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乳 幼 児 期 に 於 け る 発 声 発 語 機 能 形 成 の 研 究 （1）

　　　　シ エ ル ポ ー ン ムーブ メ ン ト法 に よる検証 を通 し

。 （社会福祉法人）グ リーン ロ
ーズ ・オ リブ 園

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（学法）

1．研究 目的 ；　 近 年 、 乳 幼児 健診 が定 着 して 来 た事

で 、 1才児 検診時に は始語 、 有意語を確か め て そ れ が

確か で な い と 、 リス ク児 と して 3才 児 健診時 迄経 過 を

観察さ れ そ の 改善が 認 め ら れ な い と MR 児 と か 、対 人

関心 が 乏 しい と自閉症 の 疑 い と処 置 され る の が
一

般で

あ る 。 即 ち そ の 語彙検査 の 発達 の 背景 に は Chomsky ．（1

968年 ） の 生成文 法説 があ る訳で 、 そ こ に は生 得的言語

獲得機構Language　Acquition　Device（LAD ）が あ る と言

う生 得説 の 仮説が あ る訳で あ る 。 然 し 、 こ の 10年程の

間に 乳幼児期の コ ミ ュ
ニ ケ ーシ ョ ン 能力に 就て の 研究

が活発化 した 結果 、 そ の 新生児 の 段階か らす で に 始 ま

る母子間の相互作用的経 過 の 中に、既 に言 葉 の 基礎 を

見出 そ うと言う研究が推 進 され て い ます 。 そ の 発想 の

根 拠 は 、言 語 発 達 の 視 点 に 、 語 用 論 （Language

P ・agmatics ） の 観点 を取 入 れた もの で あ る 。

一
般に 言

語 発達面 の 二 大機能 で あ る 表 象機 能 と、他 は 伝 達機 能

で あ る が 、 今回は前述 の よ う に 出生 直復 か ら始ま る前

言期 と言 われ て 来 た 乳 児期 の 母 子関 係 の 中 で 交 わ さ れ

る赤ち ゃ ん の 音声 、 視線 、 表 情 、 動作 等 の nenverba 哘

動 が一番言語発達 の 基本 と して 評価 され て 来 た こ と で

あ る 。 従 っ て 研究主題 に 掲 げ た よ う に 現 行 の 1才半児

健診以前 に 、 言語学習 の 基 本 と して の 発声発語期 の 発

声機能と共に 、 母 子関係 を通 じて 伝 達機能面 も形成 さ

れ て い る 事 が 分 る 。 従 っ て 1才半児健診以前 の 段階か

ら、発声機能を始め、母子 間 の 伝達機能 の 早 期 改善ば

か りで な く 、 又幼 児前期 の 段階か らの 早期療育指導の

可能性 に 就 て 考 えた い 。

2．研 究方法 ；　 出生 直後 の新生児期か ら 、 人 の 子 で

あ る こ と に よ っ て身に 付け て 生 れ た 伝達機能 の 芽 生 え

を敏感 に 受 け止 め 、 更 に 注意深 く母親か らの 情報を受

け止 る の に lngram （1968）に よ る言語発達遅滞症候群 De

velopmentai 　 speechdiso ∫der　syndro 皿 に 示 唆さ れ て い る

両 親 か ら の 体 質 的 遺 伝 に よ る と 言 う 仮 説 、

neuromusCular 　matuvation 即 ち 子 どもの 身体を構成 す る

筋肉の 運動神経 的成 熟 の 度合 に 問題 が あ る と示唆され

て 来た 。 既 に そ の 出生 直 後 の 新生 児期か ら徼候が 見 い

出され る と い う仮説で ある 。 即 ち、 こ の仮説 に 従 っ て 、

  新生 児期か ら 系統発生的発 達 の 機 序 に 従 っ て 注意深

く 、 言語 発達 の 遅 れ を 主 訴 とす る母 親 か らの 情報を聴

取 して 、 こ れ をlngramに よる仮説 即 ち出生 時か らの 身

ル ー
テ ル 愛児幼稚園

片　桐 　　 　格

京 　野 　孝 　喜

体感覚 （触覚 ）的成 熟 上 の 問題 と思 われ る情報 を整理

し て 表 1 の 如 く出生時 か ら乳児期 を 経 て 幼 児前 期 に 至

る間 の 系統発生 的発達 か ら外れ た発達 の 異常な情報を

整理 す る
。 又 、

こ の 異 常 が 次第 に 幼児 期 に 向 っ て 拡大

され異常行動化 して変容 して ゆ くと表 1 右側上 部端に

整理 した 2 〜 3 才児期に な っ て 表面化す る 症状 と な る 。

従 っ て 表 1右側に横書 した初期情報 と 、 の 相互的関係

の有無を検討 して そ の 因果関係を考察す る 。
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社会化の 発漣
  自己 の確立

対象関係の 発達
◎自他の 判別

（象徹機能の 形成）
◎ 身体 模倣 能 力 の 発

遷 （第 3次循環反応
の 特微）

（身体図式像の 把握）
◎自己身体像把罎

（衷現能力の 発連）
◎身体での 周囲 へ の

働きか け （感覚イメー
ジの発達）

◎感覚 ・運動 の 循環 、
反 応 （第 2次循環 反

応の特徴）

（情動 の発達）
◎内受署的感覚 の 分
化 （漢然 とした身体
感覚発生）

◎筋 トース ス の分化
第 1次循環反応特徴

◎自莇的運 助

▲始歩が おくれた

▲ っ か ま り立 ちか らす ぐ歩
い た

▲ 四っ ん ぱ い もあ まりしな

か う た

▲ 母sett関心 を示 さな い

▲ テ レ ビ の コ マ 卩シ や ル に

関心が ある
▲ 赤ちゃ ん の 蹇 も しなかっ

た

▲ お座 りして 独 りで 遊 ん で

いた
▲ お とな しく て手が か か ら

な か っ た　 ・
▲腹ば い も．あ まり しな かっ

た

▲ あや して も笑わなか っ た

ムロあそびも余 りなか「た

▲よ く眠 る子 どもだ った
▲ よく泣 い て ばか り い て手

が かか っ た

3．考察 ；そ の 根拠な る の は 上 述 した lngram ；g よ る仮

説 で あ っ て 、結果的に 3才 児 に な っ て も言葉 を充分発

語 で き な い 原因 は 出生 当初 か らの 両親 か ら遺 伝 的 に 受

継 い だ身体感覚的成熟過程 に 依 る も の と言 う発想 で あ

る 。 以下そ の 仮説 に 従 っ て 考察 を試 み る が そ の 原 点 と

な．るの は 、 先ず 、 生後 1ケ月以内 の 新生 児の 場面で あ

る 。 即 ち表 1 右側に横書 した情報 の 中 、 最 下 段 の 2 例

は 、 それが そ れが 出生直後 で あ る だ け に 、極 め て 対照

的な 情報で あ る と共 に 、興 味深 い 情 報 と言え る 。 更に

以後 の 乳児か ら 1 才児期 に 達す る 迄 の 間 の 系 統 発 生 的

発達過程に 発生す る種 々 特異 な情報は 、 上述 の lngram
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に よ る仮説 とどの よ うに関 係 付 け て 解 釈 され るか本 研

究 の 中心 的課題 と考 える 。

考察（1）、新生児期 に 何故 か 「よ く泣 い て 手 が 掛 か

る子 」 と こ れ とは正 反対 に 「よ くお乳を吸 っ て よ

く眠る子 で 手が掛か ら な い 子」 と分か れ る の か 。

　Ingramに よ る 言語 発達 の 遅 れ に 関す る 原 因 と して 掲

げ て い る 根 拠と し て 、そ の 両親 か ら受 継 い だ 体質的筋

肉の 成熟上 の 問題 と して い る 。 そ れが 考察ω に 掲げ た

状況と考え る時 、 当然 そ れ は 、 胎児期の 無重力の 状態

か ら 、 こ の地上 に 誕生 し て 一番先に 受 け る の が重力の

加速度 で あ る 。 発語 の 遅 れ を主訴 と す る 生育 歴 聴取 の

中 で 上 述 の よ う な 出生 直後 か ら約 1 ケ 月 近い 間 の 状 況

の 中に 、上記 の よ うな違 い が 生 ずる の は 何故か と考え

る 。 そ れ は 出生 直前の 胎児 の 状態 か ら新生児 期の 間 は

そ の 身 体運動神経的 に 変化 は無 い もの と推論 しlngrarn

の 理論 か ら  よ く泣 く子 の 例 は重 力 の 影 響 を過 敏 に 全

身 に 受 け止 め る 結果 と考え る 。 又一方   の 例 は そ の 身

体感覚 の成熟の 状態 が未熟な状 態 の 場合 そ の 刺激 の 受

止 め方が比較的鈍感 な場合よ く眠 る も の と推論す る 。

然 し こ の   、   の 状態 は そ の 後 2 ケ 月以降の 成長過 程

で そ の 身体感覚は何れ も対外的に 敏感に 反応す る よ う

に な る もの と推論す る 。 表 1 の Wsllonの 仮説 を通 して

そ の精神発達 と の関わ りと月齢段階で の 右側横魯 き の

種 々 の 情報 に 就 い て の 考察 に 役立 て た い 。 例 え ば 「口

遊 び も余り しなか っ た」「あや して も笑 わ なか っ た」 の

中で 、 口 遊 び は 腹 筋 の 成 熟 に よ る腹式 呼吸 の 始 まりで 、

そ の結果母音 の 発声 の 始ま りと考 え る 。 こ れ は赤 ち ゃ

ん の腹筋部 と言う身体躯幹部 の 筋 肉の 成熟を示す重要

な成長 の 徴候 と言え る 。 そ の 調音期 の 母音の 発声が 顕

著 に 聴 か れ な い こ と は 、 そ の 背景 に は 、 考察（1）の 枠内

に 掲げたよ うな身体体質的 な特異性が存 在 した こ とを

意 味 して い ると推論 す る 。 そ の 成 長過程 も定 頸 の 段階

に な る と、  も  も殆 ど区別 の 付 か な い 「お と な し い

手 の 掛か らな い 」或い は 「育て 易い 子」 とな る の は何

故 で あ ろう か 。 そ の 徴候 と し て 表 1 、 右側に 横書 き に

した徴候 の 中で 、「口あそ び も余 り しな い 」「あや して

も笑わ な い」とか 、 又 そ の 以後 「腹這 い も余 りしなか っ

た 」「お座 り し て 独 りで 遊 ん で い た」 とか 「TV の CM

に 関心が あ っ た 」 と云 う状況に な っ て い くの が
一

般で

あ る 。 こ の 段階で M ．ル ー ド に よ る 系統発生 的運 動発

達の シ ーク エ ン ス の 場面で の 生後 4 〜 5 ケ 月の 段階 で

の 反 り返 り運動をす る の が一般で あ っ て
、

こ の 運 動 の

繰 り返 し に よ っ て 、 腹筋 の 成熟が認め られ る 。 そ の結

果 と して 「口遊 び」、 即ち母音 の発生 と言 う調音期に達

した と評価され る の が
一

般で あ る 。 然 し出生 当初 の 身

体運動感覚的成熟 の 遅れ の 結果 と し て 口 遊 び も余 り認

め られなか っ た 、 と云 う結果に な り、 そ の 後 の 哺語 も

低調 に な る と言 う結果 に な る 。 そ う し た 状況 の 中 で 、

自然 と 母子 関係 も低調 に な り、「赤 ち ゃ ん 芸 も し な い 」

とか 「母親に関心が な い 」 然 し そ の 反面 「TV の CM

に は関心があ る」と言 う結果に な る 。 こ の 因果関係を

考察す ると 、 前述の 母子関係 の 低調 な背景に は又 、 赤

ち ゃ ん 自身 が 生 来的 に 持 つ 、身 体感覚 的成 熟 に 関わ る

触感覚 の 過敏性 が背景 の 要因 に な っ て 、TV や VTR

等の 干渉 しな い 機器に は関心 が あ る が 母親 に は着か な

い と言 う結果 に な ると考 える。

考察   、 上述 して 来 た出生時 に 認 め られ る身体感

覚 的成熟 の 特異性 が 、そ の 乳児 期を経 て 始語 の 遅

ればか りで な く、 幼児期の 異常行動に な っ て ゆ く、

そ の 理 由を考察す る 。

　  上段の 考察〔1｝の 中で 、 Ingram の 仮説 を通 し 、 そ の

新生 児期、乳児期 を経て そ の 母子 関 係 の 低 調 な結 果 と

な り、 更に 以後 の 身体感 覚 の 過 敏 の 原 因 と な っ て い 対

人関心 の成長を妨げ る結果と な る。 こ れ は幼児期 の言・

葉 の 発達を促す 、 伝達機能 の 未熟成 の 原因 と もな る 。

更に そ の 母子関係を通 して 学習 して ゆ く 、 乳児 期か ら

の 喃語 の 発生が未熟 な まま に 日本 語 特有 の 母音 の 発声

を妨 げる結果 と な る と 推論す る 。 そ の 反 面 、早 くか ら

TV や VTR に結 び付 き易 い の は上 述 の よ う な 、対人

関心 の 消極的な 結果 と推論す る 。 更 に   乳児期 中盤 で

の 「反 り返 り運動 」 の 低 調 を通 して 腹筋 中心 の 呼 吸機

能 の 形成を妨げ るばか りで な く 、 以 後 の 胸式呼吸形成

場面で 「お座 り」以後 の 「腹這 い 」「四 つ 這 い 」等 に よ

る周 囲の 環境を模索する こ と も低調 に な り 、 そ の 結果

と して 腹式、胸式呼吸 の 統合化の 未熟 とな っ て 2 才代

に な っ て も発語 が 難か し い 原因 とな る と考え る 。

4 。結論 ；上述 の 考察 を 通 し て 、 幼 児期 の 生育 歴 聴取

の段階で 、 母親の 妊娠 中 、 或 い は 周産期 、 又 、 そ の 乳

幼児期に格別な事故が な い と 「定 頸」「お 座 り」「把 り

立ち」「始歩」と些較的簡単な聴取で 終わ る の が一般で

ある 。 又更に発達検査を試み て そ の 現在の 状況 を中心

に 発達 を評 価 し勝 ち で あ る 。演 者 が 幼児 期 の 言 語発達

を援助す る 目的か ら 、 そ の 表象機能面 だ けを注 目す る

の で は な く、出生 後か らそ の 乳幼 児 期 の 状 況 を聴取 す

る と共 に lngramの 仮説 を基本 と して 乳幼 児 期 を経 て 2

才代 に 至 っ た 経過 を検 証 して 来 た もの で 、更 に それ を

次 の 演者の 発表を通 し身体運動機能 の 発達面か ら検証

を試み た もの で あ る 。
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