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資　料

英単語想起 に み られ る空書行動

日本語話者 と中国語話者に お け る検討

住　吉 　チ 　カ
1

KUSHO 　BEHAVIOR 　IN 　REMEMBER 互NG 　ENGLISH 　SPELLINGS

　　 − Examinati （エn　for　JapaIlese　and 　Chinese　speakers − 一一

Chika 　SUM 匸YOSHI

　　The　 aim 　Qf　this　study 　is　to　 examine 　 a 　role 　of　kusho　behaviQr　in　 remembering

English　spellings ．　 Japanese　and 　Chinese　 subjects 　were 　given 　the　task 　of　verifying

English　spelljngs ．　 In　experiment 　1，　kusho 　behaviorwas 　observed 　arnong 　the　malority

of　Japanese　subjects ．　Furtherrnore，　two　types 　of 　kusho 　behavior　were 　observed ．　One

was 　the　type　gazing 　at 　their　fingers　during　the　task　while 　the　other 　was 　a　non −gazing

type．　 In　Experiment 　2，　two 　groups 　were 　arranged 　accordirlg 　to　their　frequency　of

kusho 　behavior，　in　order 　to　 cDmpare 　frequency　of 　kusho　behaVior　and 　its　type．　 The

result 　showed 　that　mediun1 −high　frequency　group　showed 　kusho　behavior　as 　freqし1ently

as 　Experiment 　1，even 　though　the　task　words 　were 　all　phonetically　discriminable，　 The

medium −high　frequency　group 　showed 　no 　gazing 　and 】ow 　frequency　group 　made 　the

on】y　gazlng　type ．　 Experiment　3　was 　done　to　clarify 　whether 　Chinese　speakers ，　who

use 　 Chinese　 characters 　and 　 obey 　 a　 rich 　phonological 　 system ，　 wou 】d　show 　 kushQ

behav｛or 　in　remembering 　English　speUjngs ．　 Kusho 　behavior　was 　also　observed 　among

Chinese　subjects ，　though　their　kus｝10 　behavior　was 　all　gazing 　type．

　　Key 　words ：kusho　behaVior，　Chinese　character ，　English　spel ］ing，　remembering ．

問 題

　空書 〔く う し ょ ） と は，指で 机や 宙に 文 字 をな ぞ る 動

作で あ る。 こ の 動作 を初 め て 報 告 した 蓮實 q977） が ，

そ の 著者 「反 ＝ 日本語論」の 中 で ，
い ぶ か る フ ラ ン ス

人 の 妻 に 対 し 「タネ も しか け も な い 」 と言 っ た よ う に ，

日本人 に と っ て は ご く自然 で 日常的 な行為で あ る 。

　 こ の 一
見 し て何気な い 指動作 に ， 佐 々 木 ・渡 辺 （1983）

は ， 漢字や英単語 の 想起援助 とい う問題解決方略 と し

て の 役割を 見 い だ し，実験研究 を行 っ た。彼 ら は，漢

字の 偏や旁を組み 合わ せ て 漢字を完成 させ る字 形素統

，
お 茶 の 水 女 子 大 学 文教育 学部 〔Faculty　of 　Letters　and 　Educa ・

　tion，　Ochanomizu 　Universi亡y）

合課 題 を用 い て ，「空書行動が 日本人 の成入 に お い て

は ， ほ ぼ 普遍 的な行動 とし て 出現 す る」 （佐々 木 ・渡 辺，

n．　s3） をまず確か め ，っ い で 「空書が年齢 （書字経 験）と

と もに 獲得 され る］ 〔佐 々 木，1984） こ と を 明 ら か に し た 。

さ ら に佐々 木 ・渡辺 （1984）は ， 漢 字圏及 び アル フ ァ ベ ッ

ト圏 か らの 留学生 に 対 し，英単語を 用 い た 実験 を行 い

「空書が 漢字圏に 固有 で あ り」，「漢字圏 の者 は英単語

に お い て も空書 を利用す る 」こ とを示 した。Endo （1998）

も英 単語 を材料 に 用 い
， 空書を自発す る 日本語話者の

被験者と 自発 しな い 被 験者 に お い て ， 指動作 に制約 を

課 し た 際 の英単語想起 の 遂行 度 が どの よ うに 異 なる か

調 べ て い る 。 ま た村上 （199D は ， 空書の役割 と文字表

象 と の 関係 を さ ら に 追求 し，空 書が 文字表象 に 付随す

る書字 の 運動成分の活性化の み で な く， 文字想起 に お
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い て創造 的な想起 を促す役割を持 っ もの で ある こ とを

示 唆 し た 。

　 本来表音文字か ら な る英単語を用 い た課題 に お い て ，

中国語話者 と 日本語話者 の み が ，空書 を出現 さ せ る こ

と を明 らか に した佐々 木 ・渡辺 （1984） の 研究 は ， 空 書

が言語文化に規定 され る行為 で あ る こ と ， ま た そ れ が

他言語 の 単語想起状況 に も般化さ れ る こ と を示唆 して

お り興 味深 い
。 だ が単語想起 の 援助行 為 と して の 空書

が ， ア ル フ ァ ベ ッ ト言語の 単語想起 へ 般化す る こ とを

普遍 的事実 と見なす に は ， 彼ら の 課 した課題 の 特殊性

ゆえ に疑問が残 る。

　佐々 木 ・渡 辺 〔1Y84） は英単語の想起課題 として ， ア

ル フ ァ ベ ッ ト 1 文字ずつ の 順 唱及び逆唱や ， ま た 数文

字 を抜 い た単語 の 完成 課題 （ア ナ グ ラ ム ）を 用 い た 。 しか

し英単語 を使 用 す る上 で ， こ れ ら の 行為 が 日常 的 に 行

わ れ る と は言 い 難 い
。 ま た 呈示様式 も ア ル フ ァ ベ ッ ト

1文字 を継時的に聴覚呈示す る もの で あり ， 被験者 は

心 内で，呈 示 された文字を保持す る よ う絶えず リハ ー

サ ル を行わ ね ば な ら な い 。しか し，
こ れ が通常の 英単

語想起の場面 で 課 され る認 知的負担 と は 思わ れ な い 。

こ の よ うな課題 の特殊性 ゆ え に 彼 ら の 研究か ら は ， 日

常場 面 で の 英単語想起 に，どれ ほど空書 と い う単語想

起 の 援助行為が 般化 さ れ て い る の か う か が い 難 い
。

　同様 の 問題点が ， 同 じ漢字圏 の 言語使 用者 と し て 中

国語話者を対象 と し た実験 鍍 辺・佐 々 木，1994） に お い て

も あ て は ま る
。 彼ら の研究か ら の み で は ， 日本語な ど

よ り複雑な音声体系を有す る中国語話者
2
が ， 本当 に 英

単語 に対 し， 単語想起 の 援助 行為 と し て 空 書を般 化 さ

せ て い る か 疑 問が残 る 。 1 文字ず つ 呈示す る こ とに よ

り，書記素 に結び つ い た音素 ・音節 の利 用 を 困難 に し
，

そ の た め 本来 は 英単語 に お い て は利用 しな い 空書 が ，

誘発 され た可能性 も考 え られ るだ ろう。

　彼 ら の よ う な 特殊な 問題解決場面を設定 し な くて も，

我々 は 単語 の 認 識 とい うご く
一一

般的な認知活 動 に お い

て，単 語 の 表象の活性化，す なわち想起 を最終目標 と

す る 問題解決行為 を遂行 して い る （Holyoak 、1990＞。単語

の 認識 と い う認知 活動 は ， 無意識 の うち に 進 行す る 自

動化 さ れ た問題解決的行為 と い え る 。 しか し ， 入力情

報と照合さ せ るべ き単 語 の 視 覚 ・音韻表象そ の もの が

2
日本語， 英語，中 国語 と もに 正 確 な音 素数 は決 め られ な い と 思

　われ る。しか し複 合母音 や特殊 な音 を除 い て ，ご く基奉 的 な も

　の と し て共 通 に 認 め られ て い る と 思 わ れ る 音素 の 個 数 を比 較

　す る と ．日本 語 ：母 音 5 ・
子 音 12，英 語 ：母 音 8 ・

子 音22 （橋

本，］98fi），中国語 ：母 音6 ・子 音21 （頼 ・平松．1985＞程度で

　あ る と考 え られ る 。

曖昧 で あ る場合 に は ， 表象を よ り鮮明に す る た め 何ら

か の想起援助行為 が求め られ る。

　 も し漢字圏 の 言語話者が ，空書 を想起 の援助手段 と

して 用 い て い るな らば ， 単語認識の よ うな場 面 に お い

て も，空書 とい う外的な援助行為 を出現 さ せ る と思わ

れ る 。 さ らに漢字圏の 言 語話者が ， 特に 単語認識時 の

英単語想起 に 際 し， 空書 を行うと考え る理 由 は 次 の 2

点 に よ る。

　 第 1 に ， 本来表音文字
・a
の組合わ せ で 単語 の 音 韻 を表

わ し て い る 英語 が ， 表語文字 で あ る 漢字 と類似 し た書

記素
一

音素対応の 恣意性 と多様性 を有 し て い る と い う

こ とが あ る。単 語が完全 に 表音的，すな わ ち 書 記素 と

音素 の 対応が
一

対
一・

ならば，正確 な音韻表象の 活性化

に よ り単語の綴 りの 想起 は 出来る だ ろ う。しか し英語

の 場合，「書記 素一音素対 応規則 の 数 の多さ と ， ま た そ

の 例 外 も含め て 44の 音素 を表わ す の に 600以 、ヒもの 異

な っ た 方法が あ る 」 （Pitman ＆ St．∫。hn 　1969（Yule，19S4 よ

り）〉 と言わ れ る 。
こ の 書記 素 の 恣 意 性 と多様性 は，

「我 々 が 日常使 う漢字 を部首 に 分解 し て数 えた場 合 の

構成要素数 約24 」晦 保・野村 1983）に 匹敵す る ほ ど の 認

知 的負担 を強い る だ ろ う。実際 ， 書記 素一音素対応規

則 の 多 さ や 高頻度 の 不規則 性 か ら ， 英語 の 正 書法 は 「音

韻的 に 浅 い （phDn ・logically　shalLow ）」と言 われ る （Hender ．

son ，1985）e

　 第 2 に ， も し書記 素
一

音素対応が 完全 で あ っ た と し

て も，特 に 日本語話者の場合母 国語 の 音 素数 が英語の

そ れ よ り 少 な い の で ｛注 2参 照 ）
， そ の た め 必 ずし も英単

語に対 し積極的 に 音 韻表象を つ くっ て い な い 思 わ れ る 。

従 っ て英単語 の 想起 に際 し そ の 活性化 が不完全 で ， 空

書 と い う外的な想起援 助行為に よ り強 く依存す る こ と

が 考え られ る。

　本 研究 の 目的 は ， こ の よ う な性質を持 つ 英単語 の 認

識過 程に ， 空書 と い う単語想起援助の行為 が 般化 して

い る か 明 らか に す る こ と で あ る。具体 的 に は ， 先に述

べ た課題 の 問題点を踏 まえ，英単語の綴 りの 正 誤判 断

と い う課題 を設定 し， 空書が般化 し て い る こ とを検証

す る。また被験 者は ， 日本語話者及び同 じ漢字圏で は

あ る が ， 音声言語の性質が 異 な る中国語話者を対象 と

す る 。 まず日本語話者 の 英単語想起に お ける空書 の般

化 を ， 英単語綴 りの 正誤判断課題 を用 い て明 らか に す

る （実験 1）。 次 に 発音 に よ り区別 可能な 英単 語 に お い

3
目本 語の 仮 名 や ア ル フ ァ ベ ッ トな ど の よ う に ，ユ文 字が 特定

　の 音節 あ る い は音 素 に 結 び つ い て い る 文 字 を 表 音文字 （phono ・

　9Taph ｝と い う。こ れ に 対 し，例 え ば漢 字 な ど の よ う に 1 文 字 で

　単語 を表 わ し得 る よ うな 文字 を 表 語文字 （togograph ） とい う。
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て ， な お 空書 と い う単語想起の 援助行為 が 用 い られ る

か 調 べ る 儂 験 Z）。 そ し て さ ら に 母国語 の 音声体系が 英

語 と 同様 ，あ る い はそれ以 上 に 複雑な中国語話 者が ，

英単 語想起に お い て 空 書を利用 す る か 調 べ る 僕 験 3）。

実　験 　 1

　 目的

　本実験で は ， 英単語の 認 識 そ の もの が 問題解決の 過

程で あ る こ と，ま た 日常的な想起場面 で あ る こ と， こ

の 2 点 を考慮 し て ， 書記素
一音素対応の取 りに くい 英

単 語 の 綴 りの 正 誤判断課題 を設 定す る。そ し て 日本人

が空書 とい う単語 想起の援助行為 を， 英 単語 の 綴 りの

想起に般化さ せ て い る こ とを検証 す る。

　 方法

被験者　女 子 学部学生 40名。学年 ・学科は 多岐 に渡る

が ， 英文科の学生は含 ま れ て い な い 。

材料　書記素 と音素 の 対応が 取れ な い い わ ゆる紛 らわ

しい 単語 と し て ， 黙字 （silent ）・曖昧 母音 （schwa ：
− er ，

−
or な ど）・二 重子 音 （d。 ub ［e　cons 。 nant ：

−ll・な ど）・ie／ei

を含む単語の カ テ ゴ リを設 け た。 こ れ ら の カ テ ゴ リ は ，

過去 の 書字経験や ， 英語学習者 の ため の 綴 り字 ガ イ ド

〔石原、1982）な どを参考 に し て 設定 した 。
こ れ ら 4 カ テ

ゴ リ に 加 え ， 日本人に と っ て 発音上 区別 の 難 し い 単語

を含 む カ テ ゴ リ と して ， 子 音聴取混 同 に つ い て の 研究

（竹蓋，1982 ）な どを参考 に
，
1／r を 含む 単語 の カ テ ゴ リ

を設 けた。以上 の 5 カ テ ゴ リに お い て それ ぞ れ 10語ず

つ
， 計 50語用意 し た 〔TABLp ／　1 参 照）。未知単 語が 含 まれ

な い よ う， 実験 に先立 ち被験者 以外の 学生 数人に ，
こ

れ らの 単語 を含 む ス ペ リン グ ・テ ス トを施行 し，標準

的な学生 に とり全 て既 知 で あ り， ま た難易度が 同程度

で ある もの を選 んだ 。
こ の うち 45語 は高校必修 ， 残 り

5 語 は 大学 入 試 に 必修 と さ れ る 英単語 （伊 藤 ・鈴木，19S「
J）

で あ る 。 正誤判 断 を問 うた め に ， 半数の 25語 格 カ テ ゴ

リ 5 語 ず つ ）が 作為的に 誤 っ た綴 りに 替え ら れ た （例 ；niece

→ neice ）。片 方で誤 っ た 綴 り に替 え られた単 語 が ，もう

片方で 正 し い 綴 りの 単 語 で あ る よ うな 2 つ の バ ージ ョ

ン を作成 し ， 被験者の 半数ず つ を各 バ ージ ョ ン に 割 り

当 て た。

課題　課題 は ，
コ ン ピ ュ

ータ ・デ ィ ス プ レ イ に 呈示 さ

れ た 英単語の 綴 り が正 し い か どうか ，出来 る だ け速や

か に 判 断す る こ と で ある 。 課題 の 施行 に は パ ー
ソナ

ル ・コ ン ピ ュ
ータ （NEC 社製 PC 　9801RX ，デ ィ ス プ レ イサ ィ

ズ 640× 480 ド ッ ト）を用 い た 。 実験 者が 日本 語 の 意味 を 口

頭で 述 べ た後 ，
1 文字 が お よ そ 1 × 0．5  の 大 き さ の 単

語が デ ィ ス プ レ イ に 呈示 され る。被験者は ， そ の 単語

の 綴 りの 正誤が分 か っ た時点 で キ
ー

を押 し，それ に 伴

い 画面 が 消 え た 後 ， 判 断結果 〔正 ＝ 1 ・誤 ＝o） を入 力 す

る 。 以上 の 手順が 50単語に お い て 繰 り返 され，各施行

の 判 断結 果 と反応時間が コ ン ピ ュ
ータ に 記録 された。

手順　被験者は ， デ ィ ス プ レ イ正面 に 着席す る よ う指

示 さ れ ，落 ち つ く と実験者か ら簡単な英単語の テ ス ト

をす る 旨を告げ られ た 。 そ して 実験 の 進行 の 図 示 と と

も に 課 題 内容の 説明 を受け，質問が な けれ ば実験 に

入 っ た 。 実験の進行 は 全 く被験者 の ペ ー
ス に 任さ れ た 。

実 験者 は，被験者 の約 ユ m 後方に 立 ち ， 佐 々 木 ・渡 辺

G983｝や村 上 （1991）に 従 い ，課題遂行中の 被験者の 動

きを注意深 く観察 ・記録 した。実験 の 目的 は ， 全て の

被験者 に 知 ら さ れ ず，ま た実験者が指の 動 きを観察 し

て い る こ と も知 らされ て い な か っ た。

TA 肌 E　1　実験 1　 英単 語綴 り正 誤判断課題単語
a ）

互1r　 →　Wr 。ngie ！eiSilentD   ubte 翫 hwa

1寂boratory　rabora しoryre ［lefknife businessempe 「o 「

horizo目　 ho】izonreceivego 、
’
emme 醍 channelcaleodar

delicious　 der［ciouschiefn 王agazineswimming9 「amma 「

tran曲 te　 tla囗slateceilingcampaigna   ounce μ〕pular

library　 liblary
　　　Psp

α le巳
　　　　5ma

「「lagedisappo 撤 ancestor

1uxury　 　 ruxurynieceauturnn   casiona α Qr

religion 　 lerigi。皿 yieldChristm 戳saddresspris ｛〕ner

Australi置　Austrariab εlieVEexhibit孟onchallenge9 「amma 「

v。cabulary 　vocaburapiecef 。relgl1recommendpopular

congratulatec 。nglatulateseizemedicinebegtnnerlawver 　　　「

a ）1／r 以 外 の カ テ ゴ リの 誤 単 語 は，ie／ei ：iと e の 入 れ 替 え g

Silent：黙字 の 省略，　Double ：二 重子 音の 1つ を 省略 ，　Schwa ：

語 尾 の
一

〇 r 等 を
一

er 等 の 別 な 曖昧母 音 に置 き替 え る こ とに よ り

作 成 し た。

　結果 ・考察

空書 出現率及び課題の 成績　空書を出現 さ せ た 被験者

は 40名中 31名 （77．5％）で あ っ た 。 綴 りの 曖昧な英 単語 の

想起に 際し て ， 空書 が 援助行 為 と して 用 い られ る こ と

が確 認 され た 。 1語当た りの 空 書回数 に 関わ らず，空

書生 起 ＝ 1 ， 生起せ ず； 0 と し て ，各被験者 の 50 単語

に お け る そ の 累積 を 1人 当た りの 空書頻度 と し た 。 被

験者 全体 の 空書利用度 を晃 る た め に ， 空 書出現頻度 5

語 を階級幅 と す る ヒ ス トグ ラ ム を FIGURE　1 に 示す。50

語 中空書出現頻度 は ， 最低 の被験者＝ 0 語 ， 最高 ； 44

語 で ，平 均 は 10．7 （SD ＝ 27．3｝語で あ っ た。　 FエGuRE 　1 や

標準偏差の値か ら分 か る よ う に ，空書の 利用度 に は か

な り個人 差が見 られ る 。 しか し．被験者の約半数近 く

17人 C42．5％ 〉が ，1  語 以 上 に 渡 っ て 空書 を出現 さ せ て い

77 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　of 　Eduoatlonal 　Psyohology

78 教 育 心 理 学 研 究 第44巻 第 1号

る 。 英単語の綴 り判断 とい う想起場面に お い て ，日本

語話者の 大学生 が ， 空 書を 定型的な単語想起の援助行

為 と し て 用 い て い る こ とが うか が われ る。

　各単語 に つ き空書を出現 さ せ た 被験 者数 を各単語 の

空書得点と し た （例え ば 9 名が 空書 を出現 させ た ancestoT ＝

9）。 綴 りの カ テ ゴ リ問で ， 空書 の 出現 に 差があ る か 調 べ

る た め に ， 各カ テ ゴ リ を水準 と し て一要因 の 分 散分析

を行 っ た。検定 結果 は統計的に有意な値 で はな く（F （4，
  ＝04，n、sJ ， 従 っ て各綴 りの カ テ ゴ リ間で ， 特 に 空書

生起 に偏 り は な か っ た とい え る だ ろ う。 先 に 述 べ た よ

うに，空書の 出現 は個人差が 大き く，空書 に依存す る

被験者 は ， 綴 りの カ テ ゴ リ に関係 な く空書を生起 させ

る の で は な い か と思 われ る 。

　 Endo 〔1988）に お い て も，英単語 に お い て 空書を自発

す る被験者 と 自発 させ な い 被験者の存在が 報告 され て

い る。空書の 利用 の個人 差 に つ い て は
， 空書の 出現頻

度 が 低か っ た被験者 と対比 させ なが ら， 実験 2 で 確認

す る。

綴 りの カテゴ リ間の 成績 　綴 りの 正 しい 単語が 呈 示 さ

れ た施行に お い て ユ，誤 っ た単語の 施行 で は O を入 力

し た場合を正答 と す る 。 被験者 40名の 50語通 し た 正 答

数 の 平 均 は 37．1（SD ＝4．D 語，反 応 時 間 の 平 均 は

5．5（SD ＝19 〕sec で あ っ た。カ テ ゴ リ別 の 平 均正答数 と

平均反応時間を FIGURE　2a，b に 示す。課題 の 単語の 性

質 に よ り成績に差が あ るか み るた め に ， 各カ テ ゴ リ を

水準 と し，正 答数 ・反応時間 をそれ ぞれ従属変数 と す

る対応 の あ る場合の 1要因 の 分散 分析 を行 っ た 。 そ の

結果 ， 正答数 ・反応時間 と もに 主効 果 は有意 で あ っ た

（正 答数 ： F （4、156）＝6．8，反応 時間 ：F （4，156）一54，p〈0．OI）。

Tukey の LSD に よ る多重比 較 の 結果 ， 正 答数 に つ い

て は ， silent 二 double＞ei ／ie・1！r・schwa ，
　ei／ie＞schwa ，

　 　 　 へ 　8．5

　　　瑩
　　　多　 8

　　　を
　　　

0
　7．5

　　　1

　　　査　 7
　　　弓

　　 　 c 　6．5
　　 　 母

　 　 　 　 　 6

，「 ．．T1「「．馳r−−■−■一L，亨 」． 1．．T．．．」．．一

、−
．−齟．P7，，．■ 、 ．．甲P5．．．．．．．．幽．，，■■畠」Lr． 「．．、− 、「」 ．隔

、七」τ 、「齟．L呷7．，凾．．幽齟齟一炉．、 「．
ヤ

、 i、
 「 、1．’．． 「 1‘幽 ■

、 ． T 、 1． ’−、．「 馳
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1／r　　　Si】ent 　　Schwa

2a

蹇：1
畜1：
℃
　 203
’
：　10tS

号　 Od
：　　　　5　　10　15　20　25　30　35　4」〕　45　5 

　　　　　　　　　　 Frequency

　 FlGURE　1 実験 1 ：空 書回数 の ヒ ス ト グ ラ ム

ei／ie＝ 1／r，1／r＝schwa で あっ た （MSe ＝1fJ，　p〈0．05）。ま

た ，反応時間に っ い て は ， 1／r＞ ei／ie・douhle・schwa ・

g．　ilent，　ei／ie＞ silent ，　ei／ie＝ double＝schwa ，　double；

schwa ＝silent （MSe ＝ O．9，　pくO．05）で あ っ た 。 こ の 多重比

較 の結果や FIGuRb：　2a，b か ら分か る よ うに ， 全体的な

傾向と し て ，1／r カ テ ゴ リ の 正 答数が低 く反応時間が長
い と い え る 。 こ の カ テ ゴ リの 綴 りの 正 誤 は，発音上 で

区別可能な もの の
， 音韻表象が 曖昧 で そ れ を判断手 が

か りと して 利用 し づ ら く， そ の た め 正 答数 が 低 く， 反

応 時間も長 くな っ た の で は な い か と推察 さ れ る 。

一
方

黙字及び 二 重子音 カ テ ゴ リ は，正 答数が比較的高 く，

反 応時間 も比較的短 く，1／r カ テ ゴ リ等に 比 して 容 易

だ っ た と い え る。 こ の 理 由 と し て 黙字 ・二 重 子音 な ど

は ， 書記 素
一

音素対応が 全 くな い 文字 と し て ， か えっ

て そ の 存在 を視覚的に 強 く表象 して い る と い う こ と が

考 え ら れ る 。 本 実験 で は課題単語 に つ い て ． 特に単語

長や 音素数 な どを統制 し て い な L）
4

。 そ の た め包括的結

論 は述 べ られ な い もの の ，も し以 ．ヒの 推 察 が 正 しい と

す れ ば ， 音声的 に 区別の つ くカ テ ゴ リよ り も，音声 の

対応が 全 くな い カ テ ゴ リの 方が成績が 良 い と い う本実
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5．5

ie／ei 　 Double 　　 l／r 　　Silent

　 　　 　　 Categor）’

FIGURE 　2　実験 1 ：課題成績
a ｝

a ）　 a ：平均 正 答数 ， b ：平 均反 応時 間
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験 の結果 か ら ， ア ル フ ァ ベ ッ ト言語 の 単語 に 対す る 日

本人 の 記 憶形態が うか が われ興味深い 。

空書の タイプ 　課 題遂行 中 の 空書 に は 2 つ の タイ プ が

観察 され た。 1つ は指 の 運動を注視す る タ イ プ で ， も

う 1 っ は非注視 ， すなわ ち眼 をデ ィ ス プ レ イ に向け た

まま膝 ある い は机 や キ ー ・ボード上 で 空書 をす る タイ

プ で あ る。前者 の 指 の 動 き が は っ き り と単語の軌跡 を

描 くの に対 し ， 後者 は概 し て 微 か で ，ほ と ん どふ るわ

す程度の もの も多か っ た 。 こ の 2 つ の タ イ プ の存在 は ，

問題解決行為 と して の 空書 の 機能 を知 る 上 で 興味深 い 。

注視 タイ プ の 空書 は ， 指の軌跡 の視覚的 フ ィ
ードバ ッ

ク を提供す る もの で あ り，一方非注視 タ イ プ は ， 指か

らの運動情報の み で 何 らか の 内的 な表 象操作 を行 う機

能 を果 た して い た と思 われ る 。 こ の 2 つ の タ イ プ は ，

佐 々 木 ・渡辺 （1983〕 に お い て ，紙上空書 と空中で の 空

書 と い う形 で 報告 さ れ て い る 2 タ イプ と合致す る もの

で あ り ， 空書 を利 用す る 人 に お い て 普遍的 に 観察さ れ

る形 態 な の だ ろ う 。

　実験 ユで は，観察中空書ご と に そ の タ イプ をチ ェ ッ

ク し て い な か っ た が ， 空書を頻 出す る 被験 者ほ ど，非

注視 タイプ を用 い て い た と い う印象 を受け た。 こ の 点

に つ い て 次 の 実験 で さ ら に 調 べ て ゆ くこ と に す る 。

実　験　 2

回で あ っ た被験者 を低群 として それぞれ 6名選 出 し た。

両群の 被験者は ， 実験 1 で の 課題正 答成績が ほ ぼ 等 し

く ｛約平 均 36、O 語） な る よ う揃 えた 。

材料 ・器具 　竹 蓋 （19B2） を参考 に し ， 日本入 に と り弁

別 し に くい と考 え られ る音 素 （／1！・！r／，／v た ／b／な ど。

TAHLE2 参 照） を含 む 英単 語10語 を用意 し た。そ の うち

の半数 の 5語 が作 為的 に 誤 っ た綴 り に替 え ら れ た （例 ：

credit → c ］edit ）。 実験 1 同様 ， 片方 で 誤 っ た綴 りの 単語

は ， もう片方 で正 し い ような 2 っ の バ ージ ョ ン を設け ，

各群で 3 名ず つ が どち らか の バ
ージ ョ ン に 振 り分 け ら

れ た。単語呈 示 に 用 い た 器具 は実験 1 同様で あ る。

課題　課題 の 内容 は実験 1 と 同 じ で あ る 。 た だ し今回

は 「間違 っ て い る」 と判断 した場 合は ， 誤 っ て い る と

思われ た箇所 を指摘 ・訂 正 す る よ うに求 め た 。 そ して

そ の 指摘箇所 ・訂 正が不適切 な場 合 に は，判断 そ の も

の は正 し くて も誤反応 と み な し た 。 そ の 他 ， 実験 の 手

順 な どは実験 1 と同様 で あ る 。

TABLE 　2　実験 2　 英 単語 綴 り正 誤 判断課題 単語

Correct　　　 Uir｛〕ng Correct　 　 Wrong

　目的

　実験 1に お い て ， 被験者間 で 空 書 の 頻 度 に 比 較 的

は っ き りし た 差 が み ら れ た 。 空書頻度の 高 い 被験 者 は ，

英単語綴 り正誤の 判断に お い て ， 発音上 区携が 可能な

場合で も空書 を頻出 さ せ る の で あ ろ うか 。また，空書

頻度 の 比較的 高 い 被験 者に は，単語の 軌跡を注視 し な

い タ イ プの 空 書が多 い とい う印象 を受 けた 。 そ こ で 本

実験 で は，空 書の タ イ プ に つ い て も観 察 の 対 象 と し，

空 書頻度の高低 に よ り空書 タイ プ に 相違が ある か 調 べ

る こ と に す る 。 上記 2 つ の 目的 の た め に 実験 2 で は，

空書 を比較 的多 く出現 さ せ た被験者か らな る群 と空 書

回数 の低か っ た群 を設 け，発 音上区別可能な 英単語の

綴 り正 誤判 断に対す る両群の成績及 び空書 の タイ プ を

比較 する。

　方　法

被験者　実験 1 に お い て ， 空 書を12〜44 （平均 24．O〕 回

出現 さ せ た被験者 を 〔空 書）中・高群， ユ〜 4 （平 均 1．7）

4
し か し ，単語 の 文 字数，書記 素数，音素数 な どが ，課題 成績 の

　決 定 要 囚 で は な い こ と は ，書記 素 数 や音 素 数 が 比 較 的 長 い 黙

　字・二 重子 音 カ テ ゴ リの 成績が 艮 い こ と，また そ れ らが 短 い ie！

　 ei カ テ ゴ リの 成 績 が必 ず し も高 くな か っ た こ と か ら分 か る。

credit 　　　　　cledit

eleCtriC 圭ty　　ereCtriCity

politics　　　 poritics

green 　　　　　gleen

lip　　　　　 rip

blackboard　brackboard

NQvember 　 Nobember

majority 　　 magority

　結果

空書 の 出現 ・タイプ　中 ・高群 の被験 者は ， 最高 9語

か ら最低 3 語 ま で 全 員が 空 書 を 出現 さ せ ，平均 は

5．5 （SD ＝0，9）語で あ っ た 。

一
方低群 は 2 名 の み 空書 を

出現 させ
，

そ れ ぞ れ 2語 と 1語で あ っ た 。 や は り両群

に お い て ， 空書 と い う単語想 起 の 援助 行為 へ の 依存度

に，は っ き り と し た差が 認め られ る 。 特に今回 は ， 課

題の 単語がす べ て 発音一．ヒ区別 可能で あ っ た 。 ま た 実験

1 の ie／ei カ テ ゴ リや schwa カ テ ゴ リの 綴 りに 比 べ て ，

今回 の 課題単語 は b
，
v な ど ， 視覚的特徴に よ る 手 が か

り もか な り顕著 と考 えられ る。それ に も関わ らず空書

を出現 さ せ た 中 ・高群の 被験 者は ， 綴 りの 性質 に 依 ら

ず そ の 想起 の 援助 方略 と して ， 空書を備 え て い る と思

わ れ る 。

　空書 の タイ プ に つ い て は ， 中 ・高群に お い て 観察 さ

れ た空書 総度数 33回 の うち ， 4 回 の み 注視タイ プ の 空

書が 観察 さ れ た が ， そ れ 以外 は 非注視 タイ プ の空書 で

あ っ た （全体 の 空書 度数 の 87．9％）。

一方低群に お い て は ，

2人 の 被験者が 出現 さ せ た 3 回 の 空書 の うち 1 回 の み

が 非注視タイプ で あ っ た 。 空書頻度の高 い 被験者 は
，
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や は り非注視 タイ プ の 空書が多 い こ とが わ か っ た 。

課題の 成績 　被験者 6名の 正答数の 平均は，空書出現

高 。中群 ＝ 7．8 （SD ＝1．0）語 ， 低群 ＝9．3 （SD ＝O，5）語 で

あり， また 三〇語 通 して の 平均反応時間の 平均は，中 ・

高群；8 ．6 （SD ＝4．6）， 低群 ＝ 5．1 （SD ＝6、6） sec で あっ

た 。 両群共に高得点 へ の 偏 りが大 きい の で ， 直接 の 得

点で はな く，順位 に よ る検定 と して Mann − Whitney

の u 検定 を 用 い て 両 群 の 得点 差 に つ い て 検定 を 行 っ

た 。 そ の 結果両群 の 差 は有意で あっ た （両 側 ； u ＝2，pく0，

Ol）。ま た反応 時間 に つ い て は，　t検 定 を用 い て 検定 し た

結果 ， 両群の 差 は有意 で あ っ た （t＝11、3，　P〈O．Ol）。

　 こ れ らの 検 定結果か ら ， 空書頻度 の 高 い 被験者 は ，

低頻度群の被験者に 比 べ て 正答数 ・反応時間 と も に成

績が 低か っ たとい えよ う。 空書頻度 の 高 い 被験者 は ，

空書 を行 っ て い る の で 反 応時間 が 長 い と言 え る か も し

れ な い
。 し か し正答 数 に も両群の差が見 られ る こ と を

考慮す る と，正 ・誤 の フ ィ
ー ドバ ッ ク は 与 えて い な い

の で 必ず し も意識さ れ て い な い か もしれ な い が ， 空 書

出現頻度 の 比 較的 高 い 被 験者 に は ， よ り 課題 が 困 難

だ っ た可能性が あ る 。 こ れ は 以下 の 事実 か らも裏付 け

られ る 。 課題の 単語の綴 りが 「間違 っ て い る」 と 0 を

入 力 し た 際 の 訂 正 が 不適切な場合が 9例あ っ たが， い

ずれ も空書中 ・高群の 被験者に お い て で あ っ た 。 実験

1で 同程度 の 成績 で あ っ た両群 の 被験者 に ， 今回成績

差 が み られ た理 由 に っ い て は ， 空書依存 の 個 入差 の 問

題 と併せ て総合的考察 の 節 で 論 じる こ と に す る 。

実　験 　 3 − A

　 目的

　実験 ユ ・2 の結果 よ り ， H 本語話者に あ っ ては英単

語 の 綴 り想起 に 空 書の 般化が 観察 さ れた。で は 同 じ漢

字圏で ， 空書 と い う単語想起 の援助行為を旙え て い る

（佐 々 木・渡 辺，1984＞中国語話者に お い て ，英 単語 の 綴 り

の 想起 に 空書 の 般 化が み られ る だ ろ うか
。

　中国語の音節構造 は ， 複 合子音な ど を有す る 英語 に

比 べ て 比較的単純 で ，ど ち ら か と言 え ば 日本語 に 近 い

もの の ， 単純に音素数の み 考 える と目本語よ り か な り

豊か な 音声体系を有 して い る とい え る （注 2 参鋤 。従 っ

て （完全 に は 音韻 と対 応 が つ か ない が ）基本 的 に は表音言語

で あ る英単語に対 し ， 可能な限 り音韻 に対応っ け て表

象 し て お り，それ ゆ え想起 に 際し音韻表象 の 活性化が

より強力で ， 空書 と い う外的動作 に 頼 らな い 可能性 も

考え られ る。本実験 で は こ の 点 に つ い て検証す る。

　まず，発音 に よ っ て 区別出来な い 英単語 で 綴 りの 正

誤 判断課題 を行 う 僕 験 3− A ＞。そ こ に お い て 空 書を出

現 させ る被験者が ，発音 に よ り正誤 の 判断出来る 単語

に対 し て も空書 を出現さ せ るか 確認す る （実 験 tl−．　B＞。

発 音上区別 の付か な い 正誤判 断課題 と区別可能な正誤

判 断課題 と機会 を違 えて 施行 す る の は，音声 的手が か

りの 有無 に よ り， 空書の使 い 分 けが なされ て い る 可能

性 を考慮 し た た め で あ る。

　 方法

被験者　台湾及び 中国 か らの 女子留学生 12名 （台湾 ＝6・

中 国 ＝ 6＞。 全 員 中 国語 を母国 語 と す る。滞 日年数 は

1．5〜 4 年 で学年・学科は多岐 に 渡 るが ， 英文科 の 学生

は含まれ て い な い 。被験 者 は 全 て 中 ・高及 び大学で英

語を学習 して お り， 課題単語は 完全 に 既知 で あ っ た。

施行中課題 の英単語 に つ い て 1 つ で も未知の も の が あ

る と報告 し た 者 は ， 上記の 12名 に は 含 まれ て い な い
。

材料 ・器具　課題に用 い る単 語 は ， 実験 1 で設定 し た

カ テ ゴ リ に 沿 う 英単語 で難易度の 低 い と 思われ る もの

に数語を加 え，そ の 中か ら20語 を 2人 の 留学生 に 選定

して もらっ た （TABLE 　3）。前 2 つ の 実験 同様，半数 を作

為的に誤 っ た 綴 りに 置 き替え た 2 っ の バ ージ ョ ン を作

成 し た 。 各 バ ージ ョ ン に ，中国 ・台湾 の 被験者が 3人

ず つ 混 じ る よ う割 り当 て た
。 単語の 呈 示や記録方法 は ，

実験 1 ・2 と 同様 で あ る 。

課題 ・手続　基本的な 課題 と 実験 の 手続 は ， 実験 1 ・

2 に 同じ で ある 。 ただ し英単語が画面に 現れ る前の 単

語の意味の 呈示 は ， 日本語の 能力 に 応 じて ， 口本語 に

よ る 口頭 ， ある い は カ ー
ドに 記 し た漢字で行 っ た。

　 結果

空書の 生起　12名中 7 名 （58．3％） に 空書が 観察さ れ た 。

空 書出現頻度 4 語 を 階級 幅 とす る ヒ ス トグラ ム を

FIGURE　3 に 示す e 空 書出 現 頻度 は 最高 ＝8 語 ， 最低 ＝

0 語 ， 平均 は 3．5 （SD ．．4、4）語 で あ っ た 。 日本人 同様，

空書利用の個人差 は 大 き い ようで あ る 。 し か し 綴 りの

正 誤判 断 と い う課題 に お い て 中国語話者 に も ， 空書 と

い う単語想起 の 援助行為が生 じる事 が確認 さ れ た 。台

湾 と中国で 英語教育法 は細 か い 点 で 異な る もの と推 測

さ れ る が，しか し両者に お い て空書は観 察 され た （台

湾＝3 各 中国＝4 名）。 日本・台湾・
中国 の 被験者に空書が

観察 さ れ た と い う結果 は ， 課題 は異な る が 佐 々 木 ・渡

辺 q984｝の 結果 と
一

致す る も の と な っ た。こ の事か ら

空書が ， 英語の教育制度 ・カ リキ ュ ラ ム な ど の社会的

要因 と は独立 の ，漢字圏言語文化に 由来す る普遍的 な

単語想起の 援助行 為 で あ る と推察さ れ る。

　と こ ろ で 今同 の 実験 に お け る空書 は ， す べ て 注視 タ

イ プ の 空 書で あ っ た。同 じ空 書の 般化 で あ っ て も， 日

本語話者 と 中国語 話者で ．想起 に お い て 空書行為が 果
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TABLE　3　実験 3 − A 　英単語綴 り正誤判断課題 単語

Correct　　　 Wror19 Correct　　　 〜Vrong

magaZlne 　　 nlagaz 】n

CQIIege 　　　　　cO ］ege

answer 　　　　 anser

neCeSSary 　　neCeSary

believe　　　　be】eive

calendar 　　　calender

SW1   mg 　 SW 】mlng

sailor 　　　　　 sajlar

autumn 　 　 autum

Wednesday 　 Wenesday

lawyer 　 　 Iawyar

coffee 　　　　　cefee

dictionary　　dictionery

business　　　busines

foreign　　　　forein

actor 　　　　　 acte 「

beginner　　　beginer

govemment 　 goverme 「ユt

address 　　　 adress

docter　　　　 doctcr

学生 1名の 計 3 名を対象 と した 。 全員が実験 3 − A の

1週 間か らIOH 後に ，
こ の 実験 に参加 した 。

材料　実験 3 − A 同様．被験者以外 の 中国人留学生 に

日常的で か つ 平 易 と思 わ れ る 8 単語を選 定し て もらっ

た。そ の うち 4 語 を作 為的 に 誤 っ た 綴 り に 変 え た

（TABLE 　4）。今回 は
， 正 しい 綴 りの 単語 と誤 っ た綴 りの

単語 は異な る単語 と し た 。 器具
・手続な ど は実験 3 − A

と同 じで ある。

TABLE　4　実験 3− B　英単語綴 り正 誤判断課題単語

Correct Wrong

30

20

10

0

（
ま）
・

ぢ
・

宮
の

｝
。

・

。

三
＆
。

出

，
蔓 8 五2Freq

し1ency16

20

賊 GURE 　3　実験3− A 　空書同 数の ヒ ス トグ ラ ム

た す 役割に相違 が あ る と考え られ る 。
こ の 点 に つ い て ，

実験 3 − B で さ らに 検 証 して ゆ く。

正 答数 ・反応時聞　正答数 の 平均 は 15，8 （SD 二1．5〕語 ，

反応時間の 平均は ， 5．3〔SD ＝ 1．o）sec で あ っ た 。 被験者

の 英語教育 の 背景 が 日本人 ほ ど
一

様 で な い こ とを考慮

し て，英単 語 と して 難 易度 の 低 い もの を選 んだ た め 比

較的高い 正 答数が 得 ら れ た の で は な い か と考 え ら れ る 。

もう少 し難 易度 の 高 い もの を選 択す れば，よ り空書行

為の 出現頻度 も高 くな っ た の で は な い か と思わ れ る 。

実験 3 − B

　 目的

　実験 3 − A に お い て ，中国語話者 に お い て も．英単

語綴 りの 正誤判断 に際 し， 空 書 とい う単語想起 の 援助

行為が観察 さ れ た 。 本実験 で は さ ら に ，空書 を出現 さ

せ た 中国語 話者 の 被験 者 が
， 綴 りの 正 誤 が 発音上 区別

可能な単語 に お い て も空書 を利用 す る か を調 べ る 。

被験者　実験 3 − A に お い て 空書 を 8 回出現 さ せ た 台

湾 か らの 留 学生 2 名 と， 3 回出現 させ た中国 か らの 留

fruit　　　　　　libraly

vegetable 　　Febu ｝ary

congratu ］ate　fright

clock 　　　　　brackboard

　結果

　実験 3 − A で 8 回空 書を出現 さ せ た被験者 2 名 は ，

今回 もそれぞれ 3 回 と 4 回 に渡 っ て 空 書を出現 さ せ た 。

残 りの 工人 に つ い て は
， 空書 は 観察 さ れ な か っ た 。な

お被験 者 の うち 1名 は ， 実験 3 − A ・3 − B を通 して

まず発音 し て 正誤 を判断し，判断 の つ か な い 時改め て

空書 を行 っ て い た。

　発音 で 区別 の つ く英 単語を用 い た課題 で もや は り中

国語話者 に 空 書が 観察 さ れ た。し か し そ の 2名 の 空書

は す べ て 注視 タイプ で あ っ た 。 実験 3 − A に加 え空書

を頻 出さ せ る被験者 だ け を対象に し た 3 − B に お い て

も，すべ て 注視 タイ プ の 空書 で あ っ た こ と。 こ の こ と

か ら中国語話 者に お い て 空書 は ， 完全 に視覚的フ ィ
ー

ドバ ッ ク の効果 を期待す る単語想起の援助行為 だ と思

われ る。 こ の 意味 に お い て ， 空書 を頻 出 させ る被験者

が ほ ぼ 非 注視 で あ る 日本語話 者 と は ， 空書が異 な る役

割を担 っ て い る よ う に 思 われ る 。 そ して こ れ は中国語

話 者 が ， 英単語 の 音 韻表象 に 関 して は 英語話 者 の そ れ

と類似 し た 表象の形成 ・保持 し ， 従 っ て空書に よ る動

的視覚表象 ある い は運 動表象の 活用 が 二 次 的な意味 を

持 つ か らで は な い か と推察 さ れ る 。
つ ま り同じ漢字圏

で あっ て も ， 日本語話者 と中国語話者で は ， 空書の般

化 の 質 が 異 な っ て い る の で はな い か と考 え られ る。 こ

の 点に つ い て は総合的考察の 節で ， 補足実験 をも と に

よ り詳 し く論 じ る。

総合 的 考察

　初 め に 漢字圏 の 言語話者 が
， 英単 語綴 りの 正 誤判断

課題 に も ， 空書 とい う単語想 起 の援助 行為を般 化 させ
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て い る か と い う問題 を提起 した。 こ れ を明らか に す る

た め に行 っ た 3 つ の 実験結果 を総括 し，提 起 した問題

に 対 し明 らか に な っ た点 を述 べ る 。

　 実験 1 で 日本人 に と り ， 紛 ら わ し い と思 わ れ る 数種

の カ テ ゴ リの 英 単語 を設 け ， そ の綴 りの 正誤判断課題

に お い て 空書の 出現 を観察し た 。 さ ら に 実験 2 で は
，

課題 単語 と して 全 て 発音上区別 の つ く英単語の み 設 け ，

空 書 出現頻度の 高い 被験者が空書を出現 さ せ る か 調 べ

た 。 比較の た め に ， 実験 1 で 観察された空 書頻 度 に 応

じた 2 群 を設 けた。実験 1 ・2 の結果か ら ， 第 1 に挙

げた問題 に つ い て は ， 漢字書字経験 の 蓄積 に よ り確立

さ れ た 単語想起 の 援助行 為 が ，他 の 性質 の 異 な る書記

言 語 に も般化 さ れ る と い え る 。 課題は異な る も の の こ

の結果は ， 佐々 木 ・渡辺 ｛ユ984） の 結果 を支持 す る もの

と な っ た。また空書 を頻 出 させ る被験者 は ， 主 に 非注

視タ イプの 空書を行 う こ とが わ か っ た。

　実験 3 − A で は，中国 語話 者 に も英単語綴 りの 正 誤

判 断 に お い て 空 書行為が 観察 さ れ た 。 さ ら に 実験 3
− B で ， 発音上 区別 の つ く単 語 に お い て もな お 生起 す

る こ と が確認 さ れ た 。実験 3 − A ・3 −．．B の結果 よ り，

問題提起の第 2 の点に対 し て は ， 音声体 系 が 豊 か な中

国語話者で あ っ て も．やは り英単 語 の 想起 に 空書 が用

い ら れ る こ と が 示唆 され た 。 し か し中国語話者 の 空 書

は ， ほ ぼ
一
貫 し て注視タ イ プ の空書で あ っ た。

　以 上 の 実験結果 の 総括 に 続 き，各 実験 に お い て得 ら

れ た知 見を， 空 書利用の 個人差 ， 漢字圏 に お ける空 書

行為 の相違 ， 空 書の 漢字圏固有性 の 3 点 に わ け て 論 じ

て ゆ こ う。

空書利用の 個人差　空書利用 の 個 人差 に つ い て は，

佐々 本 ｛1984） の 空 書 を 自発 さ せ な い 児童 の存在や ，

Endo （1988＞の 英単語の 想起時に 空書 を自発す る被験者

と さ せ な い 被験者の 存在が 報告 さ れ て い る。本研 究 で

も空書利用 とその 空書 タイプ に個人差があ る こ と ， ま

た実験 2 で は 空書低頻度の被験者 の 方が 成績が 高か っ

た こ と を明 ら か に し た 。以 下 に こ れ らの 点 に つ い て 考

察 し て み た い 。

　空書頻度 ・タ イ プ に 差が 生じ る 理 由 と して
， 次 の 3

つ の 可能性が 考 えられる。 1 つ は ， 空書をほ と ん ど出

現 させ な い 被験者 は ， 空書を高度に 「熟練」化し て い

た と い う可能性で あ る。 珠算 の よ うな技能的動作の研

究 （波 多野，1988，　Hatano，　Miyake ＆ Binks，1977 ） に お い て ，

そ の 動作 の 熟練化 の特徴が 論じ られ て い る．珠算 の 上

級者 は ， 暗算時に珠 を操 る指動作 を必要 とせ ず ， そ の

か わ り心内で よ り高速 に 珠 と 盤 の視覚表象を操作可能

に し て い る 。

一一方中級者は，机で珠 を操 るよ うな指動

作 の 外 在 化 を 必 要 と す る くHatan ・ ，　Miyake ＆ Binks，

19了7）。 も し こ の よ うな 「筋肉的運動 の 水 準 か ら ， 内的

運動へ の 水準 へ の 移行」破 多野 1988 ）が 空 書に お い て も

生 じ る と す れ ば ， 空書を頻繁 に 出現 させ な い 被験 者に

あっ て は，空書が 完全 に 心 内化 ，
つ まり心内で英単語

の 視覚表象を迅速に綴 り出す事が 可能で あ っ た と考え

ら れ る 。 ま た そ れ ゆえ に
，

こ の 群の 課題成績が 高か っ

た と考 え られ る 。

　 もう ／つ 全 く逆 の 可能性 と して ， 空書 をほ と ん ど出

現 さ せ な い 被験 者 は ， 上 に 述 べ た よ う な動的視覚表象

よ りも， 単語の 局所的な示差 的特徴 （E．J．Gibson，1983）

の集合 と い っ た静的 な視覚表 象 に ， よ り強 く依存 し て

い る こ と が考 え られ る 。 こ の よ うに 推察する理 由 とし

て ， 先に 挙 げ た よ う に ， 佐 々 木 （1984） の研究 に お い

て ，空書を 自発 しな い 児童 の存在が確認 され て い る事

実が あ る 。 しか も こ の タ イプ の 児童 は ， 空書 を禁 止 さ

れ て も，字形 素統合課 題 に お い て 空中へ の 空書群 な ど

よ り良好 な成績 を修 め て い る 。 まだ書字経験 の 浅 い 小

学校低学年 ま で の児童が ，空書 を高度 に熟練化 して い

た と は 考 え に くい
。 そ れ ゆ え こ の よ うなタイ プ の 被験

者 は ， 強力な静的視覚表象を形成 ・保 持可能 な被験者

で あ っ た の で は な い か と推察さ れ る。ま た さ ら に，書

記言語 を習得す る前段階で ， ス ナ ッ プ シ ョ ッ ト的 な強

い 視 覚表象 値 観像 ；eidetic 　image） を形成 す る タ イ プ の

児童 が 存在 す る こ と （Haber ，1975）等の 報告 か らも， こ

の ような被験者の存在が 裏付け ら れる。直観 橡 ほ ど極

端 で は な い に し て も
，

こ れ ら の 事実が 示唆す る よ うに

何 らか の 要因 で ， 事物に 対し か な り強力 に 静的視覚 表

象 の 形成 ・保持す る タ イ プが 存在 し，それが書記言語

に対 し て も適用 され た可能性が考え られ る 。

　 3 つ 目の 可能性 と して ，空書出現低群 は，中 ・高 群

に 比 べ て 単語の音韻表象が 的確 で
，

か つ その 活性化が

強力な タ イ プ で ある とい う こ とが考え ら れ る。

　以 ftの 3 つ の 可能性の う ち ，注視タイ プ は空書低 頻

度の被験者 に 主 に 見 られる こ とや ， 実験 2 に お い て課

題成績 に 差 が み られ た こ と か ら， 後者 2 つ の 可能性 の

方が 妥当だ ろ う 。 空書頻度低群 が 注視 タ イプ の 空書 を

主に 出現 さ せ る の は，それ に よ り視 覚的 フ ィ
ードバ ッ

クが 得 られ ， 単語の 視覚的特徴の細部 を明確化 す るた

め だ と考 え ら れ る 。 またそれ ゆ え， 非注視 よ り動作の

大 き い 空書を行 うの だ と推察 さ れ る 。 ま た 低群 が よ り

正確 な音韻表象を有し て い た と仮定すれ ば，実験 2 の

よ うに発音上 区別可能 な課題単語 を設 定 した方が ， 成

績 の 高 くな る こ と も説明が つ く。 中 ・高群 は，空書 と

い う単語想起の 援助行為に依存 した上 で ， 実験 1 の課
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題成績 が 低 群 と等 し い レ ベ ル で あ っ た。従 っ て 実験 2

の よ うに，発音上 区別可能な 単語の み を課題 と し て設

定 し た 実験 で は
， 低群 の 方 が よ り益 を得る の で は な い

か と推察さ れ る 。

　空書を 「熟練 」して い た の は ， む し ろ 中・高群 で あ っ

た の で は な い か と思わ れ る 。 彼女達 に あっ て は ， 運動

情報 の フ ィ
ー

ドバ ッ ク の み で ，運動表 象 や動 的視覚表

象の 活性化が可能 な段階 ま で 空書を発達さ せ て い た と

思わ れ る。そ し て そ れゆ えに 空書が ，微少化 し た 指 の

動 きなどの 熟練動作 として の特微を帯び て い たの で は

な い だ ろ うか 。 ま た 運動情報の フ ィ
ードバ ッ ク が ， 空

書を行う主 目的 ゆ え に ，指 の 軌 跡 に よ る視覚的情報 の

フ ィ
ードバ ッ ク は そ れ ほ ど 重要で は な く， 彼女達の 空

書 は非注視 の 形態 を と る の だ ろ う。

漢字圏に お ける 空 書行為の 相違　 日本語話者及び中国

語話者 に お い て，英 単語想起 の 援助行 為 と して 空書 の

出現が 観察さ れ た 。 し か し実験 3 − B の 考察で も述ぺ

た よ う に ， 空書の タ イ プ に着 目す る と，同 じ漢字圏で

空書 を備えて い る 言語話者 で も，そ の 般化 の 質 は 異 な

る と推察さ れ る 。 こ の 点に つ い て さ ら に 明 ら か に す る

た め に ，両言語話者 に 対 し新奇単語 の 記銘 ・想起時 に

お け る 空書 の 般化 を補足実験 で 調 べ た 。

　被験者は ， 日本語話者66名 と ， 実験 3 − B ま で 参加

し た 被験者 3 名 を 含 む 中国語話者 6名 で あ る。記銘課

題 と し て ， 発音可能な 7 語の俺単語（例：plore，　brobe な ど；

Gulushko，1979 の 課題 単語 の 中か ら選 ん だ ） を，綴 り を記 し

た カ ー
ド （視覚呈 示 》と， 課題 単語 に 対 す る ネイ テ ィ ブ

の発音を収 め た テ ープ 儷 覚 呈示 〉 に よ り，同時に 15秒

間ず っ 呈 示 し た 。 そ の 後再 生 ・再認 テ ス トを 課 し た。

そ の 結果各 単語 の 呈示 中に ， 日本語話者は 66名中44名

（60．7％〉の 被験者が 空書 を出現，つ ま り指で 書き 付 け つ

つ 記銘 を試 み，また褒 の 再認 ・再 生課 題 で は ， 両課題

併 せ て 48．5％ の被験 者が空 書を出現 さ せ た 。 こ れ に 対

し ， 実験 3 − B ま で 参加 し た被験者 3 名を含 む 6名 の

中国 語話者 に お い て は ，記 銘時 に お い て も後 の 再 認 ・再

生課 題 に お い て も ， 空 書を出現さ せ た者は い な か っ た 。

　 こ の補足実験結果 や ， 実験 3 で観察 さ れ た被験者 の

発音後 の 空書 と い っ た 利用 形態 な ど を併せ て 考 え る と ，

中国語話者 は ， ア ル フ ァ ベ ッ トか ら な る綴 りの 想起 ・

記銘 な ど の 認知処理 に 際 し，まず音声 に よる情 報を積

極的 に利用 し よ うと試み る の で は な い だ ろ うか 。 だ が

一
方で 彼ら は ， 漢字課題に お ける空書出現 に 見 られ る

よ う に ，単語想起 の 援助行為 と して 空書 も備 え て い る

（佐 々木 ・渡 辺．1994）。 従 っ て ア ル フ ァ ベ ッ ト言語に対 し

て は，音声的 に 対応 の つ か な い 場 合や，あ る い は 音韻

表象 を活性化 した後 の 確認 の た め に ， 空書を利用す る

の で は な い か と推察 さ れ る。中国語話者の英単語に対

す る 空書が ， 課題 に よ り使 い 分け が な さ れ て い る こ と

や ， また空書へ の 依存度が ア ル フ ァ ベ ッ ト圏 の 被験者

と日本 語話 者 の それ を折衷 し た 傾向 に あ る こ と は ，

佐々 木 ・渡辺 （1984 ＞ ら の 用 い た 課題 に お い て も確認 さ

れ て い る。

　今回 の 実験 は ， 比較的限 られ た プール か ら の 被験者

で あ り，現段階で 日本語話者 と中国語 話者 の 英 単語想

起 へ の 空 書の 般化 に つ い て ， 何か結論 を下す の は早急

で あろ う。 今後さ ら に ， 漢字圏の両言語話者の 空書の般

化 の 様相 に つ い て 明 らか に して ゆ く必 要が あ る だ ろ う。

空書の漢字圏固有性　本研究 の結果 は ， 空書 へ の依存

度やそ れ が 担 う認知 的役割 に 相違 は あ る もの の ，漢字

圏の 言語話者が ，
こ の単語想起の援助行為に 強 く依存

し て い る こ と を示す もの と い え る。漢字 に は動的表象

が 強 く付 さ れ て ts　p ， 「か ら だ亅が密接に結び つ い て い

る こ と を，佐々 木 （1987） は強調 し て い る 。 し か し，ア

ル フ ァ ベ ッ ト圏 の 言語話者 で あ っ て も筆跡 を有す る 以

上 ， 当然動的な 表象を形成 ・保持 し て い る だ ろ う 。 彼

ら に と っ て も単語 の 表象 は，局所 的特徴 の 集合か ら な

る静的視覚表象 の み な らず． 筋感覚の よ うな運動表象

や ， ス ト ロ ーク パ タ ン の よ うな継時的な動的視覚表象

と の 複合 だ と思 われ る。

　例 え ば Freyd（1983） は ， ス トロ ーク パ タ ン に沿 う形

で 歪 め ら れ た文字 の 方が，沿わ な い も の よ り認識が容

易 で あ る こ とを示 した 。 また Zimmer （1982）は ， 静的

な視覚表象 を形成 さ せ た群 に対 し． ス トロ ーク ・パ タ

ン の よ う な 動 的視覚表象 や
， 指 ・腕 の 純粋 に 筋感覚 に

よ る連動表象 を形成 し た群の 方が ， 単語の細部の想起

が 的確 で あ る こ と を明 ら か に し て い る 。 こ れ らの 研究

は ， ア ル フ ァ ベ ッ ト圏の 言語話者に お い て も ， 単語の

想起 に お け る動的表象の活性化が有効 で ある 事を 示 す

もの で あ る。

　既 に述 べ た よう に ， 英単語 は必 ず し も表音的 で は な

く，音素一書記素関係が 「不 透明」 な書記 言語 で あ る

と 言われ る。また音素
一

書記 素対応 の 恣意性 ・多様性

の他 に ， 多種の 書記素を わ ず か 26 文字 の
一

元 配列で実

現 し て い る た め ，綴 り間 の 視覚的示 差性が薄 い 。こ れ

らの 要因 は ， 英 語話者に お い て 正確 な綴 りの 習得を困

難 な もの に して い る と推察 され る 。 実際，正 しい 綴 り

字 の 学習障害 （developmental　dysgraphia＞な ども報告 さ

れ て い る （Seymour ＆ Evans 、1994 ）。 英語話者が 書記素を

一連 の 運筆パ タ ン と し て 動作化 し，そ の 動的表象を活

性化 す る 方略 を発達 さ せ な い 事 は ， 我 々 漢字圏の 者 に
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は む し ろ 不思議な観 を抱か せ る。ア ル フ ァ ベ ッ ト圏の

言語話者が ， 空書 と い う問題解決行為を出現 させ な い

認知的な要因 に つ い て，今後 解明が望 まれ る だ ろ う 。
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　　　　　　　　　付 　 　 　記

　本論文 は ， 1990年度お 茶の 水女子大学文 教育学部教

育学科｛心 理 学専攻）卒業論 文 として提出 し た も の に ，一

部加筆 ・修正 を加 え た も の で ある 。 卒業論文作成 当時

に指導教官で あ られ た 須 賀哲夫教授 覡 在 日本 女 子大 学 ），

ま た 今 回論文 と して ま と め る こ と を勧 め て下 さ り，草

稿 の 不備 ・改善点に つ い て ご指摘下 さ っ た お 茶 の 水女

子 大 学 の 内 田 伸 子教授 に 心 よ り感謝致 し ま す 。

　　　　　　　　　　　 （1995．9．5 受稿，12．12 受理 ）
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