ れ な い が，後続 す る 音素

環 境 に 応 じて，厳 密 に か つ 規則的 に使 い 分け られ て い

る。さ て ， こ の よ う に 音声学的 に は や や 複雑 な 素性 を

持 つ 撥音 に お い て ，外 国人 口本語学習者 の 習得 困難 を

引 き起 こ す部分 は，一
体 どの ような要素 に よ る もの で

あ ろ うか 。
こ こ で は ， まず日本語学習者 の 撥 音 の 聞 き

取 りに お い て ， 困難 の 原 因 とな っ て い る要因 を探 る た

め に ，実験 に 先 だ っ て ， 中国 人 日本語学習者 に 対 し て

予備的な面接を行 っ た 。

　予備面接　こ の 予備面接で は ， 中国人 日本語上 級者

の 女性 2 名 を 対 象 と し て ， 実験者 が 個別 に イ ン タ

ビ ュ
ー

を実施した。 こ こ で の 中国人上 級者は ， 日本の

大学院で研究に従事 し ， 日本在住 5 年以上 の 者で あ っ

た 。

　 面接 に あた っ て は ， 以下 の 3点 を念頭に お い て行 っ

た 。 （a ＞撥音に お け る異音 と後続す る音素環境 を統制 し

た 上 で ，撥音の 有無 で 意味 が 異 な る単 語に な る 最 小 対

立 す る 対 （minimal 　pair）の単語 セ ッ ト群 を用 い ，そ の 聞

き取 り と困難度の 報告，及び 内省。（b）こ れ まで の 日本

語学習時 に お い て
， 撥音は ど の よ うに 聞き 分 ける よ う

に 教わ っ た の か 。 （C ）現在 ， 実際の 日本語の 聞 き取 りに

あ た っ て ．日 常的 に は撥音を ど の よ うに 聞 き 分 け て い

るか。以上 を順次尋 ね て い っ た 。

　 なお ，
こ こ で （a ）の 最小対立 の 対 と は，た と えば 「過

度 ／ カ ド ［kadol／」と 「感度／ カ ン ド［kando ］／」の よ

う に ， 撥音 が唯
一

加 わ る こ と に よ っ て，辞書的意味が

異 な る 単語 の 対 と な る も の で あ る。さ らに
， 本面接で

は中国語話者が対象で あ る た め ， 中国語で の 四声に み

られ る ような pitch へ の 感受性 に 配慮 し，対 象 と す る

最小 対立 の 対 に お い て は， 東京方言に お け る ア ク セ ン

ト型 が共 通 で あ る こ と も条件 と し た 。

　使 用 し た minimal 　pair に つ い て ，そ の
一

部 の 例 を示

す 。

　【n 】に 関連 し た も の に は ， 「過 度／カ ド 「kado］／」
一「感度／カ ン ド ［kando ］／」，「仮名 ／ カ ナ ［kana］／」
一「か ん な／カ ン ナ ［kanna ］／」， 「骨／ホ ネ ［hone】／」

一
「本音／ホ ン ーt・　［honne］／」な ど を使 用 した。

　次に ， 【m ］に関 し て は 「華 美／ カ ビ ［kabi］／」
一

「完

備／カ ン ビ ［kambi 】／」， 「紙／カ ミ ［kaml］／」
一「甘

味／カ ン ミ ［kammi ］／」， 「独 楽／ コ マ 〔koma ］／」
一一

「コ ン マ ／ コ ン マ ［komma ］／」な どが あ る 。

　また ， ［p］に つ い て は ， 「過誤／カ ゴ ［kagol／」
一

「看

護／カ ン ゴ ［kappo］／」，「性／サ ガ ［saDa ］／ 」　
．
「山

河／サ ン ガ 「saDpa ］／」を使用 した、

　さ らに ，鼻母音に つ い て は，「貝／カ イ ［kai｝／」
一「官

位／ カ ン イ ［kaSi］／⊥ 「愛／アイ 「ai］／」
一

「安易／ア

ン イ ［a5 正1／」D

　 そ し て
， 鼻母音や 鼻子音の使 い 分 け も含 めた対立 と

して は ， 「性／ セ イ ［sei］／ j− 「繊維／ セ ン イ ［se さi］／」
一「背 に ／ セ ニ ［seni ］／」一「線 二 ／セ ン ニ ［senni ］／」な

どを材料 と し た 。

　 さ て ， こ の 面接 に お い て は 、 撥音の 聞 き分 け時 に お

い て
， 同 じ実験者が 発音 し た と は い え ， 繰 り返 し て発

音す る こ と に 音声 は微妙 に 異 な O ， 当然 ， 音響的 に は

必ず しも同
一

の もの で は な い
。 した が っ て， こ こ で は

結果 を特に定量的に は扱わな か っ た。しか し面接の 結

果 t 様 々 な撥音の うち ， 学習者が 聞 き分け に お い て 困

難 を感 じ る もの と感 じ な い もの が 明解に 区別 して報告

さ れ た 。

　本 面接 で ， 学習者が撥音の 聞き 取 りで 特 に 困難 で あ

る と報告 し た も の に つ い て，その 撥音 の 異音 と後続す

る音素環 境 を整理 した 。 そ の結果 ， 中国人 日本 語学 習

者 に とっ て ， 撥音 の聞 き取 りで特 に 困難 で あ る と さ れ

た の は，撥音と さ れ る 鼻子音 に後続 し て ， 同 じ種類 の

鼻子 音が連続 す る場 合で あ る こ と が 見 出さ れ た。

　す なわ ち ， 具体的 に は 「過度／ カ ド［kadol ／」と 「感

度／ カ ン ド ［kando ］／］ の 聞 き分け は比較的容易 で あ

り，一・
方 ， 「骨／ホ ネ ［hone1／ゴと「本音／ ホ ン ネ ［hon −

Ile］／」の 聞 き 分 け は 不 正 確 で
， 極め て 困難な 印象を

伴 っ て い た とい うこ とで あ る 。 こ の こ と を音響的 な側

面 か ら検討 す る と， 問題の 「本音／ ホ ン ネ ［honnel ／」

の第 2拍 の 撥音部分 と第 3 拍 の 子音部分に あた る ［nn ］

の部分 は，音声 ス ペ ク トル 上 で は ほ ぼ融合 し た もの で

あ る 。 す る と当該 の 撥 音 は
，

む し ろ 鼻子音の持続時間

の 延長部分 ［n ：亅の
一

部で あ る と い え る。し た が っ て ，問

題 と な る撥 音 の聞 き取 り は，こ の 鼻子音 の 持続時間の

側面に 対 し て，時間 的手が か りに よ る 主体的な区分化

（segmentation ＞が 必要 と さ れ る場面で あ る と考え られ

る 。

　
一

方 ， 「感度／カ ン ド［kando］／」の 第 2 拍 の 撥音

は，直前の 母 音 ［a】， 及び後続す る 子音 ［d】と の 間 に
，

異種の 鼻子音 ［n ］が 挿入 さ れ た状態 で あ り， 特 に ま ぎ

ら わ し い 融合な ど は見受 け られ ず ， そ の検出が容易 で

あ る こ と は 理解で き よ う。

　な お，（b）口本語学習時 に 撥音はどの よ うに教わ っ た

か ，（C）実際 の 日本語 の聞 き取 り時に撥音 を ど の よ う に

聞 き分 け て い る か に つ い て は ， 本面接 で は，ともに音

声中の 鼻音 の 存在の 有無を手 が か り に す る と い う報 告
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が得 られ た。

　以 ．ヒの よ う に ， 中国 人 日本語学習 者に と っ て ， 撥音

の聞 き取 りで 困難な の は ， 撥 音 で あ る鼻 子音 に後続 し

て，同じ種類 の 鼻子音が連続す る場合で あ る こ と が確

認 さ れ た 。
こ の 点は ， Masuko ＆ Kiritani（1990）， 及

び，益子
・桐谷 〔1990）が ，タイ語話者 ， イ ン ド ネ シ ア

語話者 な ど の 非 日本語話者 を対象 に して
， 特殊拍 の 聞

き誤 り の研究で 使用 し た音声刺激の 選択 と も対応 し て

い る 。
こ の こ とか ら も，

こ の 撥音 の 聞 き取 りの 困難点

は ， 特 に中国語話者の み に 限 ら な い 要因を内包 し て い

る可能性 が 示唆 され よ う。

　ま た 現在 ， 経験豊か な 日本語教師で さ え ， 学習者 の

撥音 の 聞 き誤 り は，長音や促音ほ ど頻繁で は な い と い

う印象 を持 つ に と どま っ て い る こ とが 多 い 。前述 の よ

うに ，撥音 の聞 き取 りの 問題 は，確か に ひ ろ く全て の

撥音 の 場 面 で 起 こ る と い う訳 で は な い 。も し 日本語教

師が ，
こ の 問題 の所在に つ い て ， す べ か らく撥音 を

一

つ の ま と ま り と し て 意識 し て お り，撥音 の 異音や後続

音 素 の 環境 の相違 に よ る ， 音 声 的な分類 を意識的 に 認

識 し て い な け れ ば ， 前述 の 印象を受け る の は も っ と も

で あ る と考え られ る 。 しか し
， 教育 場面 に お い て は ，

日本語話者で あ る教師 は ， 常に意識的に 撥音を音声的

に 区別 し て と ら え，学習 者 の 問題 が 顕在化 す る 条件 を

明示 的 に 理解 した上 で 教 授活動 に 向 か う こ とが重要 で

あ ろ う。

　 さ ら に ， こ の 問題 とな っ た撥音 を識別 するた めの 要

因 は，他 の 特殊 拍 で あ る 長音 や促音 の 問題 との 共通点

を持 っ て い る 。 す な わ ち ， ま ず長 音で は ， 当該 の 母音

区間 の 持続時 間 の相違 に よ っ て 音素が対 立 して い る 。

次 に ， 無声閉鎖 子 音 の前の 促音 は ， 無声 閉鎖部 の 無音

区間 の 継続時間 の 差異 で 識別 され る 。 そ して ， こ こ で

問題 に な っ た撥 音 は ， 鼻 子音 の 持 続時間 の柑違 が ， 撥

音の 有無を定め て い る も の で ある 。 し た が っ て ， 問題

と な っ たそれ ぞれ の 特殊拍 の 音声 は，音響的な要素 と

して は ， そ れ ぞ れ の 音声 の 持続時間の 相違 が音素対立

の 主な要因 で あ る点で 共 通 で あ る とい え よ う 。

　 さて こ の よう に ，撥音 の 習得 困難 の 問題 が
， も し長

音や促音 と同様 の要因に よ る もの な ら ば ，
こ の よ う な

撥音の 聞 き取 りに お い て も，先述 の 内田 （1993b）で 報 告

され た長音 や促 音 で の 現 象が生起 す る で あ ろ う か 。 そ

の確認の た め に は ， まず問題 と な る撥音の 聞き 取 りに

つ い て ，実際 に 聴覚実験 を実施 し，撥音 の 有 無 の 判 断

基 準 とな る閾値 の 測定 を行 う必 要が あ る 。 さ て ， こ の

習得困難な撥音 は継続 し た 鼻子音区間 の
一
部 で あ る に

過 ぎ な い 。 こ の よ うな撥 音 の 聞 き取 り は
， 融 合 した鼻

子 音 の 持続時 間 に 対 して の ， 時間的手 がか りに よる認

知 的な区分化で あ る と 整 理 で き る 。 し た が っ て，該 当

す る特定区間の 音声の持続時間を操作で きれ ば ， 音声

持続時間の識別課題 と し て ，心理 学的測定法 の 手続 に

基づ い て 閾値の 測定を行 う こ と が で き る 。 以降 中国

人 日本語上級者，中国人 日本語初心者，日本語話者を

対象 に して
， 撥 音の 閾値 の測定 を行 っ た実験 に つ い て

述 べ る。

実 験

　 こ の 実験 の 目的 は ， 中国人学 習者 に お ける撥音 に つ

い て の 聴覚的認知の特徴 を と ら え ， 日本語話者 と比較

す る こ と で あ る。そ して ，そ の 特徴が ，長音や促音で

の 従来の 知 見 と同様の様相 を示 す もの で あ る か を検討

す る。そ し て ，さ ら に そ の知見の 日本語音声教育 へ の

フ ィ
ー ド ・バ ッ ク と

， 日本語 に お ける聴覚的知覚 単位

の 実在性の検討を行 うた め の材料に す る こ と を め ざす 。

　本実験 で は，中国人 日本語上級者，中国人日本語初

心者 ， 及 び ， 口本語話者を対象 とす る 。 そし て ， 問題

と な る撥音 を含 ん だ最小対立 す る単語 の 対 を使用 し，

該 当す る鼻子 音区間の 持続時間を操作す る こ と に よ り

刺激連続体 を作成す る 。 そ して ，そ の音声刺激系列 を

使 用 し，極 限法 に よ りそ の 閾値 の 測定 を行 う。

方 法

　音声材料 　材料 は ， 鼻子 音 の 持続時 間 の 側面 の み で ，

撥音 として 最小対立 す る単語の 対 ， 3 セ ッ トを使 用 し

た。持続時間 の 操作対 象箇所 と な り，撥音 と後続す る

鼻子音 の 融合部分の 音声は ， ［n］， ［m ］， ［0］の 3種類で

あ る 。 ま た ， そ れ ぞ れ の 単語対 の 中で は ， 東京方言で

共通 なア クセ ン ト型 の 単語 を使 用 した。音声材料 の 単

語 セ ッ ト は ， 以下の 通 りで あ る 。

　第 ユセ ッ ト （NCI ）「骨／ホ ネ ［hone］／」
一「本音／ホ

ン ネ ［hon ：e 亅／」。第 2 セ ッ ト （NC2 ）「独 楽 ／ コ マ

［koma ］／」一「コ ン マ ／ コ ン マ ［kom ：a］／」。 第 3 セ ツ

ト （NC3 ＞ 厂性／サ ガ ［saga ］／」
一「山 河 ／サ ン ガ

［sap ：a ］／ 」で あ る。

　音声材料の録音 は ， 名古屋 大学教育学部の 防音室（理

研 音響 ：聴力検査 室 AT − 80S）で 行 っ た。音声 は，日本語

音声教育 に携わ り ， 東京方言話者の成人女性が ， 自分

の ペ ー
ス で 発声 し た もの を使用 し た 。 発音 さ れ た 音声

は ，い っ た ん DAT （SONY ： DTC −300ES） ｝こ収 録 され

た 。 そ し て ， そ れ ら の 音声は あ ら た め て A／D 変換 さ

れ．，パ ー
ソ ナ ル ・コ ン ピ ュ

ー
タ （NECiPC − 9801VX21 ）

の ハ ード ・デ ィ ス ク 上 に 保存され た。 こ の A ／D 変換
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時 ， お よ び 実験で の刺激提示 の D ／A 変換時に は ， 音

声入 出力ボード （カ ノ
ー

プ ス 電 子 ：S。 und 　l　laster） を使用

し た 。 な お ， A ／ D ・D ／A 変換に あた っ て は ， サ ン プ

リン グ周波 数 16kHz，量 子化工6bitで行 い ，遮断周波数

7．2kHz ， 低減率 110dB／ o ¢ t．の ロ ー ・パ ス ・フ ィ ル タ

（エ ヌ エ フ 回 路設言iブ ロ ッ ク ： RT −8FLB2 を使用 し た 自作品 ）

で 濾波 し て 使 用 し た 。

　音声刺激の作成　刺激 の 作成 に 先立 っ て ， それ ぞれ

の単語セ ッ トの うち撥音が 含 まれる方 の 単語 に つ い て ，

実験 の た め に 持続 時間を操作す る箇所 を特定 し た。操

作箇所 の 特定 に あた っ て は， 武田 ・匂坂 ・片桐 ・桑原

（1988）の 研究用 日本語音声 データ ベ ー
ス に お け る階層

的音韻ラ ベ ル の 記述法 を参 考 に した 。 区分に あ た っ て

は， 音声の 波形 ，
パ ワー

， ピ ッ チ 及び サ ウ ン ド
・

ス ペ

ク トロ グ ラ フ を 基 に 視察 に よ り行 っ た 。 実験 に 使用 し

た音声 の 区分の例を F 【GURE 　1 に 示 す。

基 準 音声 1
“
本音／ ホ ン ネ／

”
の 音声波 形

音声記 号層

TIME （ms ）

イ ベ ン ト層

O

“

骨／ ホ ネ／
”

の 音声波形 （基 準音声 1の 第 2 − 3 モ ー
ラ の 鼻子音区間 を 30％ に 伸縮 し て 作成 し た もの ）

TIM ・・ms ・E … 璽1  魎麺 唖憂≡ 三≡≡… ≡ヨ
0　 　 　 　 　 　 　 200　 　 　 　 　 　 　 400 60D　　　　　　　　　　　800　　　　　　　　　　1000

FIGURE　1 音声刺激の作成 （第 1セ ッ ト ［骨／ホ ネ／ ．本音／ホ ン ネ］）

　次に，確定 し た鼻子音の 融合区間の持続時間を徐々

に 伸縮 し，撥音 の あ る 単語 （ex 、本音 ／ ホ ン ネ ／） か ら
，

撥音の な い 単語 （ex ，骨／ 永 ネ／ 〉に 次第に変わ っ て い く

音声刺激連続体を作成 し た 。 ま た，撥音 の 聴覚的認知

に 対 する発話速度 の 影響 も検 討す るため ， それぞれ の

単語の第 1拍の母音区間の 持続時間 も伸縮 し，発話速

度 を制御 し た 。

　 こ の よ うな鼻子音 区間の 持続時間の 操作や ， 音声の

発 話速度を制御す る た め の 母 音部分 の持続時間 の 操作

に あた っ て は，音声情 報処 理技 術 の 1 つ を利用 した。

本実験 で は ， 森田・板倉 ｛19861の 開発した PICOLA （ポ

イ ン ター移 動量制御 に よ る重 複加算 法） に よ る話速変換技術

を採 用 した。 こ れ は，Malar，　Crochiere，＆ Cox　（19SI）

の TDHS 法 〔time −domain 　harmDnic　 scaling ） と 比 較 し

て，伸縮量 が 小 さ い 時 の 音質 を より改善 した もの で あ

る 。 さ らに 本実験 で は ，
こ の PICOLA を基に し て ， 内

田 0993a）が特 に指定 区間 の み の 伸縮を行 えるよ うに 設

計仕様を変更 した PICOLA −
pllisを使 用 した。

　現 在 ， 音 声 情 報 処 理 技 術 と し て は ， Atal ＆

Schroeder （1968｝に よ る LPC 分析合成や，板倉 （1973）

に よ る PARCOR 分析合成な どの 考案を契機 に ， 優 れ

た方法が 開発さ れ て きて い る。こ れ ら の 線形 予測分析

合成系 は ，情 報通信 な どで の 情報圧縮 の 観点 か らは極

め て 効率的な もの で あ る 。 また こ の分析合成系は ， 声

道 モ デ ル に対応 し た全極型の声道関数 をな し て お り，

声帯振動 や雑 音流 とい っ た駆動音源 と ，
ホ ル マ ン ト構

造 を担 う LPC ス ペ ク ト ラ ム を分離 して 扱え る な ど の

特長 を持 っ て い る。今川 ・桐 谷 （ユ9S9） は， こ の 長所 を
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生か し て ， 音声研究の用途 を指向 して ，
パ ー

ソ ナ ル ・

コ ン ピ ュ
ー

タ で 稼働 し，操作性 の 優れ た「音声録聞見」

な ど を開発 し て い る 。

　 しか し，こ の線形予測分析合成系 は，音声信号に全

極型 の 声道関数 を仮定 して い る ため ， 声道 に お い て 鼻

腔 へ の バ イパ ス をもち，反共振 に よ る ア ン チ ・ホ ル マ

ン トが想定 さ れ る 鼻 子 音 の 操 作 に は必 ず しも向い て い

な い （古井，1992）。 しか し，PICOLA で は ， 音声 に 対 し

て は ， 短時間定常性 の 仮定 が必要 とされ る の み で あ る。

そ こ で 今回 は ， 情報圧縮の 点で は線形予測分析合成系

に は遙 か に 劣 るもの の ，聴 覚実験 の 用途で あ るため音

質の 面で優れ て い る PICOLA を採用 した 。

　 さ て ， 刺激作成 に あ た っ て は ， そ れ ぞ れ の単語セ ッ

トの 撥音 の 含 まれ る 単 語 の 音声 データ に 対 して ，次 の

加工 処理 を行 っ た （FIGURE 　l）。 （a ）発話速度 の制御 ： 第

1 モ
ー

ラ の 母 音区間 の 持続時間 を50％，100％，200％ の

3段階に伸縮 。 （b）撥音の 加工 ：第 2 〜 3 モ ーラ の撥音

と 後 続 鼻 子 音 の 鼻 子 音 継 続 区 間 を 7 ％ご と に

9 ％
− 170％ の 24段階に 伸縮。以 上 の 処理 に よ り， 計 216

刺激を作成 し た 。

　被験者

　中国人上級者群 ， 中国人初心者群 ， 日本語話者群の

3 群 を対象と し た。

　各群は ， 男性 1名 ， 女性 3名 の 計 4 名ず つ か ら成 り ，

年齢は 21− 31才で あ っ た 。 中国人一ヒ級者は ， 日本の 大

学 院 で 研究 に 従事 し
， 日本在住 5 年以 上 の 者 で あ る 。

各被験者 と も ， こ れ ま で に 日本語教師 として の経験や ，

日本語話者 に 対 し て 日本語 を用 い た間接法 に よ る中国

語教育 の 経験 を積 ん だ者 で ある。一
方 ，中国人初 心者

は ， 日本在住 6 か 月未満で ， 来 日以前 に は 日本語母語

話者 と の 交流 が 特 に な く，日本語話者 と の 会話 な ど に

は まだ習熟 し て い な い 者で あ る。い ずれ も被験者の 聴

力は 正 常で あ っ た 。 ま た ， 中国人上級者 ， 及 び中国 人

初心者 の 母語 は ， ともに 北京標 準語 で あ っ た。

　 な お ， 実験 時に は 四 川 語方言を母語 とす る中国人 初

心者 の 被験者が ，さ らに 1名参加 し た 。 しか し，こ の

中国語 方言 に は本 実験 で 問題 とな っ て い る鼻 子音が音

素 と し て 存在せ ず ， 明 ら か に他の北京 標準語話者 と は

異質 で あ るため，本実験 の 集団 デ
ー

タ に は加 えな か っ

た。な お
， そ の 個別 の 結 果 に つ い て は，別途後述 す る。

　手続　撥音の 闘値 を個人別に測定す る た め に 極限法

を用 い た。音声刺激は ，コ ン ピ ュ
ー

タ で制御 し，ヘ ッ

ドホ ン よ り両耳提示 を した 。 被験者 は ， 各刺激に対 し

て撥音の 含 ま れ る単語で ある か ど うか の判断 を行 い
，

ス イ ッ チ ・ボ ッ ク ス の ス イ ッ チ を押 し て 答 えた。上昇

系列 で は、 各音 声 の発話速度条件ご と に ， 明 らか に 2

拍の 単語音声 の提示 か ら開始 し，少 しず つ 撥音 の ある

単語 に 近 づ い て い く刺激 を順次 提示 して い っ た 。 そし

て ，被験者が そ の刺激 を撥音が ある音声 と判断 し た時

点で
，

そ の 系列 を打 ち切 っ た 。 また 、 下降系列 で は ，

逆に明 ら か に撥音の ある音声か ら提示 し て い っ た 。 な

お ，同 じ系列 で の 反復測 定 で は 開始点 を変化 さ せ た。

　試行系列数は ， 音声 3 セ ッ ト× 発話速度 3 段階 x 〔上

昇系列 4 回反復 ＋ 下 降系列 4 回反復） の 72系列 を実施

し た 。 実験の所要時間は約60分で ， ほ ぼ 15分 ご と に休

憩 を と っ て 実施 し た。な お，中国人初心 者へ の教示 は，

中国人上級者 の 通訳 に よ り実施 した 。 実 験後 ， 質問紙

を実施 し ， 被験者の 出身地や ， 中国人学習者に対 し て

は，日本語学習 の 経緯，教材，教授法 な ど を尋 ね た。

結果 と考察

　撥音の 閾値 の 検討　それぞれ の 音声 に つ い て 結 果 を

FIGURE　2−4 に 示 す 。 な お ，発話速度の制御 に お い て ， 第

1拍 の 母 音 の 20  ％ の 伸長 を行 っ た 系列 は．第 1 拍 が 長

音化 して 聞 こ え る た め 2拍語 と して は不適 と の 指摘が

あ っ た た め，分析か ら除外 し た。そ こ で ，こ の 実験で

の 分析で は ， 被験 者間要 因 （群別 要因 ：中国人上 級者群，中

国 入 初心 者群，日本 語 話者 群 ）× 被験者内要因（実施 系 列順 序要

因 ：上 昇 系列，下 降系 列 ）× 被験者内要因 （発 話速 度要 因 ：2 段

鬮 の 3 × 2 × 2 の 3 要 因分散分析 を実施 した。な お結

果 は， 3 種 の 音声 セ ッ トで ，い ずれ も ほ ぼ
一

貫 し た傾

向を示 した の で ， そ の 結 果 を
一

括 して 解釈 した。

　 ま ず全 て の 音声に お い て ， 実施 系列順 序要 因の 主効

果 が有 意，もし くは傾 向 が あ っ た （NCI ：F （1，9）＝4．54，p

く、IO，　NC2 ：F 〔1，9）＝43．  1，Pく、01，　NC3 ：F （1，9）＝10．16，　Pく．05）o

そ の 上 で さ ら に ， 群間要因 と実施系列順序要因の 1次

の 交互作用 が 有意 で あ っ た （NCI 　
，　 F （2，9）＝6、69，　 p＜．05，

NC2 ：F （2，9）＝弖467 ，ρく．Ol，NC31F （2，9）＝ユ2．29，　p く．01）。そ こ

で ，各実施 系列順序 ご とに 単純主効果 の検定 を行 い ，

さ ら に有意 なも の に つ い て ， 群 に よ る相違 点を明確に

す る た め ， 森 ・吉田 （1ggo ） の手続 に従 っ て ，
　 Tukey の

HSD 法 に よる多重比 較 を行 っ た。

　 そ の結果 ， 中国人上級者群 は ， 日本語話者群 と中国

人初心 者群 と比較す る と ， す べ て の音声セ ッ トに お い

て E昇 系列 で の 閾値 が 有 意 に 小 さ い か ，も し くは，逆

に 下降系列で の閾値が有意 に大 きか っ た 。 す な わ ち ，

日本語 話者で は上 昇系列で の閾値の 方が下降系列の も

の よ り大 き か っ た の に対 し ， 中国入上 級者群で は ， そ

の 差が み ら れ な い か ， も し くは逆転 して い た 。

　 こ の 解釈 と して ，た と えば日本語話者で は鼻子音の
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継続時 間中に撥音の存在の た め の

閾値が 想定 さ れ る の に 対 して ， 中

国人上級者で は必ず し も確固 と し

た閾値が 見出せ ず，先述 の 長音 や

促音 と同様 に ， 撥音 に つ い て も典

型的な音声か らの 許 容範 囲 の 側 面

か ら認知 して い る可能性 も想定で

きよ う。し か し， こ の よ うな事 象

の 生起す る原 因に つ い て は ， 撥音

の 音韻境界の直接的な測定な ど ，

今後の 追加的な研 究 の 進展 が必 要

とされ よ うe

　
一

方，中国人初心 者群 と日本語

話者群 の 比較 に お い て は ， 中国人

初 心者の 上昇系列で の 閾値が 日本

語話者 の 同 じ上昇系列 の 閾値よ り

有 意 に 大 きく， さ ら に下降系列で

は ， 中国人初心者 の 閾値 が ，日本

語話者 の もの よ り有意に小 さ い も

の が見出さ れ た。

　 し た が っ て 中国人初心者で は ，

FIGURE　2−4 に もみ ら れ る よ う に ，

撥音の 認知 に は 十分 に 長 い 鼻子 音

の持続 時間が必要 とされ て い る も

の と解釈 で き る 。 ま た 逆 に ， 2 拍

語の単語で ある と判 断 され る た め

に は，タ
ー

ゲ ッ トの 鼻子音が明ら

か に 短 くな け れ ば ， 自信 を 持 っ て

2拍語で あ るとの 判 断が で きな い

と解釈 す る こ と が で き よ う 。

　発話速度の影響の検討　しか し ，

発話速度 の 要因に 関連 して は ， そ

れ ぞ れ の単語 セ ッ トに お い て，特

に有意な もの は見出 され なか っ た 。

したが っ て ， 藤崎 ・杉藤 Cl977） や

渡部・平藤 〔1985）， 内田 （1993b〕が

示 し た よ うな，長音 や促音 で の発

話速 度に 応 じた閾値の 変化は ， 今

回 の撥音の実験で は 特 に 示 されな

か っ た。

　 こ の こ と は ， 発話速度制御 の 操

作の 影響 に よ る もの と も考 え られ

る。すなわ ち ， 発話速度制御 に第
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1拍 の 母音区間 の 伸縮 を行 っ た が，こ の母音区間の 後

部は ， 調音結合 に よ り鼻音化が 開始 し て い る と 考え ら

れ ，
こ の 部分 の 伸長が撥音の 判 断 に 影響 を与 えた と も

考え ら れ る 。 し た が っ て ，
こ の 結 果 か ら撥音 の 認知 で

は発話速度の 影響 が 少 な い と結論づ け る の は短絡的で

あ り ， な お実験方法 の 改善が必 要 で あ ろ う。例 えば刺

激音 声 を単語 か ら短文 単位 の もの に し ， 発話速度の制

御区間を よ り広 く と る とい っ た対処 も考 え られ る。い

ずれ に して も，発話速度 に つ い て は ， 長音や 促音で の

問題 も含め ， 今後別 途検討 して い くべ き 課題 と い え よ

う 。

　四川語話者の 個別結果　今回 の集団 データ に は加 え

な か っ た が ，母語の 影響を考 え る 手が か りとして ， 中

国語 方言 の 四川 語 を母語 と す る 中国人初心者の結果を

紹介 して お く。
こ の 方言 に は，い わ ゆる鼻音が音素 と

して 存在 し な い （文 化庁、1971 〕。 ま た こ の 方言の話者は ，

北京標 準語 の 学 習時 に も，鼻音の あ る語の習得 に多少

の 困難 を と も な う と報告さ れ て い る。

　 こ の 被験者 は，実験 後の 質問紙実施後の面接時に，

日本語の ナ 行音 と ラ 行音 の 発音 に 混 同 が み られた。実

験者 の 印象 と して は ，「理科／ リカ ［rika ］／」の語の 発

音 が ，／ ニ カ ［nika ］／ の よ う に 聞 こ え る も の で あ っ た 。

し た が っ て ，
こ の よ うな 被験者 に と っ て は

， 本実験 で

撥音 と し て扱わ れ て い る鼻子音の 認知 は ， 他 の 中国語

話者 と は異 な る もの で あ る こ と が 想定 さ れ る。

　 こ の 被験者 の 結果 は ， 他の 中国人初 心者 の 反応 パ

タ
ー

ン と は 異 な り，ほ と ん ど の 系列で は ， 数刺激 の 提

示後す ぐに 対立す る 単語 に な っ た と判 断 し て い た。す

な わ ち，極 め て わ ずか な鼻子音 の持続時間が付加 さ れ

た だ けで
， 撥音 の あ る 単語 と 判断 し て い た 。 ま た 特 に

NC 　3 の 「性／サ ガ 「sapa ］／」の第 1 拍 の 母 音 区間を

20  ％伸長 し た 系列 に つ い て は ， 他 の被験．者か ら は／

サ ーガ ［sa ：oa ］／ と聞 こ え るた め 不 適 と され た の で

あ っ た が ，こ の被験者 は，逆 に 系列 中の す べ て の刺激

が 「山河／ サ ン ガ ［sap ：a1／」 で あ る と 判 断 し て い た 。

　 こ の よ うな反応 パ ターン は ，
ふ だん 自分 が 使 用 して

い な い 鼻子音成分 を音声連続か ら抽出す る こ と と，他

の 学習者 に お い て も困難 な音声持続時間 の 主体的 な認

知 区分作業の ．
い わば 二 重 の 重複 的負荷 の 中 で の 反応

の 1例 と も と ら え ら れ よ う。 も ち ろ ん ，
こ の結果 は sin ．

gle　case で あ るた め ， 必 ず しも
一

般化 は で きな い 。ま

た ，
こ の 実験の デザ イ ン で は ，

こ の 重 複的 な負荷 を分

解 し て扱 っ て い な い の で ， 反応 パ タ
ー

ン そ の もの の 解

釈 は で き な い 。し か し 今後 ， 母 語 と の 対 照 で 硯究 を 発

展さ せ る 上 で は ， 示 唆的な材料 と な ろ う 。

総合的考察

　こ れ ま で 日本語撥音／N ／に つ い て は ， 他の 特殊拍

の 長音や 促音 と比 べ て ，様 々 な異音が存在す る た め に

一
元的な扱 い が困難で あ り， そ の た め実証的な研 究が

少 な い 。しか し本研究で は， こ の 撥音 に つ い て ， 日本

語学習上 の 困難を伴 う条件 の もの に 焦 点 を絞 る こ と に

よ り，鼻子音の持続時間の相違 に よ る対立 とい う ， 他

の特殊拍 とも共通 す る要 因に ま と め る こ とが で き た 。

さ ら に ， こ の撥音で あ る鼻子音 の操作 に も有効 な音声

情報処 理技術 を活用 し，日本語学習者 に 対 し，心理 測

定法に よ る聴覚的な認知 実験 を実施 した研究 はほ とん

どな く，そ の 点で 意義深 い と い え よ う。

　今回 の結果 か ら ， 口本語話 者 で は鼻子音 の 継続時間

中 に 撥音の 閾値が想定 さ れ る の に対 し， 中国人上 級者

で は 必 ず し も確固 と し た 閾値 を見 出す こ と が で きず ，

長音や促音と同様に ， 撥 音 も許容 範囲 の 側 面 か ら認知

判 断 が 行わ れ て い る と い う， 1 つ の 解釈が示 さ れた 。

すな わ ち ， 撥 音が存在す る鼻 子音 持続 時間 の 範囲，ま

た 一方，短 子音 と判断さ れ る持続時間の範囲か らの 逸

脱 の 程度を手が か りに
，

そ の 有無 の 判 断 が 行 わ れ て い

る と い う仮説を提案 した。

　 た だ し， こ の 解釈 の 整合性 を 見極 め る た め に は ， 今

後 ， 本実験 で の 極 限法 に よる閾値 の 測 定 ばか りで な く，

恒常法的な手続に よ る ， 音韻境界 の 直 接的 な測定 も必

要 で あ ろ う。さら に こ こ で の 仮説 を検討 し て い くた め

に ， 音声 の カ テ ゴ リ
ー

知 覚 に 典型 的 に み られ るよ うな，

カ テ ゴ リー境界付近 で の 識別 力 の 局所 的 な鋭 敏化， カ

テ ゴ リ
ー

範 囲内 の 対 象 に 対 す る識別力の相対的な低下

と い っ た ， 音声知覚 の 特徴 を指標 とした ア プ ロ
ー

チ が ，

今後 の 研究 の 上 で 必 要 と さ れ よ う 。

　 中国人上 級者に お い て は ， 日本語話者 とは異 な っ た

こ の よ うな聴覚的認知の あ り方が獲得 さ れ て き た もの

とす る と， 教育場面 で は学 習者 に 日本語話者の 聞 き取

り方略 を そ の ま ま強 い る の は ， 必ず しも適 当 で は な い 。

む しろ，こ の よ うな中国人 の 上 級者や 熟達者が体得 し

て き た 認知 方略 を ， 学習者 が身 に つ けて い くの を援助

で き る よ うな教育方法や 内容を目指す方針が 重要 とな

ろう。

　 さ て ， カ テ ゴ リー知覚 （categ 。 rical 　perception ）の 観 点

か ら，中国人に お け る撥音の判断は ， 本来中国人 が身

に つ け て い る 聴 覚 的 な認 知単 位 で あ る syllable 内部

に起 こ る カ テ ゴ リー内で の識別で あ る ため ， た い へ ん

な困難 を伴 っ て い る と仮定す る。す る と 日本語話者 に

お い て は ， 音声の 時 間構造 に 重点 が 大 き い と考 え ら れ
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る mora 構造 を内在化 した認知単位 に よ る識別が 行わ

れ て い る た め ， カ テ ゴ リー間で の知覚が達成で き て い

る と も解釈 で き よ う。

　 こ の こ と は ， 日本語話者の 聴覚的な認 知 に お け る

mora 単位 の 実在性 を検討 す る 1 つ の 資料 と な る と 思

われ る 。
こ れ まで 言語音声の聴覚的知覚単位 の 議論 で

は ， 区分単位 と し て の syllable と mora の 対比が 中心

に 論 じ ら れ る こ と が 多か っ た 。 し か し ， 学習者 の 習 得

困難な 日本語特殊拍の認知で は ， 音声 の 継 続時間 の 知

覚 に 特徴的な対比が み ら れた。した が っ て ， 聴覚的知

覚単位 に つ い て は ， CVC 構造か CV 構造か の 区分単位

の議論ば か りで な く，time 　cue の構造 的な モ デ ル 化が

今後 の 重 要 な 課題 と な ろ う。
こ れ ま で に は匂坂 （1993 ）

な どが ， 音声合成 を 目的 と し て，音声 デ
ー

タベ ー
ス な

ど の持続時間 を分析す る こ とに よっ て 目本語音声の 時

間構造 を扱 っ た優れ た研究が ある 。 し か し，音声 の 時

間構造が聴覚的な 判断 に 及 ぼ す影響 を， 音声 言語教育

の 観点 か ら扱 っ た研 究 は まだ少な く， 今後の 研 究の 進

展が強 く望 まれ る 。

　 さ ら に柏野 （1992）の 指摘す る よ うに ， 音声に お い て

は，音 素識 別 の た め の 情報 は連続音声 の 広範 囲 に わ

た っ て ， そ の cue が 散 り ば め られ て い る 。 今回の 実験

を例 に す る と，今回 の 撥音 は鼻子 音区間 と し て 区分化

して 扱 っ たが ， 連続音声 の 中で は先行す る 母音区間 の

後部に は ， すで に 鼻子音 に 向か っ て の渡 りの ホ ル マ ン

ト変化が起 こ っ て い る。

　 こ の よ う な様々 な cue は，そ の 情 報利 用 に あ た っ

て ， 本来そ れ ぞ れ の 重 み が 違 うとされ て い る 。

一
般に，

主 な cue が 使用 で き な い 場 合 に は，次点 の 情 報が 有効

に な る 。 さ ら に話者や そ の 母語 に よっ て も ， 主 に使用

さ れ る cue は 異 な っ て い る。す る と ， 母語で 重視さ れ

な い 情報で は ， 代理 の 次点 の 清報 に 過度 に頼 る こ と も

あ ろ う。本実験 の 四川 語話者が ，／サ ーガ／の 音声 に 対

して 過度 に 撥音を認知 し た 反 応 は ， こ の 観点 か ら解釈

す る こ と も で き よ う。

　今後 の 課題 と して は，今 回 使用 し た よ う な 単語材料

に と ど まらず ， 短文単位の 音声刺激を使用 す る こ と に

よ り，よ り現実的な音声言語活動 を
一

層念頭に お い て

研究 して い くこ とが肝要 と な ろ う。 そ の 上 で ，特殊拍

の聴覚的認知に も関連 し た ， 日本 語話 者 に お け る聴覚

的知覚単位 の 時間構造を担 う time　 cue の モ デ ル 化が

必要 で あ ろ う 。 そ の手が か り と し て は ， 発話速 度 の 変

化 に よ る特殊拍知覚へ の 影響 s さ らに 音 素知覚の 場面

で顕著 に 現れ るカ テ ゴ リー境 界付近 で の識別力の 変動

を指標 と し て利用で き る 可能性が ある。

　 また今後 ， 日本語音声教育のため の 研究 の 発展の た

め に は t 大 き くは 2 つ の 方 向 か ら の研究が すす め られ

て い くこ と が 期待さ れ る 。 まず 1 つ め は ， 閲 （1994 ）

や ， 朱 （1994）の 研究 に み られ るよ うに ， 韓国語や 中国

語 な ど の 学習者の母語を基準 に お い て ， その母語と学

習す べ き 日本語 と の 対 比 を検討 して い く封照研究 で あ

る 。 こ の 方針 の 研究 か ら は ， 特定 の 母語 を持 つ 学習者

に 局在す る問題を きめ 細 や が に 扱 う こ と が で き，教育

場面へ の 即 応性 も期待 さ れ る 。 ま た ， 本研 究 で の 四 川

語方言話者 に 垣間み ら れ た よ うな特徴的 な条件 を押さ

えた研究を し て い く際 に は ， 必須の 立場で あ る。

　次 に 2 つ め とし て は ， 今回 の研究の 立場 に み られ る

よ うに ， 日本語を学習 の タ
ー

ゲ ッ トと して固定 し て 捉

え た 上 で，他 の 多 くの 言語 を母語と す る学 習者 の 問題

を比較 して ， 共通に ユ ニ バ ーサ ル に 現 れ る問題の 要因

を集約 し，そ の 問題 に 対 して で き る か ぎ り
一

般性 の 高

い 問題 の 解決 を指向す る基礎研究の 方向 で あ る 。 今後 ，

こ の両面か らの研究が ，共 に 相 まっ て 進展 し て い く こ

とが 重 要 で あ ろ う。

　近 年，コ ン ピ ュ
ータ の マ ル チ ・メ デ ィ ア 化 の 潮流 に

も相 ま っ て ， 音声デー
タ処理や画像処 理 の 分 野 も め ま

ぐる しく発展 して きて い る 。 そ れ に伴 い ，こ れ まで 実

験 の た めの 制御や加工 が な か な か 困難 で あ っ た 音声 を

扱う た め の 研究環境 は ， 河合 ・吉崎 ・
伊 藤 （1gs8）の 心

理学 実験用 の 音声記録再生 装置 の開発 に もみ られ る よ

うに
， 次第に充実 し つ っ あ る 。 今後 ， さ ら に音声情 報

処理技術 も順次利用 し， 適切な 理 解の 上，研 究 目的 に

最適 の 技術 を生 か した研究 を進め て い くこ とが も と め

られ る 。 現在 の 音声情報処理技術 は ， 時系列デ
ー

タ処

理 が そ の 基礎 とな っ て い る 。 こ の こ と は，教育心理 学

に 携 わ る研究者 の 統計的素養 が 大 い に 活用で き る 分野

で ある こ と を示 して い る 。 そ し て こ の 点か ら，教育心

理学 が ，従来 の 音声関連領域 の 学 問 よ りも， よ り柔軟

に 音声研究に 取 り組 む こ とが で きる可能性 を 示唆で き

よ う。今後，より多 くの教育心理 学研究者が ，教育 上

の 問題 に 即 し た 音声研究 の テ
ー

マ に取 り組み ． 心理 学

的測定法な ど を活用 す る こ とで 工学や医学な ど の 領域

と も協調 し，音声科学の 発展 に 一層 の 貢献 を して い く

こ とを期待す る 。
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