
ベル ボ ・トナ ル法 に よる

特 殊音 素 提示 文 の作 成

川 口 義 一

1。 は じめ に

筆者 は,近 年,ベ ル ポ ・ トナ ル 法 の,日 本 語教 育 へ の応 用 につ いて研 究

と実 践 を重 ね て お リ,そ の一 部 に つ い て は川 口(1987)oに 詳 述 した.し か

し,こ の論文 で紹 介 した応用 実 践 例 は,中 ・上 級 レベ ル の学 習 者 に対 す る

発 音矯 正 の課外 指 導 ク ラス とい っ た性 格 の もので あ 窮 初 級 段 階 か ら通 常

の授 業 活 動 の一環 と して行 え る体 系 的 な 発 音 指 導 法 の確 立 に つ い ては,な

お今後 の課題 で あ る とい うのが結 論 で あ った.本 論 は,こ の課 題 の解 決 に

向 け て基 礎 的 デー タ を収 集 す る た め に考 案 した,発 音指 導 用 の提 示 文 の作

成 過 程 を 紹 介 し,か つ そ の理 論的 枠 組 み に つ い て 解 説 を 加 え る もの で あ

る,

2。 膏 素 別 発 音 指 導 の理 論

従 来 の音 素別 発 音指 導 の 理 論 的 枠組 は,音 素 の 弁別 的 特 微 を 認 知 させ,

再 生 させ る もの で あ っ た・ した が って,発 音 指 導 の方 法 は,特 定 の音 素 を

含 む語 旬 を多 く聞 かせ て繰P返 させ る とか,ミ ニ マ ル ペ ァ の弁 別 的 対 立 を

聞 き分 け させ て,そ の対 立 が実 現 す るよ うにペ ア の 両項 目 を再 生 させ るな

ど とい ラ もの に な るわ けで あ る.促 音 の練 習 を例 に と り,こ の よ うな方 法

論 に よ って作 られ た発 音 ・聴 解 指 導用 の教 材,た とえ ば 『日本 語 は つお

ん』(国際 交 流 基 金 ξ1,1・1978)や"AURALCOMPREIIENSIONPRAC・

_102_



2・ 促 音 の 練 習

〔1〕

とた ん とった ん

い ち い っ ち

いつ う

i 堅

い っつ,

と って い

こ っ と う

〔2〕

さ か さ っか

しき しっ き

い っ く

トタ ン(途 端)justaSlintbeactof

ト ッ タ ン(突 鱈着)capε,promonotoryつ
イ チ 〔一)one

イ ソ チ(一 致)agreemcnt

イ ツ ー(胃 痛)s亡omachache

イ ッ ツ ー(一 通)onecopyofaletterpPaper,etc,

トテ ー(徒 弟)apprentice

ト ッテ ー(突 堤)breakwa重er,jetty

コ トー(孤 島)so蹴 肛y醐3nd

コ ッ ト ー(β「}董)antiques

い く

ヤ、Fナ/ソ レ、っ け ん

か こ か っ こ

〔3〕

カ・さ い カ・っ さ い

に し に っ し

じす う

:いせ き

iか 葡

1

じっ す う

い っせ き

か っそ う

つ
サ カ(叛)sbpe

サ ッ カ(作 家)writcr,n・ve】istつ
シ キ(式 〉ceremony

シ ッ キ(湿 気)humidity

イ ク(行 く)togOつ
イ ッ ク(一 区)Onesecにbn,onedivision
つ
イ ケ ン 〔意 見)ide巳つ
イ ッケ ン(一 軒)onehDuseヨ
カ コ(過 去)pastつ
カ ッ コ(ヂ 舌弓玉)parenthesis,bmcket

カ サ イ(火 災)6re

カ ッ ツーイ(lr葛 采 〉 食PPlause

ニ シ(西)west

ニ ツシ(日 誌)diary,journ巳1ワ
ジ ス ー(字 数)numberof!已t亡ersつ
ジ ッス ー(実 数)actua監numbor

イ セ キ(遺 跡)rεm虹ns

イ ッセ キ(一 隻)oneboat

カ ソー(火 葬)cremation

カ ッ ソ ー(滑 走)gliding,sliding
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5・S直opsprecedin9ち5・ ρ

ThesyllableじranscribedinhirugΩn旦orka【akanaastheきmullisgi、 ・e【1thc

lengthoftまmc⊂orresp【}【 、dhlgtQasylhbヒ ・

、VORDS

1.い 【た(Iw鵠thOle)

3,い 「たbて(郎cn正fI"mhere)

5.か1て(Winl)

7.か1て た(1couldwin)

9.て1っ た(itshone)

11.ま1て(W誠t!)

13.ま 、っ て た(lwasw皿1にing)

15.ね1っ て(lkne艮daロd)

17.ねiっ て て(Iw巳skneadinga11d)

19.か 「え て(Ichユngea!1d)

21.あ1て(aim)

23.あ 「て て(Iapplyitand〉

25.あ 「て っ て(証m})

27.お 『く て(1atecrops)

29,お 「こ 『た(た 醒 飢 ∫の

3Lお 「っ こ1っ た(iLdmpped)

[図21
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い 『っ た(Is鞠id)

い 「っ たTっ て(cvcniflsaid紛

か1っ て(1煽nand)

かTっ て た(Iw貼winnin齢

か 、っ て っ た 〔1、、OnandWCm)

ま1っ 『C(IW麺tand)

ね 『て(11icdownand)

ね 「て1て(IWa5illbcd巳11d)

オユ[て1っ 一ぐ 〔Isleptand、 、・ell【alld)

1か1え っ て(Igohomeand)

あ1っ て(lmeCthimand)

あTっ て て(Iw聡meet三nghinland)

あ1っ て つ て(Ime仁himandwcnt

md〕

お 「く っ て(Isenditand)

お 『こ1っ た(ithappgned)

促音 の練習文例

(帽`AURALCOMPREHENSIONPRACTICEINJAPANESE"p.23)

TICEINJAPANESE"(水 谷 修,水 谷 信子 ・1979)な どの錬 習用 の提 示

文 を見 て み る と,そ れ ぞれ1図 工】[図21の よ うに な って い る・

この よ うな綜 習 で は,学 習 対 象 に な って い る音 素 が い か な る環境 に置 か

れ て い るか に つ い て は,ま った く配 慮 が な い よ うに見 られ る・少 な く と も

聴 解 ・発 音 の 指 導 上 の 便 宜 を 考慮 にいれ て 語 句 を 選 んで い る とい う説 明

は,ど ち らの教 材 に も見 あた らない,し た が って,た と えば[図1]の 「と

た ん」 と 「と っ たん」,「い ち」 と 「い っち」 お よび[図2jの 「ま て」 と 「ま

って」,「ね て」 と 「ね っ て」 の それ ぞれ の対 立 に お い て,促 音/Q/の 有 無

の聴 取 ・再生 は 同程 度 の むず か し さで あ る と考 え られ て い るこ とに な る・

しか る に,促 音/Q/の 実 際 の実現 音 が上 述 の例 です べ て お な じ もの で あ
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る とい う保 証 は な い.本 論 に紹介 す る提 示 文 の作 成 段 階 で,筆 者 が 発 音 指

導 の際 に集 め た デ ー タ31に よれ ぱ,促 音 の前 後 音 節 の 母 音 が と もに広 母 音

あ る い は広 母音 一 中母 音 の順 で あ る とい う環 境 で は,と もに狭 母 音 あ るい

は 巾母 音 で あ る とい う環 境 に母 べ て,促 音 の聴 収 が しや す くま た再 生 に も

困難 が少 な い よ うで あ る・ した が っ て,「 と った ん」 「ま って」 に は促 音 の

存 在 を認 知 で き た学 習者 が,「 い っち」「ね って 」で は促 音 の聴 収 が で きず,

した が っ てそ の まま繰 り返 せ と指 示 され た場 合,「 い ち」 「ね て」 と発 音 し

て しま う可 能 性 も あ る ので あ る.

この よ うに,弁 別 的特 徴 の差 だ け に着 日 し た聴 解 ・発 音 練 習 で は,特 定

の音 素 の聴 取 ・再生 が そ の 音 素 の あ る環境 に よ って影 響 を うけ る可 能 性 が

あ る とい うこ とが 見 過 ご され て しま う,そ の た め,上 述 の例 で い えば,「 と

っ た ん」 の促 音 が認 知 で き て も 「い っち」 の促 音 が認 知 で き な い学 習 者,

「ま って 」が発 音 で き て も 「ね って 」が発 音 で き な い学 習 者 は 「一 度 で き た

こ とが で き な い」,すな わ ち 「理解 が十 分 で な い」 とか 「練 習 が不 足 して い

る」 と評 価 され,促 音 の練 習 を始 め か らや り直 させ られ る こ と に な って し

ま うわ け で あ る.

この よ うな指 導 法 に代 わ って,学 習者 に と って間 題 点 が明 らか で,そ れ

だ け練 習 の効 率 の よい 指 導 法 を探 る た め に,筆 者 が研 究 対 象 と して い る の

が ベ ル ボ ・トナ ル 法 で あ る・ ベ ル ボ ・トナ ル 法 と そ の理 論 的 根 拠 と な る

「言 調 聴 覚 論 」 につ い て の詳 細 は参 考 文献 も〕に ゆず るが
,本 論 の聴 解 ・発 音

指 導 法 に 開 して は,学 習 の対 象 とな る音 を,聴 取 や 再生 時 の調 音 に と っ て

「最 適 な(optima1)」 音 声 環 境 にお く とい う考 え が そ の指 導原 理 に な っ て い

る と言 え よ う・ これ は,音 連 続 に お け る各 音 が そ の隣接 音 に影 響 され る と

とい う現 象 を利 用 した原 理 で あ る・ た とえ ば,フ ラ ン ス の[司 を正 し く聴

取 ・再生 させ る に は,[r]が,調 音 点 の最 も近 い[klや[9】 の直 前 で,後

続 す る 母 音 が 広 い 後 舌 母 音 で あ る よ うな 環 境 に 現 れ る 語 句 一 具 体 的 に は

"6cran"や"gros"を 練 習 の た め の提示 に つ か うの が も
っ と もよ い,

とい うよ うな こ とで あ る,最 適 な音 声 環 境 と して は,隣 接 す る母 音 や 子 音
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ば か りで な く,ア ク セ ン トや イ ン トネー シ コ ン も考慮 され る・ た とえ ば,

英 語 の[劉 を[a]と 混 同 しが ち な学 習 者 の た め に は,[εu1が,摩 擦 音 の

直 後 で 上 昇 イ ン トネ ー シ ョン の項 点 に来 る よ うな環境 の語 句一 具 体 的 に は

"IsitSam～"な ど一 を提 示 して練 習 す る の が よ い とい うこ と にな る・ こ

の よ うな 考 え方 に よれ ば,特 定 の音 素 の聴 取 ・再 生 練 習 の た め に,も っ と

も簡単 な語 旬 や 文 か ら次 第 に困 難 な語 句 や 文 へ と・提 示 す る練 習 聞 題 を段

階 的 に準 備 す る こ とが で き る・ そ して,そ れ に よ って,個 々 の学 習者 の 聴

取 ・再 生 の問 題 点 を,学 習 対 象 の音 素 がつ か め るか否 か の二 者 択 一 と し て

で は な く,そ の音 素 が ど うい う環 境 で音 声 と して 実現 した場 合 につ かみ に

くい の か とい う問題 と して把 握 す る こ とが で き,学 習者 も教 師 も学 習 ・指

導 ポイ ン トがお さえや す くな る の で あ る,

筆 者 のベ ル ボ ・トナ ル法 研 究 の 当面 の 目的 は,上 述 の よ うな理 論 的 枠組

に も とづ き,日 本 語 の個 々 の音 素 の聴 取 ・再生 につ い て最 適 な環 鈍 を持 っ

た語 句 を含 む よ うな提 示 文 を作 成 す る こ とで あ る.現 在 ま で の とこ ろ,特

殊 音 素 ノQ/(促 音)・ ノR/(長 音)・ ノN/(揆 音)に つ い て試 験 的 な提 示文 を 作

って あ る が,こ れ を発音 練 習 に使 用 して録 音 デ ー タ を採 り,学 習者 の聴 取 ・

再生 両 面 で の困 難 点 を分 析 して,最 終 的 な練 習用 提示 文 作 成 の た め の基礎

資料 とす るつ も りで あ る・特 殊 音 素 か ら始 めた のは,こ れ ら の音素 の聴 取 ・

再生 が拍 感 覚 の習 得 と関連 す る た め,そ の習 得 が 日本 語 の発 音 ・聴解 指 導

のな か で も も っ と も重要 な項 目 と考 え られ て い るか らで あ る.

3.提 示 文 作成 の方 法

筆者 の 特 殊 音 素 学 習用 の 提 示 文 の 作成 は1987年3月 か ら始 ま っ た も の

で あ る,1984年 以 来 ベ ル ボ ・トナ ル 法 に つ い て の情 報 を収 集 しだ して い た

筆 者 は,こ の方 面 の研 究 に実 績 の あ る,上 智 大 学r聴 覚 言 語 障 害 研 究 セ ン タ

ー」 を訪 ね る こ とが多 か っ たが
,1986年 の秋 か らこ の セ ン ター の研 究 員 で

あ る木 村 匡康 氏 の提案 に よ り,氏 と筆 者 の共 同 で 日本 語 発 音 教 材 を開発 す

るた め の研 究 をす る こ とに な っ た の で あ る.特 殊音 素提 示 文 の作 成 は,こ
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の,木 村 氏 との共 同 研 究 の一環 で あ る、以 下 に,/Q/(促 音)・/R/(長 音)・

/N/(撰 音)順 で,提 示 文 作 成 の方 法 を紹 介 す る、

3-11q(促 音)の 提 示 文

促 音 の提 示文 を作 る と きは,促 音 の次 に続 く子 音 の種 類 で分類 す るの が

一 般 的 な方 法 で あ るが,今 回 の堤示 文 の場 合 は,促 音 の前 後 の音 節 の母 音

の組 み合 わせ に注 目 した・ とい うのは,促 音 は・ 続 く子 音 の発 音 の 口構 え

の ま ま で前 後 の音 節 と同 じ ぐ らい の 時 問 呼気 を止 め る(摩 擦 音 が続 く揚 合

に は,呼 気 を出 し続 け る〉現 象 で あ るた め,前 後 の音 節 の母 音 に よ る 口 の

開 合 の度 合 い が,促 音 部 の子 音 の 口構 え が完 成 して か ら解 消 す るま で の 時

間 的 な聴 覚 印象 に影 響 を与 え る可能 性 が あ る と考 え られ るか らで あ る・ よ

り具 体 的 に言 え ば,促 音 の前 後 の音 節 に広 母 音 が あ るほ うが,お な じ部 分

が狭 母 音 で あ る よ りも,口 構 え が完 成 か ら解 消 ま で の時 問 が 長 く感 じ られ,

それ だ け促 音 として認 知 され る可 能 性 が高 まる の で は な い か と い う予 想 が

た て られ、る ので あ る.

そ こ で,促 音 に続 く子 音 を三 つ の グル ー プ・ ①/t/② ノsノ③/k//p/に

分 け,そ の 中 で さ ら に促 音 の前 後 の 音 節 の母 音 を可 能 な か ぎ りの組 み合 わ

せ に した語 句 を探 し,そ の語 句 を並 べ て 文 にす る,と い う作 業 で提 示 文 を

作 成 した ・ この三 つ の グル ー プに した の は,破 裂音 の/t/承//pノ と摩 擦 音

の ノsノを大 別 に し,破 裂 音 の 中で,例 文 の作 りや ナ さか ら/t/の み を別 に

した とい うだ け の理 由で あ る・ こ の うち/t!の グル ー プ を例 に して ・提 示

文 作成 の過 程 を解 説 して み る と,次 の よ うに な ろ う・(/t//s//k//p/以 外

の子 音 の扱 い に つ いて は後述 す る)

まず,/-Qt一/の 音 節連 続 で,促 音 の前 後 の音 節 が,そ れ ぞれ 次 の よ う

にな る環 境 を持 っ た語 句 を考 える,

① 広母音一広母音 ② 広母音一中母音 ③ 広母音一狭母音

④ 中母音一中母音 ⑤ 中母音一広母音 ⑥ 中母音一狭母音

⑦ 狭母音一狭母音 ⑧ 狭母音一広母音 ⑨ 狭母音一中母音
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こ こで は,広 母 青 は/a/と/0/,中 母 音 は/e/,狭 母 音 は/i1と/u/と 考 え

て お い た の で,た とえ ば く① 広 母 音 一 広 母 音>の 環境 を持 っ よ うな語 句 は,

「あ っ た/-aQ-a/」 「さっ と/-aQ-o ,'」「そ っ と/-oQ-o!」 な どに な る・

同様 に して,上 述 の ① か ら ⑨ ま で の緑 音環 境 を持 つ語 句 を考 え る わ け だ

が,ノt/の 場 合 は,狭 母 音 が続 く と 「テ ィ」 「ト ゥ」 とい う外 来 語 音 に な る

ので,③ ⑥ ⑦ の よ うな母 音 環 境 を持 つ語 句 を考 え る のは 困難 で あ る,そ こ

で,③ ⑥ ⑦ は除 外 して,そ の 他 の偉 音環 境 を持 っ語 句 を考 え る と,そ れ ぞ

れ 「ぱ っ と」 「もっ て」 「け って」 「ね っ と り」「き っ と」「す って 」の よ うな

もの に な る.

次 に,こ の よ うな語 句群 か ら適 当 な 語 句 を二 っ選 んで組 み合 わ せ,有 意

味文 を作 る.こ の際,文 と して 長 す ぎ る と,提 示 した と き聴取 も記 億 も困

難 にな るた め,だ い た い10モ ー ラ程 度 で収 ま る よ うにす る、促 音 を持 つ 語

句 を二 つ使 い,宥 意 味 で あP,か つ10モ ー ラ程 度 の 長 さの文 を作 る の は,

意外 とむ ず か しい ・/-Qt一/の 環 焼 の揚 合 は,動 詞 連 用形 の音 便 形 に な っ

てい る語 句 が使 え る の で,そ れ で もま だ楽 な ほ うで は あ る だ ろ う・ こ う し

て作 られ た提 示文 が[リ ス ト1]の も ので あ る・ 提 示 文 の 全 体量 は,一 度 の

錬 習 で 学 習者 が 負 担 に感 じな い よ うに20例 租 度 に お さ えて あ る ので,リ

ス トに あ る もの以外 の大(た とえ ば 「(雨が)ふ って もい って み る」「ば っ た

りぶ ったお れ る」 な ど)も ま だ ま だ考 え られ る 、練 習 の量 やバ ラエテ ィ を

変 え る揚 合 は,な お新 しい提 示 文 を作 るこ とが可 能 で あ る・

きっ さて んにいって きた そっとす って くだ さい

き っ さて ん に い った

き って を か っ た

き って を か っ て きた

も っ とま っ て ち ょ うだ い(く だ さい)

も っ と もっ て くだ さ い

き っ とま っ て(て ね,く だ さい)

き っ と し って い るよ(い るで し よ う)

そ っ とき っ て(く だ さ い)

そ うっ とす って くだ さ い

[リ ス ト 月

そ うっ と も って くだ さい

あ っ てや っ て くだ さい

き っと あ っ て くだ さい

き っ とい っ て くだ さい

は って い っ て くだ さい

ず っ とあ っ て くだ さい

ぱ っ とい っ て くだ さい

ぴ っ とい っ て くだ さい

じ っ とま っ て(て ね,く だ さい)
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同 様 に して,②/s/③/k//p/の グル ー プ に つ い て も作 業 し,そ れ ぞ れ

[リ ス ト21[リ ス ト3]の よ うな提 示 文 を作 成 した.た だ し,③ グル ー プ に

つ い て は,作 業 してい る うちに,促 音 と長 音 の組 み合 わせ の練 習 も実 験 し

て み る必 要 を感 じ,こ の よ うな提 示 文 を つ くっ て み た.ま た,/-Qc一/は

所 属 語 句 が少 な い た め こ の グル ー プ に暫 時入 れ て お い た.

あ っ さ り しっそ う した

ひ っ さっ で ば っさ り

さ っ さ と じっ しせ よ

せ っせ と じっ しゅ うせ よ

ラ ッ シ ュの れ っ しゃ

メ ッ シ ュの い っ し ゅ

い っ しょに う っ し っ し

い っ しよ に ぐ っす り

わ っ し ょい と っ しん

い っ し ょ うの け っ さ く

こ っ そ りが っ さ く

み っ しつ に び っ し り

ぐ ワす りで ぐっ し よ り

ね っ しん に せ っせ と

ね っ しん にせ っ し ょ く

と っ さに と っ しん

が っ し ょ うで は っ さん

げ っ し ゆ う どっ さ り

[リ ス ト2]

い っ き にぞ う し ゆ う

え っ ちな ご う と う

い っ ぽ こ うた い

い っ こ ち よ うだ い

ま っか な ふ うせ ん

あ っ ち1ませ セ、き よ う

ラー メ ンた っぷ リ

ニ【ッフ0にニビー ノレ

トップ の マ ネ ー ジ ャ ー

つ っぱ ワの き ょ うち ょ う

せ っけ ん で シェ ー ビ ング

ラ ッ コの き ょ くげ い

[リ ス ト3】

最 後 に ① 一③ の グル ー プ の提 示文 の た め に準 備 した語 句 を集 めて ・ 総

復 習 用 の提示 文集 を作 成 した.〔 リス ト4]の もの が そ れ で あ る.

ち ょ っか ん を しん じる

さ っ きん をて って い す る

や っ くん へ ぞ う と うす る

や っ くん へ ぞ うて い

ぶ っ けん を しん て い

け って ん をき ょ うせ いナ る

け っ こん をき ょ うせ いす る

い っけ ん をば い し ゅ うす る

ベ ッ ドで ま っ ぱ だ か

ミッ トにヘ ル メ ッ ト

りっrまな ラ ッパ

リュ ック で とざ ん ル ッ ク

マ ッ トヘぶ っ とばナ

ま っ さ き に び っ く リ

バ ツグ(バ ック)に な っぱ

も っ かれ っせ い

ね っ と う をぶ っ か け る

な っ と うに ま っ さ お

ね っぷ うに む っ とす る

ノ{ッ トで め った う ち

[リ ス ト4]

一109一



3-2〆R/(長 音)の 提 示 文

促音 の 提 示 文 は,後 続 の子 音 と 前 後 の 母 音環 境 に も とづ いて 作 成 した

が,長 音 の提 示 文 は,ア ク セ ン トと 長 音 との 開係 に も とづ いて 作 成 し た・

とい うの は,発 音 指 導 の研 究 の た め に実際 に 日本 語 学 習者 に,ベ ル ボ ・ト

ナ ル法 に よ る い ろ い ろ な アプ ロー チ で実 験 指 導 Ωを して い る うちに,ア ク

セ ン トの ヒ。ッチ移 動 と特 殊 音 素 の生成 との 間 の関 係 を示 唆 す る よ うな結 果

が 出 て き た か らで あ る、 それ は,特 殊 音 素 が,ア ク セ ン トが上 昇 した 直 後

に ある腸 合 は喜 生 しや す く,下 降 した直 後 に あ る揚 合 は それ よ り再 生 が む

ず か し くな り・ 低 い ま まの ピ ッチ が続 く間 に あ る楊 合 は さ らに むず か し く

な る,と い うこ とで あ る,そ こで,こ の結 果 を反 映 させ た提 示 文 を作 リ,

そ れ を使 った練 習 を通 して デ ー タ を集 め,同 様 の結 果 が得 られ るか ど うか

観 察 す る資料 とす る こ とに した ・ なお,促 音 の提 示 文 の中 に,平 板 型 の ア

ク セ ン トの,高 く続 く部 分 に長 音 の出 て くる もの(「増 収 」r強 盗 」な ど)が

あ る ので,今 回 の 長音 の提 示 文 に は平板 型 以 外 の語 句 を使 用 す る こ とに し

た.

提示 文 の作 成 原 理 は,長 音 が,ア クセ ン トが上 が っ た直 後 の拍 に ある か・

下 が った直 後 の拍 に あ る かナ あ るい は それ 以外 の拍 に あ るか に よ って,長

音 の 環 境 を 設 定 し,該 当 す る 語 句 を探 して 組 み合 わせ る とい う もの で あ

る.ま ず,ア クセ ン トの 上 が っ た直 後 の拍 に長 音 が来 て い る もの をr上1」,

下 が った 直 後 の拍 に あ る も の を 「下1」,下 が っ て か ら2拍 目以 下 に来 て い

る もの を 「下2」5〕 と,そ れ ぞれ 記 号 化 す る.提 示 文 が 長 くな りす ぎな い よ

うに,提 示 文用 の 語 句 を4拍 語 に 限 っ て 考 え る と,「 下12」 は頭 高 型,

r上1下1」 は 中高 型 のア クセ ン トを持 つ語 句 で あ る こ とが分 か る・具 体 的

に は,r東 洋 」rク ー ラー」な どがr下12」,r工 揚 」r大 きい」 な どがr上1

下1」 で あ る.ま た,平 板 型 の語 句 が考 慮 外 で あ るた め,「 上1」 は中 高,

r下1」r下2」 は 中高 か頭 高 の語 句 に,そ れ ぞれ な る・ した が って ・可能 な

語 旬 σ)組み合 わ せ は,次 の よ うに な る、
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① 上1一 上1② 下1一 下1③ 下2一 下2④ 上1下1一 上1下1

⑤ 下12一 下12⑥ 上1一 下1(下1一 上1の 順 を含 む,以 下,同

じ)⑦ 上1一 下2⑧ 上1一 上1下1⑨ 上1一 下12

⑩ 下1一 下2⑭ 下1一 上1下1⑫ 下1一 下12

⑬ 下2一 上1下1⑭ 下2一 下12⑮ 上1下1一 下12

こ の可 能 な組 み 合 わ せ の 中 か ら有 意 味 文 を作 り,全 体 の分 量 を適 正 に し

て提 示 文 と した の が[リ ス ト5]で あ る,宥 意 味 文 を作 る とい う制 限 か ら,結

局 は上 述 の組 み合 わせ の うち,② ⑨ ⑩ ⑭ ⑫ ⑮ の もの だ け が実 現 した・[リ

ス ト51に,間 を空 けて 配列 した それ ぞれ の グル ー プ が そ の提 示 文 で あ る・

また,一 つ の語 句 中 に 「上1下12」 の環 境 を持 っ6拍 語 も,試 み に使用

して み た・ リス トの最 後 の グル ー プ が それ で あ る.こ れ に よ っ て,文 の長

短 が,聴 取 の際 に ど の程度 の 困難 とな っ て現 れ るか も観 察 す る つ も りで あ

る.

② さ わ ろ うた べ よ う

のみ ねえ くい ね え

せ んせ い は うれ しい

⑨ ち い さい コー ス ター

1⑳ か ん ぽ うのか んぽ うや く

くる しい とみ ん ぜ い

⑰ こ う じよ うは あ た ら しい

⑫ そ うど うのか い す う

と うよ うのせ んせ い

け い ほ うをか え よ う

こ うせ い に い か そ う

も う も うFまカ、わ レ、レ、

た の しい の うぎ よ う

ば っ ちい ロ ー ラー

⑱ クー ラ ー の こ う じ よ う

お お き い モ ー ター

こ う じ ょ うち ょ うは ただ しい

し よ うび よ うへ い を かい ぽ う

[リ ス ト5」
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3弓/N1(撰 音)の 提示文

擾音の提示文は,促 音 ・長音の作成の原理を参考に,子 音が後続する揚

合にはアクセントを,母 音が後続する揚合には前後の母音の組み合わせ

を,そ れぞれ接音の聴取 ・再生 に影響する環境 と仮定して作成 した・

まず,子 音後続の揚合は,子 音を次の ①一⑩ のグループに分け,そ れ

ぞれの子音が撰音に続いて現れる語句を集めた、

①/P//b/②/m/③/nノ ④!r/⑤/h/⑥/k//9/

⑦/t〃dノ ⑧/z/⑨ ノcノ⑩ ノs/⑪/y//w/

次 に,そ れ ぞ れ の グル ー プ の所 属 語 句 を,子 音 の直 前 の撰 音 が,ア クセ

ン トの上 が った 直後 の拍 に あ る か,下 が った 直後 の拍 に あ るか に よ って 分

け,前 者 を 「上 」後 者 を 「下」 と記 号化 した ・そ して,「 上 一 上 」「上 一 下」

r下 一 下 」r下 一 上 」の 語 句 の組 み合 わ せ で提 示 文 を作 っ て い っ た ,[リ ス ト

61一[リ ス ト17]が,こ の よ うに して作 成 した提 示 文 で あ る.[リ ス ト6]～

[リ ス ト111が 子 音 グル ー プ ① ～⑥ に,[リ ス ト12]～[リ ス ト17]が ⑦ 一

⑩ に,そ して[リ ス ト181が ⑪ に,そ れ ぞ れ対 応 す る 、 グル ー プ ⑧ に

つ い て は,/z/が[d31に な る揚 合 の語 句 が か な り多 い ので,こ れ を[リ ス

ト14]と して ま とめ,/z/が[dz]に な る もの と別 の リス トに した.同 様 に,

グ ル ー プ ⑩ では[リ ス ト15]に[slを[リ ス ト161に[∫]を ま とめ た.な

お,グ ル ー プ ⑧ の[リ ス ト131に は,[dzlと 調 音点 の近 い[tslも 採 用 し

て 提示 文 作成 の可 能 性 をひ ろげ た ・各 リス トの第 一 行 目が 「上 一 上 」,第 二

行 目がr上 一 下 」,第 三行 目 がr下 一 下 」,第 四行 日 が 「下一 上 」 の組 み 合

わ せ で あ る.

ア ンパ ンはんぶ ん

きんばつ のル ンペ ン

きんばののんべ え

エ ンピッさんぽん

はんぱなぷ んぽう

トンボのル ンバ

ゾンビの コンビ

ダンプのねんぴ

[リ ス ト6]
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まんまるなアンまん

とんまなナ ンマ

せんむのにんむ

ぐんまのあんま

[リ ス ト7]

てんの うのホ ンネ

みんながねんね

こんのはへ んなヤツ

なんな くせ んにゅ う

あん ない をた ん の う

マ ン ネ リの 「ノ ン ノ」

どん な きん に く ～

ア ンナ は しん に ちは

[リ ス トS]

ぜん らで しん りょう

しん らっなほんろん

しん りのげん り

そん らくのかんら く

まん りき を ちん れ っ

さん りゅ う のせ ん りゅ う

は ん ろの か ん リ

コ ン ロの ね ん り ょ う

[リ ス ト91

イ ン フ レで ピ ンノ、ネ

シ ン ハ リご のパ ン フ レッ ト

ニ ン フ の ま んね んひ つ

[リ ス ト10]

げ ん こ う をさ ん こ うに

こん ご のへ ん か

トン ガ はて ん ご く

うん が の けん が く

[リ ス ト11]

しん で んず の け ん と う

た ん て い の マ ン ト

な ん ど もか ん だ

ガ ン で しん だ

[リ ス ト121

ぶんつ うをきんず る

じんつ ラが ツンツン

メンズのパ ンツ

ミンツのび んづ め

マ ンガにかんげ き

てん じでざんげ

パ ンクのヤ ング

チ ンケなゲ ンゴロウ

ぜんで らをせんでん

へんたいのハ ンター

こんだでん しゃだ

パ ンダのパ ン トマイム

たんづつでかんつ う

ジャ ンつ うのメ ンツ

ジー ンズでベ ンツ

えんずい に どんつ う

[リ ス ト131
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せ ん〆じ ょ うの さ ん じ ょ う

て ん じん さ ま の じん じゃ

しん じゃ の に ん じ ょ う

ガ ン ジー の りん じ ゆ う

[リ ス ト14]

へ んさちのぶんせ き

えんそ くはかん さい

たんせいなにんそ う

たんせ きの しん さつ

とん じるににん じん

ぐんじんのこん じょ う

ね ん じゅ うひ けん じゃ

じん じゃのちん じゅのもり

イ ンス タ ン トの コ ン ソメ

オ5んせ ん で コンサ ー ト

え ん そ の げん そ

じん せ い の しん さ ん

[リ ス ト15]

そん しつ のべ ん しょう

えん しゅつ にすん し

おん しにお ん しゃ

まん しゆラでせ んし

げんしょくの ぐん じん

りん しつの しん し

ぶ んしょうのろん し

で んしゃがぜん しん

[リ ス ト16]

しん ち ゅ うのぶ ん ち ん

ね ん ち ょ うの は ん ち ょ う

お ん ち な そ ん ち ょ う

へ ん ちへ て ん ち

[リ ス ト17]

かん ゆの らん よう

きん ゆうにかん よ

こんや こんや く

ぽ ん ち の こん ち ゅ う

た ん ち ょ うな ラ ンチ

パ ンチ で リンチ

メ ン チ に;せん ち ゃ

こんよ くせ んよう

ぼんよ うなほんや

しんや はひんや り

[リ ス ト18]

慨音後続の揚合は,擾 音 の前後の母音の組み合わせを以下の九つに分類

し,こ れにもとづいて提示文を作成 した.

1)広 母音一広母音

4)中 母音一中母音

7)狭 母音一狭母音

2)広 母音一中母音

5)中 母音一広母音

8)狭 母音一広母音

3)広 母音一狭母音

6)中 母音一狭母音

9)狭 母音一中母音

この組み合わせかたは,促 音提示文の母音環境 と同様であるが,提 示文

作成の手順は促音の場合 とは異なっている・まず,母 音が楼音に後続する
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語 句 を あつ め,そ れ らの語 句 を撰 音 の直 前 の母 音 で ま とめ,①/一aN一/

②/-oN一/③/-en一/④/-iN一!⑤/-uN-/の 五 つ の グル ー

プ に分 け る.そ の うえで,同 グル ー プ 内 で,後 統 す る母 音 が 広母 音 か狭 母

音 か に よ って,さ らに所 属 語 句 を分 類 す る・た とえ ば,グ ル ー プ ① で はp

/一巳Na一 ノ/一 ロNo-//-aNe一//一 一aNi一 ノノーaNu一/と い う音 連 続 を持

つ 語 句 が,そ れ ぞれ 集 め られ るわ け で あ る・ これ らの語 句 を並 べ て提 示 文

を作 る際,た と えば/一aNe-/と/-aNu-/の 語 句 を,こ の順 で 並 べ た

文(具 体 的 には 「南越 の暗 雲 」 の よ うな)を 「6)中 母 音一 狭母 音」 と考 え る

の で あ る,同 様 に,「 団 員 を弾圧 」 とい う文 は 「8)狭 母 音 一 広 母 音 」 の組

み合 わ せ と考 え る,つ ま 窮1〕 ～9)の 母 音 の組 み合 わせ は,促 音 提 示 文 で

は,[CVlCCV21と い う音 節 結 合 に お け るV1・V2を 示 す も ので あ る

が,擾 音 の提 示 文 で は,[CVICV2一 ・CVICV3]と い う音 節結 合 に

お け るV2・V3を 示 す もので あ る,し た が って,特 殊 音 素 の母 音 環境 は}

促 音 で はV1・V2,撰 音 で は,VI・V2とV1・V3と な る.

こ の よ うに,撰 音 に後 続 す る母 音 に よ って で は な く,掻 音 の直 前 の母 音

に よ って 語 句 の グル ー プ を作 った の は,そ のほ うが グル ー プ内 の所 属 語 彙

が増 えて,提 示 文 が作 りや す くな る か らで あ る と同 時 に,擢 音 に異 な る母

音 が続 くよ うな練 習 例 を,一 定 の墓 準 に よ って 提 示 で き,練 習 記録4)分 析

が しや す い で あ ろ う と考 え るた めで あ る.以 上 の手 順 に よ っ て作 成 した提

示 文 が[リ スi・18]～[リ ス ト221ま で の も ので あ る,上 述 の グル ー プ ① 酎

⑤ が,そ れ ぞ れ一 っ の リス トと対 応 す る.リ ス ト内 の順 序 は,母 音 の組

み合 わ せ1)～9)の 順 で あ る が,有 意 味 な提 示文 が作 れ な か っ た とこ ろ は,

横 線 を ひ い て空 欄 に して あ る.し た が っ てラ た とえ ば[リ ス ト181は,グ

ル ー プ ① ノー 置N一/の うち,「1)広 母 音 一 広 母 音」 の例 の提 示 文 は作 れ

ず,「2)広 母 音 一 中母 音」 の例 はr南 欧 の繁栄 」 で あ る,と い うよ うに 読

む こ と にな る,な お 寧印 の もの は掻 音 に す ぐ母 音 がつ づ く語 例 が 見 つ か ら

ず 半 母 音 を、も・くむ 音 節 で 代用 した もの で あ る・
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なんお うのはんえい

かんあんす るはんい

こん や くに¥¥� ｱ�� 墲ｭ

*�ｱ�� 竄 ﾌ�烽 ｻ�� ｦ�

ｫ�ﾙ�� 竄ｭの*� � �

そんえい のほんや*

なんえっのあん うん

さんいんはまんいん

おんいき とおんあっ

だ んい ん をだ ん あっ

[リ ス ト181 【リス ト19」

て んあん もんでのれんあい

へ んあっ きのけんいん

めんお りのせ んい

で んえんでけんえき

けんえつ をけんお

げんえきのへ んい

えん うりのげんい ん

ば けん うりばはえんあんがい

ぜんいんがえ んえい

[リス ト20】

しんあっ としんお ん

みんおんの うんえい

じんえんできん えん

しん うつ はい ん うつ

くん い っ と うは ぎん い ろ

くんわ に 「ウ ン,ウ ン`

うん えい の じ ゅん え き

ぐんいのひんい

【リス ト21] [リ ス ト22】

4.ま とめ

以 上 ・ ベ ル ボ ・ トナル 法 を応 用 した 発 音 指 導用 の提 示 文 の 作 成 過 程 を,

提 示 文 の リス トと と もに紹 介 した ・今 後 は・ こ の提示 文 を使 っ て で き るだ

け組 織 的 に発 音 指 導 を行 い,そ れ を録 音 してデ ー タ を収 集 ・分 析 して い く
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つもりであるが,そ の結果にもとづいて,特 殊音素 の聴取 ・再生 に最適な

音環境を特定 し,体 系的な発音指導法を確立することが本研究の最終的な

目標である,そ のためには,提 示文自体の改定が重ねて行われる必要があ

ることは,言 うまで もない、特に,当 該音素の音環境 をもっと重層的 に考

える一たとえば,母 音後続の擾音の環境 としてアクセント昇降も考慮する

など一 ことなどが課題になるであろう。また,特 殊音素以外 の音素や リズ

ムを含む韻律上の要素についても,発 音指導法研究の対象 にしなければな

らない.本 論は,そ の過程の最初 の部分を紹介 したものに過 ぎない・今後

の研究成果については,稿 を改めることになる・

なお,本 論をまとめるに当たって,共 同研究者の木村匡庚氏から貴重 な

ご意見をいただいた.ま た,提 示文の中にも氏のアイデアによるものが少

なくない,勤 務機関の所属が異なるため,共 同論文にできなかったことが

悔やまれる次第である、特に記して,感 謝の意を表す ものである。
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