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ろ う児 と健聴児の 比較か らみ た前言語期の 乳児の 音声 と

　　　　　　　　　　　　身体運動の 同期現象
2

江 　尻 　桂 　子
1

　本研究で は ，先行研究 に お い て 見 られ た 前言語期 の 健聴児 に お け る音声 と リズ ミ カ ル な 運動 の 同期現

象が ， 聴覚障害児に お い て も見られ る か どうか を検討し た 。 そ し て ， 同期現象の 生起に聴覚 フ ィ
ー

ドバ ッ

ク の 欠如が ど の ような影響を及ぼ す の か を考察 した。具体的 に は，ろ う児 1 名を対象に，月齢 6 カ 月〜11

カ 月 の 6 カ 月間 に わ た リビ デオ を収録 し
， その ビ デオ分析を行 っ た 。

こ れ らの分析結果を， 先行研究の

健聴児 4名の 結果 と比較 した と こ ろ ， ろ う児に お い て も健聴児 と同様，音声 と リズ ミ カ ル な 運動の 間 に

同期性が 見 ら れ る こ と が 明 ら か とな っ た 。 ま た ，
こ の 同期現象の 各 月 ご との 発達的変化 を見 る と

，
ろ う

児に お い て も健聴児と同様，同期率 は ある
…時期 に 高ま り，その 後消失する とい う変化が見 られた ， し

か しそ の ピー
ク期 の 同期率の 値 は健聴児 よ りもか な り低 い もの で あ っ た 。 さ らに ， 健聴児で は同期率 の

ピーク 以降に規準喃語が 出現す る の に対し ， ろ う児に お い て はそうした音声発 達の変化が見 られ なか っ

た 。 これ らの 結果 か ら ， 乳児 に 見 られ る音声 と リズ ミ カ ル な運動 の 同期現象 は ， 聴覚 フ ／
一ドバ ッ ク に

よ る 強化 に よ っ て ，よ り持続，促進 さ れ る の で は な い か と 推測 さ れ た。

　キ ーワード ：音声発達 ， 規準喃語 ， 同期性 ， 聴覚障害児 ， 聴覚フ ィ
ードバ ッ ク 。

問 題

　乳児が は じめ て意味の あ る こ と ばを発す る の は生後

1年を過 ぎた 頃で あり，そ れ ま で の 期間は，通常，前

言語期 または音声発達期 と呼 ばれ る。こ の 音声発達過

程の なか で最 も飛躍的な変化で あ り， か つ 音声言語獲

得 へ の 第一歩 と し て 位置 づ け ら れ る の は ， 規準 喃語

〔can ・nical 　babb］ing）の 出現 で ある。こ の 喃語 は，乳児

が そ れ ま で 発 して い た 音声 と次 の 2 点 で 大 き く異な る。

第 1 に ， CV 仔 音 ＋ 母音）構造を含む点， 第 2 に ， 複数

音節か ら構成さ れ る点で ある。 こ れ ら 2 つ の特徴は必

ず しも発達的 に 同時期 に 現れ る わ けで は な く， 初期 の

段階で は ， 過渡期 の喃語と呼 ばれ る ， 複数音節 か ら成

る もの の 音節自体 は まだ子音要素部が認 め られな い 音

声が 発 せ られ る 。 や が て 子音要素部が明瞭化 し ， 子音 ＋

母音構造 が 構成さ れ る よ う に な る と ， Lmamamaj と

い っ た ， 典型的 な喃語，すなわ ち規準喃語 の 生成が 可

能 と な る 。 規準喃語は リズ ミカ ル な性質を有し （Bick−

ley，　Lindblom ＆ RQug ，1986），各音節は通常 1音
」

節あた り

200ms 程度の 速 さ，す な わ ち 大人 の 日常会話に等し い

1
口本 学術 振興 会特別研 究員 ・お 茶の 水女 子大 学人問文化研 究科

z
本研 究の

・・
部 は，口本 発達 心 理 学会 第 81q大 会 （1997年〉 にお

　 い て 発表 した。また，本研究の 実施 に あた っ て は，平成 8 年度
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　 を受 け た。

速 さを もっ て 反復 され る （Kent ＆ Bauer，19851。 我々 の

使用 す る音声言語が 全て ， CV 構造を含む音節 の 組み

合わ せ か ら構成さ れ て お り， ま た
一

定の リズ ム を も っ

て い る こ と を考え る と，規準喃語は音声言語 の 基本的

特徴 を備 えた音声 で あると言える。 それ ゆえ， 乳児が

い か な る メ カ ニ ズ ム に基 づ い て こ の瓢た な タ イ プ の 喃

語 を産 出で き る よ う に な る の か とい う こ と は
， 従来 よ

り重要 な問題 と して 議論 され て きた。

　 こ の 問題 を検 討す る た め に ，
こ れ ま で の研究 〔江 尻，

1998a　；　1998b；江 尻 ・正 高，1999） で は ， 規準喃語出現期の

乳児を対象に，そ の 発声行動を よ り ミク ロ な観点か ら

分析 した 。ま ず最初の 研 究 （江 尻 1998a｝ で は ， 健聴児

4名を対象 に ， 月齢 6〜11カ 月の 6 カ 月間に わ た っ て

ビ デオ収録 を行 い
， 各乳 児， 各月40分間の ビ デ オ テ ー

プをも と に ， 音声お よ び身体運動の分析を行 っ た 。 そ

の結果 ， 発声 と リ ズ ミ カ ル な運動の 間に 同期現象が 見

られ る こ と， こ の 現象は規準喃語の 出現初期 に 頻繁 に

見られ ， 出現以降は消失す る こ と， さ ら に ， 同期は規

準喃語 の 前駆体で あ る過渡期 との 間に高 い 確率で 生 じ

る こ とが 明 ら か と な っ た 。
こ れ らの結果を も と に ， 続

く研究 紅 尻・正 高，1999）で は ， 上 記 で得 られ た音声 デ ー

タ に つ い て音響分析を行 い
， リズ ミカ ル な 運動と の 同

期 が 乳児 の 音声生成 に い か な る 影響 を及 ぼ す の か を 調

べ た 。 そ の結果 ， 最 も同期が頻繁な時期に実際に リズ

ミカ ル な運動 と同期 した 音声は，同期 し な か っ た音声
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に比 べ て ， 音の持続時間 お よ び フ ォ ル マ ン ト周波数移

行時間が と も に 短 い こ と，す な わ ち，よ り規準喃語 の

成立 に 必要 な 音響的特徴 を備 え た 音声 で あ る こ とが 明

らか とな っ た。こ の こ とか ら，音声 とリズ ミカ ル な運

動 の 同期現象 は ， 規準喃語 の 成立 を援助 す る もの と し

て機能し て い る の で は な い か と推測さ れ た 。

　以上 の よ うに ，こ れまで の 研究で は，健聴児に お い

て 規準喃語の 出現初期 に 音声 と リズ ミカ ル な 運動 の 同

期性が見 られ る こ と， そ して こ の 現象が喃語 の 習得過

程に有用 な役割を果た して い る可能性がある こ とが示

唆 さ れ た 。 しか し ，
こ うし た 同期現象が ど の よ うな メ

カ JL ズ ム に よ り生じ て い る の か に つ い て は ， 未だ明ら

か に さ れ て い ない 。脳 の 成熟 とい う観点か ら考え た場

合 ， 発達初期 で は音声生成 の ため の 神経ネ ッ トワ
ー

ク

が まだ完成され て お らず ， 発声 を起 こ すための 運動 の

指令を送 る 際 ， そ れ が 発声 器 官を司 る部位 だ け で な く，

他 の 運動器 宮に まで 及 ん で い る可能性が考え られ る 。

し か し単純 に そ れ だ け で は な く，身体運動が 伴 うこ と

に よ っ て 発声が i寞行 し やす くな る と い っ た 身体 内部感

覚 と し て の フ ィ
ードバ ッ ク や ， また ， 同期 に よ っ て多

音節 か ら成 る喃語の 産 出が 実行 し や す くな り，そ の 聴

覚 フ ィ
ードバ ッ ク に よ る学習経験が ， 同期の 生起 や持

続 を促 して い る可能性 も考え られ る。前者の可能性，

す な わ ち神経系 の発達 に 関 して は，こ れ を直接的 に 調

べ る こ と は困難で あ る が ， 後者 の 可能性 に 関 して は，

こ れ を検討す る 1 つ の 方法 と して ， 聴覚障害児 を対象

に彼 らの 音声 と身体運動の同期性 を検討す る こ とが考

えられ る。すなわち ，も し聴覚障害児に お い て も同期

現象が 見 られ た な ら ば ，
こ の 現象 は聴覚 フ ィ

ードバ ッ

ク に 基づ く学習経験がな く と も生起 しうる ， か な り生

得的 に 強 く埋 め 込 まれ た行動 で あ る と考 えられ るの で

は な い か 。 し か レ ・方 ， も し同期 が 健常 児ほ どに は 見

られな か っ たな ら ば，同期現象の 生起に は聴覚 フ ィ
ー

ドバ ッ ク に 基 づ く学習経験 が 重要 な役割を果た し て い

る と考 え られ る の で は ない か と推測 さ れ る。

　以上 の 問題 に取 り組む 前 に ，
こ こ で 聴覚障害児 の 音

声発達 に つ い て ， 過 去の 研究 をも と に 整理 して お く。

Lelmeberg （1967） に代表さ れ る よ う に ， 乳 児の 喃語発

達 に対 す る伝統的な考え方は，これ ら が生物学的成熟

の要因に強 く規定さ れた もの で あ り，聴覚的体験 や 環

境条件 に よ っ て 損害 を受 け る もの で は な い と い う も の

で あ っ た。そして ，聴覚障害児 を対象と した ケース ス

タ デ ィ で は ， 彼 らの 喃語発達 は健聴児 と変わ ら な い と

記述 さ れ て い た （Lenneberg，　 Rebelsky ＆ Nichols，1965 ；

Maskarincc ，　Cairns，　Butterfield＆ “reamer ，　1981）。し か し

2

こ こ20年ほ どの 間｝こ 行わ れ た音声発達研究よ り， 聴覚

障害児は規準喃語の産出が 困難で ある こ とが 明 ら か に

さ れ て き た （Clement ＆ Koopmans ．、・al1　Beinum ，1995；011er，

Eilers，　 Bull＆ Carney，1985 ；Oller＆ Eilers，198S； Stoe1・

Gammon ＆ Otomo ，1986な ど）。　 Oller＆ Eilers（198S） は，

健聴児21名 と聴覚障害児 9名 の 音声データ を比較 し，

健聴児で は月齢 6〜10カ 月に規準喃語が産出さ れ る の

に 対 し
， 聴覚 障害児 で は ll〜25ヵ 月 と遅 い こ と，また

，

た とえ こ の 喃語 を産出 で きて も，そ の 音声全体 に 占め

る割合 は0．1％以 内 に 留 まる こ と 健 聴児で は 0．5〜1．8％）

を示 した 。 また
，
Stoel−Gammon ＆ Otomo （1986） は ，

健聴児 ， 聴覚障害児 ， 各11名の月齢 4〜18カ月の音声

データ を比較 し，聴覚障害児は健聴児 に 比 べ て 子音 の

レ パ ー
トリ

ーが 少な く，か つ ，彼らの 産 出す る規準晦

語 は，子音要素部 が 明瞭 に 認 め られな い もの が 多い こ

と を明 ら か に し た。さ ら に 最 近 で は，Clement ＆

Koopmans−van 　Beinum （］995）が ， 健聴児 ， 聴覚障害

児各 6名 に つ い て，月齢2，5〜II．．5カ 月 と い うか な り早

い 時期 か らの 音声データ を比 較 し，聴覚障害児 は健聽

児 に 比 べ て無声音の 出現頻度が 高い こ と や ， 基本周波

数 （ピ ッ チ ｝が 高い こ と，ま た，健聴児に 見 られ る よ う

な月齢 に 伴 う音節 の 長 さ の 短縮化 が 見 ら れ な い こ と を

報告した 。 そして ， 規準喃語 の 出現 に 関 して は， 6名

中 5名 の 聴覚障害児に お い て 大幅な遅 れ が見 られ ， 月

齢 工8カ 月 に な る ま で産出さ れ な か っ た こ と を報告し た 。

彼 らは，聴覚障害児と健聴児の音声発達の差が ， 特 に

生後約 8 カ 月以降 に 顕著 に 現 れ 始 め る こ と に 言及 し，

初期の音声発達が生物学的成熟 に 強 く規 定 され て い る

の に 対 し，音声発達の後期過程で は ， 聴覚フ ィ
ードバ ッ

ク に 基 づ く学習経験 に よ る影 響 が強 くな っ て くる こ と

を示唆 し た 。

　以上 の 研究よ り，聴覚障害児 に お い て 規準喃語の 産

出が困難 で ある こ とは明 らか と言 え る。しか しなが ら，

こ の時期の彼 らの発声行動が身体運動 とどの ように 関

連 し て 生 じ て い る の か と い うこ と は， こ れ ま で の 研究

に お い て ほ と ん ど検討され て い な い 。現実問題 として ，

生後 1歳未満 の 聴覚障害児を被験児 として 発見す る こ

と は 難 し く，音声発達期 を対象 と した 研究そ の もの が

少 な い こ とは 1 つ の 原因 だ ろ う （Koestcr，　1994；草薙 ・
四

日市，ユ996）。特 に 両親 が 健聴者 で あ る場合 は ，早期 の 段

階で 子 ど もの 障害 に 気 づ くこ と は 難 し く，
ま た 障害 が

判 明 した として も，それ を受容 して 調査協力 に 至 る ま

で に は 時間 が か か る もの で あ る。ま た ，も う 1 つ の 原

因 と し て 挙げ られ る の は
， 聴覚障害児 を対象 と した 従

来の研究が ， 主 に ， 彼 らの 音声 の 音響的特徴 や ，養育

N 工工
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者 と の 非言語的 コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン （K 。 ester ，1994な ど

に レ ビ ュ
ーされ て い る ｝， ま た ， 手話の 発達 （Volterra ＆

Erting，1990な ど に レ ビ ュ
ー

され て い る ） に 焦点を置 くもの

で あ っ た と い う こ と で ある。先述 の よ うに ，本研究 の

目的は，健聴児に見 られた音声 とリズ ミ カル な運動の

同期現象 が
， 聴覚障害児 に お い て も見 られ る の か ど う

か を明 らか に す る こ とで あ る。聴覚 障害児 に お い て ，

規準喃語 の 産出が困難で あ る こ・とは明確 で ある よ うだ

が ，彼 ら は喃語出現前の 時期の発声行動に お い て も既

に健聴児 と異な っ て い るの で あ ろ うか 。 す な わち ， 同

期現象に お い て も健常児 と 同じよう に は見 られな い の

で あ ろ うか 。 そ れ と も ， こ の現象は健聴児 と同様に起

こ る の だ が，喃語産出に は至 ら な い の で あ ろ うか 。 以

上 の 問題意識 の もと に
， 本研究 で は

， 先天 ろ うの 乳児

1名を対象に，前の研究 （江尻 工99．・8a） と同様の 方法 を

用 い て 縦 断的観察 を行 い ，そ の 音声発達お よ び，音声

と身体運動の同期現象に つ い て検討す る。

方 法

被験児

　被験児 は ， 先天 ろ うの 女児 1名 で ある。胎児期，新

生児期の 身体発達 に特に問題は な か っ た 。 生後 5 カ月

時 に 受 けた ABR （聴性脳幹 反応）検査 の 結果 ， 聴覚 レ ベ

ル は 左右 と も に 105dB 程度 で あ る こ とが 判 明 し た 。 1

歳以降に 受けた同様の 検査結果 もほ ぼ 同 じ で あ っ た 。

月齢 8 カ 月 よ り補聴器 を装着し始め ， 1 日に 約 1〜 5

時閤程度着用 して い た。また，月齢 8 ヵ月よ り言語訓

練施設 に 週 に 3回程度通 い
， 指導 を受 けて い た。両親

と もに ろ う者で あ り， 家庭内で の コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン

は 主 に 手話に よ り行わ れ て い た 。 手話に よ る 言語発達

は，きわ め て 順調 で あ る。

手続 き

　被験児 が 月齢 6 カ月 に な る頃よ り観察者が毎月 ］回 ，

被験 児 の 家庭 を訪問 し ， 母親 と乳児 の 自然 な コ ミ ュ ニ

ケ
ー

シ ョ ン 場面 を ビ デ オ カ メ ラ （SHARP 　Hi8　Viewcome

VL ・HL2 ）で 撮影 した 3。撮影 は，毎月同
一

の 部屋 で 行わ

れ た 。 撮影時間は約 1時間で あ っ た。ビ デ オ カ メ ラ は

母子 よ り約1．5〜 2 メートル の と こ ろ に ， 床 か ら約30セ

ン チ の 場所 に 設置 さ れ た 。 母親 に は 「普段 と同 じ よ う

に 赤 ち ゃ ん と遊 ん で 下 さ い 」 と教示 し ， 普段の 生活の

なか で 使 い 慣れ た玩具 を 用 い て 遊 ん で も ら っ た。また，

子 ど もの 体 の 動 き を妨 げる よ う な行為 や ， 制約を与え

u
月齢 6，7 カ 月 に関 して は ，筑波大学大学 院生 武居渡氏 に 収録

　テ
ー

プ を擢供 して い た だ い た。

る よ うな行為 は 行 わ な い よ う指示 し，遊 び は子 ど も の

興味を中心 に 進 め られ た 。 撮影開始に あた っ て は ， 被

験児が睡眠を十分 に 取 り，お腹を空 か せ て い な い 機嫌

の 良 い 状態 で ある こ と を条件 と し た。観察期 間中は，

被験児が まだ補聴器の着用に慣れ て お らず ， 着用時間

が ご く短 か っ た た め，撮影時 も補聴器 は着用 し な か っ

た 。 なお ，研究 へ の 協力 を依頼 する際 に は， 乳児 の 音

声や身体運動 の 発達 に つ い て 調査 して い る旨を伝 えた。

収録した テ ープ は ， 随時ダ ビ ン グ して母親に渡 した 。

ま た ， こ れ らの ビデ オ収録に加え て ， 母親に乳児の 言

語発達の 記録を依頼し，特 に 手話 の 理解語，産出語 に

つ い て記録 して もらっ た Q

分析方法

　は じ め に ，収録 し た ビ デ オ 画像 に ビ デ オ タ イ マ ーを

通 して タイ ム コ
ー

ドを挿入 し，分析用テ
ープ を作成 し

た 。 これ ら の テ ープを用 い て ， 健聴児を対象と した 先

行研究 （江尻，199梱 と同様 ， 月齢 6 ん 11カ 月 ま で の 6

ヵ 月間 に つ い て，各月 40分 間 の デ ー
タを分析 し た。分

析手順 と して は ， まず ビ デ オ テープ を秒単位 で 詳細 に

見 る こ と に よっ て ， 時間軸上 の ど こ で どの ような音声 ，

お よ び身体運勣が起こ っ た の か を コ ーデ ィ ン グ用紙 に

記録 した 。 そ の 際， 先行研究 に 従 い
， 音声 に っ い て は

3 つ の カ テ ゴ iJ　一一に ， 身体運動 に つ い て は 5 つ の カ テ

ゴ リーに 分類 し た。以 下 に 詳細 を示 す。

1． 音声の コ
ーデ ィ ング　音声は ， 音声発達段階に お

け る 出現順 に ，［クー
イ ン グ］，［過渡期の 喃語］，［規準

喃語］の 3 つ α）カ テ ゴ リーに分類された 。 まず ， 単音

節か ら成る，CV （チ音
一ト 母音 ）構造の 不明瞭 な非叫喚発

声 を総称 し て ，本研究 で は ［クーイ ン グ］と呼 ぶ こ と

に した。 6〜11ヵ 月齢 の 乳児 の 発す る音声 の 多 くは こ

の カ テ ゴ リーに 分類 され る。次 に ， ［過渡期 の喃謡 と

は ， 複数の音節か ら成 る が ， CV 構造の不明瞭な音声で

ある 。 こ の噛語 は ， 規準喃語の 前駆体 と し て位置づ け

られ る が，・・−ecに そ の 出現頻度は極 め て 低 い （Olユer ，

19S6）。そ して 「規準喃語 ］と は，複数 の 音節 か ら成る

CV 構造 の 明瞭な音声 で あ る （e．g．，［bababa］）。 先述の

よ うに ，
こ の噛語の 出現 は 音声発達 の 重要な指標 と見

な さ れ る。 な お ， ひ と呼吸 の うち に起こ る音声で ， あ

い だ に 1秒以 k の 沈黙 の な い も の を 1 つ の 発声 と見な

した （OIIer＆ Eilers，1988）。

2． 身体運動 の コ
ー

デ ィ ング　身体運動は ， 次の 5 つ

の カ テ ゴ リ
ー

に 分類 さ れ た 。 まず，物を取る ， 触る ，

握る な どの
， 主 に 物 を操作 す る 動作 を ［HANDLING ］

と した。次 に ，物や指 を 冂 に 入れ る動作を ［MOUTH ・

ING ］ と した 。そ して ，上
1
ド方向 に 手 が 1 ， 2 回揺れ

3
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る ， ま た は 叩 く動作 を ［BANGING ］ と し た 。 さ ら

に ，こ の 上 下運動が リ ズ ミカ ル に 反復 し て行わ れ る も

の
．一

ただ し， 3 回以上続 けて ， しか も各回 1秒間以 上

の 間隔 をあけな い 速 さ で 行 われ る こ と を条件 と す る

一を ［RHYTHMIC ］と した 。
こ の リズ ミ カ ル な運動

の 定義は ， Thelen　（1979）に従 っ た 。 以上 の 4つ の カ テ

ゴ リ
ー

に 入 ら な い 動作は ［OTHER ］と し て分類 した。

な お ， 乳 児は これ ら 5 つ 以外 に も様 々 な身体運動 （e ．g．，

這 う・歩 くな どの 移動の た め の 動き，座る・立 ち ヒが る な どの 姿勢

の 変化，自分の 体 を 触 る 動 き，指 の 細 か な 動 き，頭 部 の 動 き） を

行 っ て い る が，こ れ ら の動き は常時見ら れ る も の で あ

り，生起 し た か 否 か の 判別が 困難 で ある こ とか ら，本

研究 で は コ ーデ a ン グ対象 と し な か っ た。

3． 同期性 の 判定　上記 の 手順 で ， 音声 と身体運 動 の

コ ーデ ィ ン グ を行 っ た後 ， 各音声 ， 各身体運動が そ れ

ぞ れ 同期 し て い る か ど うか を調 べ た 。 具体的に は ，
コ ー

デ ィ ン グ結果 に お い て ，音声 と身体運動が，時間軸上

の 同じ位 置で 生起 して い る 部分 を取 り出 し
，

そ の 部分

を詳細に 見 る こ と に よっ て ， 同期 して い る か どうか を

確認 した 。 本研究 で は ， あ る音声 と身体運動 の 生起 し

て い る時問的位置欄 始 か ら終 rまで の 時間 ）に 1秒以上 の

重な りが 見 られた場合 ， 同期 して い る もの と見な した 。

4 ． ⊇ 一デ ィ ン グの
一致率 以 上 の コ ー

デ ィ ン グ作業

は ， 2名 の 分析者 に よっ て 行われた。 2 名 の うち， 1

名は観察者鷹 翻 ，もう 1 名 は研究 の 仮説 を知 ら な い 学

部学生 で あ り， 音声 ， 身体運動 の コ ーデ ィ ン グ方法 に

つ い て トレ
ーニ ン グを受けた 者で ある 。

コ ーデ ィ ン グ

の
一

致率 に 関 し て は，Hannan （／987），　 Fogel，　Dedo ＆

McEwcn （1992）に 従 い
， 全 データ の 25％ に つ い て 2 名

が独立 に コ
ー

デ ィ ン グした結果 をも と に ， 2名 の 分類

し た カ テ ゴ リーが
一

致 し ， か つ onset の ず れ が 2 秒以

内 で あれば「一致 1，これ らの規準が満た さ れ な い 場合

は 「不
一・

致 」 と 見な して
一

致率 を求 め た 。音声 に つ い

て は 10〔｝％， 身体運動 に つ い て は 96 ．5％ の
一

致率 を 得

た 。 また ， onset の ずれは音 声が平均0．17秒，身体運動

が平均0．42秒で あ っ た 。

結 果

　以 下 で は ，本研究 で 分析 し た ろ う児の 結果を ， 先行

研究 紅 尻，1998a） の 健聴児 の 結果 と並 べ て 示 し，両者

の 比較 を行 う。

1． 音声 の 発達　FIGURE　1 に，ろ う児と健聴児の 音声

発達の概略を示 した。健聴児 に 関して は 4 名 の 平均値

を示 し て あ る。まず ， 3 種類 の 音声 の 出現頻度を比 べ

る と ， ろ う児 も健聴児 も 6 カ 月全体 を通 し て ，クーイ

2eo
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FIGURE 　l　 各音 声 の 出現頻度 の 発達的変化

ン グ の頻度が 最も高か っ た 。 次 に ， 各音 声 ご と に見 る

と，ク ーイ ン グ に つ い て は ， ろ う児 と健聴児 の 各 月齢

4
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時 の 頻度 の 間 に 大 き な差は 見 られ な か っ た 。 過渡期 の

喃語 に っ い て は，健聴児，ろ う児 と も全体と して頻度

は低 く， 両者の 問 に 大 きな差 は見 られなか っ た。と こ

ろ が規準喃語に関し て は ， 健聴児で は 月齢 6 ， 7 カ 月

に は既 に こ の喃語が 出現し， 8 ， 9 カ 月に か けて増加

した後 ，
ユ0，

11ヵ 月 に は定着 して い る の に 対 し
，

ろ う

児で は観禦期間中， 1度も産出さ れなか っ た 。

2． 身体運動の 発達　FIGURE　2 に ， ろ う児 と健聴児の

身体運動 の 発達 の 概略 を示 した。まず，物を操作す る

動作 （1
−IANDLING ）は，ろ う児，健聴児 と も に，月齢に

伴い 増加す る傾向が見 られ た。口 に 物や指を入れ る動

作 （MOUTH エNG ＞に つ い て も ， 両者の問に大き な差は見

ら れ な か っ た。し か し， ヒ下 に 1， 2 回揺れ る運動

（BANGING ）と リズ ミ カ ル な運動 （RHYTHMIC ）に 関 し

て は ， 健聴児と ろ う児 の問に 差が見 られた。健聴 児で

は
，

こ れ らの 運動 は 月齢 6 〜 7 カ月に最も頻度が 高 く，

そ の後 ， 月齢に伴 い 減少す るの に対 し，ろ う児で は健

聴児 に 見られ る よ うな高 い 頻度は見 られなか っ た。な

お ，その 他 の カ テ ゴ リー
の 運動 に つ い て は ， 特に差が

見 られず頻度 も低か っ た た め ， こ こ で は 図を省略 した。

3． 音声 と各身体運動の 同期率　次に ，音声 と各身体

運動の同期率に つ い て ， 匚音声と同期 した 身体運動X の

数／身体運動X の 総数 × 100（％）］の 式を用 い て，各身

体運動 が 生 じた と き，音声 が ど の 程度の割合で 同期 し

た の か を調 べ た。その 結果，F エGURE 　3 に示す よ うに ，

ろ う児 は健聴児 （SI 〜S4 ）と同様，リズ ミカ ル な運動

（RHYTHMIC ） に お い て同期率が最 も高 か っ た 。ま た，

．ピ下に 1， 2回揺れ る運動 〔BANGING ） に お い て も健

聴児 と同様 ， 高 い 同期率を示 し た。ろ う児の 6 カ月全

体の各身体運動 の データに関して，音声 と同期 した 頻

度，同期し なか っ た頻度を用 い て κ
2
検定 を行 っ た と こ

ろ，有意差 が 見 られ （κ
：

（4）
＝IO5、40，〆 、Ol）

， 残差分析 の

結果，．．L下 に 1 ，2回揺れる運動〔残 差 6．43〔＞2．58），p＜．Ol）

と リズ ミ カ ル な運動 （残 差＝・7．25〔＞2．58＞，p〈．Ol）｝こ お い て同

期する割合が高い こ とが明らか とな っ た 。 しか し ， 上

記 に 示 した 同期率は ， あ る運動 が 生 じた と き に ど の程

度音声 が付随す るか を示 した もの で あ り，乳児 の 発声

行動 の 中で どの よ うな運動が音声と頻繁に 同期す るの

か を示 し た もの で はない 。そ れ ゆ え，音声発達過程 と

同期現象 との 関連を見る た め に は
，

上 記 の み で は 不十

分で あ る と考 えられる 。 そ こ で 今度は ， 乳児が音声を

発 し た と き に ど うい っ た 運動が付随す る こ と が多 い の

か
， ま た ，

そ れ ら の 発達的変化 を 見 た 場合 ， そ れ は乳

児の音声発達過程 と どの よ うな 関連に あ る の か を見 る

こ と に し た。
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FIGURE　2　各身体運動の 出現頻度の発達的変化
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FI｛｝URE 　3 各身体運動 に音声が同期 した割合　健聴児

　　　　 （S1 〜S ・1）VS ろ う児（Deaf）

　 FIGtJRE　 4 は，音声 と各身体運動 の 同期 率に つ い て ，

陽 体 運 動 X と 同 期 した音 声 の 数／音 声 の 総 数 ×

100（％）］の 式 を用 い て 求 めた もの で あ る。ろ う児 に お

け る リ ズ ミ カ ル な 運勦 （RHYTHMIC ）の 同期 率：の値が 健

聴児に 比 べ て か な り低 い こ とが読み と られ る 。 これ ら

音声と リズ ミカ ル な運動 の 同期率に つ い て ，さ ら に各

月 ご と の 発達 的変化 を見 る と，FエGURE 　5 に 示す よ う

に ， ろう児 も健聴児 と同様 ， 同期率はあ る時期高ま り，

そ の 後減少 して い る。各月 の音声 デ
ー

タ に 関 して ， リ

ズ ミ カ ル な運動 と同期 した頻度， 同期 しな か っ た頻度

を 用 い て κ
2
検定を行 っ た と こ ろ，有意差が 見 ら れ （ズ

〔5广 19潮 ，p〈燗 ）
， 残差分析 の 結果 ， 月齢 8 カ 月 に お い て

同期す る割合が高い こ とが示 さ れ た 臓 差 ・．3．75（＞2．58），p
〈．Ol）。 しか し こ こ で注目す べ き こ と は ， 健聴児で は「司

期率 の ピーク 値 は 最 も低 い 乳 児 で も19％ に達 して い る

の に 対 し，ろ う児 の ピーク値 は 6％ に 留 ま る と い うこ

とで あ る。

　FIGURE 　3〜FIGURE　5 の 結果を総括す る と
，

ろ う児は
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FIGURE　4 音声 に 各身体運動が 同期 した割合　健聴児

　　　　 （S ］．〜S4 ）VS ろ う児（Deaf）

同

期
率
（
％

3e％
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FIGURE　5 音声に リズ ミ カ ル な運動が 同期 した 割合の

　　　　発達的変化 （↑CB に 規準喃語 が 出現 した 月）：健

　　　　聴児 （S1〜S4）vs ろ う児 （Deaf ）

図注 ：数値 は，．音声の 生起頻度 を母数 と して ，その うち リ ズ ミ カ

　　ル な 運動 と同期 した も の の割合 を示 した もの で あ る。ま た，
　 健聴 児 S4 に つ い て は，月齢 4 カ 月か らの データ を示 して あ

　 　る。
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健聴児 と同様， リズ ミ カ ル な運動が生 じた ときに音声

と同期 す る割合が 高い と言え る が ， 発声行動全体か ら

見る と同期が生起 する頻 度 は ， 健聴児 に 比 べ て か な り

低 い とい う こ とが示唆 され る。

　最後に ，これ ら同期率の 発達的変化と音声発達 との

関連を見 る と ， 健聴児で は同期率の ピーク と ほ ぼ 時期

を同じ くして ，また は，ピーク直後の 月齢時 に 規準喃

語が 出現す る の に対 し （FIGURE 　5，　CB ↑〉， ろ う児 に お い

て は そ う し た音声発達 の 変化が見 られ な か っ た 。

考 察

　本研究の 目的は ， 健聴児 に お い て 見 られた音声 と リ

ズ ミ カ ル な運動の「司期現象 （江尻 ，
1998a＞が聴覚障害児

に お い て も見 られるか ど うか を明 らか に し，同期現象

の 生起メ カ ニ ズ ム を探 る こ と で あ っ た。ろ う児 1 名を

対象に ， 月齢 6〜11カ月の 6 カ月間に わた っ て ビ デオ

収録 を行 い ，そ の 発声行動を分析し た 。 そ の結果 ， ろ

う児に お い て も健聴児 と同様 ， 音声 と リズ ミカ ル な運

動の 間に同期性が見られ る こ とが明 らか とな っ た。こ

の こ と は
， 乳児 に 見 ら れ る 同期 現 象が聴覚的 フ ィ

ード

バ ッ ク が な くとも生起 しうる，か な り生物学的成熟の

要因 に規定さ れ た 行勤 で あ る こ と を示唆す る結果 で あ

る と考え られ る 。 先述した ように
，

こ う した 同期現 象

が 生 じるの は，発達初期の 乳児の脳で は運動野 に お け

る神経ネ ッ トワ ーク が ま だ 高度 に 洗練 さ れ て お らず ，

音声生成 と身体運動 が互 い α）活性化 に よっ て 誘発 さ れ

て し ま うた め で は な い か と推測 され る。しか し
一方で

また，本研究 の 結果 は ， 同期現象が単純に脳 の 成累1の

要因の み に依拠す るもの で は な い こ と を 示唆す る もの

で あ っ た 。 前述 の よ うに ， 確 か に ろ う児 に お い て 同期

現象 が 見 られ た もの の ， 発声行動全体か ら見た場合 ，

ろ う児 は健聴児 に 比 べ て 同期の 起 こ る頻度が低 く， ま

た各月ご との発達的変化 を見 た 場合 の ピーク値 もか な

り低か っ た 。 お そら く同期現象 の 生起 は生得的 に あ る

程度 プ ロ グ ラ ム さ れ た も の で は あ るが ，こ の 現象が 持

続 ， 促進 され るた め に は ， 音声と リズ ミ カ ル な運動 が

同期 した とき に 乳児 が 受 ける聴覚フ ィ
ードバ ッ ク が正

の 強化 と し て機能 して い る の で は な い か と推測 さ れ る 。

　江尻 ・正高 （1999＞の 研 究 で は ， リズ ミ カ ル な 運動 と

同期し て発せ ら れ た音声は， そうで ない 音声 に 比 べ て，

よ り規準 喃語成 立 に 必要 な音響的特徴を含 む 音 声 で

あ っ た。す な わ ち言語的特性を備 え て い る音声 で あっ

た 。乳児 は，生 後直後 の 段階で 既 に ，
ヒ トの 音声 と他

の 入 ［
．
1音 を聴 き分 け （M 。1fese，　Freeman ＆ Palermo，1975），

また，CV 構造 を含む言語的音声と そ うで な い 音 素 の

7

並びを聞き分 ける こ とが で きる （M ・・n ＆ Fifer，1990）。

以上 をふ まえ る と， 健聴 児 に と っ て 同期現象が生 じ た

際に よ り言語的な特徴をもっ 発声の 聴覚 フ ィ
ードバ ッ

クが得 られ る こ と は，同期に よ っ て よ り高度な タ イ プ

の音声生成 が 実現 され た と い う意味 に お い て 強化要因

とな る の で はな い か と推測 される。そして ， ろう児 に

お い て は そうした聴覚フ ィ
ードバ ッ ク が受容 されな い

た めに こ の 現象は強化さ れず， 健聴児ほ ど に は顕著に

現れな い の で はな い だ ろうか。もちろん，こ の 問題 に

つ い て さ ら に詳し く検討す る た め に は ， 健聴児 を対象

と し た 上記の研究 と同様 ， ろ う児に関して もそ の音声

に つ い て 音響分析 を行 う こ とが必要で あろ う。

　従来 より， 聴覚障害児 の 音声発達 に つ い て は
， 彼 ら

は 自ら の 発声に伴う聴覚フ ィ
ードバ ッ ク が得 られな い

た め
， 規準喃語 の 産 出が 困難 で あ る こ とが指摘さ れ て

きた。そして，本研究 に お い て も こ の こ と は確か め ら

れた。しか し， 本研究 で 示 された同期現象 の 結果 をふ

ま え れ ば ， 聴覚 フ ィ
ードバ ッ ク の 欠如 に よ る音声発達

へ の 影響 は， こ れ まで 注目さ れ て き た音響的特徴の側

面 だ け で な く，音声 と身体運動の 同期 とい う側面 に も

影響を与 え る もの な の で は ない か と推測 され る。

　興味深い こ と に ， 音声と身体運動の関連性 を活用 し

た 発声訓練法 が 臨床の 現場 に お い て も実 践 さ れ て い る。

旧 ユ
ーゴ ス ラ ビ アで 開発 さ れた 聴覚障害児の た め の発

声訓練法 （Verb。t・ nal 　Method ）で は，発声す る 際 に 意鴎

的に 身体 リズ ム 運動を付随させ る こ と に よ っ て ， 発声

の 過程 を促す こ と が で き る こ と を報告 し て い る

（Pintar，］979）。こ の 訓練法 の 基 盤 とな る理 論 と し て は ，

我々 が発声す る際 に は発語器官 だけで な く身体 の 様々

な部位で筋運動 の 微細な緊張や弛緩 が 起 こ っ て お り，

音声 の 生成 に は身体全体が 関わ っ て い る の だ と し て い

る （Guberina，1979）。 もち ろ ん ， こ の訓練で行わ れ て い

る こ と と ， 本研究 で 見 られ た 同期現象と は 質的 に 異 な

る もの で ある 。 しか しなが ら， 音声生成を支 えるもの

と し て 身体運動を捉 え る と い う点 で は ， 本研究 の 知見

と共通す る もの と言 え よ う。

　以 ．ヒ， 本研究 の 結果 をも と に ， 聴覚 フ ィ
ードバ ッ ク

の有無 に よ る 同期現象 へ の 影響 に つ い て 考察 を行 っ て

き た 。 し か し なが ら
， 解決 す べ き 問題 は い くつ か 残 さ

れ て い る 。

　第 1 に ，本研究で は特に手の リズ ミ カ ル な運動 に 焦

点をあ て ， そ の音声との 同期現象を見 て きた が
， 実際

に は観察者が 捉 え き れ な か っ た他の 身体運動 も発 声 に

伴 っ て 生 じ て い た 可 能性 が あ る と考 え ら れ る。事 実，

リズ ミカ ル な手の 運動が生 じ る場面 で は
， 必ず し も手
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だ け に限定 して 運動が生起 して い る わ け で は な く ， そ

れ に 伴い 頭部や腰部を含む 上半身全体が動 い て い る と

い う印象 を観察 か ら受 け た 。ま た
， 腰部 の み，頭部 の

み の リズ ミカル な運動 も少数 で はあるが生 じて い た。

本研究 で は ， 観察者が可視的 に捉 え られ る もの と して ，

上 半身 に つ い て は特に手の運動の み を コ ーデ ／ ン グ対

象と した が ， 上記の こ とを ふ ま え る と ， 今後は ， 測定

方法 を 吟味 し た 上
， 各 身体部位に っ い て の よ り厳密な

測 定が必要 で ある と考 え られ る。

　第 2 に ， 本研究 で は， ろう児 に お い て 同期現象 が 顕

著に．見られ な い こ と ， そ し て規準喃語が 出現し ない こ

とを示 した 。 し か し ， これ らの 結果だ け か らで は ， ろ

う児に お け る規準喃語産出の 困難 に ，そ の 同期現象の

乏 しさが どれほ ど影響 して い るの かを知 る こ とはで き

な い 。すなわち ， 規準喃語 の 出現 に は同期 現象 は必要

不 酊欠 で ある の か ，そ れ と も，こ の 現象 の 果 た す役割

は ， 喃語の 出現を支援す る程度に留 ま る の か に つ い て

は，現在の 段階で は ま だ不明で あ る 。 ダ ウ ン 症児に お

い て ，彼 ら の 規準喃諮出現 が 健常児 に 比 べ て約／1週遅

れ ， 生後 38週齢 で ある こ と，そして 彼 らの リズ ミカ ル

な 手 の 運動 の 出現 も健常児 に 比 べ て 約 11週 遅 れ，生後

36週齢で あ る こ とが報告 さ れ て い る （Levine，　 Fishman，

OIIer，　Lyncli＆ Basinger、199ユ〕。ただ し，
こ れ らの 研究結

果 の み で は，規準喃語出現 と リズ ミ カ ル な運動の関連

性 を推 し量る こ と はで きな い
。 上 記で 挙 げた 問題

一一．
同

期 現象 と規準喃語出現 の 因果的関係
一

を検討す る た め

に は ， 身体的障害 の 全 くな い 乳児 に お い て ，何 らか の

原 因で そσ）リズ ミ カ ル な運動が阻害 された場合 に，ど

の よ うな音声発達をた ど る の か を調べ る必要があ る だ

ろう。

　第 3 の 問題点 と して ，本研 究 で は，乳児 の リズ ミ カ

ル な 運動 の ピ ーク 期 が 通常 6 〜 8 カ 月齢の 頃で あ る こ

とか ら， 6〜11カ 月齢 を観察対象 とした。しか しなが

ら，ろ う児の規準喃語出現期が もっ と後の 時期 で あ る

こ と を 考 え れ ば （た だ し 出現 し て も その 頻度 は 低 く，安 定 し て

産 出され な い 〉，さ ら に 長期 間 に わ た る観察を行 い ， そ の

喃語 出現期 に お け る 音声 と リ ズ ミ カ ル な運動の 同期現

象 に つ い て 検討 す る 必要が あ っ た か も しれ な い 。しか

しなが ら ， 1歳以降 で 見られる乳児 の リズ ミカ ル な運

動 は ， よ り 目的的な 運動 で あ り （e．g．，玩 具 と玩具 を打 ち つ

けて 遊ぶ ），初期 に 見 られ る ，
い わ ば内部受容感覚に 基 づ

くリ ズ ミ カ ル な運動 とは質的に異な る もの で あ る と考

え ら れ る 。 そ し て音声 との 同期を見せ る の は ， 初期 の

段 階 の リ ズ ミカ ル な運動で あ る （江 尻 ，1998b）。 リ ズ ミ カ

ル な運動が こ うした 発達過程をた どる こ と ， また ， 今

回被験児 と な っ た ろ う児に お い て ， 身体お よ び 運動発

達に全 く問題が な か っ た こ と を考える と，後 に 規準喃

語 が 出現 し て くる頃 に な っ て
， 健聴児 と同じ よ うな リ

ズ ミカ ル な運動 と音声 との 顕著 な同期現象が見られ る

か どうか と い う こ と は 疑問 で あ る 。

　第 4 の 問題点と し て
， 今回対象 と し た ろ う児は ， 母

親も ろ う者で あっ た 。 そ れ ゆ え，音声と リズ ミ カ ル な

運動 の 同期現象 が 生 じ た 際 に
，

ろ う児 は 自らの 発声の

聴覚 フ ィ
ー

ドバ ッ ク を受容 で きな い だ けで な く， 母親

の 同期現 象へ の 選択的反応 ， すなわ ち社会的 フ ィ
ード

バ ッ ク も少な か っ だ 叮能性が ある 。 健聴の 母子 を対象

に ， 乳児の 「司期現象に対す る母親の応答を分析 し た研

究で は，乳児が 発声だ け を行 っ た 場合よ り も，発 声に

リズ ミカ ル な運動が伴 っ た場合 に，母親 はよ り積極 的

に 応答す る とい う傾向が 見 られた （江尻，エ998c＞。 そ し

て ，こ う し た 社会的 フ ィ
ードバ ッ ク も ま た ， 同期 現 象

を促す 1 つ の要因と な っ て い る の で は な い か と示唆さ

れ た 。 以上 をふ ま え る と，今回被験児と な っ た ろ う児

に お い て は，同期現象 が 強化 され る 機会 は 健聴児 に 比

べ て さらに 乏 しか っ た可能性 が あるだ ろう。

　第 5 に，本研 究 で 提示 した 結果 は，あ く ま で ろ う児

1 名 の 結果 に 基 づ くもの で あ り， 上記で 行 っ て き た考

察 は ス ペ キ ュ レ
ー

シ ョ ン の 域 に と どま る もの で あ る と

い う こ と で あ る 。 今後さ ら に被験児を増や し ，

・
卜分な

検討 を重 ねる必要 が あるだ ろ う。 また，同期 の 生起 メ

カ ニ ズ ム に 関 し て も，神経生理学的根拠 に 基 づ き，様 々

な可能性 に つ い て 慎重 に 検討 して ゆ く必要 が あ る だ ろ

う。

　最後 に ， 本研 究 で は ， ろ う児の音声と身体運動の 同

期現象を調 べ る こ と に よ り，
こ の 現象の 発生に関わ る

聴覚 フ ィ
ードバ ッ ク の 影響 を検討 した が，もち ろ ん音

声言語 の 習得の み が 正 常の 言語発達で あ る とす る 立場

で はな い こ とを述 べ て おきた い 。手話言語獲得 の 機会

が与 えられるならば ， ろう児は健聴児が音声言語 を習

得す る の と 同 じ よ う に早 い ス ピ ードで そ れ ら を習得し ，

発達初期か らの 活発 な コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン が 可能 と な

る。今回，被験児 とな っ た ろ う児 に お い て ，そ の 手話

言語 の 発達が 極 め て 順 調 で あ り，母親 と の コ ミ ュ ニ

ケー
シ ョ ン が 良好 で あ っ た こ とか ら も， そ れ は 明 ら か

で あ ろ う。従 っ て ，必 ずしも全 て の 聴覚障害児 に と っ

て ， 聴能 訓練 （残 さ れ た聴 力 を高 め る訓練 ）を行 っ て
， 健聴

者 と同 じ音声言語 に よるコ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン を目指す

必要 が あ る の か ど うか と い う こ と は 疑問 で あ る。手話

言語 も音 声言語 と同様 ， 複雑 な 文法体系 を も ち
，

そ の

発達過程 は音声言語 の それ と変わ らな い 。こ れ らの 事
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実は ， 欧米で は既に 認められて い るが （Volterra＆ Iver・

S ・ n ，1995）， 日本で は ， まだ そ うした 観点か ら の 研究 は

わずか であ り 偽 越，1995 ；武居，1997）， 今後の 研究 の 発

展 が待た れ る と こ ろで あ る。
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　 The　preserLt　study 　examhed 　the　role 　of　auditory 　feedback　on 　the　synchronization 　between　vocalizations

and 　rnotor 　actions 　ln　the　prelinguistic　stage ．　 The 　vocal 　behavior　of　a　deaf　infant　was 　compared 　with 　that

of　4　hearing　illfants　in　a　prevjous 　study ．　 The 　subject 　was 　Qbserved 　at 　h（，me 　once 　a 　month 　from　the　age 　Qf

6to 　l　I　 nlon ｛hs．　 Videotapes　recorded 　during　the　observation 　period　were 　analyzed ．　 The 　results 　showed

that　synchronization 　be｛．ween 　vocalizations 　and 　rhythmic 　actiGns 　occurred 　in　the　deaf　infant　as 　well 　as 　in

hearing　infants，　 However ，　the　frequency　of　occurrence 　of　synchronization 　was 　no 〔so　high　cα npared 　to　that

of　 hearlng　 infants．　 These　 findings　 suggest 　 that　 auditory 　 feedback 　 might 　 have 　 the　 role 　 of　 proτnoting

synch 「 onization 　betweeR 　vocalizations 　and 　rhythmic 　actions ．

　　　Key 　words ：voca ］development，　babbling，　synchronization ，　auditory 　feedback，　deaf　infant．
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