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日本語を学習す る中国語母語話者の 漢字の 認知

上級者 ・ 超上 級者の心 内辞書に お け る音韻情報処理
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　日本語 を学習し て い る中国語母語話者（上 級学習者）が漢字を日本語で読み上 げるとき，その 漢字 の 音読

み が母語 の 中国語の発音に似て い る と ， 似て い な い 発音の 漢字を読 み上 げる ときより反応 時間が短 く

な っ た 。 また ， 通常訓読み で読ま れ る漢字よ りも通常音読 み で 読 まれ る 漢字の ほ うが反応時間が 短か っ

た 。 これ は， 漢字を 日本 語 で 読 む際に も母語の音韻情報が活性化す る た め で あ る と考えられ ， 中国語音

起源 で ない 訓読 み も，音 韻情報の
一
部 として 心内辞書 に 収め ら れ て い る こ とが要因 で あ る と考 え られ た 。

そ して ， 異言語 間で 共用 さ れ て い る漢字 と い う文 字 に そ れ らの 言語 の 音韻情報が備わ っ て い る こ とが 示

唆さ れ た 。

一方， 日本語学習歴 が さらに 長 く， 超上級 と言われ る レ ベ ル に達 して い る学習者は，エ ラー

も少な く，反応時問 は，日本語 と中国語 の 発音 の 類似に は影響 さ れ な か っ た 。
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問 題

　 中国語母語話者が 日本語 を学習する と き に ， 容易で

もあり困難で もある の が ， 漢字の 学習 である 。 母語 の

表記形態で ある漢字で 日本語が 表記 されて い る こ とは ，

日本語学習をよ り身近な もの に感 じ さ せ る が ，
い ざ学

習を始め て み る と そ の相違点に戸惑うこ とが 多い 。 新

し い 漢字語彙を学習する と，それ ら相違点 も含め て，

新 た な情報 が
， 中国語母語話者の 心 内辞書（mental 　lexi−

c   n ）に組 み 込 まれ て い る 。
こ の 心内辞書の新情報は母

語の 旧情報 と どの よ う に 影響し あ っ て い る の で あ ろ う

か 。

　日本語 と中国語 は系統の 異なる言語で あ る 。 その よ

うな 2言語が同じ文字を使 っ て表わ され て い る。 2言

語を駆使す る バ イ リ ン ガ ル の研究で は，見 出しレ ベ ル

（lexical　level）で は別々 の ，概念 レ ベ ル （conceptual 　level）

で はある程度融合 された心内辞書の様子が観察さ れ て

い る （de　Groot ＆ Nas，1991 ；Gorlan，　Forster＆ Frost，1997；

Keatley，1992＞。 2言語の 表記形態 が 異 な れ ば 見出 し （lex・

ic・ n ）も 2種類あ る と仮定しやす い が ， 同 じ文字 を使 う

2 言語で あれば，見出 しは 単
一

で あ る可能性 も示 唆 さ

れ て い る （G ・llan　et　al
．
　1997）。 さ ら に ， た と え見 出しレ

ベ ル で別々 で あっ て も ， 起源 が 同 じ単語 （cognate ）同士

だ と ， そ れ ら の 単語 は か な り融合 さ れた形 で 心 内辞書

に収 ま っ て い る こ とが 明 らか に され つ つ あ る （G ・ lran・et

aL ，　1997）。中国語 と 日本語が表記形態 として共 に 漢字を

使用 し て い る と い う こ と は ， 同形漢字の場合 ， 見出し
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が単
一

で あ り ， そ こ か ら各言語 の 音韻清報や意 味惰報

な ど が検索さ れ る と い う仮説 が成 り立 っ の で はな い か 。

本研究で は，こ の 仮説 を基 に ， ひ と つ の 漢字 に 日本語

と中国語 似 後 「日・中」 と表 わす）の音韻情報が 付 随 して

い る様子 を検討す る 。

　中国語母 語話者 が 日本語 を学習す る と き ， 日本語漢

字の 形 と意 味は細部で は 用心が必要な もの の，比較的

容易 に習得で き る部分 で あ る 。 日本 と中国で は漢字の

簡略化が 独 自に 行われた結果 ， 形が全 く同じ漢字 もあ

るが ，元 は 同 じ漢字 で あ りなが ら， 形が か け は なれ て

しまっ た もの もあ る 。

一
般的に ， 中国 で 用 い られ て い

る漢字の ほ うが簡略の度合が 大 きい 。 しか し， 多 くの

中国語母語話者は中国古典 を学習 して い る た め か ， 日

本語漢字の 少 し複雑な字形に す ぐに慣れ て しま う （茅

本，1995b）。 漢宇の意味も，同じ よ うに 使 っ て 構わ ない も

の が 多い
。 た だ し，日常 よ く使用 され る 2 字単語で ，

意味が 両言語 で 異な る もの が あ り， そ れ らに つ い て は，

学習者 の た め に 何冊 も参考書が 出版 さ れ て い る （文 化

庁，1983；飛田 ・呂，1987 ；上野 ・
魯，］995な ど）。

　
一

方，漢字の 読みが 難 しい とい うの は教育現場で よ

く耳 に する声 で ある 。 日本語の音読み は ， 元来，中国

語音 を取 り入 れ て現在に到 っ て い る 。 しか し，音韻体

系 は 言語特有の も の で ， 漢字の 中国語音と 日本語 の 音

読み は似て い るもの もあるが （茅本，1995a）， 両言語で全

く同じ発音 とい う漢字 はな い 。さ らに ， B本語漢字 の

訓読 み は，中国語母語話者 に と っ て は外国語 で 漢字 の

意味 を言 う こ とに等しい の で ， これ が教育現場 で の「漢

字 の 読 み は難 しい 」 とい う感想が 聞か れ る原因 の ひ と

つ に な っ て い る 。
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　本研 究 で は ，
こ の ような 日 ・申 の 漢字 の 関係 に 着目

し， 1字 で 単語 に な る日本語漢字 を中国語母語話者が

「読む 」行為に お い て ， 日・中 2言語使 用者 の 心 内辞書

に お け る音読み ・訓読み と い う音韻情報に つ い て検討

す る。

　音韻情報の処理過程の検討をす る に あた り， 本研究

で は，第 2 言語 （H本語 ）の単語 （漢字 ）を見た瞬間に そ

の 音韻情報 を検索 し発声す る と い う 「命名課題」 を採

用す る 。
こ の課題 を遂行す るに は ， 第 2 言語 に ある程

度習熟 して い る こ とが必要 で あ る 。 初級 ・中級者 で は，

呈示 された漢字を外 国語で あ る 日本語で 即座 に読み 上

げるの は難 しし  そ こで ，本研究で は ， 中国語母語話

者で ， 日本語 の 上級学習者 （学 習歴 2年〜3年） と，さ ら

に学習を積ん だ 「超上級堵 」（学習歴 10年以．ヒ）を対象 と

して ，習熟度の 点か らも考察を加 え る。

　 こ こ で ， 日本語 の 漢字を概観す る。漢字 もア ル フ ァ

ベ ッ ト と同様に ， 言語を表わす手段 として の 文字な の

で ，各文字 に 音が あ る 。 ア ル フ ァ ベ ッ トの b や c と い っ

た ような文字 と漢字が性質 を異 に し て い る と こ ろ は ，

漢字 とい う文字は ， それ自体 に 固有の 意味 が あ り， 1

字で 形態素 に な っ て い る と こ ろ で ある 。 ア ル フ ァ ベ ッ

トの 各字 に 意味はない 。さ ら に，日本語の漢字に は ，

通 常 1字に 複数 の 読 み が あ る。それ ら は，中国語音を

日本語の音韻体系に当て は め た音読み と， 日本語 の 意

味をあ て が っ た 訓読み で ， 日本語の 漢字の発音は複雑

な様相 を呈 し て い る。し か も
， 送 り仮名や ， 2字単語

の もう
一

方の漢字 との 兼ね合 い な どで 発音が決定さ れ

る た め，日本語学習者に と っ て ， 漢字の 発音 は本当 に

難 しい 。

　 また ， 従来 の 研究 で は，音韻情報 と して の 訓読み の

処理過程が 明 ら か に な っ て い な い
。 訓読み と は 日本語

漢字の 中で ど の よ うな位置付 けをさ れ て い る の で あ ろ

うか。多 くの 日本語漢字 に は，音韻情報 と して必ず音

読み か訓読み ， またはその 両方 が 備 わ っ て い る。 訓読

み は ， 音韻情報で あ る と同時 に そ の 漢字 の 意味情報 に

もな りうる 。 訓読 み は ， 日常生活に お い て 基本的な言

葉が多 く，日本語初級や 日本の 小学校低学年の語彙 に

は 訓読 み をす る 漢字が多 く見 られ る （茅本，1995b）。 初級

の中国語母語話者 は
， まず訓読 み で あ る基本語彙 を数

多 く学習し な け れ ばならず ， 困難 を覚 える。それ か ら，

日本語特有 の 漢字の複数の 発音に 悩 ま さ れ る。

　 しか し ， 日本語に は 発音が 1通 り し か な い 漢字 もあ

Z

　 「超 上級 」 と い うレ ペ ル や コ ース が
一．
般 的に 存在 して い るわ け

　で は な く，E級 コ
ース を終 えた学習 者が ほ とん どの 場合，独 学で

　 そ の よ うな レ ベ ル に まで 達 して い るの が現状 の ようで ある。

る 。 そ れ ら の漢字は ，

一
度発音を学習すれ ぼ

， もう迷

う こ と は な い 。 また ， 現在日本で使わ れ て い る漢字 の

約 8 割は音符 と意符で 構成さ れ る形声文字で あ る （膜

語林 』大修館，1987：p．115）。音符か らそ の 漢字の 発音 を類

推す る こ と は可能で あ る か もしれな い 。

　 こ の こ とか ら，学習者は漢字学習に希望 を もつ か も

しれな い が
， や は り漢字 は 難 しい 。 日本の常用漢字1945

字中 ， 発音が 音読 み か 訓読 み 1 通 りの 漢字は，696字

で ， 全体の 35．8％で あ る 。 残 りの約 64％ は ， 発音 が 複

数あ る漢字で ある。さ ら に，形声文字の場合 ， 音符を

読ん で そ の 漢字の 発音 と す る 方法 は
， 音符 の 形 が 変化

し て い た り， 音符が必 ず しも現在 の その 漢字 の 発音 と

合致し な か っ た り して ， あ まり有効な方法 で はな い （伊

藤，1979）。そ の 上，訓読み をす る場合に は ， 音符は全 く

役に 立たな い
。

　次に ， 中国語の漢字で あ る が ， 現在中国 で 使用 さ れ

て い る漢字 の 多 くも形声文字で ， そ の音符 と 実際の音

韻 の 関係 は 日本語漢字の 場合 と同様 に ，必ずし も合致

し て い る と は か ぎ らな い （Tan ，　 Hoosain ＆ Siok，1996 ；

Cheng，1992）。ま た，原則 と し て 1字 1音節で ， 発音は 1

通 りで あ る。こ の こ と は，中国語母語話者で 単
一

言語

（また は 方言 ）使用者で ある と，
1 つ の 漢字 に 1つ の 音韻

情報 しか付随して い な い とい う こ とで あ る。

　 しか し， 中国語の複数の方言を使用して い る中国語

母語話者の 心内辞書の 様子 は ど うで あ ろ うか 。 た と え

ば ， 北京語 と広東語 は 中国語の 方言と し て 位置付け ら

れ て い るが ， そ れ らの発音は ， あた か も外国語で あ る

か の よ うに か け離れ て い る （望月，1974）。 そ の よ うな 2

方言使用 の 可能な中国語母語話者で あ れ ば ， 1つ の 漢

字に 2方言の音韻情報が付随 して い る と推測 で きる 。

　 Lam
，
　Perfetti＆ Bel1 （1991） は ， 中国 の 標準語 （北

京語） と 広東語の 2 方言を使用 す る 中国語母語話者が ，

第 2 方言で 漢字 の 発音を判 断す る と き，母語（第 1 方言 〉

の発音が干渉 し て反応時間が長 くな る こ と を見 出 し た 。

この 研究の対象者は ， 1 つ の漢字に対 して ， 北京語 と

広東語の 2 つ の 音韻情報を持 っ て い る 。 Lam らは ， 課

題遂行 に関わる方言以外 の 方言 の 情報 も活性化 し ， 反

応時間が長 くな っ た と解釈 した。

　 そ れ な ら ば ， 日本語 を学習 して い る 中国語母語話者

の 場合は ど うで あろ うか 。 Lam 　et　al．（1991） の 対象者

と同様 に ，そ の 中国語母語話者の 音韻情報に は ， 日本

語 の 音韻情報 が 付加 さ れ て い る と考え ら れ る 。 そ の よ

うな中国語母語話 者 が 日本語 の 漢字を読む と き に ， 母

語 の 音韻情報 が ，日本語 の 読 み に 影響 を与え る可能性

は大 い に ある 。 さ らに
， 日本語 と中国語 の 場合 は ， 北
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京語 と広東語 の 音韻情報の対応 関係 よ り も複雑 な対応

関係を し て い る 。 まず ， 上述した よ うに ， 日本語漢字

の読み に は音読み と訓読み が あ る。音読み は 中国語音

に 対応 して い るが
， 訓読 み は全 く対応 して い な い

、 音

読み の 中で も， 現在の 中国語音 に よく似て い る もの か

ら似 て い な い もの まで あ る 。 日本語を学習して い る中

国語母語話者 の 心内辞書の 中 で は，中国語音 と似 て い

る日本語漢字 の 音読 み が ， 似 て い な い 音読み よりも，

同じ漢字を介 して 比較的強 く結合 し て お り， お 互 い が

活性化 さ れ や す くな っ て い る （茅本，1996）。 し たが っ て，

中国語音 と似 て い る音読 み をす るの に は 反応時間 が 短

く， 中国語音 と似 て い な い 音読み をす る の に は 反応時

間が長 い と予測で き る 。 ま た，日本語起源の訓読み を

す る場合は ， 母語 の 情報 が 活用 で き な い た め，被験者

の 日本語 の 習得状況が強 く影響 し， 音読み よ り反応時

間が長 く，
エ ラーが多 くな る と予測 で き る 。

　本研究の対象者は成人 し て か ら第 2 言語 を習得し た

不均衡な 2 言語使用者 （バ イ リン ガ ル ）で あ る。
バ イ リン

ガ ル の 語認知や心内辞 書 へ の 到達 は，そ の 言語能 力 に

よっ て ， 様子が異な る こ と が明 らか に な っ て い る 。 た

と えば ，
バ イ リン ガル の 非母語の 習熟度が高 くな る ほ

ど，非母語 の 検索 が ，よ り速 く正確 に 行 われ る ように

なる （Frenck−Mestre，　1993）。 どれ ぐらい の習熟度の 学習

者が ， どれ ぐ ら い の速 さ で 心 内辞書を検索し，発 声す

るの で あ ろ うか 。 そ こで ，本研究 で は， 日本語習熟度

が 上級 の 中国語母 語話 者 と，上 級 を超 えた 「超上 級

（superior 　level＞」の 中国語母語話者を対象に ， 日本語母

語話者の データ と比較 し つ つ ， 習熟度別学習者 の 読み

上 げ課題 に お け る課題遂行 の 様子 を検討す る。本研究

の 「上級者」は ，

一
般 に言う日本語の 上級ク ラ ス （学 習

時問約 900時間）をち ょ うど修了 した程度の学習者で ， 学

習歴は 2〜 3年 ， 「超上 級者」は，目本語 の 上 級 ク ラ ス

を終了 し た後 ， 専ら 日本語 を用 い て 専門的 な研究 を何

年 も続 けて い る 研究者 で あ る。こ の 超上級者の課題遂

行の様子 は ， 音韻情報検索ある い は 日本語産出の 際 に

母語の影響が か な り少な く，音読み は も と よ り，訓読

み も 問題 な く産出 され るもの と 予測 され る 。

　単語 を読み 上 げ る場合 ， 発音が 2通 り （また はそれ以

．．ヒ）あ る単語 の ほ うが ， 発音が 1通 り しか な い 単語よ り

反応時間が 長 くな る可能性が考え られ る 。 発声 の 準備

の 際， そ れ ら複数の 発音が競合す る た め で ある （Seiden・

berg ，　Wa 亡ers，　Barnes ＆ Tanenhaus ，1984）。しか し，本研

究 の ， 発音が 2通 りあ る訓読 み 用漢字材料は ， そ の 訓

読 みが 音読 み よりか な り優勢 なた め ， 日本語 の発音間

で ，顕著な競合 は 行 わ れ な い と考 え ら れ る （Kayamoto ，

Yamada ＆ Takashima ，1998）。 中国語母語話者 の 心 内辞

書で は，母語 の 情報が速 く出やすい と思われ る が ， 課

題 は 「日本語 で 読 む」 こ とな の で ， 情報が競合 しあう

結果が反応時間やエ ラーと な っ て出現す る で あろ う。

方 法

被験者 A ）中国語母語話者 （超上 級）； 中国で大学 1 年

次 か ら日本語を学習し始め，現在に 至 っ て い る 32歳 か

ら42歳の 中国語母語話者 12名 （男性 7名，女性 5名）で ， 日

本語使用歴 は14年 か ら24年 ， 日本滞在期間は 2 年か ら

13年で あ っ た。そ れ ぞ れ の研究領域 は ， 語学 ・文学 ・

教育学で ， 全員が 日本語を用 い て 日本 の 大学等 で 中国

語を教えて い るか ，過去 に 教 えた経験 を持 っ
。 出身 は

中国大睦各地 （上 海以 北）で ， 家族 と は方言を使 うと報

告 した被験者が 3 名 い た （それぞ れ四 川 ・南 京 ・上海 出身

者）。 た だ し，そ の 被験者た ち も家庭 で 子 ど も とは標準

語 で 話す と い うこ とで あ っ た 。 そして ， 被験者全員が

標準語 ・簡体字で教育を受けて い た 。

B ）中国語母語話者 （上 級）； 日本 で 学 ぶ 中国語母語話

者12名 （男性 8名，女性 4名）。年齢 は28歳か ら41歳 。 日本

語学習歴 は 2 年か ら 3年で ， 全員が国立大学付属の 日

本語 ク ラ ス の 上級を修了 した ぼか りで あ る 。 日本滞在

期間は， 1年か ら 3年で あ っ た。文学 ・語学が専門 の

者 は含 まれ て い なか っ た 。 出身は 中国大陸各地 （上 海 以

北）で ， 全員標準語・簡体字で 教育を受けた 。 家族 と は

方言を使う と報告した被験者 は 3名で あっ た （四 川 出身

1 名 ・上海 出身者 2名）。

C）日本語母語話者＝国立大学の学部生 12名 （男性 5名，

女性 7 名）。年齢は 20歳か ら23歳で あ っ た 。

材料　刺激漢字 は52字で あ っ た。それ らは， （a ）音訓条

件 ：代表的な 発音が 2 拍の 自由形態素 （free　m 。 rpheme ，

1字で 単語に な る形態素 ）で ， それが音読み （On）で ある／

訓読み （Kun ）で ある，さ ら に，（b）音韻条件 ：各漢字の

音読み と中国語音が 似て い な い （Djssimilar）／似て い る

（Similar）， の各条件が選考基準 と さ れ た 。 「Kun 」漢字

の 場合 はそれ らの音読み が中国語音 と似 て い る か ど う

か を判断 し た
3

。 発音の 類似 は茅本 （1995a）に 基 づ い

た 。 本実験で は材料 と し て ，   On−Dissimilar（OD ＞，

  On ・Similar （OS ），  Kun −Dissimilar （KD ），  

Kun−Similar（KS ）の各群に 当て は ま る各13字が 日本

の 「常用漢字表」か ら選出さ れ た
4

（Appendix を参 照 の こ

S
　 な ぜ な ら，訓 読み は純粋 な 「日本 語」で，中国語音 とは 全 く

　関連 が な い か らで ある。
a
　 実 際 に 材料 と して 用 い たの は ほ とん ど教育漢字で あ っ た。教

　育漢字 で ない 常用漢 字は ， 「刑」「稲」 の 2字で あ っ た。
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と）。 「On 」漢字 （    ）は ， 代表的な音読 みが 1通 り

で訓読み の な い 漢字 で あ っ た が ，他 に別 の音読 みが あ

る漢字も含 まれ て い た 。「Kun 」漢字 （    ）に は，代

表的な訓読み の他に必ず音読み が あっ た 。 材料漢字の

日本語能力検定基準 （1993）に お け る初出級お よ び日本

で の出現頻度 個 立 国 語 研 究所 ，1963）， 中国で の 出現頻度

（常 用漢 字実用手冊 編写組 1992）は， で きるだ け等質 に なる

よ う に 統制 し た
5

。 形 の 相違に関し て は ， 茅本 （1995b ）

の 実験 1 （読み．ヒげ課題 ）で 反応時間 に 影響 し な か っ た の

で ，
こ こ で は考慮 しなか っ たが ， 漢字 の構成部分がか

な り異 な り， あ た か も別の漢字に見え る よ うな もの （た

とえば，「tt＝優」，「共＝頭」，「卞薈豊 」 な ど） は用い なか っ

た。材料漢字の例を TABLE 　1 に 示す。

TABLE 　 1　 実験材料 として 用 い た漢字 の 例

験者が 読み 上 げた結果は実験者 に よ っ て筆記さ れ ， 同

時に テ
ープ レ コ ーダーで 録音さ れ た 。

音訓 の 別 On Kun

結

発音 の類似 D S D S

漢字の 例

音 読 み

訓読 み

中国語音

類似度 s

音読 み の比 率
7

日頻度 （度 数）

初出級

　京

キ ョ ウ

／jin9／
　 1，4100156

　 2．2

案

ア ン

／anf

　 4．2100143

　 2．1

　 鳥

チ ョ ウ

と り

／niao ／

　 1．4
　 14．9147

　 2．4

鼻

ビ

は な

／bi／
　 4，114

．6191

　 2．4

装置　岩通 ア イ セ ル 製 AV タ キ ス ト
ー

連 の 装置 （IS−

701A　vo1 、5，　IS．710A な ど〉 と FOSTER 製 マ イ ク ロ フ ォ ン

が NEC 製パ ーソ ナ ル ・コ ン ピ ュ
ータ ーPC9801RA に

接続され ， 刺激呈示 と反応時間 の計測 が行われ た 。

手続き　実験は静か な部屋 で 個別 に行 わ れ た。被験者

は練習 の漢字を1G字読ん だ後 ， 実験の課題に入 っ た 。

課題 は CRT 上 に ラ ン ダム に 呈示 さ れ る漢字 をで き る

だ け早 く， か つ 正確に読み 上 げ る こ とで あ っ た。 こ の

と き被験者は ， 出て きた 日本語の漢字を音訓 どち らで

も，初め に 頭 に 浮か ん だ読み で読む よ うに 教示 さ れ た 。

漢字の 呈示時間は最高 3秒 で，それ以内に 反応すれ ば

漢字 は消え る 仕組み に な っ て い た。反応 時間 は lms

単位で パ ーソ ナ ル ・コ ン ピ ュ
ータ ーに 記録 さ れ た。被

果

　 まず，マ イ ク の誤作動に よ る エ ラーを除 い た エ ラー

の 出現率 （TABLE 　2） を検討 し た 。 こ こ で 分析さ れ た エ

ラ
ー

は，反応時間 の 分析 に 含 まれな か っ た もの で あ る 。

中国語母語話者 （超上 級 ）の エ ラーは 23個 （3．7％）
， 中国

語母語話者 （上級 ）の エ ラ ーは 78個 （12．5％ ）で あ っ た 。

それ らを分類す る と，1）読みを知 ら な くて読め な か っ

た ， 2）う ろ覚えで 間違 えた （た と え ば
，

「税」を 「ざい 」
，

「稲」

を 「い ぬ 」な ど）， 3）漢字の 意味を日本語で言 っ た （た とえ

ば，「茶」 を 「お ち ゃ 」，「母」 を 「お か あ さ ん」な ど）， 4）中国

語音 が混 じっ て しま っ た （た と えば， 「秒」を 「み ょ う（「び ょ

う」 と加 ia・／の 混合）」）， 5）2字単語 の もう
一

方 の 漢字 の

読み を言 っ た （た と え ば，「劇 」 を 「き ょ う」，「京 劇 か ら），

6）そ し て，Kun 漢字を音読み し た もの （た とえば，「腰 」

を 「よ う」）で あ っ た 。こ れ らの エ ラ ーは上級者に も超上

級者に も均等に見 られた 。 な お
， 日本語母 語話者 の エ

ラーは 12個で全体の約1．9％ に と どま っ た 。

　超 上級者と上級者 の エ ラー
の 出現率を各変換 した 後，

2 （被験 者習熟度の 条件）× 2 （音訓条件）× 2 （音の類似条件）

の 3 要因の 分散分析を行 っ た 。 なお ，
F

， は被験者をラ

ン ダム 効 果 とす る分析に よ る F 値 ， F， は項 目をラ ン ダ

ム 効果 とす る分析 に よる F 値 を表わす 。

　結果 は ， 被験者習熟度 の 条件 問 に 主効果 が 見 られ た

（F・（122）＝＝9・92，〆・0 5，Fa（1，48）＝27．35，P＜．OOI＞。 発音の類似

条件 に 差 が あ る傾向が 見 られ た （F ，（1，22）＝3．74，p＝、066）

が
， 音訓の 条件 に は 主効果 は見 ら れ な か っ た （音訓 ；F ，

（1，22）＝1．34，p…．26）。 こ の こ とか ら ， 中国語母語話者の 上

級者 は超上 級者 よ り有意に多 くエ ラ ーを起 こ し て い る

こ とが 明 らか に なっ た。

TABLE 　2　 日本語 母語話者・中国語母語話者 （超上 級 ）・

　　　　 （上級 ） に見られた エ ラ ーの 出現率 （％）

音訓 の 別 On Kun

発音 の類似 D S D S

5
　 初 出級 に 関 し て，各条件 間 に 有意 な 差 は 見 られ な か っ た。

　（F （1，52＞＝1．34，p≡0．25 （「On」・「Kun 」間），F （1，52）＝ ．Da．，p ＝

　 O．87 （「Dissimilar」・「Similar」 間））。日本 語 で の 頻度 に 関 し

　て，各 条件 問 に 有意 な差 は見 られ な か っ た。（F （1，52）＝0．22，ρ己

　 D．64〔「On」・「Kun 」問 ），F （1，52）＝Oユ3，　p ＝0，71（「Dissimilar」。

　 「Similar」聞））

6
　 茅本 （1995a）の 7件法 調査 に よ る 。

1＝全 く似 て い ない ，7＝

　 た い へ ん よ く似 て い る。
7

　 国立 国語研究所 （1963）で ，漢字 1 字 に お け る，音読 み で 読

　 まれ た頻 度 ÷ そ の 漢字 の 全頻 度 × 100で計 算 した。

日本語母語 話者 　　　　0．6　　 1，9　　 3，2　　 1．9
中国語母語 話者 （超）　 2．6　　 4．5　　 3．2　 　 4，5
中国語母 語話者 （上 ）　 12．2　　 10．3　　 1  ．3　　 17．3

　次に、日本語母語話者・中国語母語話者 （超上 級 〉・中

国語母i語話者 （上 級）の 正反応時間の平均 と標準偏差を

TABLE 　3 に 示す。反応時間 の 分析 に は ， 各被験者の 各

条件内 で の 平均反応時間 ＋ 2SD を超えた デー
タ （日本

語母語 話者 で 1項 目（0．16％）超 上 級 で 5項 目 （0，8％ ），上 級 で 8項

目（1．3％D を外れ 値 と し て除 い た 。 平均値 か ら一 2SD
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以 下の データ は見 ら れ な か っ た
。

さ ら に
， 「Kun 」漢字

を音読 み で 読 んだ項 目 （超上級 で 5項 目 （1．6％），上級 で 6項

目 （1．9％〉）をエ ラーの 分析に含め ， 反応時間 の 分析か ら

除 い た 。
こ れ は ，

べ 一ス ラ イ ン とす る日本語母語話者

が 「Kun 」漢字をす べ て 訓読み で 読 み 上 げた こ とに よ

る。そ の 上で ， 3 （被験 者習熟 度の 条件〉× 2 （音訓 条件）×

2 （発音 の類似 条件）の 3 要因の分散分析 を行 っ た 。 結果

は ， 以下の 通 りで ある。

TABLE 　3　 日本語母 語話者 ・中国語母語話者 （超上級）・

　　　　 （上 級〉の 反応時間の平均 （ms ） と標準偏差 （括

　 　 　 　 弧 内）

（1，144）＝3．56，p ＝．06；上 級 ：君 （工，33）＝20．98，pく．001，ろ（1，144）＝

／0，62，p〈、005）。こ の こ と は ， 「On 」漢字を 「Kun 」漢字

よ り速 く読んだ の は ， 特に 中国語母語話者 （超上 級） と

（上 級 ）で あ っ た と い うこ と を示 して い る。

音 訓の 別 On Kun

考

発音 の 類似 D S D S
日本語母 語話者 　　　487（43） 470（34） 495 （48） 479（44）
中国 語母 語話者 （超 ） 691（73） 698（74）　733（101）　 732（89）

中国語母語 話者（上 ） B66（92） 787（114） 910（75） 860（69）

　 まず，被験者習熟度間 の 主効果が み られ た （F，（2β3）＝

86．56，ρく．00エ，瓦 （2．96）妬 09．25，p〈DOI）。 さ ら に ， こ の 主効

果 に お け る多重比較 （Ryan
’
s　method ） を行 っ た と こ ろ

，

す べ て の被験者習熟度間 に有意 な差が見られ た 。 こ の

こ と は，日本語母語話者 ， 中国語母語話者（超上級 ），中

国語母語話者 （上 級〉の順で 漢字を速 く読 み上 げた こ と

を示 し て い る。次に，Ei・中の 発音の 類似 に 関 して ，

被験者 を ラ ン ダム 効果 と す る分析 に の み 主効果が 見ら

れた 帆 （1，33）＝ユ9．7 ，p〈．OOI，　F，（1，48＞＝2、41，　p＝＝．13）。 そ し

て ， 被験者習熟度 と発音の 類似の 要因間に 1次交互作用

が認め ら れ た （F ，（2，33）＝11．88，p〈、OOI，　F2（2，95）＝4．19，　p〈、05）

の で ，単純主効果 の検定を行 っ た 。 そ の 結果，日本語

母語話者 と 中国語母語話者 （超上級 ） に お い て は 日 ・中

の 発音の類似 の 影響 は見 られず （日 ： fil（1，33）＝2．55，　p；

．12，F，（1，144）＝O．55，p＝．46　超＿ヒ級 ：F ，（1，33）＝O．U8，1）＝．77，瑞

（1，144）；O． ユ，p ＝，91）， 中国語母語話者（上級 〉に お い て 日・

中の 発音の 類似の 影響が 見ら れ た （F ，（1，33）＝40．81，ρ

＜．00工．F ，（1，144＞＝8．82，p＜．oo5＞。こ の こ と は
， 「Similar」漢

字を「Djssimilar」漢字 よ りも速 く読んだ の は ， 特に中

国語母 語話者 （上 繍 で あ っ た と い う こ と を示 し て い

る 。 さ らに ， 音訓条件に関し て も，主効果 が 見 られた

（F，（1，33）＝22．52，　p〈．001，　F，（1，48）＝5．66，p〈．05）。また ， 被験

者 と音訓 の 要因 間 に 1 次交互 作 用が認 め ら れ た 帆

（233）＝3．92，P〈．05，瓦 （2，96）＝3．45，P〈．05）の で ， 単純主効果

の 検定 を行 っ た。そ の結果 ， 日本語母語話者 に は，「On 」

漢字・「Kun 」漢字の差は 認 め られ な か っ た が （F ，（1，33＞＝

0・42，P＝，52，　F ・（1，144）＝ ．14，P＝．71）， 中国語母語話者 （超上

級 ） と中国語母語話者 （上 級 ） に 「On 」漢字 ・「Kun 」漢

字 の 差 が 認 め ら れ た （超 上 級 ： F ，（1，33）＝8．g6，pく、01，F ，

察

　実験 の結果 ， 上級者は超上級者 よ り， 超上級者は日

本語母語話者よ り有意 に 反応時間 が長 く ， 上級者は超

上級者 よ り，
エ ラーが多 く出現した 。 そ し て ， 超上級

者 は訓読み に は時間が か か る が，日
・中の 発音の 類似

に は影響を 受 け て い な い こ と が 明 らか に な っ た 。 そ し

て ， 上 級者は，訓読 み に も時間が か か り， 母語の音韻

情報に 影響 を受け ， 両言語の発音が似て い る漢字よ り

似 て い な い 漢字の読み 上 げに時間が か か っ た 。

　 日 ・中の 発音の類似に お い て母語 の 影響を受けた の

は ， 日本語を学習 し始 め て 2 年 か ら 3 年の 上 級者で

あ っ た。母 語 の 音韻情報 と E体 語の音読み は密接な関

係が あ り， 日本語漢字の 音韻を求め られた と き ， 母語

の音韻情報が 活性化 さ れ た こ とが 明 らか に な っ た 。
こ

れは ， 漢字 1字 の 視覚呈示 か ら 2 つ の音韻情報が活性

化さ れた と い う Lam 　et　al．（1991 ）の 結果 を 支持 す るも

の で あ る 。 本研究で は 特 に，日 ・中 で 似 て い る発音が

似て い な い 発音よ りも速 く読 まれた 。 この 結果 は，音

読 み 情報 の 中で
， 中国語音 と似て い る音読み の ほ うが

，

似 て い な い 音読み よ りも母語の音韻情報 と密接 な結合

をして い る と い う茅本 （1995b，1996＞ の結果 を支持 し て

い る 。 また，本研究 の ， 「Kun」漢字に関して も， 訓読

み をする とき， そ の音読み と中国語音が似 て い る「KS 」

が そ の 音読 み と中国語音が 似て い な い 「KD 」よ り反応

時間 と して は短 か っ た （そ れ ぞ れ，860ms，910ms）。 こ れ

は，中国語母 語話者 （上 級）の 知識の 中で の 母語 の 音韻

情報 と日本語漢字の音読み の情報の 結合の 強 さを示唆

す る もの で ある。さ ら に，漢字の 音韻情報 として の 訓

読み を 引 き 出す過程 に
， 上記の よ うな音読み と母語 の

影響が見 られた と い う こ と か ら ， 音韻情報 と して は，

母語 ・日本語の音読み ・訓読 み が 存在 し，それ らが互

い に結び つ い て い る こ とが 示唆 され る 。

　
一方 ， 超上級 の 学習者 たち に は ， 日 ・中の 発音 の 類

似 に よ る 反応 時 間 の 差 は見 ら れ な か っ た Φ 条 件 ＝

712ms，　S 条件＝715ms）。 日本語母語話者 と比 べ て み る と ，

全体 の 反応時間の 長 さ と，「Kun 」漢字の 反応時間 の 長

さ に違 い が 見 られ た が，日本語母語話者同様 ， 中国語

の音韻情報の 影 響 が 見 られ なか っ た 。 こ の こ と は，超

上級 の 学習者 た ち は，母語 と 日本語の 情報を分離 し て

言語 を 使用 して い る こ と を 示 唆す る 。 しか し， こ の 現
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象は ， 「似て い る 発音 は注意す る」とい う内省を加味し

て 検討 し なけれ ばならな い 。超上級者 と も な る と，日

本語漢字の発音 を完全 に 覚 え て い る ばか りか
， 発音 の

細部 に ま で注意を払 っ て読んで い る 。 母語の発音に似

て い る音読 み の 音韻情報 に 速 く到達し て も ， 似て い る

とい う意識が働 き， そ こ か らより慎重 に発 声 の 準備 を

す るの に 時間が か か っ て ， 結局 ， 短 い 反応 時間は現わ

れ な か っ た と い う可能性が あ る 。

　次 に ， 音読み／訓読み に 関し て考察を加 え る 。 本研

究 で 用 い た 「On」漢字 の音読 み は，す べ て それ自体で

単語に な る もの で あっ た の で ， 日本語母語話者の 中に

は そ れ らの い くつ か を ， 訓読み で あ る と思 い 込 んで い

る 被験者 もい た。した が っ て ，日本語母語話者 に お い

て ， 「On」漢字／ 「Kun 」漢字 の 反応時間 の 分析 の 結果

に差が 見ら れ な か っ た こ と は ， 当然 の こ との ように 理

解で きる 。 また ， 音読 み だ けの 「On 」漢字に対 し て ，

複数 の 発音が あ る 「Kun 」漢字 との 反応時間に差が な

か っ た と い う こ と は ， 複数の発音に よ る競合も見 られ

な か っ た とい うこ と に な る 。 し か し ， 中国語母語話者

に とっ て は，呈示 さ れた 漢字を見 て 即座 に 日本語の 読

み を言お う とす る と き， 中国語音か ら派生 した音読 み

を出力す る ほ うが ， 全 く外国語で あ る訓読み を出力す

る よ り速 か っ た 。 こ の 現象が 学習歴 が 2〜 3 年の 上 級

者 か ら学習歴が 10年以上 の超上級者に まで 見 られ る こ

と は 興味深 い 。訓読 み が音読 み に比 べ て 困難 で あ る こ

と は ，
エ ラーの 例か らも読み とれ る 。 た と え ば ， 「Kun 」

漢字の い くつ か を音読み で読み上 げた り
8
，漢字の 意味

を先 に理解 して それ を日本語 に 翻訳 して 発音 し，
そ れ

が そ の漢字の 正 し い 訓読み で は なか っ た例な どで あ る。

日本語 の 音読み は本来中国語で あ っ た発音 を 口本語の

音韻体系に取 り入れた もの な の で ， その 対応 に は規則

が あ る 。 しか し， 現在で は中国語音 と日本語 の 音読 み

の 対 応 は複雑 で例外 が 多 く （古 藤，1987）， 個別に音読み

を学習 した ほ うが 得策で あ る が ， 中国語母語話者は あ

る 程度 そ の 規則 の よ うな もの を体得 し て い る の で は な

か ろ うか 。 そ の結果 ， た と え ， 母語の 中国語音 と似 て

い な い 音読み で も全 く外国語の訓読み よ りは検索が速

く終了 し，読 み 上 げる の に 困難 が少な か っ た と考 え ら

れ る。

　本研究 は，日本語 を学習 して い る 中国語母語話者の

漢字の心的処理 の様子 を検討した 。 そ の 結果 ， 漢字 1

字 を見て ， 日 ・中の音韻情報が活性化 した こ とが明 ら

か に な っ た 。 具体的な結果 と して は ，   中国語母語 話

8　 日本語母 語話者 は，「Kunl 漢字 をす べ て 訓 読 み で 読 み 上 げ

　 た。

者（上級〉の課題遂行で は ， 日・中で 似 て い る発音 を もっ

漢字は ， 似て い な い 発音をもつ 漢字よ り反応 時間が短

か っ た 。  中国語母語話者 で 超上 級者は ， 母語の音韻

情報の 影響 は見 られ なか っ た 。   中国語母語話者韆 上

級 ・上級 ） に お い て ， 訓読み は音読み よ り反応 時間が長

か っ た 。

　本研究は，漢字 1字で単語に な る も の を材料 と し て，

漢字の音韻情報の様子 を検討 した が
， 漢字 に は

， もう

1 っ 重要な情報 と して ， 意味情報があ る 。 今後 の 課題

は，日 ・中の 意味の 差異が形 ・音の差異 と と もに漢字

単語 の 認知 に どの ような影響 を及 ぼ す の か ，検討す る

こ とで ある。

引 用 文 献

文化庁　1983 漢字音読語 の 口中対応　大蔵省印刷局

常用漢字実用手冊編写組　（changyong 　hanzi　shiyong

　　shouce 　bianxiezu） 1992 常用漢字実用手冊 華

　　東師範大学出版社

Chen，　 H・C．　1992　Lexical　 processing 　 in　bilingual

　　or　 multilingual 　 speakers ．　Harris，　 RJ ．（Ed．），

　　Cognitive　 Processing　in　Bigingzaals．　 Amster・

　　dal皿 ；Elsevier．　Pp．253− 264．

Cheng ，　 C．・M ． 1992　Lexical 　 access 　in　 Chinese ：

　　 Evidence　 from　 automatic 　 activation 　 of

　　phonological 　information．　 In　H ．C．　Chen ＆ 0 ．」．

　　L ．　Tzeng 　（Eds．），　Language　Processing　in

　　Chinese．　 Amsterdam ：Elsevier．　 Pp．67− 91．

de　 Groot
，
　 A ．MB ．

，
＆ Nas ，　 G ．L ．J． 1991　 Lexical

　　 representation 　of 　cognates 　and 　noncognates 　in

　　compound 　bilinguals．ノburnal　Of　Memo7 ：y　and

　　Language，30，
90− 123．

Frenck−Mestre
，
　 C． 1993　Use　of　 orthographic

　　 redurldancies 　and 　word 　identification　speed 　ill

　　bilinguals．　ノournal 　 of 　Psycholinguistic

　　 Resear〔｝h，22，397− 410．

Gollan
，
　 T ．H ．

，
　 Forster

，
　 K ．L

，
＆　Frost，　 R ．　1997

　　Translation　 priming 　 with 　 different　 scripts ：

　　Masked 　priming 　with 　cognates 　 and 　non −

　　cognates 　in　 Hebrew ・English　bilinguals．ノ碗 処

　　 nal 　 Of　 Eψ 囲 雁 配 αJ　 Psychog（）gy ： Learniveg．

　　 Memo ηノ and 　Cognition，23，1122− ／／39．

飛田良文 ・呂　玉 新　1987　 日本語 ・中国語意味対照

　　辞 典 　南雲堂

伊藤菊子 　1979 形 声 文 字 と 漢 字 指 導 　言 語 生 活，

　　 326，68− 81．

一 66一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

茅 本 ： 日本語 を学 習す る 中国語母語話 者の 漢字 の 認知 321

茅本 百合子　1995a 　同
一

漢字に お け る中国語音 と 日

　　本語の音読み の 類似度に 関する調査　広 島大学 日

　　本語教育学科紀要，5，　67− 75．

茅本百合子　1995b　日本語 漢字の読み に及ぼ す母語

　　 の音韻情報の 影響
一

中国語母語話者の場合一　広

　　 島大学修士論文 （未公刊）

茅本百合子　1996　日本 語漢字 と中国語 漢字 の 形 態

　　的 ・音韻的差異 が 中国語母語話者に よ る 日本語漢

　　字 の 読 み に 及 ぼ す 影響　広 島大学教育学部紀要

　　第二 音区　第 45号　　345− 352．

Kayamoto ，　Y ．，　Yamada ，
　J．， ＆ Takashima ，　H ． 1998

　　 The　consistency 　of 　multiple ・pronunciation

　　effects 　in　reading ：The 　case 　of　Japanese　logo・

　　 graphs．　 lournal　 of　 Psycholingoristic　 Research
，

　　 27
，
619− 637．

国立 国語研 究所 　1963　現代雑誌九十種 の 用語用字

　　第二 分冊　漢字表　秀英出版

国際交流基金　財団法人 　日本国際 教育 協会 　1993

　　 日本語能力試験 出題基準　外部公 開用

古藤友子 　1987　日中漢字音の対照　日本語教育，62，
　 　 225− 240，

Keatley
，
　 C．W ． ユ992　 History　 of 　 bilingualism

　　 research 　in　cognitive 　psychology ，　 In　Harris，　R ．

　　J．（Ed．），　 Cognitive　 Processing　 in　 Bilingzaals，

　　Amsterdam ；Elsevier．　Pp．15− 49．

Lam
，
　LA ，，　Perfetti，　C．A ．，＆ Bell，　L， 1991　Auto・

　　 rrlatic 　phonetic 　transfer　in　bilingua屋reading ．

　　API＞lied　Psychoginguistics，12，299− 311．

望月八 十吉　1974　中国語 と 日本語　光生館

野村幸正　1978　漢字 の情報処理
一

音読 ・訓読 と意味

　　の 付与
一
　心理学研 究，　49，190一工97．

Seidenberg，　 M ．S．　 Waters，　 G ．S．
，
　 Barnes

，
　M ．A ．，＆

　　Tanenhaus
，
　M ．A ． 1984　 When　does　irregular

　　spelling 　or　pronunciation 　influence　word 　recog −

　　nition ？ ／ournal 　 of 　γ砂 わαJ　 Leaming 　 and

　　 Verbai　Behavior
，
23

，
383− 404，

Taft，　M ． 1991　Reading　and 　 the　 mental 　 gexic’on ．

　　Hove ，　England ： Lawrence 　Erlbaum 　Associates
，

　 　 Inc，

Tan ，　LH ．，　Hoosain，　R ，
＆ Siok，　W ．T ． 1996　 Acti−

　　vation 　of　phorlological　codes 　before　access 　to

　　character 　meaning 　in　written 　Chinese．ノbumaal

　　Of　ExPen
−
mental 　Psyehology’ Learning，　 Mem −

　　ory，　＆　Cognition， 22， 865− 882．

上野恵司 ・魯　暁昆　1995　お ぼ えて お き た い 日中同

　　形異義語 300　光生館

付 記

　本研究 は ， 広島大学教育学研究科に提出さ れ た 修 士

論文 （1995年）の
一
部 を追実験し，加筆 ・修正 した も

の で す 。

　　　　　　　　　 （工997．11．17受稿，2000．4，12受理）

Appendix

実験 に 用 い た漢字材料

（OD ）京 職 級 刑 劇 税 肉 王 席 週 題

役　陸

（OS ）番 福 雑 段 毒 鉄 礼 秒 茶 脳 単

台　案

（KD ）川 橋 耳 赤 胸 麦 夏 窓 妻 組 母

鳥　舌

くKS ）鼻 裏 腰 旗 冬 池 島 父 雨 山 稲

秋　朝
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     Processing Phonologz'cal Information: Recognition of 1mpanese
Characters by Advaced- and  SuPen'or-Level Native SPeakers of Chinese
YL･veIKo IQI )Aua7v  CitLosrvTv71i Fbff LvlERbzpmliL linbzA7ToibL IilRasuz･ml ttsvTvERsu1'}? ju"IA･lasE Jb(,･R,x"L oF EDr･uaam"L iS)TooLooy, 20(]O, 48 315-3ee

  In the present  study,  adult  native  speakers  of  the Chinese language w･  ho had learned and  used  the Japanese

language for 2 to 3 years  (advanced level) and  for more  than 10 years  (superior level) read  Japanese

characters  ("kanji") aloud.  Those  kanii whose  pronunciation in Japanese was  similar  to that in Chinese

were  read  by the former group  (but not  the latter) faster than  kanii that had  dissimilar pronunciations in the

2 languages. Japanese kanji can  be read  with  an  
"en-yorni"

 (taken from  Chinese) pronunciation,  or  with  a

"kun-yomi"

 (native Japanese) pronunciation.  Both advanced-  and  superior-level  speakers  read  the on-yoml

pronunciation of the kanji more  quickly than  the kun-yomi pronunciation,  This was  interpreted as  the

result  of  activation  of  the Chinese pronunciation by the visually  presented kanji. It was  suggested  that in

the mental  lexicon, information about  the Japanese pronunciation  and  the Chinese pronunciation  are

connected  by a Chinese character  (`'kanji").

   Key  Words  : kanji, Chinese language, superior  level, phonological information, naming  task, Chinese

speakers  of Japanese
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