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第 1節  コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ チ ャ ネ ル  

 

 

対 人 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が 持 つ 機 能 を Pa t te r s o n (1 9 8 3 )は 、「 情 報 の

提 供 ( i n f o r ma t i o na l  f u n ct i o n ) 」、「 相 互 作 用 の 調 整 ( r e g u la t i ng  

i nt e ra c t i o n )」、「 親 密 さ の 表 出 ( i n t im a c y )」、「 社 会 的 コ ン ト ロ ー ル の 実

行 ( s o c ia l  c on t r o l )」、「 サ ー ビ ス や 仕 事 上 の 目 標 の 促 進 ( s e r v i c e - t a sk  

f un c t i o n )」 の 5 つ に ま と め て い る 。  

「 情 報 の 提 供 」と は 、意 図 的 に メ ッ セ ー ジ を 相 手 に 伝 え る と い う 基

本 的 機 能 で あ る 。言 語 的 な 伝 達 の み な ら ず 、表 情 や 視 線 で 多 量 の 意 味

の あ る 情 報 を 伝 え る 「 顔 」 な ど の 非 言 語 的 な 伝 達 も 含 ま れ る 。「 相 互

作 用 の 調 整 」に は 、対 人 距 離 や 姿 勢 と い っ た コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 構

造 を 規 定 す る 固 定 し た 側 面 と 、 表 情 や 視 線 と い っ た 変 化 を 表 す 特 徴 、

声 の 高 低 や イ ン ト ネ ー シ ョ ン と い っ た コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 交 代 に

表 れ る 系 列 性 を 示 す 側 面 が あ る 。「 親 密 さ の 表 出 」 と は 、 相 手 と の 親

密 さ の 増 大 に よ っ て 、関 心 や 関 与 も 増 大 す る と い っ た 、相 手 に 応 じ た

レ ベ ル の 親 密 さ を 反 映 す る 次 元 で あ る 。「 社 会 的 コ ン ト ロ ー ル の 実 行 」

と は 、地 位 に 対 応 す る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に よ っ て 、他 者 へ の 影 響 力

を 働 か せ る 機 能 で あ る 。「 サ ー ビ ス や 仕 事 上 の 目 標 の 促 進 」 と は 、 医

師 が 患 者 の 身 体 に 触 れ る と い っ た 職 業 上 の 身 体 接 触 、距 離 の 取 り 方 に

多 く 見 ら れ 、本 質 的 に は 対 人 的 と い え な い 非 言 語 的 関 与 行 動 に 基 礎 を

持 つ 機 能 で あ る 。大 坊 ( 1 9 9 8 )は 、前 者 2 つ の 機 能 を コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ

ン の 比 較 的 断 片 的 な 要 素 に 関 わ る も の 、後 者 3 つ の 機 能 を コ ミ ュ ニ ケ

ー シ ョ ン の 流 れ 全 体 に 関 わ る も の と 述 べ て い る 。し か し 、コ ミ ュ ニ ケ

ー シ ョ ン は 、単 純 に 1 つ の 機 能 を 表 し て い る の で は な く 、複 数 の 機 能
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を 担 っ て い る こ と が 多 い と い っ た 点 も 指 摘 し て い る 。  

対 人 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に お け る 伝 達 の 機 能 は 、言 語 的 コ ミ ュ ニ ケ

ー シ ョ ン （ ve r b a l  c om m un i c a t i o n） と 非 言 語 的 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン

( no nv e rb a l  c o mm un i c a t i o n )の 2 つ の チ ャ ネ ル に 分 け ら れ 、 そ れ ら を

介 し て 行 わ れ る 。言 語 的 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ チ ャ ネ ル は 、文 意 や 言

葉 の 意 味 に 焦 点 が 当 て ら れ る 。非 言 語 的 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン・ チ ャ ネ

ル は 、 相 手 の 表 情 、 仕 草 、 視 線 、 声 の 大 き さ や 沈 黙 、 イ ン ト ネ ー シ ョ

ン ( i n to na t io n ;抑 揚 )と い っ た プ ロ ソ デ ィ ( p r o so d y ;韻 律 )、 言 い 間 違 い

な ど 発 話 の 内 容 以 外 を 指 す パ ラ 言 語 、さ ら に は 、対 人 距 離（ 空 間 行 動 ）

や 化 粧 や 被 服 な ど 人 工 物 の 使 用 、家 具 や 照 明 な ど 、物 理 的 環 境 に ま で

及 ぶ と 考 え ら れ る 。 対 人 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に お け る 各 チ ャ ネ ル が 、

聞 き 手 へ 与 え る 影 響 の 大 き さ に つ い て 、 M e h ra b i a n（ 1 9 6 8）は 、見 た

目 や 表 情 、 仕 草 と い っ た 視 覚 （ v i s ua l） 情 報 が 5 5％ 、 声 の 質 や 速 さ 、

口 調 と い っ た 音 声 （ v o ca l） 情 報 が 3 8％ を 占 め て お り 、 言 葉 の 意 味 な

ど の 純 粋 な 言 語 （ v e r b a l） 情 報 は ほ ん の 7％ で し か な い と 報 告 し て い

る 。 ま た 、 大 坊 ( 1 9 9 8 )は 、 言 語 的 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ チ ャ ネ ル は 意

図 的 で 意 識 さ れ る 程 度 が 高 く 、 一 方 で 非 言 語 的 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・

チ ャ ネ ル は 意 識 さ れ る 程 度 は 低 く 、好 悪 な ど の 感 情 の 伝 達 な ど に 適 し 、

言 葉 の 不 足 を 補 う な ど 言 語 的 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 代 替 と し て の 意

味 が 大 き い と 述 べ て い る 。  

対 人 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 伝 達 に は 、 2 つ の チ ャ ネ ル が 必 要 に な る

が 、そ の 解 読 に は 性 差 や パ ー ソ ナ リ テ ィ 特 性 、表 現 や 理 解 の 能 力 と い

っ た 個 人 の 要 因 が 大 き く 関 わ っ て お り 、必 ず し も 意 図 し た 事 が 伝 わ る

と は 限 ら な い 。こ こ に コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 持 つ 難 し さ が あ る と 考 え

ら れ る 。  
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第 2節  感 情 を 含 ん だ 音 声 の 特 徴  

 

 

1 .  音 声 に 含 ま れ る 非 言 語 的 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ チ ャ ネ ル  

 

コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン は 、電 話 の よ う に 相 手 が 目 の 前 に 居 な い 状 況 に

お い て も 成 立 し 、コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 行 う 際 に は 、相 手 の 顔 を ほ と

ん ど 注 視 し て い な い と い っ た 報 告 も さ れ て い る ( E k m a n  e t  a l . , 1 9 7 5）。

つ ま り 、コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 成 立 に は 、音 声 に 含 め ら れ た 情 報 を 読

み 取 る 力 が 必 要 で あ る と い え る 。多 く の 先 行 研 究 に よ っ て 、音 声 に は 、

感 情 、健 康 状 態 、出 身 地 、年 齢 や 性 別 と い っ た 膨 大 な 量 の 情 報 が 存 在

し て い る こ と が 明 ら か に さ れ て い る ( M c C r o sk ey,2 0 0 1 )。 G ue r r e r o  e t  

a l .  (1 9 9 9 )  は 、 受 け 手 に と っ て 、 実 際 の 言 語 メ ッ セ ー ジ に お い て 付 随

す る 音 声 手 が か り が な い 場 合 に は 、非 常 に 不 明 瞭 に な る と 指 摘 し て い

る 。つ ま り 、コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に お い て 、言 語 メ ッ セ ー ジ の 認 識 に

影 響 を 与 え る 音 声 は 重 要 な 役 割 を も ち 、そ れ に 含 ま れ た 非 言 語 的 コ ミ

ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・チ ャ ネ ル に 適 切 に 反 応 し た り 、理 解 を し た り す る 事

が 円 滑 な 対 人 関 係 構 築 に は 欠 か せ な い と い え る 。  

Tra g e r (1 9 5 8 )は 、音 声 行 動 を「 発 声 ( v o c a l i z a t i o n s )」 と「 声 質 ( v o i c e  

q ua l i t i e s )」 に 分 類 し 、 こ れ ら が 音 声 に 含 ま れ る 非 言 語 的 コ ミ ュ ニ ケ

ー シ ョ ン ・ チ ャ ネ ル の 本 質 的 な 対 象 で あ る と し た 。 発 声 と は 、聞 く こ

と の 出 来 る 音 声 の 手 が か り で あ る と し 、 3 つ の 下 位 分 類 を 持 つ 。 第 1

分 類 は 、「 音 声 特 徴 子 ( v o ca l  c ha ra c t e r i ze r )」で 、す す り 泣 き や く す く

す 笑 い と い っ た 言 語 で な い 音 に 関 す る も の で あ る 。 第 2 分 類 は 、「 音

声 修 飾 子 ( v o ca l  q u a l i f i e r )」 で 、 発 言 の 特 定 の 部 分 を 修 飾 し た り 調 整
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し た り す る 機 能 を 持 つ も の で あ る 。 こ れ に は 、 ピ ッ チ 高 や ピ ッ チ 幅 、

音 の 速 度 音 の 大 き さ と い っ た 音 声 手 が か り が 含 ま れ 、発 言 中 に 音 の 速

度 や 大 き さ 、 柔 軟 性 を 変 え る も の で あ る 。 第 3 分 類 は 、「 音 声 分 離 子

(v o ca l  se g re ga te )」 で 、「 フ ン フ ン ( u h - hu h )」 な ど 言 語 的 な 発 話 の 代

替 物 と し て の 機 能 や 、次 に 話 す こ と を 考 え て い る 間 を 補 う 機 能 も あ る 。

声 質 と は 、  テ ン ポ 、ピ ッ チ (音 程 )制 御 、声 唇 制 御 、ピ ッ チ 幅 な ど が 含

ま れ 、発 話 に 伴 う 音 声 の 手 が か り の 変 化 を 指 す 。声 質 と 音 声 修 飾 子 は

類 似 し て い る が 、音 声 修 飾 子 は 発 言 の 特 定 の 部 分 を 修 飾 し た り 調 整 し

た り す る も の で 、声 質 は 発 話 の 流 れ 全 体 を 変 更 す る も の で あ り 、こ の

点 に お い て 異 な る 。R i c h m o n d  e t  a l .  (2 0 0 3 )  は 、声 質 の 変 化 に よ っ て 、

話 し 手 の 興 奮 や 緊 迫 性 な ど の 感 覚 を 伝 え る と い っ た 可 能 性 を 考 え 、し

ば し ば 他 者 に 大 変 重 要 な メ ッ セ ー ジ を 送 る こ と が 出 来 る と 述 べ て い

る 。こ の 声 質 の 持 つ 働 き は 、非 言 語 的 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ チ ャ ネ ル

の 1 つ で あ る プ ロ ソ デ ィ の 働 き と 同 様 で あ る と 思 わ れ る 。  

プ ロ ソ デ ィ と は 、発 話 に お い て 現 れ る 音 声 学 的 性 質 で 、話 し 言 葉 で

使 わ れ る イ ン ト ネ ー シ ョ ン や リ ズ ム な ど を 含 み 、文 脈 に よ っ て 異 な り

う る も の を 指 す 。ま た 、コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の た め の 機 能 と し て 、話

の 内 容 を 強 調 し た り 変 化 さ せ た り す る と い っ た 重 要 な 役 割 を 担 っ て

お り 、言 葉 を 学 習 す る 上 で 重 要 で あ る 。そ の 機 能 に は 、語 用 論 的 機 能

や 文 法 的 機 能 、 感 情 的 機 能 が あ る ( M c Ca nn  e t  a l . ,2 0 0 3 )。 語 用 論 的 機

能 と は 、重 要 な 言 葉 や 対 照 的 な 言 葉 を 合 図 す る た め の 強 調 や 抑 揚 と 言

わ れ る イ ン ト ネ ー シ ョ ン の 変 化 の 使 用 に よ っ て 発 言 の 種 類 を 暗 示 す

る と い っ た 役 割 を 担 っ て い る も の で あ る 。文 法 的 機 能 と は 、イ ン ト ネ

ー シ ョ ン や 強 調 、間 合 い の 使 用 に よ っ て 発 言 を 分 割 し た り 、そ の 使 用

に よ り 単 語 の ま と ま り を 示 し た り す る と い っ た 役 割 を 担 っ て い る も
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の で あ る 。感 情 的 機 能 と は 、声 の 大 き さ 、発 話 速 度 、 周 波 数 の 幅 と い

っ た 要 因 の バ リ エ ー シ ョ ン を 用 い て 、感 情 表 出 や 話 し 手 の 感 情 状 態 に

関 す る 情 報 を 運 ぶ 役 割 を 担 っ て い る も の で あ る 。  

宇 津 木 ( 1 9 8 2 )は 、 音 声 に よ る 非 言 語 的 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 研 究 を 4

つ に 分 類 し て い る 。 1 つ 目 は 、 特 定 の 音 声 に つ い て 周 波 数 な ど の 音 響

学 的 特 性 を 、生 理 的 過 程 や 身 体 の 形 質 、心 理 的 な 特 性 な ど の 固 体 の 特

定 の 属 性 の 指 標 と し て 捉 え る 研 究 で あ る 。 2 つ 目 は 、 特 定 の 行 動 が 果

た す 機 能 に つ い て の 研 究 で あ る 。 3 つ 目 は 、 声 の 高 低 や テ ン ポ 、 語 調

と い っ た 音 声 か ら 推 測 さ れ る 対 人 知 覚 の 研 究 で あ る 。 4 つ 目 は 、 音 声

に よ る 情 報 の 送 信 ・ 受 診 能 力 に つ い て の 研 究 で あ る 。本 研 究 は 、宇 津

木 に よ る 研 究 分 類 の 3 つ 目 で あ る 対 人 知 覚 研 究 を 行 な い 、プ ロ ソ デ ィ

の 感 情 的 機 能 (以 下 、 感 情 的 プ ロ ソ デ ィ と す る )に 注 目 し 、 そ の 理 解 の

検 討 を 行 う 。  

 

 

2 .  感 情 的 プ ロ ソ デ ィ の 音 響 学 的 特 徴 に 関 す る 先 行 研 究  

 

感 情 的 プ ロ ソ デ ィ は 、な ぜ 他 者 に 知 覚 さ れ 、理 解 さ れ る の だ ろ う か 。

そ こ に は 、感 情 と 声 の 持 つ 音 響 学 的 要 素 と の 関 係 性 が 指 摘 さ れ 、近 年 、

盛 ん に 研 究 さ れ て い る 。 対 象 と な る 感 情 は 、「 喜 び 」「 悲 し み 」「 怒 り 」

と い っ た 基 本 的 感 情 か ら 、「 困 惑 」「 丁 寧 」「 ぞ ん ざ い 」 と い っ た 複 雑

な 感 情 に ま で 多 岐 に 渡 っ て い る ( S ob i n  e t  a l . , 1 9 9 9 ;雨 宮 ら , 2 0 0 2 )。 本

項 で は 、感 情 を 込 め て 発 声 し た 音 声 の 音 響 学 的 特 徴 に 関 す る 見 解 を ま

と め 、特 に 研 究 が 数 多 く 行 わ れ て い る 感 情 で あ る 、 基 本 的 感 情 の「 喜

び 」「 悲 し み 」「 怒 り 」 に 焦 点 を 当 て 、 こ れ ら の 感 情 を 含 ん だ 感 情 音 声
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の 音 響 学 的 要 素 (基 本 周 波 数〔 ピ ッ チ 〕、振 幅〔 パ ワ ー 〕、時 間 構 造〔 発

話 速 度 /発 話 持 続 時 間 〕 )に 関 す る 知 見 つ い て 述 べ る 。  

基 本 周 波 数 (ピ ッ チ )は 、 最 も 盛 ん に 研 究 が さ れ て い る 音 響 学 的 要 素

で あ る 。 M o n n ot  e t  a l .  (2 0 0 3 )  は 基 本 周 波 数 の 差 異 は 、 感 情 的 プ ロ ソ

デ ィ と 情 動 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 操 作 や 変 動 に 関 与 し て い る と 述 べ

て い る 。つ ま り 、感 情 の 伝 達 機 能 に お い て も 中 心 的 な 役 割 を 果 た し て

い る 音 響 学 的 特 徴 と い え る 。  

S ch e r e r  e t  a l .  (1 9 9 1 )  は 、「 怒 り 」「 喜 び 」 を 含 ん だ 音 声 は 、 平 均 基

本 周 波 数 が 上 昇 し 、「 悲 し み 」 を 含 ん だ 音 声 で は 、 下 降 す る と 指 摘 し

た 。 平 賀 ら ( 1 9 9 4 )は 、「 怒 り 」 は 高 い 基 本 周 波 数 を 、「 悲 し み 」 は 低 い

基 本 周 波 数 を 示 し た こ と を 報 告 し た 。 一 方 で 、「 喜 び 」 の 周 波 数 は 高

い が そ の 変 動 に は 個 人 差 が あ る と し て い る 。 森 山 ら ( 1 9 9 9 )  は 「 怒 り 」

を 含 ん だ 音 声 は 基 本 周 波 数 が 増 大 し 、「 悲 し み 」 は 基 本 周 波 数 が 小 さ

く な る こ と を 報 告 し た 。 一 方 で 、「 喜 び 」 は 平 静 か ら の 変 化 が あ ま り

見 ら れ な い こ と を 指 摘 し た 。「 喜 び 」 は 先 行 研 究 に よ っ て 、 基 本 周 波

数 の 高 さ の 見 解 が 一 致 し て お ら ず 、 ま た 研 究 の 対 象 と さ れ る こ と が

「 怒 り 」 や 「 悲 し み 」 と 比 較 す る と 少 な い 。「 怒 り 」「 悲 し み 」 は 、 基

本 周 波 数 の 高 さ に お け る 見 解 の 一 致 が 見 ら れ て い る 。  

感 情 ご と の 基 本 周 波 数 に み ら れ る 特 徴 の 比 較 だ け で な く 、発 話 者 の

職 業 や 性 差 に よ っ て 、感 情 に 含 ま れ た 音 声 の 基 本 周 波 数 が 異 な る と い

っ た 報 告 が い く つ か 見 ら れ る 。 R o s e nt ha l  e t  a l .  (1 9 7 9 )  は 、女 性 の 発

話 者 の 声 の 方 が 男 性 の 発 話 者 の も の よ り も 、声 に 含 ま れ た 感 情 を 判 断

す る 時 に 高 い 正 確 性 を 示 す こ と を 報 告 し て い る 。G r e s l ey  e t  a l .  (1 9 9 6 )  

は 、 俳 優 の 表 現 し た 感 情 音 声 に は 、 音 響 学 的 複 雑 さ と 平 静  ( no r ma l  

em ot i o n )  の 特 徴 が 欠 如 し て い る こ と を 指 摘 し た 。 杤 谷 ら ( 2 0 0 2 )は 、
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ア ナ ウ ン サ ー 2 名 (男 性 1 名 /女 性 1 名 )を 対 象 に 、「 喜 び 」「 悲 し み 」 を

含 ん だ 表 現 音 声 に お け る 感 情 の 程 度 に 応 じ た 音 響 学 的 特 徴 を 比 較 し

た 。 そ の 結 果 、「 喜 び 」 に 関 し て は 、 喜 び の 度 合 い が 増 大 す る に つ れ

て 最 高 基 本 周 波 数 が 増 大 す る 傾 向 が 男 女 と も に 見 ら れ た 。「 悲 し み 」

に 関 し て は 、悲 し み の 度 合 い が 増 大 す る に つ れ て 最 高 基 本 周 波 数 が 減

少 す る 傾 向 が 見 ら れ た が 、こ の 特 徴 は 女 性 話 者 に の み 見 ら れ 、男 性 話

者 に は 見 ら れ な か っ た 。M U H D ら (2 0 0 3 )は 、ア ナ ウ ン サ ー は 感 情 を 抑

制 し て 発 声 す る こ と が 要 求 さ れ 、感 情 を 韻 律 に ほ と ん ど 反 映 し な い で

発 話 す る 話 者 が い る こ と を 指 摘 し 、感 情 を 誇 張 し て 表 現 す る こ と が 重

要 な 声 優 1 名 (男 性 )を 対 象 に 、 杤 谷 ら (2 0 0 2 )と 同 様 に 、「 喜 び 」「 悲 し

み 」 の 表 現 音 声 に つ い て 分 析 を 行 な っ た 。 そ の 結 果 、「 喜 び 」 に 関 し

て は 、 杤 谷 ら ( 2 0 0 2 )と 同 様 の 傾 向 が 見 ら れ 、 感 情 の 度 合 い が 大 き く な

る ほ ど 最 高 基 本 周 波 数 は 高 く な る 傾 向 が 見 ら れ た 。「 悲 し み 」 に 関 し

て は 、悲 し み は 度 合 い が 深 く な る と 最 高 基 本 周 波 数 が 高 く な る 傾 向 が

見 ら れ た が 、喜 び の 結 果 と 比 較 す る と 最 高 基 本 周 波 数 の 値 は 低 く 、杤

谷 ら (2 0 0 2 ) と は 異 な っ た 結 果 で あ っ た 。 杤 谷 ら (2 0 0 2 ) と M U H D ら

(2 0 0 3 )は 対 象 者 が 少 な く 、は っ き り と し た 傾 向 と し て 指 摘 で き る か は

不 明 で あ る 。 靍 ら ( 2 0 0 7 )は 、 ア ナ ウ ン サ ー ４ 名 (男 性 2 名 /女 性 2 名 )

が 発 声 し た「 怒 り 」の 度 合 い に よ る 声 の 音 響 学 的 特 徴 を 検 討 し た 。怒

り の 度 合 い を「 軽 い 怒 り 」「 怒 り 」「 激 怒 」の 3 段 階 と し 、そ れ ぞ れ の

声 の 主 成 分 分 析 を し た 結 果 、「 軽 い 怒 り 」 と 「 怒 り 」 は 「 最 高 基 本 周

波 数 」「 最 低 基 本 周 波 数 」が 第 １ 主 成 分 で あ り 、同 様 の 傾 向 を 示 し た 。

「 激 怒 」は 、「 最 低 基 本 周 波 数 」が 第 1 主 成 分 、「 最 低 基 本 周 波 数 」が

第 2 主 成 分 と 他 の 2 つ と は 異 な る 結 果 で あ っ た 。こ の こ と か ら 、靍 ら

(2 0 0 7 )は 、 ア ナ ウ ン サ ー が 「 怒 り 」 感 情 を 表 現 す る パ ラ メ ー タ は 「 最
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高 基 本 周 波 数 」と「 最 低 基 本 周 波 数 」の 2 つ と し 、声 の 高 低 で「 怒 り 」

を 表 現 し て い る と 結 論 付 け た 。  

平 均 基 本 周 波 数 の 高 さ は 絶 対 値 で は な く 他 の 感 情 と の 相 対 値 で あ

る と 重 野 ( 2 0 0 4 )は 指 摘 し 、今 後 の 研 究 に お い て 対 象 者 を 増 や す こ と で

発 話 者 の 職 業 や 性 別 に よ る 違 い や そ れ ぞ れ に み ら れ る 基 本 周 波 数 の

パ タ ー ン を 解 明 す る こ と が 期 待 さ れ て い る 。  

振 幅 は 、基 本 周 波 数 の 分 析 の よ う に 盛 ん な 研 究 は 行 わ れ て い な い が 、

感 情 ご と に 固 有 の 特 徴 が あ る こ と が 指 摘 さ れ て い る 。 平 賀 ら  ( 1 9 9 4 )

は 、「 喜 び 」「 怒 り 」 の 振 幅 は 比 較 的 大 き い が 、「 悲 し み 」 は 非 常 に 小

さ い と 指 摘 し て い る 。 飯 田 ら ( 1 9 9 7 )も 、「 喜 び 」 の 振 幅 は 大 き く 、「 悲

し み 」 は 小 さ い と 報 告 し て い る 。 森 山 ら (1 9 9 9 )は 、「 怒 り 」 は 大 き く 、

「 悲 し み 」 は 小 さ い と 同 様 の 結 果 を 示 し て い る 。 し か し 、「 喜 び 」 は

平 静 か ら あ ま り 変 化 が 見 ら れ な か っ た と 、 平 賀 ら ( 1 9 9 4 ) や 飯 村 ら

(1 9 9 7 )と 異 な っ た 結 果 を 示 し た 。 ま た 、 平 賀 ら ( 1 9 9 4 )は 「 喜 び 」 は 文

の 長 さ に よ っ て 、「 怒 り 」は h ot  a n ge r (激 怒・怒 鳴 る )と c o l d  a ng e r (苛

立 ち )に よ っ て 、振 幅 の 特 徴 が 分 か れ る こ と を 指 摘 し て い る 。そ れ ぞ れ

の 特 徴 の 詳 細 に つ い て ま と め て み る と 、「 喜 び 」 は 、 短 文 の 場 合 、 語

尾 に 向 か っ て 上 昇 傾 向 に あ り 、長 文 の 場 合 、各 々 の ピ ー ク を 結 ぶ 包 絡

に お い て ゆ っ く り と し た 抑 揚 が 見 ら れ る と し た 。ま た 、「 怒 り 」で は 、

ho t  a n ge r (激 怒 ・ 怒 鳴 る )が 最 も 大 き く 、 c o l d  a ng e r (苛 立 ち )が 、 平 静

と 同 程 度 か そ れ 以 上 を 示 す と し た 。こ れ よ り 、振 幅 は 、同 一 の 感 情 で

あ っ て も 音 声 に 込 め ら れ た 感 情 状 態 の 異 な り に よ り 、細 か な 特 徴 が 変

化 す る こ と が 指 摘 さ れ る 。し か し 、先 行 研 究 は 少 な く 、今 後 の 研 究 に

よ っ て 、同 一 の 感 情 に お け る 感 情 状 態 の 異 な り が 示 す 振 幅 の 特 徴 が 明

ら か に さ れ る だ ろ う 。  
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発 話 速 度 や 発 話 持 続 時 間 と い っ た 時 間 構 造 を 分 析 対 象 と す る 研 究

は 近 年 増 え 始 め 、 感 情 に よ る 傾 向 が 見 出 さ れ つ つ あ る 。 森 山 ら ( 1 9 9 9 )

は 、 感 情 音 声 の 分 析 を 行 な っ た 結 果 、 発 話 長 が 「 喜 び 」「 悲 し み 」 は

長 く な り 、「 怒 り 」 は 短 く な る こ と を 示 し た 。「 怒 り 」「 悲 し み 」 の 発

話 長 は 平 賀 ら  ( 1 9 9 4 )が 示 し た 結 果 と 同 様 だ っ た が 、「 喜 び 」 で は 異 な

り 、 平 賀 ら ( 1 9 9 4 )の 示 し た 結 果 で は 「 怒 り 」 に 次 い で 短 い と い う 結 果

で あ っ た 。 川 波 ら ( 1 9 9 7 )は 、 感 情 の 強 さ を 変 化 さ せ た 感 情 音 声 を 対 象

に 、 発 話 速 度 の 分 析 を 行 な っ た 。 そ の 結 果 、「 怒 り 」 で は 、 感 情 が 強

く な る に つ れ て 、文 全 体 の 発 話 速 度 が 短 く な る 傾 向 が 見 ら れ た が 、「 喜

び 」 で は 、 明 確 で は な か っ た 。「 悲 し み 」 で は 、 感 情 が 強 く な る に つ

れ て 、発 話 速 度 が 低 下 す る 傾 向 が 見 ら れ 、最 も 強 い 感 情 表 現 で は 、明

ら か な ポ ー ズ が 挿 入 さ れ る 場 合 が あ っ た こ と を 報 告 し た 。つ ま り 、「 悲

し み 」「 怒 り 」 は 、 感 情 の 強 さ に 関 わ ら ず 、 発 話 速 度 に お け る 先 行 研

究 の 見 解 が 一 致 し て い る と 考 え ら れ る 。一 方 で 、「 喜 び 」 は 、「 様 々 な

速 度 が あ る の も 関 わ ら ず 、十 分 認 識 さ れ る こ と か ら 、重 要 な パ ラ メ ー

タ で は な い  (平 賀 ら , 1 9 9 4 )」、「 喜 び を 表 現 す る 方 法 と し て 、 発 話 速 度

は 使 っ て い な い (杤 谷 ら , 2 0 0 2 )」「 喜 び の 度 合 い が 大 き く な る ほ ど 平 均

発 話 速 度 が 遅 く な る 傾 向 が 明 確 に 見 ら れ る  ( M U HD ら , 2 0 0 3 )」と 様 々

な 見 解 が あ る 。現 在 に 至 る ま で 、「 喜 び 」の 発 話 速 度 は 、「 悲 し み 」「 怒

り 」 と 比 較 す る と 見 解 の 一 致 が 見 ら れ て い な い 。  

感 情 固 有 の 特 徴 と は 別 の 視 点 か ら 発 話 速 度 を 研 究 し た も の が あ る 。

内 田（ 2 0 0 5）は 音 声 の 発 話 速 度 と 話 者 の 性 格 印 象 の 関 連 に つ い て 、い

く つ か の 報 告 を し て い る 。そ れ に よ る と 、勤 勉 性 は 発 話 速 度 が 速 い ほ

ど 評 価 が 高 く 、遅 く な る と 低 く な り 、協 調 性 で は 反 対 の 結 果 と な っ た 。

つ ま り 、発 話 速 度 の 変 化 は 相 手 へ 与 え る 印 象 に つ い て も 変 え て し ま う
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可 能 性 が 示 さ れ て お り 、一 概 に は 言 え な い が 、こ の 発 話 速 度 の 変 化 は

感 情 認 識 を 変 え る 可 能 性 も あ り 得 る の で は な い か と 考 え ら れ る 。感 情

の 度 合 い に よ る 発 話 速 度 変 化 を 対 象 と し た 、感 情 表 出 の 研 究 は 行 わ れ

始 め て い る (川 波 ら , 1 9 9 7 ;  M U HD ら , 2 0 0 3 )が 、 発 話 速 度 変 化 に よ る 受

け 手 側 の 感 情 理 解 へ の 影 響 を 明 ら か に し た 研 究 は 行 わ れ て い な い 。  
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第 3節  感 情 的 プ ロ ソ デ ィ 理 解 の 発 達  

 

 

音 声 に よ る 感 情 表 出 は 、乳 児 期 と い っ た 比 較 的 早 期 か ら 発 達 し 始 め

(志 村 ら , 1 9 9 5 )、就 学 前 に は あ る 程 度 完 成 す る (櫻 庭 ら , 2 0 0 2 )。一 方 で 、

音 声 に 含 ま れ た 感 情 へ の 反 応 は 、 生 後 7 ヶ 月 の 乳 児 を 対 象 と し た 先 行 研

究 に お い て 報 告 さ れ ( Wa l ke r,1 9 8 2 )、 比 較 的 早 期 か ら 見 ら れ て い る 。 ま

た 、 音 声 に 含 ま れ た 感 情 の 理 解 に お い て も 、い く つ か 報 告 が な さ れ て

い る 。高 橋 ら ( 2 0 0 1）は 、幼 児 ( 5 ･6 歳 児 )、小 学 校 2 年 生 、小 学 校 4 年

生 、大 学 生 の 4 群 を 対 象 に 、「 喜 び 」「 悲 し み 」「 怒 り 」「 嫌 悪 」を 標 的

感 情 と し 、感 情 認 知 能 力 の 発 達 を 検 討 し た 。提 示 刺 激 は 、標 的 感 情 を

含 ん だ 表 情 と 音 声 で あ り 、 提 示 条 件 は 、“ 表 情 の み ”“ 音 声 の み ”“ 表

情 ＋ 音 声 ”だ っ た 。そ の 結 果 、 感 情 や 年 齢 に よ っ て 、感 情 認 知 に 影 響

す る 条 件 が 異 な っ た こ と を 報 告 し て い る 。ま た 、音 声 の み 条 件 の 結 果

で は 、感 情 ご と に 正 答 率 の 高 さ に ば ら つ き は あ る が 、全 て の 感 情 に お

い て 、年 齢 の 発 達 に 伴 っ た 正 答 率 の 上 昇 が 示 さ れ た 。音 声 か ら の 感 情

理 解 は 、幼 児 ( 5・ 6 歳 児 )で も 可 能 で は あ る が 、感 情 識 別 能 力 の 発 達 は

続 く と 考 え ら れ る と 報 告 し て い る 。 D i m it r ov s ky（ 1 9 6 4） は 、 5 歳 か

ら 1 2 歳 の 男 女 児 童 を 対 象 に 、 音 声 か ら の 感 情 理 解 能 力 の 発 達 を 比 較

し た 。 標 的 感 情 は 「 喜 び 」「 悲 し み 」「 怒 り 」「 愛 情 」 で あ り 、 提 示 さ

れ た 感 情 音 声 と 感 情 語 の マ ッ チ ン グ 課 題 を 行 っ た 。そ の 結 果 、感 情 理

解 能 力 は 、 5 歳 か ら 1 2 歳 の 間 に 生 じ る 急 速 な 言 語 能 力 の 成 長 と は 異

な り 、穏 や か で 安 定 的 に 成 長 す る こ と を 指 摘 し た 。 ま た 、女 児 の 方 が

男 児 よ り や や 高 い 成 績 だ っ た が 、 性 差 に よ る 大 き な 違 い は 見 ら れ ず 、

両 群 と も に 発 達 に よ る 理 解 能 力 の 成 長 を 示 し た 。  
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感 情 音 声 か ら の 感 情 理 解 は 、発 達 に つ い て の 検 討 を 行 っ た 先 行 研 究

が 、 十 分 で は な い が い く つ か 見 当 た る ( 高 橋 ら , 2 0 0 1 ;  

D im i t ro v s ky, 1 9 6 4 )。 し か し 、 知 覚 レ ベ ル に お け る 感 情 音 声 の 弁 別 に

お け る 発 達 や 感 情 音 声 の 理 解 と 性 差 に つ い て の 検 討 は こ れ ま で 行 わ

れ て い な い 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 13 - 

第 4節  広 汎 性 発 達 障 害 児 者 に お け る 感 情 音 声 理 解  

 

 

1 .  広 汎 性 発 達 障 害  

 

広 汎 性 発 達 障 害 （ P e r va s iv e  D ev e l o p me nt a l  D i s o r d e r ;以 下 PD D）

と は 、1 9 8 0 年 に ア メ リ カ 精 神 医 学 会（ APA）に お け る 、精 神 疾 患 の 診

断 ・ 統 計 マ ニ ュ ア ル  ( D ia g n o st i c  a n d Sta t i s t i ca l  Ma n ua l  o f  M en ta l  

D is o r d e r ;以 下 D S M )  第 3 版 の 診 断 基 準 で 用 い ら れ る よ う に な っ た 新

し い 概 念 で あ る 。PD D と は 、広 義 の 自 閉 的 な 、つ ま り「 社 会 的 応 答 性

に 広 範 な 欠 如 （ p e r va s i ve  la c k  o f  re s p on s i ve n e s s  t o  o t he r  p eo p l e）」

が 見 ら れ る 発 達 障 害 を 総 称 す る 名 称 で あ る 。 D S M-Ⅳ -T R (2 0 0 0 )で は 、

1 )自 閉 性 障 害 、 2 )ア ス ペ ル ガ ー 障 害 、 3 )レ ッ ト 障 害 、 4 )小 児 期 崩 壊 性

障 害 、 5 )特 定 不 能 の 広 汎 性 発 達 障 害 （ 非 定 型 自 閉 症 を 含 む ） が 下 位 分

類 と な っ て い る 。 本 項 で は 、自 閉 性 障 害 、ア ス ペ ル ガ ー 障 害 、 特 定 不

能 の 広 汎 性 発 達 障 害 、 そ れ ぞ れ の 障 害 特 性 を ま と め る 。  

自 閉 性 障 害 は 、 ( 1 )社 会 性 の 発 達 の 質 的 障 害 、特 に 、対 人 場 面 に お け

る 相 互 交 流 の 質 的 障 害 、( 2 )コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン と 想 像 的 活 動 性 の 障 害 、

(3 )活 動 範 囲 と 興 味 の 対 に お け る 著 明 な 限 局 さ 、の 3 領 域 よ り 特 徴 付 け

ら れ 、 こ れ ら は 、 3 歳 以 前 に 出 現 す る と さ れ て い る 。  

(1 )の「 社 会 性 の 発 達 の 質 的 障 害 、特 に 、対 人 場 面 に お け る 相 互 交 流

の 質 的 障 害 」 と は 、 対 人 関 係 の や り 取 り に お け る 発 達 の 困 難 で あ る 。

目 と 目 を 見 つ め 合 う 事 や 身 振 り な ど の 対 人 的 相 互 反 応 に お け る 調 節

や 楽 し み や 興 味 な ど を 他 人 と 共 有 す る 事 を 自 発 的 に 求 め る 事 の 欠 如

な ど が 見 ら れ る 。 ( 2 )の 「 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン と 想 像 的 活 動 性 の 障 害 」
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と は 、話 し 言 葉 に お け る 発 達 の 遅 れ や 、相 手 の 表 情 や 声 色 か ら 感 情 を

推 測 す る 事 の 困 難 さ と い っ た コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 手 段 の 使 用 と 理 解

の 障 害 で あ る 。 彼 ら の 臨 床 的 特 徴 と し て 、「 他 者 の 感 情 表 出 に 対 す る

反 応 の 乏 し さ 」、「 他 者 の 感 情 へ の 配 慮 や 共 有 の 困 難 性 」、「 表 情 や 仕 草 、

口 調 と い っ た 非 言 語 的 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン・チ ャ ネ ル に 含 ま れ た 他 者

感 情 へ の 気 付 き 困 難 」な ど が あ げ ら れ る 。ま た 、P DD 者 は 日 常 的 な コ

ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 場 面 に お い て 冗 談 や 皮 肉 と い っ た 、言 語 的 意 味 と 感

情 的 プ ロ ソ デ ィ と が 矛 盾 し て い る 表 現 の 理 解 に 困 難 を 示 し 、言 語 的 意

味 に 固 執 し て し ま う 傾 向 が 報 告 さ れ て い る と 、大 島 ら ( 2 0 0 5 )は 述 べ て

い る 。 A a r on s  e t  a l .  (2 0 0 2） は “ 聴 覚 は 正 常 だ が 、 人 間 の 声 に 対 し て

適 切 か つ 一 貫 性 の あ る 反 応 を し な い ”“ 視 線 、 ジ ェ ス チ ャ ー 、 身 振 り

で メ ッ セ ー ジ を 伝 え よ う と し た り 、興 味 の あ る も の を 指 し た り す る と

い っ た メ ッ セ ー ジ の 伝 達 を ほ と ん ど し な い ”“ 声 の 高 さ や イ ン ト ネ ー

シ ョ ン ・ リ ズ ム が 特 異 で あ る ”相 手 と 交 互 に 話 す こ と や 、う な ず い た

り 、適 切 な 仕 草 を し た り と い っ た 、会 話 に 伴 う 行 動 が な か っ た り 不 足

し て い る ”と い っ た 、自 閉 性 障 害 児 の 言 語 の 発 達 に み ら れ る 特 徴 を ま

と め て い る 。ま た 、直 接 、目 の 前 に 提 示 さ れ て い な い 事 柄 を 考 え た り 、

集 合 名 詞 や 共 通 の イ メ ー ジ の 共 有 が 困 難 で あ っ た り と い っ た 想 像 的

活 動 性 の 障 害 が 見 ら れ る 。( 3 )の「 活 動 範 囲 と 興 味 の 対 に お け る 著 明 な

限 局 さ 」で は 、特 定 の 、機 能 的 で な い 儀 式 へ の こ だ わ り と い っ た 同 一

性 保 持 行 動 が 見 ら れ る 。診 断 基 準 に つ い て は Ta b le  1 に 示 し た 。近 年 、

高 機 能 広 汎 性 発 達 障 害 と い う 概 念 が 多 く 言 わ れ て い る 。 高 機 能 と は 、

「 知 的 障 害 を 伴 わ な い 」 ま た は 、「 明 ら か な 知 的 な 遅 れ が な い 」 と い

う 意 味 で あ る 。知 的 障 害 を 伴 わ な い と い っ た 判 断 は 、研 究 者 の 間 で も

一 貫 し て お ら ず 、 I Q7 0 以 上 と す る 場 合 と 正 常 域 ( I Q8 5 以 上 )と す る 場
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合 が あ る 。高 機 能 自 閉 症 は 、知 的 発 達 の 遅 れ は み ら れ な い も の の 、幼

児 期 に 言 葉 の 遅 れ が あ り 、 自 閉 性 障 害 の 診 断 基 準 を 満 た す 者 で あ る 。 

ア ス ペ ル ガ ー 障 害 と は 、高 機 能 広 汎 性 発 達 障 害 と 同 様 に 、知 的 発 達

の 遅 れ が 見 ら れ な い 。自 閉 性 障 害 の 診 断 基 準 の う ち 、コ ミ ュ ニ ケ ー シ

ョ ン や 認 知 の 発 達 に 著 し い 遅 れ が な い も の で あ る 。ま た 、言 葉 の 発 達

に お い て も 著 し い 遅 れ が 見 ら れ な い 。 診 断 基 準 に つ い て は Ta b l e  2 に

示 し た 。  

特 定 不 能 の 広 汎 性 発 達 障 害 (非 定 型 自 閉 症 を 含 む )と は 、自 閉 性 障 害

や ア ス ペ ル ガ ー 障 害 の 診 断 基 準 は 満 た さ な い が 、特 徴 を い く つ か 併 せ

持 つ 者 を 指 す 。 診 断 基 準 に つ い て は Ta b le  3 に 示 し た 。  
     

Ta b l e  1  自 閉 性 障 害 に つ い て の D S M -Ⅳ - TR の 診 断 基 準  
 

A　１の２項目、２の１項目、３の１項目を含む計６項目が当てはまる。 

１　対人的相互反応における質的な障害 

２　意志伝達の質的な障害 

(b)発達の水準に相応した仲間関係をつくることの失敗。

(d)対人的または情緒的相互性の欠如。

(b)十分会話のある者では、他人と会話を開始し継続する能力の著明な障害。 

(c)常同的で反復的な言葉の使用または独特な言語。 

(d)発達水準に相応した、変化に富んだ自発的なごっこ遊びや社会性を持った物まね遊びの欠如。

(d)物体の一部に持続的に熱中する。

Ｂ　３歳以前に始まる以下の領域の少なくとも１つにおける機能の遅れまたは異常。 

(1)対人的相互作用  (2)対人的意志伝達に用いられる言語  (3)象徴的または想像的遊び

３　行動、興味および活動の限定された反復的で常同的な様式 

(a)強度または対象において異常なほど、常同的で限定された型の、１つまたはいくつかの興味だけに熱中すること。

(b)特定の、機能的でない習慣や儀式にかたくなにこだわるのが明らかである。

(c)常同的で反復的な衒奇的運動(例えば、手や指をぱたぱたさせたりねじ曲げる、または複雑な全身の動き) 

Ｃ　この障害はレット障害または小児期崩壊性障害ではうまく説明されない。

(a)目と目で見つめ合う、顔の表情、体の姿勢、身振りなど、対人的相互反応を調節する多彩な非言語性行動の使用の
著明な障害。

(c)楽しみ、興味、成し遂げたものを他人と共有すること(例：興味のあるものをみせる，もって来る，指さす)を自発的に求
めることの欠如。

(a)話し言葉の遅れまたは完全な欠如(身振りや物まねのような代わりの意志伝達の仕方により補おうという努力を伴わ
ない)。
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Ta b l e  2  ア ス ペ ル ガ ー 障 害 に つ い て の D S M -Ⅳ - TR の 診 断 基 準  
 

Ａ　以下うち少なくとも２つにより示される対人的相互反応の質的な障害

(d)対人的または情緒的相互性の欠如。

Ｂ　行動、興味および活動の、限定的、反復的、常同的な様式で、以下の少なくとも一つによって明らかになる。 

(b)発達の水準に相応した仲間関係を作ることの失敗。

(a)その強度または対象において異常なほど、常同的で限定された型の一つまたはそれ以上の興味だけに熱中すること。

(b)特定の、機能的でない習慣や儀式にかたくなにこだわるのが明らかである。

(C)常同的で反復的な衒奇的運動（例：手や指をぱたぱたさせたり、ねじ曲げる、または複雑な全身の動き） 

(d)物体の一部に持続的に熱中する。

Ｆ　他の特定の広汎性発達障害または精神分裂病の基準を満たさない。

Ｃ　その障害は社会的、職業的、または他の重要な領域における機能の臨床的に著しい障害を引き起こしている。

Ｄ 　臨床的に著しい言語の遅れがない（例：2歳までに単語を用い、3歳までにコミュニケーション的な句を用いる。

(a)目と目で見つめ合う。顔の表情、体の姿勢、身振りなど、対人的相互反応を調節する多彩な非言語的行動の使用の
著名な障害。

(c)楽しみ、興味、達成感を他人と分かち合うことを自発的に求めることの欠如（例：他の人たちに興味のある物を見せ
る、持ってくる、指差すなどしない）。

Ｅ　認知の発達、年齢に相応した自己管理能力、（対人関係以外の）適応行動、および小児期における環境への好奇心
について臨床的に明らかな遅れがない。

 

 

 

Ta b l e  3  特 定 不 能 の 広 汎 性 発 達 障 害 (非 定 型 自 閉 症 を 含 む )に つ い て

の D S M -Ⅳ - TR の 診 断 基 準  
 

このカテゴリーは、対人的相互反応の発達に重症で広汎な障害があり、言語的または非言語的なコミュニ
ケーション能力の障害や常同的な行動・興味・活動の存在を伴っているが、特定の広汎性発達障害、精神
分裂病、分裂病型人格障害、または回避性人格障害の基準を満たさない場合に用いるべきである。例え
ば、このカテゴリーには、“非定型自閉症” あるために自閉性障害の基準を満たさないような病像－が入れ
られる。  
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2 .  広 汎 性 発 達 障 害 児 者 に お け る 感 情 音 声 理 解 に 関 す る 先 行 研 究  

 

PDD 児 者 は 、コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 円 滑 に 行 う た め に 必 要 な 非 言 語

的 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン・チ ャ ネ ル の 理 解 と 使 用 に 困 難 を 示 す 臨 床 群 で

あ り 、 P DD 児 者 の 他 者 感 情 理 解 の 困 難 性 に つ い て は 1 9 8 0 年 代 以 降 、

多 く の 実 験 的 研 究 が 行 な わ れ て き て い る (井 上 , 2 0 0 4 )。そ の 研 究 の 多 く

は 、顔 写 真 に 示 さ れ た 表 情 と 感 情 語 の 言 語 マ ッ チ ン グ 課 題 や 表 情 と 状

況 の 矛 盾 理 解 課 題 な ど 、感 情 を 推 測 す る 主 な 情 報 源 と な る 表 情 と い っ

た 視 覚 的 手 が か り を 課 題 と し た も の で あ る （ G r o s sm a n  e t  a l . , 2 0 0 0 ;

宮 本 , 2 0 0 0）。一 方 で 、聴 覚 的 な 手 が か り と な る 音 声 を 対 象 と し た 感 情

認 知 研 究 は ま だ 少 な い 。本 項 で は 、こ れ ま で に 感 情 を 含 ん だ 音 声 を 用

い て P DD 児 者 を 対 象 に 行 っ た 先 行 研 究 か ら 得 ら れ た 知 見 を 整 理 す る 。 

L i n d n e r  e t  a l .  (2 0 0 6 )  は 、ア ス ペ ル ガ ー 障 害  ( A S )  児 群 と 定 型 発 達

児 群 を 対 象 に 、 感 情 知 覚 テ ス ト （ E ga n,  1 9 8 9） を 行 っ た 。 そ の 結 果 、

「 表 情 （ 静 的 ・ 動 的 ） の み 」「 プ ロ ソ デ ィ の み 」 で 感 情 を 評 価 す る 場

合 に 、両 群 間 に 有 意 な 差 が 生 じ た 。し か し 、複 合 条 件 や 言 語 的 内 容 で

の 感 情 評 価 に は 差 が 見 ら れ な か っ た 。 こ の こ と か ら 、 A S 児 は 、 感 情

理 解 の 補 償 的 方 略 と し て 、言 語 的 内 容 と い っ た 媒 介 を し ば し ば 利 用 し

て い る こ と が 示 唆 さ れ 、 G r o ss ma n  e t  a l .（ 2 0 0 0） も 同 様 の 指 摘 を し

て い る 。つ ま り 、感 情 に 対 す る 知 識 は あ る が 、プ ロ ソ デ ィ を 相 手 か ら

の 情 報 と し て 受 け 取 り 、相 手 の 感 情 を 理 解 す る 手 が か り と し て 用 い る

こ と が 少 な い 可 能 性 が 示 唆 さ れ る 。  

感 情 音 声 を 用 い た P a u l  e t  a l .  (2 0 0 0 )の 研 究 で は 、 PD D 児 と 定 型 発

達 児 を 対 象 に 、 2 種 類 の 感 情 音 声 （ e x c i te d / ca l m ）の 感 情 同 定 課 題 を 実

施 し た 。そ の 結 果 、両 群 共 に 、感 情 同 定 は 可 能 だ っ た 。ま た 、Pa u l  e t  
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a l .  (2 0 0 5）は 、ア ス ペ ル ガ ー 障 害 成 人 と 健 常 成 人 を 対 象 に 、プ ロ ソ デ

ィ の 表 出 と 知 覚 の 研 究 を 行 な い 、 感情 的 プ ロ ソ デ ィ （ex c i t e d / c a lm）の

感 情 同 定 課 題 で は 、 両 群 間 に 正 答 率 の 差 異 は 無 か っ た と 報 告 し た 。

R ut he r f o r d  e t  a l .  (2 0 0 2 ) は 、 高 機 能 自 閉 症 者 、 ア ス ペ ル ガ ー 障 害 成

人 と 健 常 成 人 を 対 象 に 、複 雑 な 感 情  ( e x ,  ‘ i r r i ta t e d’,  ‘ a p o l og et i c’)  

を 含 ん だ 音 声 の 感 情 同 定 課 題 を 実 施 し 、高 機 能 自 閉 症 者 と ア ス ペ ル ガ

ー 障 害 成 人 は 、 健 常 成 人 よ り も 課 題 達 成 が 低 い と い う 結 果 を 示 し 、

Pa u l  e t  a l .  (2 0 0 5 ) の 結 果 と 異 な る も の で あ っ た 。  Pa u l  e t  a l .  (2 0 0 0 )  

は 、「 P DD 児 者 は 、 単 純 な 感 情 に 対 す る 同 定 は 可 能 だ が 、 複 雑 な 感 情

や 微 妙 な 感 情 に な れ ば な る ほ ど 、感 情 同 定 に 困 難 を 示 す だ ろ う 」と 述

べ て い る 。  

PDD 児 者 の 示 す 感 情 的 プ ロ ソ デ ィ 理 解 の 困 難 さ は 、 心 の 理 論 課 題

（ Th e o ry  o f  M i n d ;  To M） の 獲 得 が 困 難 で あ っ た り 、 定 型 発 達 児 と 比

較 し て 獲 得 時 期 が 遅 れ た り す る た め に 、 非 言 語 的 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ

ン・チ ャ ネ ル が 、話 し 手 の 状 況 を 伝 え て い る 情 報 だ と い う 点 の 理 解 に

困 難 が あ り 、プ ロ ソ デ ィ を 適 切 に 使 用 で き な い の で は な い か と い う 指

摘 も あ る （ M c C a n n  e t  a l , 2 0 0 3）。 一 方 で 、 Wa ng  e t  a l .  (2 0 0 1 )は 、 自

閉 症 児 を 対 象 に 感 情 的 プ ロ ソ デ ィ と 言 語 的 プ ロ ソ デ ィ の 処 理 過 程 を

f M RI に よ っ て 検 討 し た 。 そ の 結 果 、 自 閉 症 児 は 定 型 発 達 児 と 賦 活 部

位 が 異 な る こ と を 見 出 し た 。こ の こ と か ら 、自 閉 症 児 は プ ロ ソ デ ィ 理

解 に 異 な っ た 処 理 過 程 を 用 い る た め 、 プ ロ ソ デ ィ 理 解 に 困 難 を 示 す 、

と 説 明 す る こ と が 可 能 だ と 考 え た 。 M c Ca n n e t  a l .  (2 0 0 3 ) は 、 P DD

児 者 の 示 す プ ロ ソ デ ィ の 理 解 困 難 に は 、ピ ッ チ レ ベ ル の 差 異 を 知 覚 す

る 能 力 の 欠 如 と い っ た 「 形 式 レ ベ ル  ( f o rm l e ve l )  」 と 、 協 調 と い っ

た コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の た め の 役 割 を 正 し く 理 解 す る こ と が 困 難 と
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い っ た「 機 能 レ ベ ル  ( f u n c t i o na l  l eve l )  」が あ る だ ろ う と 述 べ て い る 。

こ の よ う に 、P DD 児 者 を 対 象 と し た 感 情 音 声 を 用 い た 研 究 は 、標 的 感

情 が 様 々 で あ っ た り 、研 究 さ れ て き た 課 題 の 多 く が 感 情 の 同 定 課 題 で

あ っ た り と 、彼 ら の 示 す 、感 情 理 解 の 困 難 さ に お け る 本 質 的 な 解 明 に

は 至 っ て い な い 。  
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第 1節  問 題 提 起  

 

 

相 手 の 表 情 や 音 声 か ら 感 情 を 推 測 す る こ と の 困 難 さ を 持 つ PD D 児

者 を 対 象 と し た 感 情 認 知 研 究 の 多 く は 、「 嬉 し い 」「 悲 し い 」「 怒 る 」

な ど の 感 情 を 用 い た 表 情 刺 激 を 中 心 に 行 っ た も の で あ る 。感 情 を 含 ん

だ 音 声 の み を 用 い た 研 究 は 未 だ 数 が 少 な く ( Pa u l  e t  a l , 2 0 0 5 ;  

R ut he r f o r d  e t  a l , 2 0 0 2 )、そ の 中 に お い て も 標 的 と す る 感 情 が 様 々 で 、

表 情 に よ る 感 情 認 知 研 究 の よ う に 結 果 を 比 較 す る こ と が 難 し い 。ま た 、

実 施 さ れ る 課 題 の 多 く を 占 め る も の が 感 情 音 声 の 同 定 課 題 で あ る こ

と か ら 、P DD 児 者 の 示 す 、感 情 理 解 に お け る 困 難 さ の 本 質 的 な 解 明 に

は 至 っ て は い な い と い え る 。  

 本 研 究 で は 、表 情 を 刺 激 と し て 用 い る 感 情 認 知 研 究 に 使 用 さ れ る こ

と の 多 い 、基 本 的 感 情 (E k ma n, 1 9 9 2 )の「 喜 び 」「 驚 き 」「 恐 れ 」「 悲 し

み 」「 怒 り 」「 嫌 悪 」 に 注 目 し た 。  

重 野 ( 2 0 0 1 )は 、大 学 生 以 上 の 成 人 を 対 象 に 基 本 的 感 情 を 含 ん だ 音 声

の 感 情 同 定 課 題 を 実 施 し た 結 果 、他 の 5 感 情 に 比 べ て 、恐 れ の 正 答 率

が 有 意 に 低 か っ た こ と を 報 告 し た 。 高 橋 ら ( 2 0 0 1 )は 、 音 声 に 含 ま れ た

「 喜 び 」「 悲 し み 」「 怒 り 」 の 感 情 同 定 の 正 答 率 が 、 幼 児 ( 5 ･6 歳 児 )で

6 0 %以 上 で あ っ た の に 対 し 、「 嫌 悪 」 の 正 答 率 は 4 年 生 で も チ ャ ン ス

レ ベ ル で あ り 、大 学 生 に お い て も 他 の 感 情 よ り 正 答 率 が 低 い こ と を 示

し た 。 ま た 、 感 情 同 定 の 難 し さ に 加 え て 、「 喜 び 」「 悲 し み 」「 怒 り 」

は 混 同 さ れ に く い (向 後 ら , 1 9 9 4 )が 、「 恐 れ 」 は 「 悲 し み と 驚 き 」 に 、

「 嫌 悪 」は「 怒 り 」に 、「 幸 福 (喜 び )」は「 驚 き 」に 同 定 さ れ や す い 傾

向 が 認 め ら れ た (重 野 , 2 0 0 1 )と い っ た 感 情 の 混 同 に つ い て の 報 告 も 見
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受 け ら れ る 。 こ れ ら の 先 行 研 究 の 知 見 か ら 、基 本 的 感 情 の 中 よ り「 恐

れ 」「 嫌 悪 」「 驚 き 」 の 3 感 情 を 除 き 、「 喜 び 」「 悲 し み 」「 怒 り 」 の 3

感 情 を 本 研 究 の 標 的 感 情 と す る こ と と し た 。  

 PDD 児 者 の 感 情 音 声 に お け る 理 解 を 解 明 す る た め に は 、定 型 発 達 児

者 に お け る 感 情 理 解 の 発 達 を 整 理 す る 必 要 が あ る 。し か し 、定 型 発 達

児 を 対 象 に 音 声 か ら の 感 情 理 解 に つ い て の 検 討 は 未 だ 知 見 が 少 な く 、

十 分 な 見 解 は 得 ら れ て い な い 。ま た 、現 在 に 至 る ま で に 、P DD 児 者 の

感 情 音 声 弁 別 力 の 検 討 や 、 定 型 発 達 児 と 異 な る と 指 摘 さ れ る

( H ob so n , 1 9 8 6 a )感 情 認 知 の 差 異 に つ い て の 検 討 は 行 わ れ て い な い 。   

 よ っ て 、本 研 究 で は 、 ま ず 、 定 型 発 達 児 を 対 象 と し て 、音 声 か ら の

感 情 理 解 に お け る 発 達 特 性 を 明 ら か と す る 。次 に 、P DD 児 と 定 型 発 達

児 を 対 象 と し て 感 情 的 プ ロ ソ デ ィ 情 報 処 理 の 特 徴 を 明 ら か に す る 。  
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第 2節  本 研 究 の 目 的  

 

 

基 本 的 感 情 で あ る 「 喜 び 」「 悲 し み 」「 怒 り 」を 含 ん だ 感 情 音 声 を 刺

激 と し 、P DD 児 の 感 情 的 プ ロ ソ デ ィ 情 報 処 理 の 特 徴 を 明 ら か に す る こ

と を 目 的 と し 、 研 究 1 か ら 研 究 3 を 行 な う 。  

研 究 1 で は 、定 型 発 達 児 に お け る 感 情 的 プ ロ ソ デ ィ 情 報 処 理 の 発 達

特 性 を 検 討 す る 。PDD 児 に お け る 感 情 的 プ ロ ソ デ ィ 情 報 処 理 の 特 徴 を

検 討 す る た め に は 、 定 型 発 達 児 と の 比 較 が 不 可 欠 と な る か ら で あ る 。 

研 究 2 で は 、P DD 児 と 定 型 発 達 児 を 比 較 す る こ と で 、感 情 的 プ ロ ソ

デ ィ の 弁 別 と 同 定 、及 び 感 情 の 判 別 に お け る 両 者 の 差 異 を 明 ら か に す

る 。  

研 究 3 で は 、P DD 児 が 感 情 同 定 に 困 難 を 示 し 、感 情 の 判 別 に 定 型 発

達 児 を 異 な っ た 反 応 を し た 感 情 に つ い て 、判 別 の 困 難 さ の 背 景 要 因 を

明 ら か に す る 。  
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第 1節  目 的  

 

 

PDD 児 に お け る 感 情 的 プ ロ ソ デ ィ 情 報 処 理 の 特 徴 を 検 討 す る 前 段

階 と し て 、基 本 的 感 情 を 含 ん だ 感 情 音 声 を 用 い 、定 型 発 達 ( T D )児 に お

け る 感 情 的 プ ロ ソ デ ィ 理 解 能 力 の 発 達 特 性 を 明 ら か に す る こ と を 目

的 と す る 。  

 

 

第 2節  方 法  

 

 

1 .  対 象 児  

 

対 象 児 は 、 7 歳 か ら 1 2 歳 の 小 学 生 で あ る 。 小 学 校 に 調 査 協 力 依 頼

を 行 い 、 担 任 教 師 に よ り 集 団 生 活 に 問 題 が な く 、 明 ら か な 発 達 障 害 1 )

も な い と 判 断 さ れ た 、保 護 者 と 本 人 よ り 同 意 が 得 ら れ た 児 童 9 0 名（ 男

児 4 3 名 /女 児 4 7 名 ） を 対 象 と し た 。 対 象 児 の 概 要 は Ta b le  4 に 示 し

た 。 平 均 年 齢 は 9 .6 歳 （ 男 児 =9 .7 歳 ／ 女 児 =9 .5 歳 ） で あ っ た 。  

な お 本 研 究 は 、筑 波 大 学 大 学 院 人 間 総 合 科 学 研 究 科 研 究 倫 理 委 員 会

の 承 認 を 得 て 行 っ た (記 番 号  8 8 6 )。  
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Ta b l e  4  年 齢 別 対 象 児 数  

男児 女児
7歳 5 7
8歳 10 10
9歳 5 9
10歳 7 5
11歳 6 6
12歳 10 10
計 43 47  

 

2 .  刺 激 音 声 の 作 成  

 

1 )  標 的 感 情  

基 本 的 感 情 の 6 感 情 ( E k ma n,1 9 9 2 )か ら 、 感 情 の 同 定 困 難 や 感 情 の

混 同 が 先 行 研 究 よ り 報 告 さ れ て い る 「 恐 れ 」「 嫌 悪 」「 驚 き 」 を 除 い た

「 喜 び 」「 悲 し み 」「 怒 り 」 の 3 感 情 を 標 的 感 情 と し て 用 い た 。  

 

2 )  提 示 文  

有 意 味 で は あ る が 、 特 定 の 感 情 を 含 ま な い 単 語 ・ 文 章 と し て 、「 今

日 は 6 月 2 9 日 で す 」「 ド ア を 開 け て く だ さ い 」「 本 を 読 み ま す 」「 こ ん

に ち は 」「 明 日 は 雨 で す 」 の 5 つ と し た 。  

 

3 )  刺 激 音 声 サ ン プ ル の 作 成  

 演 技 の 経 験 の な い 2 0 代 後 半 の 一 般 女 性 1 名 （ 発 話 者 ） に 5 つ の 提

示 文 を 発 話 し て も ら い 、刺 激 音 声 選 択 の た め に 刺 激 音 声 サ ン プ ル を 作

成 し た 。 ま ず 、発 話 者 に 本 人 が「 喜 び 」「 悲 し み 」「 怒 り 」の 3 感 情 を

表 現 し や す い 状 況 を 想 定 し て も ら い 、声 の 大 き さ で は な く 、感 情 が 最

大 限 伝 わ る よ う に 発 話 す る よ う に 依 頼 し た 。録 音 は 、雑 音 が 入 ら な い
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よ う に 静 か な 部 屋 の 中 で 行 っ た 。音 声 収 集 に は 、音 響 ・ 音 声 分 析 機 で

あ る コ ン ピ ュ ー タ ー ス ピ ー チ ラ ボ リ オ ン 製 C SL4 5 0 0 を 用 い 、 発 話 者

と マ イ ク は 3 0 cm 離 し た 。 録 音 し た 音 声 は 、 録 音 直 後 に 再 生 し 、 発 話

者 と 実 験 者 が 感 情 を 表 現 し て い る と 意 見 が 一 致 す る ま で 録 音 を 反 復

し 、 最 終 的 に 両 者 の 意 見 が 一 致 し た 音 声 サ ン プ ル を 得 る こ と と し た 。 

 

4 )  刺 激 音 声 の 選 択  

成 人  (6 名 ;男 性 1 名 /女 性 5 名 、平 均 年 齢 =2 5 .2 歳 )を 対 象 に 、計 1 5 (5

つ の 提 示 文 ×3 感 情 (喜 び ・ 悲 し み ・ 怒 り ) )の 刺 激 音 声 サ ン プ ル を 聞 い

て 、 4 つ の 選 択 肢 (嬉 し い ・ 悲 し い ・ 怒 っ て い る ・ 分 か ら な い )か ら 回

答 を 選 ぶ 感 情 同 定 課 題 を 行 っ た 。 そ の 結 果 、 3 感 情 に 共 通 し て 高 い 正

答 者 率 が 得 ら れ た 刺 激 音 声 サ ン プ ル は「 今 日 は 6 月 2 9 日 で す 」 (正 答

者 率 :喜 び 音 声 8 3 .3％ 、悲 し み 音 声 8 3 . 3 %、怒 り 音 声 6 6 .7 % )、「 明 日 は

雨 で す 」 (正 答 者 率 :  喜 び 音 声 1 0 0％ 、 悲 し み 音 声 1 0 0 %、 怒 り 音 声

8 3 .3 % )の 2 つ で あ っ た 。  

次 に 、定 型 発 達 児 ( 6 名 ;男 児 5 名 /女 児 1 名 、平 均 年 齢 = 7 .8 3 歳 )を 対

象 に 、計 6 つ (2 つ の 提 示 文 (「 今 日 は 6 月 2 9 日 で す 」「 明 日 は 雨 で す 」)

×3 感 情 (喜 び・悲 し み・怒 り ) )  の 刺 激 音 声 サ ン プ ル の 感 情 同 定 課 題 を

行 っ た 。 そ の 結 果 、 3 感 情 に 共 通 し て 高 い 正 答 者 率 が 得 ら れ た 刺 激 音

声 サ ン プ ル は「 明 日 は 雨 で す 」 (正 答 者 率 :  喜 び 音 声 1 0 0％ 、悲 し み 音

声 1 0 0 %、 怒 り 音 声 6 6 .7 % )で あ っ た 。  

こ れ ら の 結 果 に 基 づ き 、 提 示 し た 刺 激 音 声 サ ン プ ル の 中 で は 、「 明

日 は 雨 で す 」 が 、 児 童 ・ 成 人 共 に 、 3 感 情 に 共 通 し て 最 も 高 い 正 答 者

率 で あ っ た こ と か ら 、「 明 日 は 雨 で す 」 の 刺 激 音 声 を 本 研 究 に 用 い る

こ と と し た 。  
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5 )  刺 激 音 声 の 音 響 学 的 特 徴  

聞 き 手 が 話 し 手 の 感 情 を 判 断 す る 上 で 重 要 な 手 が か り と な る 、「 基

本 周 波 数 」「 平 均 振 幅 」「 時 間 構 造 (文 全 体 の 発 話 持 続 時 間 )」 の 3 種 類

に つ い て 、 本 研 究 で 用 い る 「 喜 び 」「 悲 し み 」「 怒 り 」の 3 感 情 を 含 ん

だ 刺 激 音 声 の 音 響 学 的 特 徴 を A n a l y s i s  S y nt he s i s  La b o ra to r y  5 1 0 4

を 用 い て 分 析 し た 。そ の 結 果 、平 均 基 本 周 波 数 が 最 も 高 か っ た 音 声 は

喜 び 音 声 、平 均 振 幅 が 最 も 大 き か っ た 音 声 は 怒 り 音 声 、文 全 体 の 発 話

持 続 時 間 が 最 も 長 か っ た 音 声 は 悲 し み 音 声 で あ っ た 。提 示 刺 激 音 声 の

音 響 学 的 特 徴 を Ta b le  5 に 示 し た 。  

 

Ta b l e  5  提 示 刺 激 音 声 の 音 響 学 的 特 徴  
 

平均基本周波数 平均振幅 文全体の発話持続時間

喜び 246.38Hz 52.77dB 0.925sec

悲しみ 222.5Hz 48.55dB 0.947sec

怒り 210.42Hz 53.09dB 0.819sec  

 

 

3 .  手 続 き  

 

1 )  感 情 語 理 解 確 認 課 題  

児 童 を 対 象 と す る 場 合 、感 情 語 の 理 解 に つ い て 確 認 し て お く 必 要 性

が あ る 。「 嬉 し い 」「 悲 し い 」「 怒 る 」 の 3 感 情 語 の 使 用 と 理 解 を 確 認

す る た め 、 障 害 者 職 業 総 合 セ ン タ ー で 作 成 さ れ た F & T 感 情 識 別 検 査

(向 後 ら , 2 0 0 0） に 含 ま れ る 適 用 範 囲 査 定 課 題 を 参 考 に 作 成 し た 課 題 を

実 施 し た 。 適 応 範 囲 査 定 課 題 と は 、 F＆ T 感 情 識 別 検 査 が 実 施 可 能 で

あ る か ど う か を 確 認 す る た め の 課 題 で 、「 ど ん な 時 が 嬉 し い で す か 」
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と い っ た 感 情 喚 起 場 面 を 問 う 課 題 と 、「 次 の 場 面 で は ど ん な 気 持 ち に

な り ま す か 」と い っ た 感 情 の ラ ベ リ ン グ を 行 う 課 題 の 2 つ で 構 成 さ れ

て い る 。本 研 究 で は 、感 情 の ラ ベ リ ン グ を 行 う 課 題 か ら 、「 嬉 し さ（ 喜

び ）」「 悲 し み 」「 怒 り 」 の 感 情 に 関 す る も の で 、 例 え ば 、 欲 し か っ た

プ レ ゼ ン ト を も ら っ た 場 面 や 遊 ん で い た お も ち ゃ を 友 だ ち に 横 取 り

さ れ た 場 面 な ど 、 児 童 に 親 し み の あ る 7 場 面 （ 嬉 し い 場 面 3、 悲 し い

場 面 1、 怒 る /悲 し い 場 面 3） を 選 択 し た 。  

場 面 の 提 示 は 実 験 者 が 読 み 上 げ 、児 童 に よ る 回 答 の 選 択 は 場 面 を 読

み 上 げ た 後 に 行 っ た 。実 験 者 と 1 対 1、ま た は 1 対 2 で 実 施 す る 場 合 、

回 答 は「 う れ し い 」「 か な し い 」「 お こ る 」の 3 種 類 の 平 仮 名 文 字 で 表

記 し た 感 情 語 カ ー ド の 中 か ら 指 差 し に よ る 選 択 、ま た は 口 頭 に よ っ て

回 答 し て も ら っ た 。ま た 、回 答 が 得 ら れ な か っ た 感 情 が あ っ た 場 合 は 、

「 ど の よ う な 時 に そ の 気 持 ち に な り ま す か 」と 質 問 を 行 い 、得 ら れ た

回 答 の 妥 当 性 に よ っ て 判 断 し た 。集 団 で 実 施 す る 場 合 は 、感 情 喚 起 場

面 と「 う れ し い 」「 お こ る 」「 か な し い 」の 3 種 類 の 感 情 語 を 記 載 し た

回 答 用 紙 を 配 布 し 、感 情 語 に 丸 を し て も ら っ た 。そ の 際 、児 童 に 対 し

て「 ど の 感 情 に も 当 て は ま ら な い と 思 っ た ら 、丸 を つ け な く て も よ い 」

と 伝 え た 。  

7 場 面 中 6 場 面 以 上 の 感 情 選 択 に 正 解 し た 場 合 、 感 情 語 を 理 解 し て

い る と 判 断 し た 。 感 情 語 の 理 解 が 確 認 さ れ た 児 童 に 対 し て 、「 感 情 音

声 弁 別 課 題 」「 感 情 音 声 同 定 課 題 」 の 課 題 を 実 施 し た 。  
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2 )  感 情 音 声 弁 別 課 題  

本 課 題 を 始 め る 前 に 、教 示 内 容 の 理 解 と 回 答 方 法 の 練 習 と し て 、音

声 を ペ ア に し て 組 み 合 わ せ た 練 習 弁 別 課 題 を 行 っ た 。練 習 弁 別 課 題 で

は 、 3 試 行 (オ ル ゴ ー ル の 音 :オ ル ゴ ー ル － オ ル ゴ ー ル ／ 動 物 の 鳴 き 声 :

牛 の 鳴 き 声 － 犬 の 鳴 き 声 ／ 女 性 の 声 :女 性 1 の 声 － 女 性 2 の 声 )を 提 示

し た 。 練 習 弁 別 課 題 は 、 実 験 者 が 、 1 試 行 (呼 び 鈴 の 音 :呼 び 鈴 － 呼 び

鈴 )を 手 本 と し て 示 し 、回 答 方 法 の 理 解 を 確 認 し た 後 に 開 始 し た 。練 習

弁 別 課 題 で 3 試 行 中 2 試 行 以 上 を 正 答 し た 児 童 に 対 し て 、感 情 音 声 弁

別 課 題 を 実 施 し た 。 実 施 し た 練 習 弁 別 課 題 は 、 Ta b l e  6 に 示 し た 。  

本 課 題 で の 感 情 音 声 の 提 示 方 法 は 、「 喜 び 」「 悲 し み 」「 怒 り 」 の 感

情 音 声 3 種 類 を ペ ア に し て 組 み 合 わ せ た 課 題 音 声 6 種 類 を ラ ン ダ ム に

提 示 し た 。各 音 声 の 提 示 回 数 は １ 回 の み と し 、試 行 数 は 計 6 試 行 で あ

っ た 。回 答 は 、紙 面 上 に 提 示 さ れ た 選 択 肢 の 中 か ら 該 当 す る 答 え を 選

び 、対 象 児 本 人 に 丸 を つ け て も ら っ た 。提 示 し た 選 択 肢 は 、「 お な じ ・

ち が う ・ わ か ら な い 」 の 3 つ で あ る 。 感 情 音 声 弁 別 課 題 の 提 示 例 は 、

Ta b l e  7 に 示 し た 。  

課 題 開 始 時 に 教 示 を 行 い 、「 こ れ か ら 2 つ の 声 が 連 続 し て 聞 こ え て

き ま す 。2 つ の 声 が 同 じ だ と 思 っ た ら 、“ お な じ ”に 丸 を 、違 う と 思 っ

た ら “ ち が う ” に 丸 を つ け て く だ さ い 。 ま た 分 か ら な い 場 合 は 、“ わ

か ら な い ”に 丸 を 付 け て く だ さ い 。声 は 1 度 し か 流 れ な い の で 、注 意

し て 聞 い て く だ さ い 。」 と 伝 え た 。  
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Ta b l e  6  練 習 弁 別 課 題 の 内 容  
 

提示音声

1) オルゴールの音 おなじ ・ ちがう ・ わからない

2) 動物の鳴き声 おなじ ・ ちがう ・ わからない

3) 女性の声 おなじ ・ ちがう ・ わからない

選択肢

 

 

 

Ta b l e  7   感 情 音 声 弁 別 課 題 の 提 示 例  
 

提示音声

1) 喜び－喜び おなじ ・ ちがう ・ わからない

2) 喜び－悲しみ おなじ ・ ちがう ・ わからない

3) 喜び－怒り おなじ ・ ちがう ・ わからない

4) 怒り－怒り おなじ ・ ちがう ・ わからない

5) 悲しみ－怒り おなじ ・ ちがう ・ わからない

6) 悲しみ－悲しみ おなじ ・ ちがう ・ わからない

選択肢

 

※ 提 示 刺 激 音 声 は ラ ン ダ ム に 提 示 し た  

 

 

3 )  感 情 音 声 同 定 課 題  

本 課 題 を 始 め る 前 に 、教 示 内 容 の 理 解 と 回 答 方 法 の 練 習 と し て 、人

の 音 声 以 外 の 音 を 用 い た 練 習 同 定 課 題 を 実 施 し た 。 練 習 同 定 課 題 は 、

3 試 行 (犬 の 鳴 き 声 ／ 太 鼓 の 音 ／ 笛 の 音 )を 提 示 し た 。練 習 同 定 課 題 は 、

実 験 者 が 、 1 試 行 (オ ル ゴ ー ル の 音 )を 手 本 と し て 示 し 、 回 答 方 法 の 理

解 を 確 認 し た 後 に 開 始 し た 。練 習 同 定 課 題 で 3 試 行 中 2 試 行 以 上 を 正

答 し た 児 童 に 対 し て 、感 情 音 声 同 定 課 題 を 実 施 し た 。実 施 し た 練 習 同

定 課 題 は 、 Ta b l e  8 に 示 し た 。  

本 課 題 で の 感 情 音 声 の 提 示 方 法 は 、「 喜 び 」「 悲 し み 」「 怒 り 」 の 感
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情 音 声 3 種 類 を ラ ン ダ ム に 提 示 し た 。各 音 声 の 提 示 回 数 は 1 回 の み と

し 、試 行 数 は 計 3 試 行 で あ っ た 。回 答 は 、紙 面 上 に 提 示 さ れ た 選 択 肢

の 中 か ら 該 当 す る 答 え を 選 び 、対 象 児 本 人 に 丸 を つ け て も ら っ た 。提

示 し た 選 択 肢 は「 う れ し そ う ・ か な し そ う ・ お こ っ て そ う ・ ど れ で も

な い 」の 4 つ で あ る 。感 情 音 声 同 定 課 題 の 提 示 例 に つ い て は 、Ta b l e  9

に 示 し た 。  

課 題 開 始 時 に 教 示 を 行 い 、「 こ れ か ら あ る 声 が 聞 こ え て き ま す 。 そ

の 声 に は あ る 気 持 ち が 込 め ら れ て い ま す 。そ の 気 持 ち が 嬉 し そ う だ と

思 っ た ら 、“ う れ し そ う ” に 、 悲 し そ う だ と 思 っ た ら “ か な し そ う ”

に 、 怒 っ て い る と 思 っ た ら “ お こ っ て そ う ” に 丸 を つ け て く だ さ い 。

ま た ど の 気 持 ち で も な い と 思 っ た ら 、“ ど れ で も な い ” に 丸 を 付 け て

く だ さ い 。 声 は 1 度 し か 流 れ な い の で 、 注 意 し て 聞 い て く だ さ い 。」

と 伝 え た 。  

 

Ta b l e  8  練 習 同 定 課 題 の 内 容  
 

提示音声

1) 犬の鳴き声 いぬのこえ ・ ねこのこえ ・ どれでもない

2) 太鼓の音 ふえのおと ・たいこのおと・ どれでもない

3) 笛の音 とりのこえ ・ ひとのこえ ・ どれでもない

選択肢

 

 

Ta b l e  9  感 情 音 声 同 定 課 題 の 提 示 例  
 

提示音声

1) 喜び音声 うれしそう ・ かなしそう ・ おこってそう ・どれでもない

2) 悲しみ音声 うれしそう ・ かなしそう ・ おこってそう ・どれでもない

3) 怒り音声 うれしそう ・ かなしそう ・ おこってそう ・どれでもない

選択肢

 

※ 提 示 刺 激 音 声 は ラ ン ダ ム に 提 示 し た  
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4 .  実 施 環 境  

 

音 声 聴 取 課 題 の た め 、静 か な 個 室 で 行 っ た 。小 学 校 で 実 施 す る 際 は 、

通 常 学 級 か ら 離 れ た 個 室 で 行 い 、大 学 の 研 究 棟 で は 、他 の 実 験 室 か ら

離 れ た 静 か な 個 室 に て 行 っ た 。 実 験 者 と 1 対 1、 1 対 2（ 児 童 2 名 ）、

ま た は 集 団 で 実 施 し た 。  

音 声 提 示 は 、研 究 棟 で 行 う 場 合 は C S L4 5 0 0 と ス ピ ー カ ー を 用 い た 。

小 学 校 で 行 う 場 合 は 、 ノ ー ト パ ソ コ ン S H A RP 製 P C -M R と ス ピ ー カ

ー を 用 い 、 音 声 の 再 生 に は Wi n d o w s  M e d ia  P la ye r を 用 い た 。 ス ピ ー

カ ー と 児 童 の 距 離 は 3 0 cm と し 、 ス ピ ー カ ー か ら 流 れ て く る 音 が 聞 こ

え る か を 児 童 に 確 認 し 、音 量 設 定 は 一 定 と し た 。1 対 2 で の 実 施 で は 、

横 並 び に 座 っ て も ら い 、児 童 間 に 仕 切 り を 置 き お 互 い が 見 え な い よ う

に し 、ま た 、回 答 用 紙 の 下 に 下 敷 き を 置 い て 記 入 音 が 周 囲 に 聞 こ え な

い よ う に し た 。さ ら に 、課 題 の 実 施 中 は 発 話 を し な い よ う に 指 示 し た 。

回 答 の 正 誤 は フ ィ ー ド バ ッ ク を せ ず に 課 題 を 継 続 し た 。  

 

 

注 )  

1 )発 達 障 害 :  

 発 達 障 害 者 支 援 法 (厚 生 労 働 省 , 2 0 0 5 )第 2 条 1 項 に お い て 、発 達 障 害

の 定 義 は「 自 閉 症 、ア ス ペ ル ガ ー 症 候 群 そ の 他 の 広 汎 性 発 達 障 害 、学

習 障 害 、注 意 欠 陥 多 動 性 障 害 そ の 他 こ れ に 類 す る 脳 機 能 の 障 害 で あ っ

て そ の 症 状 が 通 常 低 年 齢 に お い て 発 現 す る も の と し て 政 令 で 定 め る

も の を い う 」 と 記 載 さ れ 、 本 研 究 は こ の 定 義 に 倣 っ て い る 。  
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第 3節  結 果  

 

 

1 .  感 情 語 理 解 確 認 課 題 の 結 果  

 

感 情 語 理 解 課 題 を 行 っ た 結 果 、対 象 児 童 9 0 名 全 て か ら 、7 場 面 中 6

場 面 以 上 の 正 答 を 得 ら れ た た め 、 弁 別 課 題 、 同 定 課 題 を 9 0 名 に 実 施

す る こ と と し た 。  

 

 

2 .  感 情 音 声 弁 別 課 題 の 結 果  

 

練 習 弁 別 課 題 を 行 っ た 結 果 、 対 象 児 9 0 名 全 て か ら 3 課 題 中 2 課 題

以 上 の 正 答 を 得 ら れ た た め 、 9 0 名 全 員 に 音 声 弁 別 の 本 課 題 を 行 っ た 。

各 対 象 児 の 回 答 に つ い て 、 男 児 の デ ー タ を Ta b l e  1 0 に 示 し 、 女 児 の

デ ー タ を Ta b l e  11 に 示 し た 。  
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Ta b l e  1 0  感 情 音 声 弁 別 課 題 に お け る 男 児 の 回 答 デ ー タ  

喜-喜 喜-悲 喜-怒 怒-怒 悲-怒 悲-悲 正答数
1 7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
2 7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
3 7 ○ × ○ ○ × ○ 4/6
4 7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
5 7 ○ ○ ○ × ○ ○ 5/6
6 8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
7 8 ○ ○ ○ × × ○ 4/6
8 8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
9 8 ○ ○ ○ × × ○ 4/6
10 8 ○ × ○ ○ ○ ○ 5/6
11 8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
12 8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
13 8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
14 8 × ○ ○ ○ ○ ○ 5/6
15 8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
16 9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
17 9 ○ × ○ ○ ○ ○ 5/6
18 9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
19 9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
20 9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
21 10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
22 10 ○ × ○ ○ ○ ○ 5/6
23 10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
24 10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
25 10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
26 10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
27 10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
28 11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
29 11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
30 11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
31 11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
32 11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
33 11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
34 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
35 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
36 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
37 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
38 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
39 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
40 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
41 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
42 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
43 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6

○=正答　×=誤答
提示音声の組み合わせ
喜び-喜び(喜-喜)/喜び-悲しみ(喜-悲)/喜び-怒り(喜-怒)/
怒り-怒り(怒-怒)/悲しみ-怒り(悲-怒)/悲しみ-悲しみ(悲-悲)

No. 年齢
感情音声弁別課題
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Ta b l e  11  感 情 音 声 弁 別 課 題 に お け る 女 児 の 回 答 デ ー タ  

喜-喜 喜-悲 喜-怒 怒-怒 悲-怒 悲-悲 正答数
1 7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
2 7 × ○ ○ × × ○ 3/6
3 7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
4 7 ○ × × ○ × ○ 3/6
5 7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
6 7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
7 7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
8 8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
9 8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
10 8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
11 8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
12 8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
13 8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
14 8 ○ ○ ○ ○ ○ × 5/6
15 8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
16 8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
17 8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
18 9 ○ ○ × ○ ○ ○ 5/6
19 9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
20 9 × ○ × ○ ○ ○ 4/6
21 9 ○ × ○ ○ ○ ○ 5/6
22 9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
23 9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
24 9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
25 9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
26 9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
27 10 ○ × ○ ○ ○ ○ 5/6
28 10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
29 10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
30 10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
31 10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
32 11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
33 11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
34 11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
35 11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
36 11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
37 11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
38 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
39 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
40 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
41 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
42 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
43 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
44 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
45 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
46 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
47 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6

○=正答　×=誤答
提示音声の組み合わせ
喜び-喜び(喜-喜)/喜び-悲しみ(喜-悲)/喜び-怒り(喜-怒)/
怒り-怒り(怒-怒)/悲しみ-怒り(悲-怒)/悲しみ-悲しみ(悲-悲)

年齢No.
感情音声弁別課題
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本 課 題 は 6 試 行 と 試 行 数 が 少 な か っ た た め 、結 果 の 分 析 に つ い て は

6 試 行 全 て が 正 答 で あ っ た 全 問 正 答 者 の 数 を 年 齢 別 、 性 別 に お い て 比

較 検 討 す る こ と と し た 。  

年 齢 別 に 感 情 音 声 弁 別 課 題 の 全 問 正 答 者 数 の 割 合 に お け る 変 化 を

整 理 す る と 、7 歳 児 群 ( 6 6 . 7 %,1 2 名 中 8 名 )、8 歳 児 群 ( 7 5％ , 2 0 名 中 1 5

名 )、9 歳 児 群 ( 7 8 .6％ , 1 4 名 中 11 名 )、1 0 歳 児 群 ( 8 3 .3 %, 1 2 名 中 1 0 名 )、

11 歳 児 群 ( 1 0 0％ , 1 2 名 中 1 2 名 )／ 1 2 歳 児 群 ( 1 0 0％ , 2 0 名 中 2 0 名 )の 順

で 、正 答 者 率 が 高 く な っ た 。正 答 数 に つ い て 6 水 準 の 年 齢 を 要 因 と す

る 分 散 分 析 を 行 な っ た 結 果 、年 齢 ご と の 正 答 数 に 有 意 差 が 認 め ら れ た

(F (5 ,8 4 ) =2 .8 9 , p < . 0 5 )。  

男 児 に お け る 年 齢 別 の 全 問 正 答 者 数 の 割 合 は 、7 歳 児 群 ( 6 0％ , 5 名 中

3 名 )／ 8 歳 児 群 ( 6 0％ , 1 0 名 中 6 名 )、 9 歳 児 群 (8 0％ , 5 名 中 4 名 )、 1 0

歳 児 群 ( 8 5 .7％ 7 名 中 6 名 )、 11 歳 児 群 (1 0 0％ , 6 名 中 6 名 )／ 1 2 歳 児 群

(1 0 0％ , 1 0 名 中 1 0 名 )の 順 で 高 く な っ た 。 正 答 数 に つ い て 6 水 準 の 年

齢 を 要 因 と す る 分 散 分 析 を 行 な っ た 結 果 、年 齢 ご と の 正 答 数 に は 有 意

差 が 認 め ら れ な か っ た 。女 児 に お け る 年 齢 別 の 全 問 正 答 者 数 の 割 合 は 、

7 歳 児 群 (7 1 .4％ 7 名 中 5 名 )、  9 歳 児 群 (7 7 .8％ , 9 名 中 7 名 )、 1 0 歳 児

群 (8 0％ , 5 名 中 4 名 )、8 歳 児 群 ( 9 0％ , 1 0 名 中 9 名 )、11 歳 児 群 ( 1 0 0％ , 6

名 中 6 名 )／ 1 2 歳 児 群 ( 1 0 0％ , 1 0 名 中 1 0 名 )の 順 で 高 く な っ た 。正 答 数

に つ い て 6 水 準 の 年 齢 を 要 因 と す る 分 散 分 析 を 行 な っ た 結 果 、年 齢 ご

と の 正 答 数 に は 有 意 差 が 認 め ら れ な か っ た 。年 齢 ご と の 全 問 正 答 者 数

の 割 合 に 統 計 的 な 有 意 差 は 無 く 、 性 差 は 認 め ら れ な か っ た 。  

感 情 音 声 弁 別 課 題 の 全 問 正 答 者 数 の 結 果 は F ig .1 に 示 し 、 全 体 に お

け る 年 齢 別 の 正 答 者 率 を 記 し た 。  
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Fig.1 感情音声弁別課題の全問正答者数
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3 .  感 情 音 声 同 定 課 題 の 結 果  

 

練 習 同 定 課 題 を 行 っ た 結 果 、 対 象 児 9 0 名 全 て か ら 3 課 題 中 2 課 題

以 上 の 正 答 を 得 ら れ た た め 、 9 0 名 全 員 に 音 声 同 定 の 本 課 題 を 行 っ た 。

各 対 象 児 の 回 答 に つ い て 、 男 児 の デ ー タ を Ta b l e  1 2 に 示 し 、 女 児 の

デ ー タ を Ta b l e  1 3 に 示 し た 。  

 

 

7歳から12歳の定型発達児90名(男児43名,女児47名)を対象とした。
男児群:7歳児5名,8歳児10名,9歳児5名,10歳児7名,11歳児6名,12歳児10名
女児群:7歳児7名,8歳児10名,9歳児9名,10歳児5名,11歳児6名,12歳児10名
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Ta b l e  1 2   感 情 音 声 同 定 課 題 に お け る 男 児 の 回 答 デ ー タ  

喜び 悲しみ 怒り 正答数
1 7 ○ ○ ○ 3/3
2 7 × ○ ○ 2/3
3 7 ○ ○ × 2/3
4 7 ○ ○ ○ 3/3
5 7 ○ ○ ○ 3/3
6 8 ○ ○ ○ 3/3
7 8 ○ ○ × 2/3
8 8 × ○ ○ 2/3
9 8 ○ ○ ○ 3/3
10 8 × ○ ○ 2/3
11 8 ○ ○ × 2/3
12 8 ○ ○ ○ 3/3
13 8 ○ ○ ○ 3/3
14 8 ○ ○ ○ 3/3
15 8 ○ ○ × 2/3
16 9 ○ ○ ○ 3/3
17 9 ○ ○ × 2/3
18 9 ○ ○ ○ 3/3
19 9 ○ ○ ○ 3/3
20 9 ○ ○ ○ 3/3
21 10 ○ ○ ○ 3/3
22 10 ○ ○ ○ 3/3
23 10 ○ ○ ○ 3/3
24 10 ○ ○ ○ 3/3
25 10 ○ ○ ○ 3/3
26 10 ○ ○ ○ 3/3
27 10 ○ ○ ○ 3/3
28 11 ○ ○ ○ 3/3
29 11 ○ ○ ○ 3/3
30 11 ○ ○ ○ 3/3
31 11 ○ ○ ○ 3/3
32 11 ○ ○ ○ 3/3
33 11 ○ ○ ○ 3/3
34 12 ○ ○ ○ 3/3
35 12 ○ ○ ○ 3/3
36 12 ○ ○ ○ 3/3
37 12 ○ ○ ○ 3/3
38 12 ○ ○ ○ 3/3
39 12 ○ ○ ○ 3/3
40 12 ○ ○ ○ 3/3
41 12 ○ ○ ○ 3/3
42 12 ○ ○ ○ 3/3
43 12 ○ ○ ○ 3/3

○=正答　×=誤答　

感情音声同定課題
No. 年齢
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Ta b l e  1 3   感 情 音 声 同 定 課 題 に お け る 女 児 の 回 答 デ ー タ  

喜び 悲しみ 怒り 正答数
1 7 ○ ○ ○ 3/3
2 7 × ○ ○ 2/3
3 7 × × × 0/3
4 7 ○ ○ ○ 3/3
5 7 × × × 0/3
6 7 ○ ○ ○ 3/3
7 7 ○ ○ × 2/3
8 8 ○ ○ ○ 3/3
9 8 ○ ○ ○ 3/3
10 8 ○ ○ ○ 3/3
11 8 ○ ○ ○ 3/3
12 8 × ○ ○ 2/3
13 8 × ○ ○ 2/3
14 8 × ○ ○ 2/3
15 8 ○ ○ ○ 3/3
16 8 ○ ○ ○ 3/3
17 8 ○ ○ ○ 3/3
18 9 ○ ○ ○ 3/3
19 9 ○ ○ ○ 3/3
20 9 × ○ × 1/3
21 9 ○ ○ ○ 3/3
22 9 ○ ○ × 2/3
23 9 ○ ○ ○ 3/3
24 9 ○ ○ ○ 3/3
25 9 ○ ○ ○ 3/3
26 9 × ○ × 1/3
27 10 ○ ○ ○ 3/3
28 10 ○ ○ ○ 3/3
29 10 ○ ○ ○ 3/3
30 10 ○ ○ ○ 3/3
31 10 ○ ○ ○ 3/3
32 11 ○ ○ ○ 3/3
33 11 ○ ○ ○ 3/3
34 11 ○ ○ ○ 3/3
35 11 ○ ○ ○ 3/3
36 11 ○ ○ × 2/3
37 11 ○ ○ ○ 3/3
38 12 ○ ○ ○ 3/3
39 12 ○ ○ ○ 3/3
40 12 ○ ○ ○ 3/3
41 12 ○ ○ ○ 3/3
42 12 ○ ○ ○ 3/3
43 12 ○ ○ ○ 3/3
44 12 ○ ○ ○ 3/3
45 12 ○ ○ ○ 3/3
46 12 ○ ○ ○ 3/3
47 12 ○ ○ ○ 3/3

No. 年齢

○=正答　×=誤答　

感情音声同定課題
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3 つ の 感 情 音 声 に 対 す る 全 問 正 答 者 数 の 割 合 を 年 齢 別 に 整 理 す る と 、

7 歳 児 群 ( 5 0％ , 1 2 名 中 6 名 )、 8 歳 児 群 (6 0％ , 2 0 名 中 1 2 名 )、 9 歳 児 群

(7 1 .4 %, 1 4 名 中 1 0 名 )、 11 歳 児 群 ( 9 1 . 7％ , 1 2 名 中 11 名 )、 1 0 歳 児 群

(1 0 0％ , 1 2 名 中 1 2 名 )／ 1 2 歳 児 群 ( 1 0 0％ , 2 0 名 中 2 0 名 )の 順 で 正 答 者

率 が 高 く な っ た 。正 答 数 に つ い て 6 水 準 の 年 齢 を 要 因 と す る 分 散 分 析

を 行 な っ た 結 果 、 年 齢 ご と の 正 答 数 に 有 意 差 が 認 め ら れ た

(F (5 ,8 4 ) =4 .5 4 , p < . 0 0 1 )。  

男 児 の 全 問 正 答 者 数 の 割 合 は 、8 歳 児 群 (5 0％ , 1 0 名 中 5 名 )、7 歳 児

群 (6 0％ , 5 名 中 3 名 )、 9 歳 児 群 ( 8 0％ , 5 名 中 4 名 )、 1 0 歳 児 群 ( 1 0 0％ , 7

名 中 7 名 )／ 11 歳 児 群 ( 1 0 0％ , 6 名 中 6 名 )／ 1 2 歳 児 群 ( 1 0 0％ , 1 0 名 中

1 0 名 )  の 順 で 正 答 者 率 が 高 く な っ た 。正 答 数 に つ い て 6 水 準 の 年 齢 を

要 因 と す る 分 散 分 析 を 行 な っ た 結 果 、年 齢 ご と の 正 答 数 に 有 意 差 が 認

め ら れ た ( F ( 5 ,8 4 ) =3 .3 1 , p< .05 )。女 児 の 全 問 正 答 者 数 の 割 合 は 、7 歳 児

群 (4 2 .9％ , 7 名 中 3 名 )、9 歳 児 群 ( 6 6 .7％ , 9 名 中 6 名 )、8 歳 児 群 ( 7 0％ , 1 0

名 中 7 名 )、 11 歳 児 群 ( 8 3 . 3％ , 6 名 中 5 名 )、 1 0 歳 児 群 ( 1 0 0％ , 5 名 中 5

名 )／ 1 2 歳 児 群 ( 1 0 0％ , 1 0 名 中 1 0 名 )  の 順 で 正 答 者 率 が 高 く な っ た 。

正 答 数 に つ い て 6 水 準 の 年 齢 を 要 因 と す る 分 散 分 析 を 行 な っ た 結 果 、

年 齢 ご と の 正 答 数 に 有 意 差 が 認 め ら れ た ( F (5 ,8 4 ) =2 .8 0 , p < .0 5 )。 年 齢

ご と の 全 問 正 答 者 数 の 割 合 に 、統 計 的 な 有 意 差 は な か っ た 。全 問 正 答

者 数 の 割 合 に つ い て の 結 果 は F i g .2 に 示 し 、 全 体 に お け る 年 齢 別 の 正

答 者 率 を F i g .2 に 記 し た 。  
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Fig.2 感情音声同定課題の全問正答者数

71.4

91.7

100 100

50

60

0

20

40

60

80

100

7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 12歳
〈年齢〉

全
問
正
答
者
数
の
割
合

(

%

)

男児

女児

全体

 

 

 

 

 

喜 び 音 声 は 、7 歳 児 群 ( 6 6 .7％ , 1 2 名 中 8 名 )、8 歳 児 群 ( 7 5％ , 2 0 名 中

1 5 名 )、 9 歳 児 群 ( 8 5 .7％ , 1 4 名 中 1 2 名 )、 1 0 歳 児 群 ( 1 0 0％ , 1 2 名 中 1 2

名 )／ 11 歳 児 群 ( 1 0 0％ , 1 2 名 中 1 2 名 )／ 1 2 歳 児 群 ( 1 0 0％ , 2 0 名 中 2 0 名 )

の 順 で 正 答 者 率 が 高 く な っ た 。 性 別 に お け る 正 答 者 率 を 整 理 す る と 、

男 児 は 、 7 歳 児 群 ( 8 0％ , 5 名 中 4 名 )／ 8 歳 児 群 ( 8 0％ , 1 0 名 中 8 名 )、 9

歳 児 群 ( 1 0 0％ , 5 名 中 5 名 )／ 1 0 歳 児 群 (1 0 0％ , 7 名 中 7 名 )／ 11 歳 児 群

(1 0 0％ , 6 名 中 6 名 )／ 1 2 歳 児 群 ( 1 0 0％ , 1 0 名 中 1 0 名 )の 順 で 正 答 者 率

が 高 く な っ た 。女 児 は 、7 歳 児 群 ( 5 7 .1％ , 7 名 中 4 名 )、8 歳 児 群 ( 7 0％ , 1 0

 7歳から12歳の定型発達児90名(男児43名,女児47名)を対象とした。
男児群:7歳児5名,8歳児10名,9歳児5名,10歳児7名,11歳児6名,12歳児10名
女児群:7歳児7名,8歳児10名,9歳児9名,10歳児5名,11歳児6名,12歳児10名



 - 41 - 

名 中 7 名 )、 9 歳 児 群 ( 7 7 .8％ , 9 名 中 7 名 )、 1 0 歳 児 群 ( 1 0 0％ , 5 名 中 5

名 )／ 11 歳 児 群 ( 1 0 0％ , 6 名 中 6 名 )／ 1 2 歳 児 群 (1 0 0％ , 1 0 名 中 1 0 名 )

の 順 で 正 答 者 率 が 高 く な っ た 。喜 び 音 声 に お い て 、年 齢 ご と の 正 答 者

率 に 統 計 的 な 有 意 差 は な か っ た 。 喜 び 音 声 の 結 果 は F ig .3 に 示 し 、 全

体 に お け る 年 齢 別 の 正 答 者 率 を F i g .3 に 記 し た 。  

 

 

Fig.3 感情音声同定課題の正答者率(喜び音声)
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7歳から12歳の定型発達児90名(男児43名,女児47名)を対象とした。
男児群:7歳児5名,8歳児10名,9歳児5名,10歳児7名,11歳児6名,12歳児10名
女児群:7歳児7名,8歳児10名,9歳児9名,10歳児5名,11歳児6名,12歳児10名
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悲 し み 音 声 は 、 7 歳 児 群 ( 8 3 . 3％ , 1 2 名 中 1 0 名 )、 8 歳 児 群 ( 1 0 0％ , 2 0

名 中 2 0 名 )／ 9 歳 ( 1 0 0％ , 1 4 名 中 1 4 名 )／ 1 0 歳 児 群 ( 1 0 0％ , 1 2 名 中 1 2

名 )／ 11 歳 児 群 ( 1 0 0％ , 1 2 名 中 1 2 名 )／ 1 2 歳 児 群 ( 1 0 0％ , 2 0 名 中 2 0 名 )

の 順 で 正 答 者 率 が 高 く な っ た 。  

性 別 に お け る 正 答 者 率 を 整 理 す る と 、 男 児 は 、 7 歳 児 か ら 1 2 歳 児

の 全 て の 年 齢 群 に お い て 1 0 0％ の 正 答 者 率 で あ っ た 。 女 児 は 、 7 歳 児

群 (7 1 .4％ , 7 名 中 5 名 )、 8 歳 児 群 ( 1 0 0％ , 1 0 名 中 1 0 名 )／ 9 歳 児 群

(1 0 0％ , 9 名 中 9 名 )／ 1 0 歳 児 群 ( 1 0 0％ , 5 名 中 5 名 )／ 11 歳 児 群 ( 1 0 0％ , 6

名 中 6 名 )／ 1 2 歳 児 群 ( 1 0 0％ , 1 0 名 中 1 0 名 )の 順 で 、正 答 者 率 が 高 く な

っ た 。悲 し み 音 声 に お い て 、年 齢 ご と の 正 答 者 率 に 統 計 的 な 有 意 差 は

な か っ た 。 悲 し み 音 声 の 結 果 は F i g .4 に 示 し 、 全 体 に お け る 年 齢 別 の

正 答 者 率 を F i g . 4 に 記 し た 。  
 
 

Fig.4 感情音声同定課題の正答者率(悲しみ音声)
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7歳から12歳の定型発達児90名(男児43名,女児47名)を対象とした。

男児群:7歳児5名,8歳児10名,9歳児5名,10歳児7名,11歳児6名,12歳児10名
女児群:7歳児7名,8歳児10名,9歳児9名,10歳児5名,11歳児6名,12歳児10名
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怒 り 音 声 は 、 7 歳 児 群 ( 6 6 .7％ , 1 2 名 中 8 名 )、 9 歳 児 群 ( 7 1 .4％ , 1 4 名

中 1 0 名 )、8 歳 児 群 ( 8 5％ , 2 0 名 中 1 7 名 )、11 歳 児 群 ( 9 1 .7％ , 1 2 名 中 11

名 )、1 0 歳 児 群 ( 1 0 0％ , 1 2 名 中 1 2 名 )／ 1 2 歳 児 群 (1 0 0％ , 2 0 名 中 2 0 名 )

の 順 で 正 答 者 率 が 高 く な っ た 。  

性 別 に お け る 正 答 者 率 を 整 理 す る と 、 男 児 は 、 8 歳 児 群 ( 7 0％ , 1 0 名

中 7 名 )、 7 歳 児 群 ( 8 0％ , 5 名 中 4 名 )／ 9 歳 児 ( 8 0％ , 5 名 中 4 名 )、 1 0

歳 児 群 ( 1 0 0％ , 7 名 中 7 名 )／ 11 歳 児 群 (1 0 0％ , 6 名 中 6 名 )／ 1 2 歳 児 群

(1 0 0％ , 1 0 名 中 1 0 名 )の 順 で 正 答 者 率 が 高 く な っ た 。 女 児 は 、 7 歳 児

群 ( 5 7 . 1％ , 7 名 中 4 名 )、 9 歳 児 群 ( 6 6 .7％ , 9 名 中 6 名 )、 11 歳 児 群

(8 3 .3％ , 6 名 中 5 名 )、 8 歳 児 群 (1 0 0％ , 1 0 名 中 1 0 名 )／ 1 0 歳 児 群

(1 0 0％ , 5 名 中 5 名 )／ 1 2 歳 児 群 ( 1 0 0％ , 1 0 名 中 1 0 名 )  の 順 で 正 答 者 率

が 高 く な っ た 。 8 歳 児 群 で 女 児 の 方 が 男 児 よ り も 正 答 者 率 が 高 い 傾 向

(χ 2 (1 ) =3 .5 3 , p < . 1 )で あ っ た が 、年 齢 ご と の 正 答 者 率 に 統 計 的 な 有 意 差

は な か っ た 。 怒 り 音 声 の 結 果 は F i g .5 に 示 し 、 全 体 に お け る 年 齢 別 の

正 答 者 率 を F i g . 5 に 記 し た 。  
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Fig.5 感情音声同定課題の正答者率(怒り音声)
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7歳から12歳の定型発達児90名(男児43名,女児47名)を対象とした。
男児群:7歳児5名,8歳児10名,9歳児5名,10歳児7名,11歳児6名,12歳児10名
女児群:7歳児7名,8歳児10名,9歳児9名,10歳児5名,11歳児6名,12歳児10名
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第 4節  考 察  

 

 

本 研 究 で は 、「 感 情 語 理 解 課 題 」 を 通 過 し た 児 童 に 対 し て 、「 喜 び 」

「 悲 し み 」「 怒 り 」の 3 感 情 を 含 ん だ 刺 激 音 声 を 用 い て 、「 感 情 音 声 弁

別 課 題 」「 感 情 音 声 同 定 課 題 」を 7 歳 か ら 1 2 歳 の TD 児 を 対 象 に 行 い 、

発 達 特 性 の 検 討 を 行 っ た 。  

 

1 .  感 情 語 理 解 に お け る 検 討  

 

感 情 を 含 ん だ 音 声 の 聴 取 課 題 を 行 う に あ た り 、標 的 感 情 と な っ て い

る 感 情 の 意 味 理 解 や 適 切 な 使 用 に つ い て 対 象 児 に 確 認 を 行 う 必 要 が

あ る 。 そ の た め 、 本 課 題 で は 、「 嬉 し い 」「 悲 し い 」「 怒 る 」 の 3 つ の

場 面 を 組 み 合 わ せ た 7 場 面 を 提 示 し 、 生 起 す る 感 情 の 回 答 を 求 め た 。 

7 歳 か ら 1 2 歳 の 全 て の 児 童 に お い て 、 提 示 し た 7 場 面 中 6 場 面 以

上 の 正 答 が 得 ら れ 、 年 齢 や 性 別 に よ る 差 は 見 ら れ な か っ た 。  

自 己 の 感 情 に つ い て の 説 明 や 理 解 は 発 達 に よ っ て 変 化 し て い く が 、

4･5 歳 ご ろ に は 「 嬉 し さ 」「 悲 し さ 」「 怒 り 」 と い っ た 基 本 的 な 感 情 に

つ い て 、感 情 が 惹 起 さ れ た 事 象 や 感 情 を 表 出 す る こ と で 与 え る 他 者 へ

の 影 響 な ど の 説 明 が 可 能 に な る こ と を 、久 保 ( 2 0 0 7 )は こ れ ま で の 先 行

研 究 か ら ま と め て い る 。肯 定 的 感 情 と 否 定 的 感 情 と い っ た 、相 反 す る

感 情 が 同 時 に 生 じ る 場 面 へ の 気 付 き は 6 歳 で は 困 難 だ が 、 11 ･1 2 歳 で

は 可 能 と な る と も 述 べ て い る 。本 課 題 は 、「 嬉 し い 」「 悲 し い 」「 怒 る 」

と い っ た 基 本 的 な 感 情 を 標 的 に し 、か つ 単 純 で 親 し み の あ る 場 面 を 提

示 し た こ と か ら 、 9 0 名 全 て の 児 童 よ り 正 答 が 得 ら れ た と 考 え ら れ る 。 
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2 .  感 情 音 声 弁 別 力 の 発 達 と 性 差 の 検 討  

 

「 喜 び 」「 悲 し み 」「 怒 り 」 の 3 感 情 を 含 ん だ 音 声 を 組 み 合 わ せ た 6

刺 激 を 提 示 し 、 感 情 音 声 の 異 同 に お け る 回 答 を 求 め た 。  

7 歳 か ら 1 2 歳 へ と 年 齢 が 上 が る に つ れ て 、 全 問 正 答 者 数 の 割 合 は

上 昇 し 、年 齢 ご と の 正 答 数 に 有 意 差 が 認 め ら れ た 。 つ ま り 、年 齢 に よ

っ て 感 情 音 声 に 対 す る 弁 別 力 は 発 達 す る こ と が 示 さ れ た 。  

さ ら に 、 性 別 ご と に 結 果 を み る と 、 男 児 は 7 歳 か ら 1 2 歳 へ と 年 齢

が 上 が る に つ れ て 、課 題 の 全 問 正 答 者 数 の 割 合 が 上 昇 し た 。一 方 で 女

児 は 、 8 歳 児 の 全 問 正 答 者 数 の 割 合 が 9 歳 児 と 1 0 歳 児 よ り も 高 か っ

た が 、 9 歳 か ら 1 2 歳 へ と 年 齢 が 上 が る に つ れ 、 全 問 正 答 者 数 の 割 合

が 上 昇 し た 。 9 歳 以 降 で は 男 女 と も 同 様 の 全 問 正 答 者 数 の 割 合 に お け

る 推 移 を 示 し た こ と を 考 え る と 、 今 回 得 ら れ た 女 児 の 推 移 の 動 揺 は 、

必 ず し も 発 達 経 過 を 適 切 に 表 し て い な い 可 能 性 が 考 え ら れ る が 、 8 歳

女 児 と 男 児 の 全 問 正 答 者 数 の 割 合 に 統 計 的 な 有 意 差 は 見 ら れ な か っ

た 。男 児 、女 児 と も に 、性 別 ご と に は 年 齢 ご と の 正 答 数 に 有 意 差 が 認

め ら れ な か っ た 。こ れ は 、対 象 児 の 各 年 齢 に お け る 人 数 の 少 な さ や ば

ら つ き が あ り 、こ の 点 に 影 響 を 受 け た の で は な い か と 考 え ら れ 、さ ら

に 検 討 を す る 必 要 が あ る だ ろ う 。ま た 、本 研 究 に お い て は 、ど の 年 齢

に お い て も 全 問 正 答 者 数 の 割 合 に 統 計 的 な 有 意 差 は 見 ら れ ず 、性 差 は

認 め ら れ な か っ た 。  

 学 童 期 の 児 童 を 対 象 に 、感 情 音 声 の 弁 別 課 題 は 今 ま で 行 わ れ て お ら

ず 、本 結 果 を 先 行 研 究 と 比 較 す る こ と は で き な い 。 し か し 、今 回 の 結

果 よ り 、「 喜 び 」「 悲 し み 」「 怒 り 」 の 3 つ の 感 情 音 声 に 対 す る 弁 別 力

は 、学 童 期 初 期 か ら 年 齢 に 伴 っ て 段 々 と 安 定 し 、発 達 し て ゆ く こ と が
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推 測 さ れ る 。そ し て 、定 型 発 達 児 で は 男 女 と も に 、11 歳 で 基 本 的 な 感

情 の 音 声 弁 別 能 力 が 習 得 さ れ る と 考 え ら れ た 。  

 

 

3 .  感 情 音 声 同 定 力 の 発 達 と 性 差 の 検 討  

 

「 喜 び 」「 悲 し み 」「 怒 り 」の 3 感 情 を 含 ん だ 音 声 を 用 い て 、感 情 の

同 定 を 回 答 と し て 求 め た 。  

7 歳 か ら 1 2 歳 へ と 年 齢 が 上 が る に つ れ て 、 全 問 正 答 者 数 の 割 合 は

上 昇 し 、年 齢 ご と の 正 答 数 に 有 意 差 が 認 め ら れ た 。 つ ま り 、年 齢 に よ

っ て 感 情 音 声 に 対 す る 同 定 力 は 発 達 す る こ と が 示 さ れ た 。さ ら に 、年

齢 別 に 、 男 女 合 わ せ た 全 対 象 児 に お け る 感 情 ご と の 正 答 者 率 変 化 は 、

喜 び 音 声 は 、 7 歳 か ら 1 2 歳 へ と 年 齢 が 上 が る に つ れ て 正 答 者 率 が 上

昇 し 、 1 0 歳 以 降 で 1 0 0％ と な っ た 。悲 し み 音 声 は 、 7 歳 児 を 除 い て 正

答 者 率 が 1 0 0％ で あ っ た 。 怒 り 音 声 は 、 年 齢 に よ り 正 答 者 率 に ば ら つ

き が み ら れ 、必 ず し も 年 齢 に 応 じ た 正 答 者 率 の 上 昇 は み ら れ な か っ た

が 、 1 0 歳 以 降 は 9 0～ 1 0 0％ の 正 答 者 率 を 示 し た 。 こ れ ら の 結 果 か ら 、

定 型 発 達 児 に お け る 3 感 情 の 感 情 音 声 同 定 能 力 は 、 喜 び 音 声 は 1 0 歳

台 で 、 悲 し み 音 声 は 8 歳 台 で 確 立 す る 可 能 性 が 示 さ れ た と 思 わ れ た 。

一 方 、 怒 り 音 声 は 、 1 0 歳 で 1 0 0％ 、 11 歳 で 9 1 . 7％ 、 1 2 歳 で 1 0 0％ と

い う 正 答 者 率 か ら 考 え る と 、喜 び 音 声 の よ う に 完 全 な 結 果 で は な か っ

た が 、 1 0 歳 台 で そ の 同 定 能 力 は ほ ぼ 確 立 し て い る と 考 え ら れ た 。  

D im i t ro v s ky（ 1 9 6 4）の 結 果 と 本 研 究 の 結 果 を 比 較 検 討 す る と 、「 悲

し み 」「 怒 り 」「 喜 び 」「 愛 情 」 の 順 に 高 い 正 答 者 率 を 示 し た 。 こ れ よ

り 、否 定 的 な 感 情 の 方 が 感 情 の 同 定 力 の 発 達 が 早 い の で は な い か と 考
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察 さ れ て い る 。本 研 究 で は 、悲 し み 音 声 は 、先 行 研 究 と 同 様 に 、他 の

感 情 と 比 べ て 年 齢 が 幼 く て も 正 答 者 率 が 高 い と い う 結 果 が 得 ら れ た 。

し か し 、怒 り 音 声 と 喜 び 音 声 の 正 答 者 率 に 差 は 見 ら れ ず 、D i m i t r ov s ky

（ 1 9 6 4） と は 一 部 異 な っ た 結 果 と な っ た 。 一 方 、 D i m it r ov s k y (1 9 6 4 )

は 感 情 ご と に 同 定 力 が 習 得 さ れ る 年 齢 に 違 い が あ る と 報 告 し て い る

が 、本 研 究 の 結 果 は そ の 点 に つ い て は 同 様 の 結 果 で あ り 、感 情 ご と に

感 情 音 声 の 理 解 能 力 の 発 達 が 異 な る こ と を 示 唆 す る も の と 思 わ れ た 。 

本 研 究 の 結 果 で は 、感 情 音 声 弁 別 課 題 の 結 果 と 同 様 に 、ど の 年 齢 に も

感 情 音 声 同 定 課 題 の 正 答 率 に 有 意 な 性 差 は 認 め ら れ な か っ た 。し か し 、

正 答 率 の 推 移 を 見 る と 、怒 り 感 情 で は 男 女 で 違 い が 認 め ら れ た 。男 児

群 は 、多 少 の 変 動 は あ る も の の 、発 達 に 伴 っ て 正 答 率 は 上 昇 し て い た 。

一 方 で 、女 児 群 は 、年 齢 に よ る 正 答 率 の バ ラ つ き が 激 し か っ た 。特 に 、

8 歳 女 児 の 正 答 率 は 8 歳 男 児 よ り も 高 い 傾 向 が 示 さ れ 、 そ の 点 が 大 き

な 要 因 と な っ て い る と 思 わ れ た 。 9 歳 女 児 の 正 答 率 が 低 か っ た と い う

推 測 も 成 り 立 つ が 、 9 歳 男 児 の 正 答 率 と 同 程 度 で あ る 点 や 8 歳 女 児 の

正 答 率 が 8 歳 男 児 と 同 程 度 で あ っ た な ら ば 、女 児 の 正 答 率 の 発 達 的 推

移 は 男 児 と ほ ぼ 同 様 の も の と な る 点 か ら 8 歳 女 児 の 正 答 率 が 問 題 の よ

う に 思 わ れ る 。こ の 結 果 が 、女 児 の 発 達 特 性 を 表 し て い る の か 、そ れ

と も 、今 回 の 対 象 児 に お け る 何 ら か の バ イ ア ス に よ る も の な の か に つ

い て は 、今 回 の 結 果 か ら 検 討 す る こ と は 難 し く 、例 数 を 増 や し て 検 討

す る 必 要 が あ る と 思 わ れ た 。一 方 で 、こ の よ う に 正 答 率 の 推 移 は あ る

程 度 の 男 女 差 の 傾 向 を 認 め た も の の 、 男 女 と も 1 0 歳 以 降 で は 正 答 率

の 変 化 に ほ と ん ど 差 は 見 ら れ ず 、 感 情 音 声 同 定 能 力 は 1 0 歳 以 上 で ほ

ぼ 安 定 す る と 考 え て よ い と 思 わ れ た 。  

他 者 の 感 情 認 知 に つ い て 、高 橋 ら ( 2 0 0 1 )は 小 学 校 中 学 年 以 降 も 感 情
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同 定 力 の 発 達 の 可 能 性 を 指 摘 し て い る 。な ぜ 発 達 に と も な っ て 、感 情

同 定 が 可 能 と な る の だ ろ う か 。他 者 の 音 声 か ら 、感 情 を 同 定 す る こ と

が で き る と い う こ と は 、そ の 感 情 を 自 分 も 感 じ た 、 つ ま り 、共 感 で き

た と 考 え る こ と は で き な い だ ろ う か 。 永 江 ( 2 0 0 4 )は 、児 童 で は 1 歳 過

ぎ か ら 3 歳 ご ろ か ら 共 感 性 が 現 れ 、児 童 期 後 期 の 頃 に 安 定 し た 機 能 を

持 つ よ う に な る と 述 べ て い る 。今 回 の 結 果 よ り 得 ら れ た「 1 0 歳 」と い

う 年 齢 は 児 童 期 後 期 に 該 当 し 、こ の 年 齢 で 共 感 性 が 安 定 し て く る こ と

が 、感 情 音 声 の 同 定 が ほ ぼ 完 全 に で き る よ う に な る こ と と 関 係 し た 可

能 性 も 考 え ら れ る と 思 わ れ た 。こ の 可 能 性 は 推 測 の 域 を 出 ず 、共 感 性

の 発 達 と 今 回 の 結 果 を 検 討 す る こ と が 今 後 の 課 題 と な る と 思 わ れ る 。 

 

 

4 .  感 情 音 声 理 解 の 発 達  

 

感 情 音 声 に 関 す る 弁 別 課 題 と 同 定 課 題 の 結 果 か ら 、児 童 に お け る 感

情 音 声 理 解 の 発 達 に 関 し て 総 合 的 に 考 察 す る 。 弁 別 能 力 は 11 歳 以 降

1 0 0％ と な り 、同 定 能 力 は 1 0 歳 以 降 で ほ ぼ 1 0 0％ と な っ て い た 。弁 別

課 題 と 同 定 課 題 の 間 で 、 1 0 0％ と な る 年 齢 に 1 年 の 開 き が 見 ら れ た の

は 、単 一 感 情 音 声 を 用 い た 同 定 課 題 は 比 較 的 判 断 し や す い が 、複 数 の

音 声 を 用 い た 弁 別 課 題 は 一 回 の 聴 取 で は 判 断 に 迷 う こ と が あ り う る 、

つ ま り 、判 断 の 難 易 度 が 同 定 課 題 よ り も 高 か っ た か も し れ な い と い っ

た 理 由 も 考 え ら れ た 。  

こ の よ う に 、 結 果 に 多 少 の 違 い は 認 め た も の の 、 2 つ の 課 題 の 結 果

を 総 合 的 に 考 え 合 わ せ る と 、感 情 音 声 の 理 解 に 関 し て 、定 型 発 達 児 で

は 1 0 歳 か ら 11 歳 に か け て ほ ぼ 完 成 す る こ と が 示 唆 さ れ た 。  
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[ま と め ]  

広 汎 性 発 達 障 害 に お け る 感 情 的 プ ロ ソ デ ィ 情 報 処 理 の 特 徴 を 検 討

す る 前 段 階 と し て 、定 型 発 達 児 に お け る 感 情 的 プ ロ ソ デ ィ 情 報 処 理 の

発 達 特 性 を 検 討 す る こ と を 目 的 と し て 行 っ た 。 7 歳 か ら 1 2 歳 の 定 型

発 達 児 9 0 名 (男 児 4 3 名 ･女 児 4 7 名 )を 対 象 に 、基 本 的 感 情 で あ る「 喜

び 」「 悲 し み 」「 怒 り 」を 含 ん だ 感 情 音 声 を 用 い て 、感 情 音 声 弁 別 課 題 、

感 情 音 声 同 定 課 題 を 実 施 し た 。そ の 結 果 、感 情 音 声 の 弁 別 課 題 と 同 定

課 題 の 正 答 者 率 は 年 齢 と 共 に 上 昇 す る 傾 向 が み ら れ 、 弁 別 力 は 11 歳

で 全 問 正 答 者 数 の 割 合 が 1 0 0％ に 、 同 定 力 は 1 0 歳 以 降 で 3 感 情 と も

ほ ぼ 1 0 0％ の 正 答 者 率 と な っ て い た 。 こ れ ら の 結 果 よ り 、 定 型 発 達 児

に お け る 感 情 音 声 の 理 解 能 力 は 、 1 0 歳 か ら 11 歳 に か け て ほ ぼ 完 成 す

る 可 能 性 が 考 え ら れ た 。  
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第 1節  目 的  

 

 

 PD D 児 と 定 型 発 達 ( TD )児 を 対 象 に 、「 感 情 音 声 の 弁 別 」「 感 情 音 声

の 同 定 」「 感 情 音 声 の 判 別 」 を 実 施 し 、 感 情 的 プ ロ ソ デ ィ 理 解 の 違 い

を 明 ら か に す る こ と を 目 的 と す る 。  

 

 

第 2節  方 法  

 

 

1 .  対 象 児  

 

研 究 1 に お い て 、 T D 児 の 感 情 音 声 の 理 解 能 力 は 、 1 0 歳 か ら 11 歳

に か け て ほ ぼ 完 成 す る こ と が 示 唆 さ れ た こ と か ら 、本 研 究 の 対 象 者 は 、

PDD 児 群 、 TD 児 群 と も に 1 0 歳 以 上 の 男 児 と し た 。 男 児 の み を 対 象

と し た 理 由 は 、 P DD 児 で は 女 児 例 が 少 な く 、 T D 児 と 同 程 度 の 割 合 で

女 児 例 を 集 め る こ と が 困 難 で あ る こ と に よ る 。  

1 )P DD 児 群  

医 療 機 関 、 あ る い は 発 達 相 談 機 関 を 受 診 し 、 D S M -Ⅳ の 広 汎 性 発 達

障 害 の 基 準 を 満 た し 、 高 機 能 自 閉 性 障 害 ( HFA )、 ア ス ペ ル ガ ー 障 害

（ A S）、ま た は 特 定 不 能 の 広 汎 性 発 達 障 害（ P DD - N OS）と 診 断 さ れ て

い る 男 児 1 3 名 を 対 象 と し た 。年 齢 は 1 0 歳 か ら 1 2 歳 、平 均 年 齢 は 1 0 .9

歳 で あ っ た 。知 能 指 数 ( I Q )の 評 価 は 、W IS C -Ⅲ を 用 い 、言 語 性 IQ ( V IQ ) /

動 作 性 I Q (PI Q ) /全 IQ (F IQ )に お い て い ず れ も 8 0 以 上 で あ っ た 児 童 を
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対 象 と し た 。 対 象 児 の 概 要 は Ta b l e  1 4 に 示 し た 。  

 

Ta b l e  1 4   PDD 児 群 に お け る 対 象 児 一 覧  

VIQ PIQ FIQ

1 10 男児 HFA 103 99 101

2 10 男児 AS 126 104 118

3 10 男児 AS 119 90 106

4 10 男児 AS 90 80 103

5 11 男児 HFA 129 107 121

6 11 男児 HFA 116 118 119

7 11 男児 AS 106 106 107

8 11 男児 AS 104 117 111

9 11 男児 AS 100 113 107

10 11 男児 AS

11 12 男児 HFA 82 100 90

12 12 男児 PDD-NOS 104 100 102

13 12 男児 HFA 97 92 94

注)知能検査を実施していないNo.10の対象児は、学業成績・臨床判断
で　知能の遅れはないと判断されている。

WISC
No 年齢 性別 診断名

 

 

 

2 )  TD 児 群  

当 人 お よ び そ の き ょ う だ い に 明 ら か な 発 達 障 害 が な い 1 0 歳 か ら 1 2 歳

の T D 男 児 2 6 名 で あ る 。2 6 名 中 2 3 名 は 研 究 1 に お い て も 対 象 児 と な っ

た 男 児 で あ っ た 。平 均 年 齢 は 11 . 2 歳 で あ っ た 。発 達 障 害 の 定 義 に つ い て

は 、 研 究 1 と 同 様 で あ る 。  

 

本 研 究 は 、筑 波 大 学 大 学 院 人 間 総 合 科 学 研 究 科 研 究 倫 理 委 員 会 の 承

認 を 得 て 行 っ た (記 番 号  8 4 9 )。P D D 児 群 、T D 児 群 共 に 本 人 と 保 護 者 へ

研 究 の 説 明 を し 、 同 意 を 得 て 行 っ た 。  
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2 .  刺 激 音 声  

 

1 )  標 的 感 情  

研 究 1 と 同 様 に 、 基 本 的 感 情 の 6 感 情 か ら 「 恐 れ 」「 嫌 悪 」「 驚 き 」

を 除 い た 、「 喜 び 」「 悲 し み 」「 怒 り 」 の 3 感 情 を 標 的 感 情 と し て 用 い

た 。  

 

2 )  提 示 刺 激 音 声  

研 究 1 の 刺 激 音 声 の 選 定 に お い て 、 定 型 発 達 児 ・ 成 人 共 に 、 3 感 情

に 共 通 し て 最 も 高 い 正 答 者 率 を 示 し た「 明 日 は 雨 で す 」の 音 声 を 用 い

た 。  

 

 

3 .  手 続 き  

 

1 )  感 情 語 理 解 確 認 課 題  

研 究 1 と 同 様  

 

2 )  感 情 音 声 弁 別 課 題  

研 究 1 と 同 様  

 

3 )  感 情 音 声 同 定 課 題  

研 究 1 と 同 様  
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4 )  感 情 音 声 判 別 課 題  

 感 情 的 プ ロ ソ デ ィ を 含 む 音 声 の 音 響 学 的 特 徴 を 変 化 さ せ た 場 合 、提

示 さ れ た 音 声 の 感 情 判 別 が 可 能 で あ る か 否 か と い う 課 題 で あ る 。  

 

①  刺 激 音 声 サ ン プ ル の 作 成  

判 別 課 題 に 用 い る 刺 激 音 声 作 成 の た め 、成 人  (1 0 名 ;女 性 1 0 名 、平

均 年 齢 = 2 2 .  5 歳 )を 対 象 に 、提 示 刺 激 音 声「 明 日 は 雨 で す 」を 文 節「 明

日 は 」と 「 雨 で す 」で 区 切 り 、ど ち ら の 文 節 が よ り 感 情 を 感 じ や す い

か を 判 断 し て も ら っ た 。 刺 激 音 声 の 提 示 は 、「 明 日 は 」「 雨 で す 」を 順

に 提 示 す る 正 順 提 示 、 及 び 「 雨 で す 」「 明 日 は 」 の 順 に 提 示 す る 逆 順

提 示 と し た 。 対 象 者 に は 、 各 感 情 (喜 び ・ 悲 し み ・ 怒 り )に つ き 、 正 順

提 示 と 逆 順 提 示 を 1 回 ず つ 聴 取 し て も ら い 、回 答 を 求 め た 。音 声 の 提

示 順 は 対 象 者 ご と に ラ ン ダ ム に し て 提 示 し た 。そ の 結 果 、提 示 方 法 に

よ り 多 少 の 差 は 生 じ た が 、 正 順 提 示 に お い て も 逆 順 提 示 に お い て も 、

よ り 感 情 を 感 じ や す い と 判 断 さ れ た 文 節 は 前 節 「 明 日 は 」 で あ っ た 。

結 果 の 詳 細 を Ta b l e1 5、 Ta b l e  1 6 に 示 し た 。  

 

 

Ta b l e  1 5  よ り 感 情 を 感 じ や す い 文 節 (正 順 提 示 )  

喜び 悲しみ 怒り

明日は 80% 70% 80%

雨です 20% 30% 20%  
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Ta b l e  1 6  よ り 感 情 を 感 じ や す い 文 節 (逆 順 提 示 )  

喜び 悲しみ 怒り

明日は 70% 60% 80%

雨です 30% 40% 20%  

 

本 研 究 で は 、波 形 デ ー タ 長 変 更 法 (話 者 速 度 変 換 機 能 ; So u r c e  S i gn a l  

Du ra t i on ) 2 )  と 波 形 振 幅 変 更 法 ( S c a l e  D is p l a y e d So u r c e ) 3 )を 使 用 し 、

よ り 感 情 が 感 じ や す い と 判 断 さ れ た 文 節「 明 日 は 」の 発 話 持 続 時 間 と

発 話 振 幅 の 2 つ の 音 響 学 的 特 徴 を 変 化 さ せ る こ と と し た 。  

発 話 持 続 時 間 を 変 化 さ せ た 課 題 (以 下 、 時 間 変 化 課 題 )で 提 示 す る 刺

激 音 声 は 、 波 形 デ ー タ 長 変 更 法 ( 話 者 速 度 変 換 機 能 ; So u r c e  S i gn a l  

Du ra t i on ) 2 )を 用 い て 、オ リ ジ ナ ル 音 声 を 1 0 0％ と し 、よ り 感 情 を 感 じ

や す い 文 節 「 明 日 は 」 の 発 話 持 続 時 間 を 、 延 長 、 あ る い は 短 縮 さ せ 、

変 化 さ せ な い「 雨 で す 」と 合 成 し て 作 成 し た 。発 話 振 幅 を 変 化 さ せ た

課 題 ( 以 下 、 振 幅 変 化 課 題 ) で 提 示 す る 刺 激 音 声 は 、 波 形 振 幅 変 更 法

( S ca l e  D i s p la ye d  So u r c e ) 3 )を 用 い 、オ リ ジ ナ ル 音 声 を 1 0 0％ と し 、よ

り 感 情 を 感 じ や す い 文 節 「 明 日 は 」の 振 幅 を 、 増 加 、 あ る い は 減 少 さ

せ 、 変 化 さ せ な い 「 雨 で す 」 と 合 成 し て 作 成 し た 。  

 

②  刺 激 音 声 の 選 択  

成 人  ( 8 名 ;女 性 8 名 、 平 均 年 齢 = 2 4 . 0 歳 )を 対 象 に 、 計 3 3 刺 激 ( 11

個 の 刺 激 音 声 ×3 感 情 (喜 び ・ 悲 し み ・ 怒 り ) )の 時 間 変 化 課 題 と 計 2 4

刺 激 ( 8 つ の 刺 激 音 声 ×3 感 情 (喜 び ・ 悲 し み ・ 怒 り ) )の 振 幅 変 化 課 題 の

刺 激 音 声 サ ン プ ル を 聞 い て 、 2 つ の 選 択 肢 (○ ・ × )か ら 回 答 を 選 ぶ 感

情 判 別 課 題 を 行 っ た 。本 研 究 で は 、判 別 者 率 が 5 0 %以 下 と な る 刺 激 音
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声 を 閾 値 と 定 め た 。そ の 結 果 、時 間 変 化 課 題 で は 、 喜 び 音 声 の 閾 値 は

5 0 %短 縮 し た 刺 激 音 声 以 下 、2 2 5 %延 長 し た 刺 激 音 声 以 上 、悲 し み 音 声

は 4 0 %短 縮 刺 激 音 声 以 下 、 怒 り 音 声 で は 2 0 0 %延 長 刺 激 音 声 以 上 で あ

っ た 。振 幅 変 化 課 題 で は 、本 研 究 で 用 い た 刺 激 音 声 に 対 し て は 明 確 な

閾 値 は 見 出 さ れ な か っ た 。続 い て 、定 型 発 達 児 に 対 し て 同 内 容 の 課 題

を 実 施 す る た め 、こ の 結 果 を 参 考 に 、時 間 変 化 課 題 は 成 人 の 閾 値 で あ

る と 考 え ら れ た 音 声 6 刺 激 を 、振 幅 変 化 課 題 は 判 別 者 率 の 推 移 を 参 考

に 4 刺 激 を 選 択 し た 。  

次 に 、 定 型 発 達 児 ( 6 名 ;男 児 2 名 /女 児 4 名 、 平 均 年 齢 =7 .5 歳 )を 対

象 に 計 1 8 刺 激 (6 個 の 刺 激 音 声 ×3 感 情 (喜 び ・ 悲 し み ・ 怒 り ) )の 時 間

変 化 課 題 と 計 1 2 刺 激 (4 つ の 刺 激 音 声 ×3 感 情 (喜 び ・ 悲 し み ・ 怒 り ) )

の 振 幅 変 化 課 題 の 刺 激 音 声 サ ン プ ル の 感 情 判 別 課 題 を 行 っ た 。そ の 結

果 、 時 間 変 化 課 題 で は 、 喜 び 音 声 と 怒 り 音 声 で 、 5 0 %短 縮 し た 刺 激 音

声 (以 下 5 0 %短 縮 刺 激 音 声 )と 1 5 0 %延 長 し た 刺 激 音 声 (以 下 1 5 0 %延 長

刺 激 音 声 )、悲 し み 音 声 で は 4 5 %短 縮 し た 刺 激 音 声 (以 下 4 5 %短 縮 刺 激

音 声 )と 1 5 0 %延 長 し た 刺 激 音 声 (以 下 1 5 0 %延 長 刺 激 音 声 )を 選 択 し た 。

振 幅 変 化 課 題 で は 、 喜 び 音 声 と 怒 り 音 声 で 、 2 5％ 減 少 さ せ た 音 声 (以

下 2 5 %減 少 刺 激 音 声 )、5 0％ 減 少 さ せ た 刺 激 音 声 (以 下 5 0 %減 少 刺 激 音

声 )、 1 5 0％ 増 加 さ せ た 刺 激 音 声 (以 下 1 5 0 %増 加 刺 激 音 声 )、 悲 し み 音

声 は 、 1 5％ 減 少 さ せ た 刺 激 音 声 (以 下 1 5 %減 少 刺 激 音 声 )、 2 5％ 減 少 さ

せ た 音 声 (以 下 2 5 ％ 減 少 刺 激 音 声 ) 、 5 0 ％ 減 少 さ せ た 刺 激 音 声 (以 下

5 0％ 減 少 刺 激 音 声 )を 選 択 し た 。 こ の 結 果 よ り 、 選 択 さ れ た 刺 激 音 声

を 本 課 題 で あ る 感 情 音 声 判 別 課 題 に 用 い る こ と と し た 。  
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③  感 情 音 声 判 別 課 題 の 手 続 き  

本 課 題 を 始 め る 前 に 、 教 示 内 容 の 理 解 と 回 答 方 法 の 練 習 と し て 、 3

試 行 (オ ル ゴ ー ル の 音 ,牛 の 声 ,ラ ッ パ の 音 )を 用 い た 練 習 判 別 課 題 を 実

施 し た 。 練 習 判 別 課 題 は 、 実 験 者 が 、 1 試 行 (犬 の 声 )を 手 本 と し て 示

し 、回 答 方 法 の 理 解 を 確 認 し た 後 に 開 始 し た 。練 習 判 別 課 題 で 3 試 行

中 2 試 行 以 上 を 正 答 し た 児 童 に 対 し て 、感 情 音 声 判 別 課 題 を 実 施 し た 。

実 施 し た 練 習 判 別 課 題 は 、 Ta b l e  1 7 に 示 し た 。  

時 間 変 化 課 題 は 、喜 び 音 声 と 怒 り 音 声 の 刺 激 音 声 は 5 0％ 短 縮 刺 激 音

声 、オ リ ジ ナ ル 音 声 ( 1 0 0％ )、 1 5 0％ 延 長 刺 激 音 声 の 各 3 刺 激 、悲 し み

の 刺 激 音 声 は 、 4 5％ 短 縮 刺 激 音 声 、オ リ ジ ナ ル 音 声 ( 1 0 0％ )、 1 5 0％ 延

長 刺 激 音 声 の 3 刺 激 で あ り 、 計 9 刺 激 で あ っ た 。  

振 幅 変 化 課 題 は 、喜 び と 怒 り 刺 激 で は 、2 5％ 減 少 刺 激 音 声 、5 0％ 減

少 刺 激 音 声 、オ リ ジ ナ ル 音 声 ( 1 0 0％ )、1 5 0％ 増 加 刺 激 音 声 の 各 4  刺 激 、

悲 し み 音 声 は 、1 5％ 減 少 刺 激 音 声 、2 5％ 減 少 刺 激 音 声 、5 0％ 減 少 刺 激

音 声 、 オ リ ジ ナ ル 音 声 ( 1 0 0％ )の 4 刺 激 で あ り 、 計 1 2 刺 激 で あ っ た 。 

感 情 音 声 の 提 示 方 法 は 、感 情 ご と に 、時 間 変 化 課 題 と 振 幅 変 化 課 題

を 、変 化 条 件 内 で ラ ン ダ ム に 提 示 し た 。感 情 音 声 判 別 課 題 の 提 示 例 に

つ い て は 、Ta b le  1 8 に 示 し た 。各 音 声 の 提 示 回 数 は １ 回 の み と し 、試

行 は 感 情 ご と に 計 7 試 行 で あ っ た 。 回 答 は 、 紙 面 上 に 提 示 さ れ た ○ ・

×の 2 択 と し 、 対 象 児 本 人 に 丸 を つ け て も ら っ た 。  

課 題 開 始 時 に 教 示 を 行 い 、例 え ば 喜 び 音 声 の 判 別 課 題 を 行 う 場 合 に

は 、「 こ れ か ら 声 が 聞 こ え て き ま す 。 そ の 声 を 聞 い て 、 嬉 し そ う な 声

だ と 思 っ た ら ○ に 、 嬉 し そ う な 声 だ と 思 わ な か っ た ら ×に 、 丸 を つ け

て く だ さ い 。あ な た の 思 っ た 通 り に 回 答 を し て く だ さ い 。声 は 一 度 し

か 流 れ な い の で 、 注 意 し て 聞 い て く だ さ い 。」 と 、 提 示 す る 感 情 音 声
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に 含 ま れ た 感 情 を 具 体 的 に 伝 え た 。  

 

 

Ta b l e  1 7  練 習 判 別 課 題 の 内 容  
 

提示音声

1) ピアノの音 ○ ・ ×

2) 牛の鳴き声 ○ ・ ×

3) ラッパの音 ○ ・ ×

選択肢

 

 

 

Ta b l e  1 8  感 情 音 声 判 別 課 題 の 提 示 例  

提示音声

1) 150%延長刺激音声 ○ ・ ×

2) 50%短縮刺激音声 ○ ・ ×

3) オリジナル音声 ○ ・ ×

4) 50%減少刺激音声 ○ ・ ×

5) 150％増加刺激音声 ○ ・ ×

6) 25%減少刺激音声 ○ ・ ×

7) オリジナル音声 ○ ・ ×

選択肢

時
間
変
化

課
題

振
幅
変
化
課
題  

※  提 示 刺 激 音 声 は ラ ン ダ ム に 提 示 し た  
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4 .  実 施 環 境  

 

音 声 聴 取 課 題 の た め 、静 か な 個 室・教 室 で 行 っ た 。P DD 児 群 は 、他

の 実 験 室 か ら 離 れ た 大 学 内 の 個 室 に て 実 験 者 と 1 対 1 で 行 っ た 。 T D

児 群 は P DD 児 群 と 同 様 に 大 学 の 個 室 に て 実 験 者 と 1 対 1 で 行 っ た り 、

小 学 校 の 通 常 学 級 か ら 離 れ た 教 室 に て 集 団 で 行 っ た り し た 。  

音 声 提 示 は 、 大 学 で は 音 声 提 示 は リ オ ン 製 C SL4 5 0 0 と ス ピ ー カ ー

を 用 い た 。 小 学 校 で は 、 ノ ー ト パ ソ コ ン S H A RP 製 P C -M R と ス ピ ー

カ ー を 用 い た 。 音 声 の 再 生 に は Wi n d o ws  M e d ia  P l a ye r を 用 い た 。 ス

ピ ー カ ー と 児 童 の 距 離 は 3 0 c m と し 、 ス ピ ー カ ー か ら 流 れ て く る 音 が

聞 こ え る か を 児 童 に 確 認 し 、音 量 設 定 は 一 定 と し た 。集 団 で 行 う 際 は

ス ピ ー カ ー の 数 を 増 や し た り 、課 題 を 実 施 す る 椅 子 の 位 置 を 実 験 者 が

設 置 し た り す る と い っ た 工 夫 を し た 。回 答 の 正 誤 は フ ィ ー ド バ ッ ク せ

ず に 課 題 を 継 続 し た 。  
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注 )  

2 )  波 形 デ ー タ 長 変 更 法 (話 者 速 度 変 換 機 能 ; So u r c e  S i gn a l  Du r a t i o n ) :

表 示 さ れ た 音 声 波 形 の 長 さ に 対 す る 割 合 ( % )を 設 定 し 、 デ ー タ 長

を 変 化 さ せ る 方 法 で あ る 。  

 

 

[参 照 1  5 0 %短 縮 刺 激 音 声 の 音 声 波 形 ]  

 

 

 

[参 照 2  1 5 0 %延 長 刺 激 音 声 の 音 声 波 形 ]  

 

 

 

 

 

 

明 日 は  雨 で す  

明 日 は  雨 で す  
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3 )  波 形 振 幅 変 更 法 ( S c a le  D i s p l a y e d S ou r c e ) :  

表 示 さ れ た 音 声 波 形 の デ ー タ 振 幅 値 を 変 更 し て 、振 幅 を 変 化 さ せ

る 方 法 で あ る 。  

 

 

[参 照 3  2 5 %減 少 刺 激 音 声 の 音 声 波 形 ]  

 

 

 

[参 照 4  1 5 0 %増 加 刺 激 音 声 の 音 声 波 形 ]  

   

 

 

 

 

 

 

明 日 は  

明 日 は  雨 で す  

雨 で す  
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第 3節  結 果  

 

 

1 .  感 情 語 理 解 確 認 課 題 の 結 果  

 

感 情 語 理 解 課 題 を 行 っ た 結 果 、 P DD 児 群 1 3 名 全 て と T D 児 群 2 6

名 全 て か ら 、 7 場 面 中 6 場 面 以 上 の 正 答 を 得 ら れ た た め 、 弁 別 課 題 、

同 定 課 題 、 判 別 課 題 を 実 施 し た 。  

 

 

2 .  感 情 音 声 弁 別 課 題 の 結 果  

 

練 習 弁 別 課 題 を 行 っ た 結 果 、 両 群 の 対 象 児 全 て ( P DD 児 群 1 3 名 、

TD 児 群 2 6 名 )か ら 3 課 題 中 2 課 題 以 上 の 正 答 を 得 ら れ た た め 、 全 対

象 児 に 音 声 弁 別 の 本 課 題 を 行 っ た 。各 対 象 児 の 回 答 に つ い て 、P DD 児

群 の デ ー タ を Ta b l e  1 9 に 示 し 、 TD 児 群 の デ ー タ を Ta b l e  2 0 に 示 し

た 。  
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Ta b l e  1 9  感 情 音 声 弁 別 課 題 に お け る PDD 児 群 の 回 答 デ ー タ  
 

喜-喜 喜-悲 喜-怒 怒-怒 悲-怒 悲-悲 正答数
1 10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
2 10 ○ × ○ ○ × ○ 4/6
3 10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
4 10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
5 11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
6 11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
7 11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
8 11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
9 11 ○ ○ × ○ × ○ 4/6
10 11 ○ ○ ○ × ○ ○ 5/6
11 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
12 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
13 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6

○=正答　×=誤答
提示音声の組み合わせ
喜び-喜び(喜-喜)/喜び-悲しみ(喜-悲)/喜び-怒り(喜-怒)/
怒り-怒り(怒-怒)/悲しみ-怒り(悲-怒)/悲しみ-悲しみ(悲-悲)

No. 年齢
感情音声弁別課題
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Ta b l e  2 0  感 情 音 声 弁 別 課 題 に お け る TD 児 群 の 回 答 デ ー タ  
 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 全問
1 10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
2 10 ○ × ○ ○ ○ ○ 5/6
3 10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
4 10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
5 10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
6 10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
7 10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
8 11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
9 11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
10 11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
11 11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
12 11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
13 11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
14 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
15 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
16 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
17 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
18 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
19 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
20 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
21 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
22 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
23 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
24 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
25 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
26 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6

No. 年齢

○=正答　×=誤答
提示音声の組み合わせ
喜び-喜び(喜-喜)/喜び-悲しみ(喜-悲)/喜び-怒り(喜-怒)/
怒り-怒り(怒-怒)/悲しみ-怒り(悲-怒)/悲しみ-悲しみ(悲-悲)

感情音声弁別課題
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PDD 児 群 の 全 問 正 答 者 数 の 割 合 は 7 6 . 9％ ( 1 3 名 中 1 0 名 )、 TD 児 群

の 全 問 正 答 者 数 の 割 合 は 9 6 .2％ (2 6 名 中 2 5 名 )で あ っ た 。  

PDD 児 群 の 全 問 正 答 者 数 の 割 合 は 、 T D 児 群 よ り も 低 い 傾 向 が 見 ら

れ た (χ 2 ( 1 )＝ 3 .4 8 , p< .1 )。 誤 答 数 は 、 PD D 児 群 は 2 問 誤 答 が 2 名 、 1

問 誤 答 が 1 名 だ っ た 。 T D 児 群 で は 1 問 誤 答 が 1 名 だ っ た 。 両 群 と も

誤 答 に 一 定 の 傾 向 は 見 ら れ な か っ た 。両 群 の 全 問 正 答 者 数 の 割 合 に つ

い て の 結 果 を F ig .6 に 示 し た 。  

 

 

Fig.6 感情音声弁別課題における全問正答者数の割合
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PDD児群:13名(10歳児4名,11歳児6名,12歳児3名;平均年齢 10.9歳)
TD児群:26名(10歳児7名,11歳児6名,12歳児13名;平均年齢11.2歳)
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3 .  感 情 音 声 同 定 課 題 の 結 果  

 

練 習 同 定 課 題 を 行 っ た 結 果 、 両 群 の 対 象 児 全 て ( P DD 児 群 1 3 名 、

TD 児 群 2 6 名 )か ら 3 課 題 中 2 課 題 以 上 の 正 答 を 得 ら れ た た め 、 全 対

象 児 に 音 声 同 定 の 本 課 題 を 行 っ た 。各 対 象 児 の 回 答 に つ い て 、P DD 児

群 の デ ー タ を Ta b l e  2 1 に 示 し 、 TD 児 群 の デ ー タ を Ta b l e  2 2 に 示 し

た 。  

 

 

Ta b l e  2 1  感 情 音 声 同 定 課 題 に お け る PDD 児 群 の 回 答 デ ー タ  
  

喜び 悲しみ 怒り 正答数
1 10 ○ ○ ○ 3/3
2 10 × ○ × 1/3
3 10 × ○ ○ 2/3
4 10 ○ ○ × 2/3
5 11 × ○ ○ 2/3
6 11 × ○ ○ 2/3
7 11 ○ ○ × 2/3
8 11 × ○ ○ 2/3
9 11 × ○ ○ 2/3
10 11 ○ ○ ○ 3/3
11 12 ○ ○ ○ 3/3
12 12 ○ × ○ 2/3
13 12 ○ ○ ○ 3/3

○=正答　×=誤答　

No. 年齢
感情音声同定課題
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Ta b l e  2 2  感 情 音 声 同 定 課 題 に お け る TD 児 群 の 回 答 デ ー タ  
 

① ② ③ 全問
1 10 ○ ○ ○ 3/3
2 10 ○ ○ ○ 3/3
3 10 ○ ○ ○ 3/3
4 10 ○ ○ ○ 3/3
5 10 ○ ○ ○ 3/3
6 10 ○ ○ ○ 3/3
7 10 ○ ○ ○ 3/3
8 11 ○ ○ ○ 3/3
9 11 ○ ○ ○ 3/3
10 11 ○ ○ ○ 3/3
11 11 ○ ○ ○ 3/3
12 11 ○ ○ ○ 3/3
13 11 ○ ○ ○ 3/3
14 12 ○ ○ ○ 3/3
15 12 ○ ○ ○ 3/3
16 12 ○ ○ ○ 3/3
17 12 ○ ○ ○ 3/3
18 12 ○ ○ ○ 3/3
19 12 ○ ○ ○ 3/3
20 12 ○ ○ ○ 3/3
21 12 ○ ○ ○ 3/3
22 12 ○ ○ ○ 3/3
23 12 ○ ○ ○ 3/3
24 12 ○ ○ ○ 3/3
25 12 ○ ○ ○ 3/3
26 12 ○ ○ ○ 3/3

No. 年齢
感情音声同定課題

○=正答　×=誤答　
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3 つ の 感 情 音 声 全 て に 正 答 し た 全 問 正 答 者 数 の 割 合 は 、PD D 児 群 で

は 3 0 . 8％ (1 3 名 中 4 名 )、TD 児 群 で は 1 0 0％ (2 6 名 中 2 6 名 )で あ っ た 。

全 問 正 答 者 数 の 割 合 に お い て 、P DD 児 群 で 有 意 に 低 い と い う 結 果 で あ

っ た (χ 2 ( 1 )＝ 2 3 .4 , p< .0 0 1 )。 両 群 の 全 問 正 答 者 数 の 割 合 に つ い て の 結

果 を F ig .7 に 示 し た 。  

 

 

 

Fig.7　感情音声同定課題における全問正答者数の割合
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** p < . 0 0 1  

**  

PDD児群:13名(10歳児4名,11歳児6名,12歳児3名;平均年齢 10.9歳)
TD児群:26名(10歳児7名,11歳児6名,12歳児13名;平均年齢11.2歳)
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喜 び 音 声 の 正 答 者 率 は 、P DD 児 群 で は 5 3 .8％ ( 1 3 名 中 7 名 )、T D 児

群 で は 1 0 0％ ( 2 6 名 中 2 6 名 )で あ っ た 。 喜 び 音 声 の 正 答 者 率 は 、 P DD

児 群 で 有 意 に 低 い と い う 結 果 だ っ た (χ 2 (1 )＝ 1 4 .1 8 , p < . 0 0 1 )。  

悲 し み 音 声 の 正 答 者 率 は 、P DD 児 群 で は 9 2 .3％ ( 1 3 名 中 1 2 名 )、TD

児 群 で は 1 0 0％ ( 2 6 名 中 2 6 名 )で あ っ た 。 悲 し み 音 声 の 正 答 者 率 は 、

両 群 間 に お い て 有 意 な 差 は 見 ら れ な か っ た 。  

怒 り 音 声 の 正 答 者 率 は 、 P DD 児 群 で は 7 6 .9％ ( 1 3 名 中 1 0 名 )、 TD

児 群 で は 1 0 0％ (2 6 名 中 2 6 名 )で あ っ た 。怒 り 音 声 の 正 答 者 率 は 、P D D

児 群 で 有 意 に 低 い と い う 結 果 だ っ た (χ 2 (1 )＝ 6 . 5 0 , p < .0 5 )。  

そ れ ぞ れ の 感 情 音 声 に お け る 結 果 を F i g .8 に 示 し た 。  

 

 

Fig.8　感情音声同定課題の結果
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**  *  

** p < . 0 0 1 , *  p < . 0 5  
PDD児群:13名(10歳児4名,11歳児6名,12歳児3名;平均年齢 10.9歳)
TD児群:26名(10歳児7名,11歳児6名,12歳児13名;平均年齢11.2歳)
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PDD 児 群 の 誤 答 内 容 は 、喜 び 音 声 、悲 し み 音 声 、怒 り 音 声 の い ず れ

に 対 し て も 、 誤 答 し た 児 は 全 例 、“ ど れ で も な い ” を 選 択 し た 。  

 ま た 課 題 実 施 後 、 数 名 の PD D 児 か ら 「 喜 ん で い る 声 は 本 当 に わ か

ら な い よ 」 と い っ た 発 言 が 聞 か れ た 。  
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4 .  感 情 音 声 判 別 課 題 の 結 果  

 

練 習 判 別 課 題 を 行 っ た 結 果 、 両 群 の 対 象 児 全 て ( P DD 児 群 1 3 名 、

TD 児 群 2 6 名 )か ら 3 課 題 中 2 課 題 以 上 の 正 答 を 得 ら れ た た め 、 全 対

象 児 に 音 声 判 別 の 本 課 題 (時 間 変 化 課 題 、 振 幅 変 化 課 題 )を 行 っ た 。  

時 間 変 化 課 題 に お け る 感 情 音 声 判 別 課 題 の 各 対 象 児 の 回 答 に つ い

て 、PD D 児 群 の デ ー タ を Ta b l e  2 3 に 示 し 、TD 児 群 の デ ー タ を Ta b l e  

2 4 に 示 し た 。  

 

 

Ta b l e  2 3  感 情 音 声 判 別 課 題 (時 間 変 化 課 題 )に お け る  

PDD 児 群 の 回 答 デ ー タ  
  

50% 100% 150% 45% 100% 150% 50% 100% 150%
1 10 ○ ○ ○ × × ○ × ○ ○
2 10 × × × × ○ ○ ○ ○ ○
3 10 × ○ × ○ ○ ○ × ○ ×
4 10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×
5 11 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
6 11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
7 11 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ×
8 11 × × × × ○ ○ ○ ○ ○
9 11 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
10 11 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×
11 12 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
12 12 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○
13 12 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

各刺激音声の○%は、発話時間の延長、または短縮率を示す

No. 年齢 喜び音声
感情音声判別課題(時間変化課題)

(喜び音声)○=嬉しそうな声だと思う　×=嬉しそうな声だと思わない

(悲しみ音声)○=悲しそうな声だと思う　×=悲しそうな声だと思わない

(怒り音声)○=怒っている声だと思う　×=怒っている声だと思わない

怒り音声悲しみ音声
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Ta b l e  2 4  感 情 音 声 判 別 課 題 (時 間 変 化 課 題 )に お け る  

TD 児 群 の 回 答 デ ー タ  
  

50% 100% 150% 45% 100% 150% 50% 100% 150%
1 10 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×
2 10 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○
3 10 × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○
4 10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
5 10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
6 10 ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○
7 10 × ○ ○ ○ ○ ○ × × ○
8 11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
9 11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
10 11 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
11 11 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
12 11 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×
13 11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×
14 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
15 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×
16 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
17 12 ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ×
18 12 ○ ○ ○ × ○ ○ × × ○
19 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○
20 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
21 12 ○ ○ ○ × × ○ × ○ ×
22 12 ○ ○ ○ ○ × × × ○ ×
23 12 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ×
24 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×
25 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×
26 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　　　　　　　各刺激音声の○%は、発話時間の延長、または短縮率を示す

No. 年齢 喜び音声 悲しみ音声

　　　　　(喜び音声)○=嬉しそうな声だと思う　×=嬉しそうな声だと思わない

　　　　　(悲しみ音声)○=悲しそうな声だと思う　×=悲しそうな声だと思わない

　　　　　(怒り音声)○=怒っている声だと思う　×=怒っている声だと思わない

怒り音声
感情音声判別課題(時間変化課題)
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振 幅 変 化 課 題 に お け る 感 情 音 声 判 別 課 題 の 各 対 象 児 の 回 答 に つ い

て 、PD D 児 群 の デ ー タ を Ta b l e  2 5 に 示 し 、TD 児 群 の デ ー タ を Ta b l e  

2 6 に 示 し た 。  

 

 

Ta b l e  2 5  感 情 音 声 判 別 課 題 (振 幅 変 化 課 題 )に お け る  

PDD 児 群 の 回 答 デ ー タ  
  

25% 50% 100% 150% 15% 25% 50% 100% 25% 50% 100% 150%
1 10 × ○ ○ ○ × × × ○ × × ○ ○
2 10 × × ○ ○ ○ × × × × × × ○
3 10 × ○ × ○ ○ × × × × ○ ○ ○
4 10 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○
5 11 × ○ ○ × × × ○ × × × ○ ○
6 11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○
7 11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○
8 11 × × × × ○ ○ ○ ○ × × × ○
9 11 × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
10 11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
11 12 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○
12 12 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○
13 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○

　　　　　　　　各刺激音声の○%は、発話振幅の増加、または減少率を示す

No. 年齢 喜び音声 悲しみ音声

　　　　　　(怒り音声)○=怒っている声だと思う　×=怒っている声だと思わない

怒り音声
感情音声判別課題(振幅変化課題)

　　　　　　　(喜び音声)○=嬉しそうな声だと思う　×=嬉しそうな声だと思わない

　　　　　　(悲しみ音声)○=悲しそうな声だと思う　×=悲しそうな声だと思わない
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Ta b l e  2 6  感 情 音 声 判 別 課 題 (振 幅 変 化 課 題 )に お け る  

TD 児 群 の 回 答 デ ー タ  

 

25% 50% 100% 150% 15% 25% 50% 100% 25% 50% 100% 150%
1 10 × × ○ × ○ ○ ○ ○ × × ○ ○
2 10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○
3 10 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ×
4 10 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○
5 10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
6 10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
7 10 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○
8 11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
9 11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
10 11 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○
11 11 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○
12 11 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○
13 11 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × × × ○
14 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
15 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○
16 12 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○
17 12 × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○
18 12 ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○
19 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○
20 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○
21 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × ○ ×
22 12 ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × × × ○
23 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○
24 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
25 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × ○
26 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○

各刺激音声の○%は、発話振幅の増加、または減少率を示す

年齢 喜び音声

(悲しみ音声)○=悲しそうな声だと思う　×=悲しそうな声だと思わない

(怒り音声)○=怒っている声だと思う　×=怒っている声だと思わない

No. 悲しみ音声 怒り音声
感情音声判別課題(振幅変化課題)

(喜び音声)○=嬉しそうな声だと思う　×=嬉しそうな声だと思わない
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1 )  時 間 変 化 課 題  

喜 び 音 声 の 結 果 は 、PD D 児 群 で は 、オ リ ジ ナ ル 刺 激 音 声 ( 1 0 0 %刺 激

音 声 ) ( 8 4 . 6％ , 1 3 名 中 11 名 )、1 5 0 %延 長 刺 激 音 声 ( 6 9 .2％ , 1 3 名 中 9 名 )、

5 0 %短 縮 刺 激 音 声 ( 3 8 .5％ , 1 3 名 中 5 名 )の 順 に 判 別 者 率 が 低 か っ た 。

TD 児 群 で は 、 オ リ ジ ナ ル 刺 激 音 声 ( 9 6 .2 %,2 6 名 中 2 5 名 )・ 1 5 0 %延 長

刺 激 音 声 ( 9 6 .2 % ,2 6 名 中 2 5 名 )、 5 0 %短 縮 刺 激 音 声 ( 7 6 .9 %,2 6 名 中 2 0

名 )の 順 で 判 別 者 率 が 低 か っ た 。5 0 %短 縮 刺 激 音 声 (χ 2 ( 1 )= 5 .5 7 , p< .0 5 )

と 1 5 0 %延 長 刺 激 音 声 (χ 2 ( 1 ) =5 .6 2 , p< . 0 5 )で 、 P DD 児 群 が 有 意 に 低 い

判 別 者 率 で あ っ た 。 両 群 に お け る 判 別 課 題 の 結 果 を F i g . 9 に 示 し た 。 

 

 

Fig.9　喜び音声における判別者率（時間変化課題）
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*  

*  

*  p < . 0 5  

PDD児群:13名(10歳児4名,11歳児6名,12歳児3名;平均年齢 10.9歳)
TD児群:26名(10歳児7名,11歳児6名,12歳児13名;平均年齢11.2歳)
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悲 し み 音 声 の 結 果 は 、PD D 児 群 で は 、1 5 0 %延 長 刺 激 音 声 ( 1 0 0％ , 1 3

名 中 1 3 名 )、 オ リ ジ ナ ル 刺 激 音 声 ( 9 2 . 3％ , 1 3 名 中 1 2 名 )、 4 5 %短 縮 刺

激 音 声 ( 6 9 .2％ , 1 3 名 中 9 名 )の 順 に 判 別 者 率 が 低 か っ た 。TD 児 群 で は 、

オ リ ジ ナ ル 刺 激 音 声 ( 9 2 . 3 ％ , 2 6 名 中 2 4 名 ) ・ 1 5 0 % 延 長 刺 激 音 声

(9 2 .3％ , 2 6 名 中 2 4 名 )、 4 5 %短 縮 刺 激 音 声 ( 7 6 . 9％ , 2 6 名 中 2 0 名 )の 順

で 判 別 者 率 が 低 か っ た 。各 刺 激 音 声 で 、両 群 間 の 判 別 者 率 に 有 意 な 差

は 見 ら れ な か っ た 。両 群 に お け る 判 別 課 題 の 結 果 を F i g .1 0 に 示 し た 。  

 

 

Fig.10　悲しみ音声における判別者率（時間変化課題）
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PDD児群:13名(10歳児4名,11歳児6名,12歳児3名;平均年齢 10.9歳)
TD児群:26名(10歳児7名,11歳児6名,12歳児13名;平均年齢11.2歳)
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怒 り 音 声 の 結 果 は 、P DD 児 群 で は 、オ リ ジ ナ ル 刺 激 音 声 ( 9 2 .3％ , 1 3

名 中 1 2 名 )、5 0 %短 縮 刺 激 音 声 ( 8 4 . 6％ , 1 3 名 中 11 名 )、1 5 0 %延 長 刺 激

音 声 ( 6 9 . 2％ , 1 3 名 中 9 名 )の 順 に 判 別 者 率 が 低 か っ た 。 T D 児 群 で は 、

オ リ ジ ナ ル 刺 激 音 声 ( 8 8 .5 ％ , 2 6 名 中 2 3 名 ) 、 5 0 % 短 縮 刺 激 音 声

(7 6 .9％ , 2 6 名 中 2 0 名 )、1 5 0 %延 長 刺 激 音 声 ( 6 1 . 5％ , 2 6 名 中 1 6 名 )の 順

に 判 別 者 率 が 低 か っ た 。各 刺 激 音 声 で 、両 群 間 の 判 別 者 率 に 有 意 な 差

は 見 ら れ な か っ た 。両 群 に お け る 判 別 課 題 の 結 果 を F i g . 11 に 示 し た 。  

 

 

Fig.11　怒り音声における判別者率(時間変化課題)
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PDD児群:13名(10歳児4名,11歳児6名,12歳児3名;平均年齢 10.9歳)
TD児群:26名(10歳児7名,11歳児6名,12歳児13名;平均年齢11.2歳)



 - 78 - 

2 )  振 幅 変 化 課 題  

喜 び 音 声 の 結 果 は 、PD D 児 群 で は 、オ リ ジ ナ ル 音 声 ( 8 4 .6％ , 1 3 名 中

11 名 )・1 5 0％ 増 加 刺 激 音 声 ( 8 4 . 6％ , 1 3 名 中 11 名 )、5 0％ 減 少 刺 激 音 声

(7 6 .9％ , 1 3 名 中 1 0 名 )、 2 5％ 減 少 刺 激 音 声 ( 3 0 . 8％ , 1 3 名 中 4 名 )の 順

に 判 別 者 率 が 低 か っ た 。 T D 児 群 で は 、 1 5 0％ 増 加 刺 激 音 声 ( 9 2 .3％ , 2 6

名 中 2 4 名 )・ 5 0％ 減 少 刺 激 音 声 ( 9 2 .3％ , 2 6 名 中 2 4 名 )、オ リ ジ ナ ル 刺

激 音 声 ( 8 8 .5％ , 2 6 名 中 2 3 名 )、  2 5％ 減 少 刺 激 音 声 ( 7 3 .1 %,2 6 名 中 1 9

名 ) の 順 に 判 別 者 率 が 低 か っ た 。 2 5 ％ 減 少 刺 激 音 声  ( χ

2 (1 ) =6 . 4 1 , p < .0 5 )  で 、P DD 児 群 が 有 意 に 低 い 判 別 者 率 で あ っ た 。両 群

に お け る 判 別 課 題 の 結 果 を F i g . 1 2 に 示 し た 。  

 

 

Fig.12　喜び音声における判別者率(振幅変化課題)
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*  p < . 0 5  

*  

PDD児群:13名(10歳児4名,11歳児6名,12歳児3名;平均年齢 10.9歳)
TD児群:26名(10歳児7名,11歳児6名,12歳児13名;平均年齢11.2歳)
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悲 し み 音 声 の 結 果 は 、 P DD 児 群 で は 、 1 5 %減 少 刺 激 音 声 ( 8 4 . 6％ , 1 3

名 中 11 名 )、 5 0％ 減 少 刺 激 音 声 ( 7 6 .9％ , 1 3 名 中 1 0 名 )、 2 5％ 減 少 刺 激

音 声 ( 6 9 . 2％ , 1 3 名 中 9 名 )・ オ リ ジ ナ ル 刺 激 音 声 ( 6 9 .2％ , 1 3 名 中 9 名 )

の 順 に 判 別 者 率 が 低 か っ た 。 T D 児 群 で は 、 1 5 ％ 減 少 刺 激 音 声

(1 0 0％ , 2 6 名 中 2 6 名 )、 オ リ ジ ナ ル 刺 激 音 声 ( 9 6 .2％ , 2 6 名 中 2 5 名 )、

2 5 ％ 減 少 刺 激 音 声 ( 9 2 .3 ％ , 2 6 名 中 2 4 名 ) ・ 5 0 ％ 減 少 刺 激 音 声

(9 2 .3％ , 2 6 名 中 2 4 名 )の 順 に 判 別 者 率 が 低 か っ た 。 各 刺 激 音 声 で 、両

群 間 の 判 別 者 率 に 有 意 な 差 は 見 ら れ な か っ た 。両 群 に お け る 判 別 課 題

の 結 果 を F i g .1 3 に 示 し た 。  

 

 

Fig.13　悲しみ音声における判別者率(振幅変化課題)
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PDD児群:13名(10歳児4名,11歳児6名,12歳児3名;平均年齢 10.9歳)
TD児群:26名(10歳児7名,11歳児6名,12歳児13名;平均年齢11.2歳)
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怒 り 音 声 の 結 果 は 、 PD D 児 群 で は 、 1 5 0％ 増 加 刺 激 音 声 ( 1 0 0％ , 1 3

名 中 1 3 名 )、 オ リ ジ ナ ル 刺 激 音 声 ( 7 6 . 9 % ,1 3 名 中 1 0 名 )、 5 0％ 減 少 刺

激 音 声 ( 3 0 .8％ , 1 3 名 中 4 名 )、 2 5％ 減 少 刺 激 音 声 ( 2 3 .1 % ,1 3 名 中 3 名 )

の 順 に 判 別 者 率 は 低 か っ た 。 T D 児 群 で は 、 1 5 0 ％ 増 加 刺 激 音 声

(9 2 .3％ , 2 6 名 中 2 4 名 )、 オ リ ジ ナ ル 刺 激 音 声 ( 5 7 .7％ , 2 6 名 中 1 5 名 )、

2 5％ 減 少 刺 激 音 声 ( 5 0％ , 2 6 名 中 1 3 名 )、 5 0％ 減 少 刺 激 音 声 ( 4 6 .2 %,2 6

名 中 1 2 名 ) の 順 に 判 別 者 率 は 低 か っ た 。 2 5 ％ 減 少 刺 激 音 声 ( χ

2 (1 ) =2 . 6 0 , p < .1 )  で 、 PD D 児 群 の 判 別 者 率 に 低 い 傾 向 が み ら れ た 。 両

群 に お け る 判 別 課 題 の 結 果 を F i g .1 4 に 示 し た 。  

 

 

Fig.14　怒り音声における判別者率(振幅変化課題)
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PDD児群:13名(10歳児4名,11歳児6名,12歳児3名;平均年齢 10.9歳)
TD児群:26名(10歳児7名,11歳児6名,12歳児13名;平均年齢11.2歳)
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第 4節  考 察  

 

 

 本 研 究 で は 、「 感 情 語 理 解 課 題 」 を 通 過 し た P DD 児 と T D 児 に 対 し

て 、「 喜 び 」「 悲 し み 」「 怒 り 」の 3 感 情 を 含 ん だ 刺 激 音 声 を 用 い て 、「 感

情 音 声 弁 別 課 題 」「 感 情 音 声 同 定 課 題 」「 感 情 音 声 判 別 課 題 」を 行 っ た 。  

 

 

1 .  P DD 児 と TD 児 に お け る 感 情 語 理 解 の 比 較 検 討  

 

感 情 を 含 ん だ 音 声 の 聴 取 課 題 を 行 う に あ た り 、標 的 感 情 と な っ て い

る 感 情 の 意 味 理 解 や 適 切 な 使 用 に つ い て 対 象 児 に 確 認 を 行 う 必 要 が

あ る 。 本 課 題 で は 、 研 究 １ と 同 様 、「 嬉 し い 」「 悲 し い 」「 怒 る 」 の 3

つ の 場 面 を 組 み 合 わ せ た 7 場 面 を 提 示 し 、生 起 す る 感 情 の 回 答 を 求 め

た 。本 研 究 の 対 象 と な っ た P D D 児 群 と T D 児 群 の 両 群 全 員 に お い て 、

提 示 し た 7 場 面 中 6 場 面 以 上 の 正 答 が 得 ら れ 、 差 は 見 ら れ な か っ た 。 

武 澤 ら ( 2 0 0 8 )が 行 っ た 、PDD 児 と TD 児 を 対 象 と し た 表 情 や 音 声 を

用 い た 課 題 に お い て も 、 課 題 開 始 前 に 標 的 感 情 で あ っ た 「 喜 び 」「 悲

し み 」「 怒 り 」 の 意 味 理 解 を 確 認 し 、 両 群 に お い て 感 情 の 意 味 を 理 解

し て い る こ と が 確 認 さ れ た 。 武 澤 ら  ( 2 0 0 8 )の 行 っ た 質 問 は 、「 今 ま で

に 、あ な た が 喜 ん だ 出 来 事 を 教 え て く だ さ い 」と い っ た 内 容 か ら 、「 あ

な た が 楽 し み に し て い た 遠 足 が 大 雨 で 中 止 に な っ て し ま い ま し た 。あ

な た は ど ん な 気 持 ち に な り ま し た か 」と い っ た 具 体 的 な 場 面 を 提 示 し

た 内 容 ま で あ っ た 。 本 課 題 に お い て も 、 武 澤 ら ( 2 0 0 8 )に お い て も 、 児

童 に と っ て 親 し み や す い 場 面 を 提 示 す る こ と に よ っ て 、 P DD 児 、 T D



 - 82 - 

児 共 に 正 答 が 得 ら れ や す か っ た の で は な い か と 考 え ら れ た 。  

 

  

2 .  P DD 児 と TD 児 に お け る 感 情 音 声 弁 別 力 の 比 較 検 討  

 

本 課 題 は 6 試 行 と 試 行 数 が 少 な か っ た た め 、結 果 の 分 析 に つ い て は

PDD 児 群 と TD 児 群 に お け る 、 6 試 行 全 て が 正 答 で あ っ た 全 問 正 答 者

の 数 を 比 較 検 討 す る こ と と し た 。  

「 喜 び 」「 悲 し み 」「 怒 り 」の 3 感 情 を 含 ん だ 刺 激 音 声 を 組 み 合 わ せ

た 6 刺 激 を 提 示 し た 感 情 音 声 弁 別 課 題 で は 、PDD 児 群 の 全 問 正 答 者 数

の 割 合 は TD 児 群 よ り も 低 い 傾 向 が 見 ら れ た が 、 統 計 学 的 に 有 意 な 差

で は な か っ た 。PD D 児 や TD 児 を 対 象 に 、感 情 音 声 の 弁 別 課 題 は こ れ

ま で 行 わ れ て お ら ず 、本 研 究 で 得 ら れ た 結 果 を 先 行 研 究 と 比 較 す る こ

と が 出 来 な い 。そ の た め 、今 後 さ ら に 検 討 を 続 け る 必 要 が あ る と 考 え

ら れ る 。  

 

 

3 .  P DD 児 と TD 児 に お け る 感 情 音 声 同 定 力 の 比 較 検 討  

 

「 喜 び 」「 悲 し み 」「 怒 り 」の 3 感 情 を 含 ん だ 刺 激 音 声 を 提 示 し た 感

情 音 声 同 定 課 題 で は 、 3 つ の 感 情 音 声 に お け る 同 定 課 題 全 問 正 答 者 数

の 割 合 に お い て 、PDD 児 群 が 有 意 に 低 か っ た 。個 々 の 感 情 に つ い て は 、

「 喜 び 音 声 」「 怒 り 音 声 」 に お い て 、 P DD 児 群 が 有 意 に 低 い 正 答 者 率

で あ っ た 。 一 方 、「 悲 し み 音 声 」 の 正 答 者 率 に は 2 群 間 で 違 い が 見 ら

れ ず 、PD D 児 も TD 児 と 同 程 度 に 理 解 で き て い る こ と が 示 さ れ た 。こ
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れ よ り 、 本 研 究 の 対 象 と な っ た P DD 児 に は 、 感 情 的 プ ロ ソ デ ィ か ら

“ 分 か り や す い 感 情 ”と “ 分 か り に く い 感 情 ” が あ り 、感 情 的 プ ロ ソ

デ ィ の 理 解 度 に は 感 情 に よ る 違 い が あ る 可 能 性 が 考 え ら れ た 。こ の 可

能 性 に つ い て は 、こ れ ま で 報 告 さ れ て お ら ず 、本 研 究 に お い て 初 め て

明 ら か と な っ た も の で あ る 。  

PDD 児 に お い て 正 答 者 率 が 有 意 に 低 か っ た 2 感 情 の う ち 、 特に「 喜

び 音 声 」の 同 定 に お け る 困 難 さ が 目 立 っ た 。高 橋 ら ( 2 0 0 1 )の 示 し た TD

児 を 対 象 と し た 研 究 結 果 で は 、喜 び 感 情 は 音 声 よ り も 表 情 を 手 が か り

に 感 情 を 理 解 し て い る と 報 告 を し て い る 。「 喜 び 」「 悲 し み 」「 怒 り 」

を 標 的 感 情 と し 、表 情 条 件 と 音 声 条 件 、複 合 条 件 の 3 条 件 を 用 い た 同

定 課 題 を PD D 児 と T D 児 に 行 っ た 、 武 澤 ら  ( 2 0 0 8 )の 結 果 で は 、 T D

児 、PD D 児 共 に 、 喜び 感 情 に 関 し て は 表 情 か ら の 方 が よ り 正 確 に 感 情

を 推 測 で き 、P DD 児 群 内 に お け る 音 声 呈 示 の 成 績 で は 、「 悲 し み 」「 怒

り 」 よ り も 「 喜 び 」 が 低 い と い う 結 果 で あ っ た 。 し か し 、「 喜 び 」 の

成 績 に T D 児 と の 差 は 見 ら れ て い な か っ た 。 武 澤 ら ( 2 0 0 8 )と 本 研 究 の

対 象 者 で は 、 男 女 比 や IQ の 幅 、 年 齢 幅 が 異 な り 、 そ の 違 い に よ っ て

TD 児 と の 比 較 に 差 異 が 生 じ た と 考 え ら れ る が 、 P DD 児 が 「 悲 し み 」

や「 怒 り 」よ り も「 喜 び 」を 感 情 音 声 か ら 捉 え る こ と が 苦 手 で あ る と

い っ た 同 様 の 傾 向 は 得 ら れ て い る 。ま た 、音 声 の み を 提 示 し た 本 課 題

で は 、 視 覚 的 情 報 が 優 位 と も い わ れ る PD D 児 に と っ て 、 表 情 と い っ

た 視 覚 的 情 報 が 感 情 伝 達 の 多 く を 占 め る 喜 び 感 情 を 理 解 す る こ と が

特 に 困 難 で あ っ た の か も し れ な い 。  
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4 .  P DD 児 と TD 児 に お け る 感 情 判 別 の 異 な り  

 

「 喜 び 」「 悲 し み 」「 怒 り 」の 3 感 情 を 含 ん だ 刺 激 音 声 を 、発 話 持 続

時 間 と 発 話 振 幅 の 2 条 件 で 変 化 さ せ て 提 示 し た 感 情 音 声 判 別 課 題 で は 、

時 間 変 化 課 題 の 「 喜 び 音 声 5 0 %短 縮 刺 激 音 声 」 と 「 喜 び 音 声 1 5 0 %延

長 刺 激 音 声 」、 振 幅 変 化 課 題 の 「 喜 び 音 声 2 5％ 減 少 刺 激 音 声 」 の 3 刺

激 で 、P DD 児 群 が 有 意 に 低 い 判 別 者 率 で あ り 、「 怒 り 音 声 2 5％ 減 少 刺

激 音 声 」 で 低 い 傾 向 が 見 ら れ た 。判 別 課 題 に お い て も 、 特 に「 喜 び 音

声 」 の 判 別 者 率 の 低 さ が 示 さ れ た 。 P a u l  e t  a l .  ( 2 0 0 5 )  は、感 情 同 定 課

題 の 回 答 時 に 見 ら れ た A S  者 と 健 常 成 人 の 違 い を 検 討 し 、健 常 成 人 は

音 声 を 聞 い た 後 に 回 答 し た の に 対 し 、 AS 者 は 音 声 を 最 後 ま で 聞 か ず

に 回 答 し 、 A S 者 は 音 声 か ら 感 情 を 同 定 す る 際 、 判 断 に 必 要 な 音 響 学

的 要 素 の 全 て を 使 っ て い な い 可 能 性 を 指 摘 し た 。 ま た 、 喜 び 音 声 は 、

発 話 が 短 文 の 場 合 、 語 尾 に 向 か っ て 抑 揚 の 上 昇 傾 向 が あ る と 平 賀 ら

(1 9 9 4 )は 報 告 し て い る 。 本 研 究 で 提 示 し た 音 声 は 短 文 で あ り 、 文 末 の

上 昇 と い う 要 素 も 判 別 の 手 が か り に な る と 考 え ら れ る 。し か し 、判 別

課 題 に お い て 提 示 し た 音 声 は 文 頭 文 節 の 音 響 学 的 要 素 を 変 化 さ せ た

も の で あ っ た 。Pa u l  e t  a l .  (2 0 0 5 )  の 指 摘 に 基 づ け ば 、T D 児 は 最 後 ま

で 提 示 さ れ た 音 声 を 聞 き 、喜 び 音 声 の 持 つ 語 尾 の 上 昇 と い う 特 徴 を 把

握 し た た め 、様 々 に 変 化 し た 音 声 に 対 し て も 喜 び と 判 断 す る こ と が 可

能 だ っ た 可 能 性 が 示 唆 さ れ る 。 一 方 、 本 研 究 の 対 象 と な っ た P DD 児

群 で は そ う し た 聞 き 方 を し て い な か っ た た め に 、喜 び 音 声 の 判 別 者 率

が 特 に 低 く な っ た こ と も 考 え ら れ る 。  

な お 、有 意 差 は 認 め ら れ な か っ た が 、怒 り 音 声 の 振 幅 変 化 課 題 で は 、

オ リ ジ ナ ル 音 声 を 境 に 、 P DD 児 と T D 児 の 判 別 者 率 が 逆 転 し て い た 。
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こ れ は 、 悲 し み 音 声 の 時 間 変 化 課 題 の 1 5 0％ 延 長 刺 激 音 声 に お い て も

同 様 の 傾 向 が 見 ら れ た 。怒 り 音 声 は 振 幅 の 大 き さ が 特 徴 で あ り 、悲 し

み 音 声 は 発 話 持 続 時 間 の 長 さ が 特 徴 と い わ れ て い る (森 山 ら , 1 9 9 9 )。本

研 究 で 提 示 し た 音 声 の よ う に 、文 節 と い っ た 部 分 の み の 音 響 学 的 特 徴

を 変 化 さ せ る と 、不 自 然 さ が 増 し 、本 来 の 感 情 が か え っ て 分 か り に く

く な っ て い た こ と が 考 え ら れ る 。PD D 児 群 が 多 少 で は あ っ た が TD 児

群 よ り も 、判 別 者 率 が 高 く な っ た の は 、PDD 児 が 音 声 の そ う し た 不 自

然 さ よ り も 提 示 さ れ た 音 声 の 文 頭 文 節 の 音 響 学 的 特 徴 に 反 応 し て い

た 可 能 性 も 考 え ら れ る 。振 幅 変 化 課 題 の「 怒 り 音 声 2 5％ 減 少 刺 激 音 声 」

で PD D 児 群 の 判 別 者 率 が 低 く な っ た の も 、 同 様 の 理 由 で 説 明 で き る

か も し れ な い 。 一 方 、 T D 児 群 は 、 音 声 の 不 自 然 さ に 影 響 さ れ 、 そ の

感 情 と 判 別 し な か っ た 対 象 児 が 多 か っ た の か も し れ な い 。  

両 群 の 感 情 語 の 理 解 や 感 情 音 声 の 弁 別 力 に は 差 が 見 ら れ な か っ た

が 、感 情 音 声 の 同 定 や 判 別 で PDD 児 は 困 難 さ を 示 し て い た 。M c C a n n  

e t  a l .  ( 2 0 0 3 ) は 、 PD D 児 の 示 す 、 プ ロ ソ デ ィ 理 解 困 難 に は 、 ピ ッ チ

レ ベ ル の 差 異 を 知 覚 す る 能 力 の 欠 如 と い っ た 形 式 レ ベ ル の 問 題 と 、協

調 と い っ た コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の た め の 役 割 を 正 し く 理 解 す る こ と

が 困 難 と い っ た 機 能 レ ベ ル の 問 題 の 2 つ が あ る だ ろ う と 指 摘 し て い る 。

ま た 、事 象 関 連 電 位 ( ev e nt  r e la t e d  p o t en t ia l ; E RP )を 用 い た 研 究 か ら 、

幼 い PD D 児 で あ っ て も す で に 音 声 情 報 の 処 理 過 程 で 聴 覚 的 特 異 さ が

み ら れ る と い っ た 報 告 ( B r u n ea u  e t  a l . , 1 9 9 9 )や 、P DD 児 は 口 調 や 音 節

に 対 す る 聴 覚 的 感 度 の 欠 如 が み ら れ る ( J a n s so n - Ve r ka s a lo  e t  a l . ,  

2 0 0 5 )と い っ た 報 告 が さ れ て い る 。 本 研 究 の 結 果 に お い て も 、 P DD 児

は 感 情 固 有 の 音 響 学 的 な 特 徴 を 感 情 の 同 定 や 判 別 の 情 報 と し て 捉 え

る こ と が 困 難 で あ っ た と い う「 形 式 レ ベ ル 」の 問 題 を 示 し た も の で あ
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り 、 M c C a n n  e t  a l .  ( 2 0 0 3 )  の 仮 説 を 支 持 す る も の と い え る で あ ろ う 。 

ま た 、P DD 児 で は 、 感情 に よ っ て 感 情 的 プ ロ ソ デ ィ の 理 解 度 が 異 な

り 、特 に 、喜 び 音 声 の 理 解 が 困 難 で あ る こ と が 示 さ れ た 。P DD 児 が 理

解 で き る 感 情 音 声 は 、感 情 に 特 徴 的 な プ ロ ソ デ ィ が 文 頭 の 文 節 の み に

お い て も 判 断 が 可 能 な 感 情 で 、理 解 が 困 難 な 感 情 音 声 は 文 頭 の プ ロ ソ

デ ィ だ け で は 判 断 が 困 難 な 感 情 で あ っ た 。 これ ら の 結 果 か ら 、P DD 児

は 発 話 さ れ た 文 の 最 初 の 単 語 の 持 つ 音 響 学 的 特 徴 を 優 先 し て 処 理 す

る と い う 音 声 処 理 特 性 を 持 ち 、 こ の 特 性 が PD D 児 の 感 情 音 声 理 解 の

困 難 さ の 背 景 と な っ て い る 可 能 性 が 示 唆 さ れ た 。  
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[ま と め ]  

 PDD 児 に お け る 感 情 的 プ ロ ソ デ ィ 情 報 処 理 の 特 徴 の 検 討 を 目 的 と

し 、 PD D 児 1 3 名 と 定 型 発 達 ( T D )児 2 6 名 を 対 象 に 「 喜 び 」「 悲 し み 」

「 怒 り 」を 含 む 感 情 音 声 を 用 い 、 感 情 音 声 弁 別 課 題 、感 情 音 声 同 定 課

題 、 感 情 音 声 判 別 課 題 を 行 っ た 。  

 感 情 音 声 弁 別 課 題 の 結 果 、両 群 間 に お け る 感 情 音 声 の 弁 別 力 に 統 計

学 的 な 有 意 差 は な か っ た 。 感情 音 声 同 定 課 題 の 結 果 、P DD 児 の 感 情 的

プ ロ ソ デ ィ の 理 解 度 に は 感 情 に よ る 違 い が あ る 可 能 性 が 考 え ら れ 、こ

れ は 、こ れ ま で 報 告 さ れ て お ら ず 、本 研 究 で 初 め て 明 ら か と さ れ た も

の で あ る 。 ま た 本 研 究 の 対 象 と な っ た PD D 児 に お い て 、 特 に 「 喜 び

音 声 」の 同 定 に お け る 困 難 さ が 目 立 っ た 。感 情 音 声 判 別 課 題 の 結 果 に

お い て も 、PDD 児 は 喜 び 音 声 の 判 別 者 率 の 低 さ を 示 し た 。 感情 音 声 判

別 課 題 の 結 果 か ら P D D 児 が 理 解 し や す い 音 声 は 感 情 の 特 徴 的 な プ ロ

ソ デ ィ が 文 頭 の み で も 判 断 可 能 な 感 情 で 、理 解 が 困 難 な 音 声 は 文 頭 だ

け で は 判 断 が 困 難 な 感 情 で あ っ た 。P D D 児 は 最 初 の 音 響 学 的 特 徴 を 優

先 し て 処 理 す る と い う 音 声 処 理 特 性 を 持 ち 、 こ れ が P DD 児 の 感 情 音

声 理 解 の 困 難 さ の 背 景 と な っ て い る 可 能 性 が 示 唆 さ れ た 。  
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第 1節  目 的  

 

 

 研 究 2 の 結 果 よ り 、P DD 児 は 喜 び 音 声 の 同 定 に 困 難 さ を 示 し 、喜 び

を 判 別 す る と き に 、喜 び 音 声 の 特 徴 で あ る 語 尾 に 向 か っ て 上 昇 す る 抑

揚 と い う 音 響 学 的 特 徴 を 手 が か り と し て 使 用 し て い な い 可 能 性 が 示

唆 さ れ た 。そ の た め 、研 究 3 で は 、P D D 児 が 喜 び 音 声 の 同 定 が 困 難 で

あ り 、 喜 び 音 声 の 判 別 に TD 児 と 異 な っ た 反 応 を 示 し た の は 、 喜 び 音

声 の 音 響 学 的 特 徴 を 使 用 し て い な い か ら で あ る と い う 仮 説 を 立 て 、こ

の 仮 説 の 検 証 を 行 う こ と を 目 的 と し た 。  

 

 

第 2節  方 法  

 

 

1 .  対 象 児  

 

研 究 1 の 結 果 に 基 づ い て 、 本 研 究 に お い て も 対 象 者 を PD D 児 群 、

TD 児 群 と も に 1 0 歳 以 上 の 男 児 と し た 。男 児 の み を 対 象 と し た 理 由 は 、

PDD 児 で は 女 児 例 が 少 な く 、 T D 児 と 同 程 度 の 割 合 で 女 児 例 を 集 め る

こ と が 困 難 で あ る こ と に よ る 。  

 

1 )  PDD 児 群  

医 療 機 関 、 あ る い は 発 達 相 談 機 関 を 受 診 し 、 D S M -Ⅳ の 広 汎 性 発 達

障 害 の 基 準 を 満 た し 、 高 機 能 自 閉 性 障 害 ( HFA )、 ア ス ペ ル ガ ー 障 害

（ A S）、ま た は 特 定 不 能 の 広 汎 性 発 達 障 害（ P DD - N OS）と 診 断 さ れ て
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い る 児 童 9 名 を 対 象 と し た 。年 齢 は 1 0 歳 か ら 1 3 歳 、平 均 年 齢 は 11 .1

歳 で あ っ た 。知 能 指 数 ( I Q )の 評 価 は 、W IS C -Ⅲ を 用 い 、言 語 性 IQ ( V IQ ) /

動 作 性 I Q (PI Q ) /全 IQ (F IQ )に お い て 、 い ず れ も 8 5 以 上 で あ っ た 児 童

を 対 象 と し た 。 対 象 児 の 概 要 は Ta b le  2 7 に 示 し た 。  

 
 

Ta b l e  2 7  P DD 児 群 に お け る 対 象 児 一 覧  

VIQ PIQ FIQ

1 10 男児 HFA 92 92 91

2 10 男児 AS 111 124 119

3 10 男児 AS 110 110 111

4 11 男児 PDDNOS 91 118 104

5 11 男児 AS 105 114 110

6 11 男児 PDDNOS 101 85 93

7 11 男児 HFPDD 99 114 107

8 13 男児 HFA 121 122 124

9 13 男児 AS 101 92 96

WISC
性別No. 年齢 診断名

 

 

 

2 )  TD 児 群  

対 象 は 、1 0 歳 以 上 の 男 児 と し た 。集 団 生 活 に 問 題 が な く 、明 ら か な

発 達 障 害 も な い と 判 断 さ れ た 児 童 で 、保 護 者 と 本 人 よ り 同 意 が 得 ら れ

た 男 児 1 7 名 ( 1 0 歳 児 6 名 、 11 歳 児 7 名 、 1 2 歳 児 3 名 、 1 3 歳 児 1 名 )

で あ っ た 。対 象 児 の 平 均 年 齢 は 1 0 .9 歳 で あ っ た 。発 達 障 害 の 定 義 に つ

い て は 、 研 究 1、 研 究 2 と 同 様 で あ る 。  
   

な お 本 研 究 は 、筑 波 大 学 大 学 院 人 間 総 合 科 学 研 究 科 研 究 倫 理 委 員 会

の 承 認 を 得 て 行 っ た (課 題 番 号  第 2 1 -6 1 号 )。PDD 児 群 、TD 児 群 共 に

本 人 と 保 護 者 へ 研 究 の 説 明 を し 、 同 意 を 得 て 行 っ た 。  
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2 .  刺 激 音 声  

 

1 )  標 的 感 情  

研 究 1・ 研 究 2 と 同 様 に 、 基 本 的 感 情 の 6 感 情 か ら 「 恐 れ 」「 嫌 悪 」

「 驚 き 」 を 除 い た 、「 喜 び 」「 悲 し み 」「 怒 り 」 の 3 感 情 を 標 的 感 情 と

し て 用 い る こ と と し た 。  

 

2 )  提 示 刺 激 音 声  

研 究 1 の 刺 激 音 声 の 選 定 に お い て 、 定 型 発 達 児 ・ 成 人 共 に 、 3 感 情

に 共 通 し て 最 も 高 い 正 答 者 率 を 示 し た「 明 日 は 雨 で す 」の 音 声 を 用 い

た 。  

 

3 .  手 続 き  

 

1 )  感 情 語 理 解 確 認 課 題  

研 究 1 と 同 様  

 

2 )  感 情 音 声 弁 別 課 題  

研 究 1 と 同 様  

 

3 )  感 情 音 声 同 定 課 題  

研 究 1 と 同 様 。 た だ し 、 感 情 音 声 同 定 課 題 で は 、「 喜 び 」 の 感 情 音

声 1 種 類 を 提 示 し た 。  
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4 )  喜 び 音 声 判 別 課 題  

研 究 2 の 結 果 に 基 づ き 、P DD 児 が 感 情 音 声 の 同 定 に 困 難 さ を 示 し た

喜 び 音 声 の み を 刺 激 音 声 と し て 提 示 す る こ と と し た 。手 順 は 研 究 2 と

同 様 で あ り 、 時 間 変 化 課 題 と 振 幅 変 化 課 題 の 2 つ を 実 施 し た 。  

時 間 変 化 課 題 と 振 幅 変 化 課 題 に 用 い た 刺 激 音 声 は 、「 明 日 は 雨 で す 」

の 全 体 を 変 化 さ せ た 課 題 (以 下 、 全 体 変 化 課 題 )、 前 節 「 明 日 は 」 を 変

化 さ せ た 課 題 (以 下 、「 明 日 は 」変 化 課 題 )、後 節「 雨 で す 」を 変 化 さ せ

た 課 題 (以 下 、「 雨 で す 」 変 化 課 題 )の 3 種 類 を 用 い た 。  

時 間 変 化 課 題 は 、5 0 %短 縮 刺 激 音 声 、オ リ ジ ナ ル 音 声 ( 1 0 0 % )、1 5 0 %

延 長 刺 激 音 声 の 3 つ を 提 示 刺 激 音 声 の 条 件 と し た 。3 つ の 課 題 (全 体 変

化 ／「 明 日 は 」変 化 ／「 雨 で す 」変 化 )×2 つ の 変 化 条 件 ( 5 0 %短 縮 刺 激

音 声 ／ 1 5 0 %延 長 刺 激 音 声 )の 6 刺 激 と し 、 比 較 の た め に 課 題 ご と に オ

リ ジ ナ ル 音 声 を 提 示 し 、時 間 変 化 課 題 は 計 9 刺 激 で あ っ た 。刺 激 音 声

の 一 覧 を Ta b l e  2 8 に 示 し た 。  

振 幅 変 化 課 題 は 、 2 5 %減 少 刺 激 音 声 、 5 0 %減 少 刺 激 音 声 、 オ リ ジ ナ

ル 音 声 ( 1 0 0 % )、 1 5 0 %増 加 刺 激 音 声 の 4 つ を 提 示 刺 激 音 声 の 条 件 と し

た 。 3 つ の 課 題 (全 体 変 化 ／「 明 日 は 」変 化 ／「 雨 で す 」変 化 )×3 つ の

変 化 条 件 ( 2 5 %減 少 刺 激 音 声 ／ 5 0 %減 少 刺 激 音 声 ／ 1 5 0 %増 加 刺 激 音 声 )

の 9 刺 激 と し 、比 較 の た め に 課 題 ご と に オ リ ジ ナ ル 音 声 を 提 示 し 、振

幅 変 化 課 題 は 計 1 2 刺 激 で あ っ た 。刺 激 音 声 の 一 覧 を Ta b le  2 9 に 示 し

た 。  

感 情 音 声 の 提 示 方 法 は 、 時 間 変 化 課 題 と 振 幅 変 化 課 題 を 合 わ せ た 7

刺 激 を ラ ン ダ ム に 提 示 し 、さ ら に 、変 化 さ せ た 条 件 間 に お い て も ラ ン

ダ ム に 提 示 し た 。 喜 び 音 声 判 別 課 題 の 提 示 例 を 、 Ta b l e  3 0 に 示 し た 。

各 音 声 の 提 示 回 数 は １ 回 の み と し 、試 行 は 計 7 試 行 で あ っ た 。回 答 は 、

紙 面 上 に 提 示 さ れ た ○ ・ ×の 2 択 と し 、対 象 児 本 人 に 丸 を つ け て も ら
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っ た 。  

課 題 開 始 時 に 教 示 を 行 い 、「 こ れ か ら 声 が 聞 こ え て き ま す 。 そ の 声

を 聞 い て 、嬉 し そ う な 声 だ と 思 っ た ら ○ に 、嬉 し そ う な 声 だ と 思 わ な

か っ た ら ×に 、 丸 を つ け て く だ さ い 。 あ な た の 思 っ た 通 り に 回 答 を し

て く だ さ い 。声 は 一 度 し か 流 れ な い の で 、注 意 し て 聞 い て く だ さ い 。」

と 伝 え た 。  

 

Ta b l e  2 8  提 示 刺 激 音 声 一 覧 (時 間 変 化 課 題 )  
 

全体変化課題

「明日は」変化課題

「雨です」変化課題

50%短縮刺激音声 150%延長刺激音声オリジナル音声

   
  ＝ 5 0%短 縮 し た 文 節      ＝ オ リ ジ ナ ル の 文 節  

            ＝ 1 5 0 %延 長 し た 文 節  

 

Ta b l e  2 9  提 示 刺 激 音 声 一 覧 (振 幅 変 化 課 題 )  
 

全体変化課題

「明日は」変化課題

「雨です」変化課題

150%増加刺激音声25%減少刺激音声 50%減少刺激音声 オリジナル音声

 

   ＝ 2 5%減 少 し た 文 節    ＝ 5 0 %減 少 し た 文 節  

    ＝ オ リ ジ ナ ル の 文 節    = 1 5 0 %増 加 し た 文 節  
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Ta b l e  3 0  喜 び 音 声 判 別 課 題 の 提 示 例  
 

提示音声

1) 150%延長刺激音声 ○ ・ ×

2) 50%短縮刺激音声 ○ ・ ×

3) オリジナル音声 ○ ・ ×

4) 50%減少刺激音声 ○ ・ ×

5) 150％増加刺激音声 ○ ・ ×

6) 25%減少刺激音声 ○ ・ ×

7) オリジナル音声 ○ ・ ×

選択肢

時
間
変
化

課
題

振
幅
変
化
課
題  

※ 提 示 刺 激 音 声 は ラ ン ダ ム に 提 示 し た  

 

 

4 .  実 施 環 境  

 

音 声 聴 取 研 究 の た め 、P DD 児 群 は 大 学 の 研 究 棟 内 の 静 か な 個 室 、ま

た は 通 院 し て い る 医 療 機 関 の 個 室 で 行 っ た 。 TD 児 群 は 大 学 の 研 究 棟

内 の 静 か な 個 室 に て 実 験 者 と 1 対 1 で 行 っ た 。音 声 提 示 は 、研 究 棟 で

行 う 場 合 は リ オ ン 製 C S L4 5 0 0 と ス ピ ー カ ー を 用 い た 。 外 部 の 医 療 機

関 で 行 う 場 合 は 、 ノ ー ト パ ソ コ ン S H A RP 製 P C - M R と ス ピ ー カ ー を

用 い 、 音 声 の 再 生 に は Wi n d o ws  M e d i a  P l a y er を 用 い た 。 ス ピ ー カ ー

と 児 童 の 距 離 は 3 0 cm と し 、 ス ピ ー カ ー か ら 流 れ て く る 音 が 聞 こ え る

か を 児 童 に 確 認 し 、 音 量 設 定 は 一 定 と し た 。  
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第 3節  結 果  

 

 

1 .  感 情 語 理 解 確 認 課 題 の 結 果  

 

感 情 語 理 解 課 題 を 行 っ た 結 果 、 P DD 児 群 9 名 中 8 名 と TD 児 群 1 7

名 中 1 7 名 の 対 象 児 か ら 、7 場 面 中 6 場 面 以 上 の 正 答 を 得 ら れ た の で 、

PDD 児 群 の 1 名 を 除 い て 弁 別 課 題 、 同 定 課 題 、 判 別 課 題 を 実 施 し た 。 

課 題 通 過 基 準 を 満 た し た P DD 児 群 の 8 名 中 1 名 に お い て も 、「 悲 し

い 場 面 は 良 く 分 か ら な い な 。す ぐ に 忘 れ ち ゃ う よ う に し て い る か ら 覚

え て な い 」と い っ た 発 言 が 聞 か れ た 。本 児 は 悲 し い こ と や 嫌 な こ と が

あ っ て も 感 情 を 表 現 す る こ と が 苦 手 で あ る と 、臨 床 心 理 士 よ り 報 告 が

あ っ た 。  

課 題 通 過 基 準 を 満 た さ な か っ た P D D 児 群 の 1 名 ( Ta b l e  2 5 に 示 し た

N o.9 の 児 童 )は 、嬉 し い 場 面 の み を 回 答 し 、悲 し い 場 面 や 怒 り 場 面 は 、

「 別 に 何 も 感 じ な い 」「 (困 っ た 様 子 で )分 か り ま せ ん 」と 発 言 し 、回 答

が 得 ら れ な か っ た 。本 児 は 、ネ ガ テ ィ ブ な 感 情 を 表 出 し て は い け な い

と い う 思 い が 強 く 、 顔 を 曇 ら せ た り 苦 し そ う な 声 を 出 し た り す る が 、

感 情 表 現 を 言 葉 で す る こ と が 難 し い こ と に つ い て 臨 床 心 理 士 よ り 報

告 が あ っ た 。  

以 上 の こ と か ら 、課 題 通 過 基 準 を 満 た さ な か っ た 1 名 を 除 き 、P DD

児 群 8 名 と TD 児 群 1 7 名 の 感 情 音 声 弁 別 課 題 、 感 情 音 声 同 定 課 題 、

喜 び 音 声 判 別 課 題 に お け る 結 果 を 分 析 し た 。  
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2 .  感 情 音 声 弁 別 課 題 の 結 果  

 

練 習 弁 別 課 題 を 行 っ た 結 果 、 分 析 対 象 と な っ た 対 象 児 全 て ( PD D 児

群 8 名 、 TD 児 群 1 7 名 )か ら 3 課 題 中 2 課 題 以 上 の 正 答 を 得 ら れ た た

め 、全 対 象 児 に 音 声 弁 別 の 本 課 題 を 行 っ た 。各 対 象 児 の 回 答 に つ い て 、

PDD 児 群 の デ ー タ を Ta b le  3 1 に 示 し 、 TD 児 群 の デ ー タ を Ta b l e  3 2

に 示 し た 。  

 

 

Ta b l e  3 1  感 情 音 声 弁 別 課 題 に お け る PDD 児 群 の 回 答 デ ー タ  
 

喜-喜 喜-悲 喜-怒 怒-怒 悲-怒 悲-悲 正答数
1 10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
2 10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
3 10 ○ ○ × ○ ○ ○ 5/6
4 11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
5 11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
6 11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
7 11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
8 13 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6

○=正答　×=誤答
提示音声の組み合わせ
喜び-喜び(喜-喜)/喜び-悲しみ(喜-悲)/喜び-怒り(喜-怒)/
怒り-怒り(怒-怒)/悲しみ-怒り(悲-怒)/悲しみ-悲しみ(悲-悲)

感情音声弁別課題
年齢No.
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Ta b l e  3 2  感 情 音 声 弁 別 課 題 に お け る TD 児 群 の 回 答 デ ー タ  
 

喜-喜 喜-悲 喜-怒 怒-怒 悲-怒 悲-悲 正答数
1 10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
2 10 ○ ○ × ○ ○ ○ 5/6
3 10 ○ ○ ○ × ○ ○ 5/6
4 10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
5 10 × ○ ○ ○ ○ ○ 5/6
6 10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
7 11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
8 11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
9 11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
10 11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
11 11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
12 11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
13 11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
14 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
15 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
16 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6
17 13 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/6

感情音声弁別課題
年齢No.

○=正答　×=誤答
提示音声の組み合わせ
喜び-喜び(喜-喜)/喜び-悲しみ(喜-悲)/喜び-怒り(喜-怒)/
怒り-怒り(怒-怒)/悲しみ-怒り(悲-怒)/悲しみ-悲しみ(悲-悲)

 

 

 

PDD 児 群 に お け る 全 問 正 答 者 数 の 割 合 は 8 7 .5 % (8 名 中 7 名 )で あ っ

た 。 TD 児 群 に お け る 全 問 正 答 者 数 の 割 合 は 8 2 . 4％ (1 7 名 中 1 4 名 )で

あ っ た 。両 群 の 全 問 正 答 者 数 の 割 合 に 統 計 的 な 有 意 差 は 見 ら れ な か っ

た 。誤 答 数 は 、 PD D 児 群 は 1 問 誤 答 が 1 名 だ っ た 。 T D 児 群 で は 1 問

誤 答 が 3 名 だ っ た 。両 群 と も 誤 答 に 一 定 の 傾 向 は 見 ら れ な か っ た 。両

群 の 全 問 正 答 者 数 の 割 合 に つ い て の 結 果 を F ig .1 5 に 示 し た 。  
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Fig.15 感情音声弁別課題全問正答者数の割合
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3 .  喜 び 音 声 同 定 課 題 の 結 果  

 

練 習 同 定 課 題 を 行 っ た 結 果 、 分 析 対 象 と な っ た 対 象 児 全 て ( PD D 児

群 8 名 、 TD 児 群 1 7 名 )か ら 3 課 題 中 2 課 題 以 上 の 正 答 を 得 ら れ た た

め 、全 対 象 児 に 音 声 同 定 の 本 課 題 を 行 っ た 。各 対 象 児 の 回 答 に つ い て 、

PDD 児 群 の デ ー タ を Ta b le  3 3 に 示 し 、 TD 児 群 の デ ー タ を Ta b l e  3 4

に 示 し た 。  

 

*  

PDD児群:8名(10歳児3名,11歳児4名,13歳児1名;平均年齢 10.9歳)
TD児群:17名(10歳児6名,11歳児7名,12歳児3名,13歳児1名;平均年齢10.9歳)
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Ta b l e  3 3  喜 び 音 声 同 定 課 題 に お け る PDD 児 群 の 回 答 デ ー タ  
 

1 10 ○
2 10 ○
3 10 ×
4 11 ○
5 11 ○
6 11 ×
7 11 ○
8 13 ×

○=正答
×=誤答

年齢 喜びNo.

 

 

 

Ta b l e  3 4  喜 び 音 声 同 定 課 題 に お け る TD 児 群 の 回 答 デ ー タ  
 

1 10 ○
2 10 ○
3 10 ○
4 10 ○
5 10 ○
6 10 ○
7 11 ○
8 11 ○
9 11 ○
10 11 ○
11 11 ○
12 11 ○
13 11 ○
14 12 ×
15 12 ○
16 12 ○
17 13 ○

No. 年齢

○=正答
×=誤答

喜び
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喜 び 音 声 の 正 答 者 率 は 、 P DD 児 群 が 6 2 .5％ (8 名 中 5 名 )、 TD 児 群

が 9 4 .1％ ( 1 7 名 中 1 6 名 )で あ っ た 。PD D 児 群 に お け る 喜 び 音 声 の 同 定

正 答 者 率 は 、 T D 児 群 よ り も 有 意 に 低 い と い う 結 果 で あ っ た ( χ

2 (1 ) =4 . 0 5 , p < .0 5 )。 誤 答 内 容 は 、 PD D 児 群 で は 3 名 中 2 名 が 「 ど れ で

も な い 」 を 、 3 名 中 1 名 が 「 か な し そ う 」 を 選 択 し 、 TD 児 群 は 1 名

中 1 名 が「 ど れ で も な い 」を 選 択 し て い た 。喜 び 音 声 に お け る 同 定 課

題 正 答 者 率 の 結 果 を F i g .1 6 に 示 し た 。  

 

 

 

Fig.16  喜び音声同定課題の結果
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*  p < . 0 5  

*  

PDD児群:8名(10歳児3名,11歳児4名,13歳児1名;平均年齢 10.9歳)
TD児群:17名(10歳児6名,11歳児7名,12歳児3名,13歳児1名;平均年齢10.9歳)
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4 .  喜 び 音 声 判 別 課 題 の 結 果  

 

練 習 判 別 課 題 を 行 っ た 結 果 、 分 析 対 象 と な っ た 対 象 児 全 て ( PD D 児

群 8 名 、 TD 児 群 1 7 名 )か ら 3 課 題 中 2 課 題 以 上 の 正 答 を 得 ら れ た た

め 、 全 対 象 児 に 音 声 判 別 の 本 課 題 (時 間 変 化 課 題 、 振 幅 変 化 課 題 )を 行

っ た 。  

時 間 変 化 課 題 に お け る 各 対 象 児 の 回 答 に つ い て 、PD D 児 群 の デ ー タ

を Ta b l e  3 5 に 示 し 、 TD 児 群 の デ ー タ を Ta b l e  3 6 に 示 し た 。  

 

 

Ta b l e  3 5  喜 び 音 声 判 別 課 題 (時 間 変 化 課 題 )に お け る  

PDD 児 群 の 回 答 デ ー タ  
 

50% 100% 150% 50% 100% 150% 50% 100% 150%
1 10 ○ ○ × × ○ ○ × ○ ×
2 10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
3 10 × ○ × × ○ × ○ × ×
4 11 ○ ○ ○ ○ ○ × × × ×
5 11 × ○ × × ○ ○ × ○ ×
6 11 × × × × ○ × × × ×
7 11 ○ ○ × × ○ ○ × ○ ×
8 13 ○ ○ × × ○ × × ○ ○

No. 年齢 全体変化課題 「明日は」変化課題

○=嬉しそうな声だと思う　×=嬉しそうな声だと思わない

「雨です」変化課題
喜び音声判別課題(時間変化課題)
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Ta b l e  3 6  喜 び 音 声 判 別 課 題 (時 間 変 化 課 題 )に お け る  

TD 児 群 の 回 答 デ ー タ  
 

50% 100% 150% 50% 100% 150% 50% 100% 150%
1 10 ○ ○ × × ○ × × ○ ○
2 10 ○ ○ × × ○ ○ × ○ ○
3 10 × ○ × × ○ ○ × ○ ×
4 10 × ○ × × ○ ○ × ○ ×
5 10 × ○ × ○ × ○ × ○ ×
6 10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
7 11 ○ ○ × × ○ × × ○ ×
8 11 × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ×
9 11 ○ ○ × × ○ ○ ○ × ×
10 11 × ○ × × ○ × ○ ○ ×
11 11 × ○ × × ○ ○ ○ ○ ×
12 11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
13 11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
14 12 × × × × ○ × × ○ ×
15 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
16 12 ○ ○ × × ○ ○ × ○ ○
17 13 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ×

No. 年齢 全体変化課題 「明日は」変化課題 「雨です」変化課題
喜び音声判別課題(時間変化課題)

○=嬉しそうな声だと思う　×=嬉しそうな声だと思わない
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振 幅 変 化 課 題 に お け る 各 対 象 児 の 回 答 に つ い て 、PD D 児 群 の デ ー タ

を Ta b l e  3 7 に 示 し 、 TD 児 群 の デ ー タ を Ta b l e  3 8 に 示 し た 。  

 

Ta b l e  3 7  喜 び 音 声 判 別 課 題 (振 幅 変 化 課 題 )に お け る  

PDD 児 群 の 回 答 デ ー タ  
 

25% 50% 100% 150% 25% 50% 100% 150% 25% 50% 100% 150%
1 10 × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × × ○ ○
2 10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
3 10 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × × × ○
4 11 × × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
5 11 × ○ ○ ○ × × ○ ○ × × ○ ×
6 11 × × ○ ○ × × ○ ○ × ○ ○ ○
7 11 × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ×
8 13 × ○ ○ × × × ○ ○ × ○ ○ ×

○=嬉しそうな声だと思う　×=嬉しそうな声だと思わない

No. 年齢
喜び音声判別課題(振幅変化課題)

全体変化課題 「明日は」変化課題 「雨です」変化課題

 

 

Ta b l e  3 8  喜 び 音 声 判 別 課 題 (振 幅 変 化 課 題 )に お け る  

TD 児 群 の 回 答 デ ー タ  
 

25% 50% 100% 150% 25% 50% 100% 150% 25% 50% 100% 150%
1 10 × ○ ○ ○ ○ × ○ × × ○ ○ ○
2 10 × ○ ○ ○ × × ○ ○ × × ○ ○
3 10 × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ×
4 10 ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ × × ○ ×
5 10 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○
6 10 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○
7 11 × × ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○
8 11 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × ○ ○ ○
9 11 × × ○ ○ × × × ○ × × ○ ○
10 11 × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○
11 11 × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○
12 11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
13 11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
14 12 × ○ ○ ○ × × ○ ○ × ○ ○ ×
15 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
16 12 ○ × × ○ × ○ × ○ × ○ ○ ×
17 13 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○

No.

○=嬉しそうな声だと思う　×=嬉しそうな声だと思わない

年齢
喜び音声判別課題(振幅変化課題)

全体変化課題 「明日は」変化課題 「雨です」変化課題
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1 )  時 間 変 化 課 題  

5 0％ 短 縮 刺 激 音 声 に お け る 判 別 者 率 の 結 果 は 、 P DD 児 群 で は 、 全

体 変 化 課 題 の 判 別 者 率 ( 6 2 .5％ , 8 名 中 5 名 )が 最 も 高 く 、「 明 日 は 」変 化

課 題 ( 2 5％ , 8 名 中 2 名 )と「 雨 で す 」変 化 課 題 ( 2 5％ , 8 名 中 2 名 )は 同 値

の 判 別 者 率 だ っ た 。 TD 児 群 で は 全 体 変 化 課 題 の 判 別 者 率 (5 8 .8％ , 1 7

名 中 1 0 名 )が 最 も 高 く 、 次 い で 「 雨 で す 」 変 化 課 題 ( 5 2 .9％ , 1 7 名 中 9

名 )、 最 も 低 か っ た の は 「 明 日 は 」 変 化 課 題 ( 3 5 .3 %, 1 7 名 中 6 名 )で あ

っ た 。 各 課 題 に お け る PD D 児 群 と T D 児 群 の 判 別 者 率 に 統 計 的 な 有

意 差 が み ら れ た 音 声 は な か っ た 。両 群 の 5 0 %短 縮 刺 激 音 声 に お け る 判

別 者 率 の 結 果 を F i g .1 7 に 示 し た 。  

 

 

 
Fig.17 50％短縮刺激音声における判別者率
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PDD児群:8名(10歳児3名,11歳児4名,13歳児1名;平均年齢 10.9歳)
TD児群:17名(10歳児6名,11歳児7名,12歳児3名,13歳児1名;平均年齢10.9歳)
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オ リ ジ ナ ル 音 声 ( 1 0 0％ )  に お け る 判 別 者 率 の 結 果 は 、PD D 児 群 で は 、

「 明 日 は 」 変 化 課 題 の 判 別 者 率 ( 1 0 0％ , 8 名 中 8 名 )が 最 も 高 く 、 次 い

で 全 体 変 化 課 題 ( 8 7 .5％ , 8 名 中 7 名 )、 最 も 低 か っ た の は 「 雨 で す 」 変

化 課 題 ( 6 2 .5％ , 8 名 中 5 名 )で あ っ た 。TD 児 群 で は 、3 課 題 と も に 同 値

の 判 別 者 率 ( 9 4 .1 % ,1 7 名 中 1 6 名 )で あ り 、 判 別 者 率 の 差 は な か っ た 。

「 雨 で す 」 変 化 課 題 に お け る P DD 児 群 の 判 別 者 率 が TD 児 群 よ り も

有 意 に 低 か っ た (χ 2 ( 1 )＝ 4 . 0 5 , p < .0 5 )。両 群 の オ リ ジ ナ ル 音 声 に お け る

判 別 者 率 の 結 果 を F i g . 1 8 に 示 し た 。  

 

 

 

 
Fig.18 オリジナル音声における判別者率
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*  

*  p < . 0 5  

PDD児群:8名(10歳児3名,11歳児4名,13歳児1名;平均年齢 10.9歳)
TD児群:17名(10歳児6名,11歳児7名,12歳児3名,13歳児1名;平均年齢10.9歳)
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1 5 0％ 延 長 刺 激 音 声 に お け る 判 別 者 率 の 結 果 は 、PD D 児 群 で は 、「 明

日 は 」変 化 課 題 の 判 別 者 率 ( 5 0％ , 8 名 中 4 名 )が 最 も 高 く 、全 体 変 化 課

題 (2 5％ , 8 名 中 2 名 )と「 雨 で す 」変 化 課 題 ( 2 5％ , 8 名 中 2 名 )は 同 値 の

判 別 者 率 だ っ た 。 T D 児 群 で は 、「 明 日 は 」 変 化 課 題 の 判 別 者 率

(7 0 .6％ , 1 7 名 中 1 2 名 )が 最 も 高 く 、次 い で「 雨 で す 」変 化 課 題 ( 4 1 .2 %,1 7

名 中 7 名 )、 最 も 低 か っ た の は 全 体 変 化 課 題 ( 3 5 .3％ , 1 7 名 中 6 名 )で あ

っ た 。 各 課 題 に お け る PD D 児 群 と T D 児 群 の 判 別 者 率 に 統 計 的 な 有

意 差 が 得 ら れ た 音 声 は な か っ た 。 両 群 の 1 5 0 %延 長 刺 激 音 声 に お け る

判 別 者 率 の 結 果 を F i g . 1 9 に 示 し た 。  

 

 

 
Fig.19 150%延長刺激音声における判別者率
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PDD児群:8名(10歳児3名,11歳児4名,13歳児1名;平均年齢 10.9歳)
TD児群:17名(10歳児6名,11歳児7名,12歳児3名,13歳児1名;平均年齢10.9歳)
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2 )  振 幅 変 化 課 題  

2 5％ 減 少 刺 激 音 声 に お け る 判 別 者 率 の 結 果 は 、 P DD 児 群 で は 、 全

体 変 化 課 題 ( 2 5％ , 8 名 中 2 名 )と「 雨 で す 」変 化 課 題 ( 2 5％ , 8 名 中 2 名 )

は 同 値 の 判 別 者 率 で あ り 、「 明 日 は 」 変 化 課 題 の 判 別 者 率 ( 1 2 . 5％ , 8 名

中 1 名 )は 他 の 2 つ よ り も 低 か っ た 。 T D 児 群 で は「 明 日 は 」変 化 課 題

の 判 別 者 率 (5 2 .9 ％ , 1 7 名 中 6 名 )が 最 も 高 く 、 次 い で 全 体 変 化 課 題

(4 1 .2％ , 1 7 名 中 7 名 )、最 も 低 か っ た の は「 雨 で す 」変 化 課 題 ( 1 7 .6％ , 1 7

名 中 3 名 )で あ っ た 。「 明 日 は 」 変 化 課 題 に お け る P DD 児 群 の 判 別 者

率 が T D 児 群 よ り も 低 い 傾 向 が 見 ら れ た (χ 2 ( 1 )＝ 3 .7 1 , p< .1 )。 両 群 に

お け る 2 5 %減 少 刺 激 音 声 の 判 別 者 率 の 結 果 を F ig .2 0 に 示 し た 。  

 

 

 
Fig.20 25%減少刺激音声における判別者率
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PDD児群:8名(10歳児3名,11歳児4名,13歳児1名;平均年齢 10.9歳)
TD児群:17名(10歳児6名,11歳児7名,12歳児3名,13歳児1名;平均年齢10.9歳)
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5 0％ 減 少 刺 激 音 声 に お け る 判 別 者 率 の 結 果 は 、 P DD 児 群 で は 、 全

体 変 化 課 題 の 判 別 者 率 ( 7 5％ , 8 名 中 6 名 )が 最 も 高 く 、「 明 日 は 」 変 化

課 題 ( 6 2 . 5％ , 8 名 中 5 名 )と 「 雨 で す 」 変 化 課 題 ( 6 2 .5％ , 8 名 中 5 名 )は

同 値 の 判 別 者 率 だ っ た 。 T D 児 群 で は 、 全 体 変 化 課 題 の 判 別 者 率

(8 2 .4％ , 1 7 名 中 1 4 名 )が 最 も 高 く 、次 い で「 雨 で す 」変 化 課 題 ( 7 6 . 5％ , 1 7

名 中 1 3 名 )、最 も 低 か っ た の は「 明 日 は 」変 化 課 題 ( 5 8 . 8％ , 1 7 名 中 1 0

名 )で あ っ た 。 各 課 題 に お け る P DD 児 群 と T D 児 群 の 判 別 者 率 に 統 計

的 な 有 意 差 が 得 ら れ た 音 声 は な か っ た 。両 群 に お け る 5 0 %減 少 刺 激 音

声 の 判 別 者 率 の 結 果 を F ig .2 1 に 示 し た 。  

 

 

 
Fig.21 50%減少刺激音声における判別者率
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PDD児群:8名(10歳児3名,11歳児4名,13歳児1名;平均年齢 10.9歳)
TD児群:17名(10歳児6名,11歳児7名,12歳児3名,13歳児1名;平均年齢10.9歳)



 - 108 - 

オ リ ジ ナ ル 音 声 に お け る 判 別 者 率 の 結 果 は 、P DD 児 群 で は 、全 体 変

化 課 題 ( 1 0 0％ , 8 名 中 8 名 )と 「 明 日 は 」 変 化 課 題  ( 1 0 0％ , 8 名 中 8 名 )

は 同 値 の 判 別 者 率 で あ り 、「 雨 で す 」 変 化 課 題 の 判 別 者 率 ( 8 7 . 5％ , 8 名

中 7 名 )は 他 の 2 つ よ り も 低 か っ た 。 TD 児 群 で は 、「 雨 で す 」 変 化 課

題 の 判 別 者 率 ( 1 0 0％ , 1 7 名 中 1 7 名 )が 最 も 高 く 、 次 い で 全 体 変 化 課 題  

(9 4 .1％ , 1 7 名 中 1 6 名 )、最 も 低 か っ た の は「 明 日 は 」変 化 課 題 ( 8 8 . 2％ , 1 7

名 中 1 5 名 )で あ っ た 。各 課 題 に お け る PDD 児 群 と TD 児 群 の 判 別 者 率

に 統 計 的 な 有 意 差 が 得 ら れ た 音 声 は な か っ た 。両 群 に お け る オ リ ジ ナ

ル 音 声 の 判 別 者 率 の 結 果 を F i g . 2 2 に 示 し た 。  

 

 

 
Fig.22 オリジナル音声における判別者率
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1 5 0％ 増 加 刺 激 音 声 に お け る 判 別 者 率 の 結 果 は 、 P DD 児 群 は 「 明 日

は 」 変 化 課 題 の 判 別 者 率 ( 1 0 0％ , 8 名 中 8 名 )が 最 も 高 く 、 次 い で 全 体

変 化 課 題 ( 8 7 .5％ , 8 名 中 7 名 )、 最 も 低 か っ た の は 「 雨 で す 」 変 化 課 題

(6 2 .5％ , 8 名 中 5 名 )で あ っ た 。 T D 児 群 は 、 全 体 変 化 課 題 の 判 別 者 率

(1 0 0％ , 1 7 名 中 1 7 名 )が 最 も 高 く 、次 い で「 明 日 は 」変 化 課 題 ( 8 2 .4％ , 1 7

名 中 1 4 名 )、最 も 低 か っ た の は「 雨 で す 」変 化 課 題 ( 7 6 . 5％ , 1 7 名 中 1 3

名 )で あ っ た 。 各 課 題 に お け る P DD 児 群 と T D 児 群 の 判 別 者 率 に 統 計

的 な 有 意 差 が 得 ら れ た 音 声 は な か っ た 。 両 群 に お け る 1 5 0 %増 加 刺 激

音 声 の 判 別 者 率 の 結 果 を F i g .2 3 に 示 し た 。  

 

 

 
Fig.23 150%増加刺激音声における判別者率
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第 4節  考 察  

 

 

 本 研 究 で は 、「 感 情 語 理 解 課 題 」 を 通 過 し た P DD 児 と T D 児 に 対 し

て 、「 喜 び 」「 悲 し み 」「 怒 り 」の 3 感 情 を 含 ん だ 刺 激 音 声 を 用 い た「 感

情 音 声 弁 別 課 題 」 の 1 課 題 、「 喜 び 」 音 声 の み を 用 い た 「 感 情 音 声 同

定 課 題 」「 感 情 音 声 判 別 課 題 」 の 2 課 題 、 計 3 課 題 を 行 っ た 。  

 

 

1 .   PD D 児 と TD 児 に お け る 感 情 語 理 解 の 比 較 検 討  

 

感 情 を 含 ん だ 音 声 の 聴 取 課 題 を 行 う に あ た り 、標 的 感 情 と な っ て い

る 感 情 の 意 味 理 解 や 適 切 な 使 用 に つ い て 対 象 児 に 確 認 を 行 う 必 要 が

あ る 。 本 課 題 で は 、 研 究 １ 、 研 究 2 と 同 じ 、「 嬉 し い 」「 悲 し い 」「 怒

る 」の 3 つ の 場 面 を 組 み 合 わ せ た 7 場 面 を 提 示 し 、生 起 す る 感 情 の 回

答 を 求 め た 。 PDD 児 群 の 中 に は 提 示 し た 7 場 面 中 6 場 面 以 上 の 正 答

が 得 ら れ ず 、「 悲 し み 」や「 怒 り 」の 回 答 に 困 難 さ を 示 し た PDD 児 が

2 名 い た 。 そ の う ち の 1 名 は 課 題 通 過 基 準 に 到 達 し な か っ た 。 一 方 で

TD 児 群 は 全 て が 課 題 通 過 基 準 を 通 過 し た 。  

 P DD 児 に 見 ら れ た ネ ガ テ ィ ブ な 感 情 に 対 す る 反 応 に つ い て 、 P DD

児 を 対 象 と し た 感 情 表 出 を 研 究 し た も の は 少 な い 。 本 岡 ら  ( 2 0 0 7 )は 、

高 機 能 広 汎 性 発 達 障 害 ( HFP DD )児 と 定 型 発 達 児 を 対 象 に 、「 嬉 し い 」

「 悲 し い 」「 怒 っ て い る 」「 恐 れ て い る 」の 基 本 感 情 を 表 す 文 章 を 作 成

し 、自 己 と 架 空 の 人 物 で 感 情 理 解 に 違 い が 見 ら れ る か を 検 討 し た 。そ

の 結 果 、 H F PDD 児 は 自 己 の 感 情 に お い て 、 感 情 を 適 切 に 言 語 化 す る

こ と の 困 難 さ や 、「 悲 し み 」 と 「 怒 り 」 の 混 同 、 言 語 よ り も 行 動 と し
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て 感 情 を 表 現 し や す い 傾 向 が あ る な ど の 特 徴 が 見 ら れ た 。ま た 、ネ ガ

テ ィ ブ な 感 情 表 出 が 困 難 で あ る P DD 児 を 対 象 に 感 情 表 出 訓 練 を 行 っ

た 事 例 報 告 (宮 崎 ら , 2 0 0 7 )も 数 少 な い が 見 受 け ら れ た 。 つ ま り 、 P D D

児 の 示 す 、感 情 表 出 の 困 難 さ に は 、感 情 へ の 気 付 き 、感 情 の 言 語 化 と

そ の 感 情 (感 情 語 )の 表 出 に あ る と 考 え ら れ る 。本 研 究 で 見 ら れ た P DD

児 の 反 応 は 、本 人 の 発 言 か ら 推 測 す る と 感 情 表 出 の 困 難 さ で あ っ た と

思 わ れ る 。感 情 表 出 が 困 難 で あ る こ と が「 感 情 を 理 解 し て い な い 」と

周 囲 に 誤 解 さ れ て し ま う こ と が あ る の で は な い だ ろ う か 。P DD 児 を 対

象 と し た 自 己 感 情 の 理 解 や 表 出 に つ い て の 研 究 や 感 情 理 解 や 表 出 を

目 的 と し た 指 導 な ど は 未 だ 数 が 少 な く 、今 後 さ ら に 検 討 す る 必 要 性 が

あ る と 考 え ら れ る 。  

 

 

2 .  P DD 児 と TD 児 に お け る 感 情 音 声 弁 別 力 と 同 定 力 の 比 較 検 討  

 

「 喜 び 」「 悲 し み 」「 怒 り 」の 3 感 情 を 含 ん だ 刺 激 音 声 を 組 み 合 わ せ

た 6 刺 激 を 提 示 し た 感 情 音 声 弁 別 課 題 で は 、研 究 2 の 結 果 と 同 様 、P DD

児 群 と TD 児 群 の 全 問 正 答 者 数 の 割 合 に 統 計 的 な 有 意 差 は 見 ら れ な か

っ た 。  

「 喜 び 」を 含 ん だ 刺 激 音 声 を 提 示 し た 感 情 音 声 同 定 課 題 で は 、PD D

児 群 が 有 意 に 低 い 正 答 者 率 で あ っ た 。こ れ ら の 結 果 よ り 、研 究 3 の 対

象 と な っ た P DD 児 も 、研 究 2 の 対 象 の P DD 児 と 同 様 に 喜 び 音 声 の 同

定 の 困 難 さ を 持 っ て い る こ と が 示 さ れ 、 喜 び 音 声 の 分 か り に く さ は

PDD 児 に お け る 特 徴 と い え る と 思 わ れ た 。  
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3 .  P DD 児 と TD 児 に お け る 喜 び 音 声 判 別 の 異 な り  

 

PDD 児 が 感 情 同 定 の 困 難 を 示 す 喜 び を 含 ん だ 感 情 音 声 に 焦 点 を あ

て 、 2 つ の 文 節 「 明 日 は 」 と 「 雨 で す 」 を そ れ ぞ れ 変 化 さ せ 合 成 し た

音 声 を 用 い た 課 題 と 、刺 激 音 声 全 体「 明 日 は 雨 で す 」を 変 化 さ せ た 音

声 を 用 い た 課 題 の 計 3 つ を 提 示 刺 激 音 声 と し 、発 話 持 続 時 間 と 発 話 振

幅 の 2 条 件 を 変 化 さ せ て 提 示 し た 喜 び 判 別 課 題 を 行 っ た 。  

ま ず 、発 話 持 続 時 間 を 変 化 さ せ た 時 間 変 化 課 題 に お け る 刺 激 音 声 に

つ い て 考 察 す る 。  

発 話 持 続 時 間 を 短 縮 し た 5 0 %短 縮 刺 激 音 声 で は 、P DD 児 群 と TD 児

群 共 に 、全 体 変 化 課 題 に お け る 判 別 者 率 は 他 の 提 示 刺 激 よ り も 高 い と

い っ た 共 通 点 が 見 ら れ た が 、「 雨 で す 」変 化 課 題 へ の 反 応 が 異 な っ た 。

発 話 持 続 時 間 を 延 長 し た 1 5 0 %延 長 刺 激 音 声 で は 、 PD D 児 群 と T D 児

群 共 に「 明 日 は 」変 化 課 題 の 判 別 者 率 が 高 く 、 全 体 変 化 課 題 と 「 雨 で

す 」 変 化 課 題 が 低 い と い う 共 通 点 が 見 ら れ た 。  

時 間 変 化 課 題 の 結 果 に つ い て 総 括 す る と 、PDD 児 と TD 児 は 、発 話

持 続 時 間 が 全 体 的 に 短 く な っ た 喜 び 音 声 を「 嬉 し い と 思 う 」と 判 断 し

や す く 、全 体 的 に 延 び た 喜 び 音 声 を「 嬉 し い と 思 わ な い 」と 判 断 し や

す い と い っ た 共 通 点 が み ら れ た 。ま た 、P DD 児 は 、ど ち ら か 1 つ の 文

節 の 発 話 速 度 が 短 く 変 化 す る 5 0 %短 縮 刺 激 音 声 に お い て 言 葉 が 聞 き

取 れ な い と い う 違 和 感 を 覚 え 、感 情 の 判 別 よ り も 刺 激 音 声 の 違 和 感 に

よ り 注 意 が そ れ た 可 能 性 が 考 え ら れ 、 TD 児 に お け る 「 明 日 は 」 変 化

課 題 に お け る 判 別 者 率 の 低 さ も 同 様 の 理 由 で あ る か も し れ な い 。し か

し 、 TD 児 の「 雨 で す 」変 化 課 題 の 判 別 者 率 は P DD 児 よ り 高 く 、本 研

究 の 対 象 と な っ た TD 児 の 半 数 程 度 が 「 嬉 し い と 思 う 」 と 判 断 し た 。

こ れ は 、刺 激 音 声 の 聞 き 始 め の 声 に 含 ま れ た 音 の 高 さ と い っ た 音 響 学
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的 特 徴 を 情 報 と し て 使 用 し た の か も し れ な い と 思 わ れ た 。 一 方 で 、

1 5 0％ 延 長 刺 激 音 声 の 結 果 よ り 、TD 児 は 喜 び の 持 つ 音 響 学 的 特 徴 の 一

つ で あ る 後 半 の 抑 揚 上 昇 を 感 情 判 別 の 重 要 な 情 報 と し て 使 用 し て い

る 可 能 性 が 考 え ら れ 、P DD 児 も 同 様 の 傾 向 が 見 ら れ た が 、 情報 を 使 用

し て い る 割 合 が TD 児 よ り も 少 な い と 考 え ら れ る 。  

3 つ の 課 題 に 共 通 し て 提 示 し た オ リ ジ ナ ル 音 声 の 判 別 者 率 に つ い て

考 察 す る 。オ リ ジ ナ ル 音 声 の 判 別 課 題 で 用 い た 刺 激 音 声 は 、喜 び 音 声

同 定 課 題 と 同 じ 音 声 で あ っ た 。 しか し 、PDD 児 群 は 同 定 課 題 の 正 答 者

率 と 同 値 、 また は そ れ よ り も 高 い 判 別 者 率 で あ っ た 。P DD 児 は 喜 び の

音 声 に 対 し て 「 嬉 し い 声 だ と 思 う 」「 嬉 し い 声 だ と 思 わ な い 」 と い っ

た 2 択 で あ れ ば 判 断 が 出 来 る 可 能 性 は 高 く な る が 、音 声 に 含 ま れ た 感

情 を 表 す 適 切 な 感 情 語 を 選 ぶ と い っ た 同 定 課 題 で は 確 実 な 選 択 が 難

し い の か も し れ な い 。 同 じ 音 声 を 用 い た に も 関 わ ら ず 、「 雨 で す 」 変

化 課 題 に お い て 提 示 し た オ リ ジ ナ ル 音 声 の 判 別 者 率 が 、PDD 児 群 で 有

意 に TD 児 群 よ り も 低 く 、 ま た PDD 児 群 内 に お い て も 他 の 課 題 と 比

較 す る と 低 い と い う 結 果 だ っ た 。 こ れ は 、「 雨 で す 」 変 化 課 題 に お け

る 他 の 時 間 変 化 課 題 に 何 ら か の 影 響 を 受 け た 可 能 性 が 考 え ら れ る 。提

示 刺 激 音 声 は 課 題 間 に お い て も 刺 激 音 声 間 に お い て も ラ ン ダ ム に 提

示 し た が 、そ の パ タ ー ン に よ る 影 響 が あ っ た の か も し れ な い 。し か し 、

PDD 児 の 人 数 が 少 な い こ と か ら 分 析 は 難 し く 、再 度 人 数 を 増 や す こ と

に よ っ て 検 討 す る 必 要 が あ る 。 一 方 、 TD 児 群 は 同 定 課 題 に お け る 正

答 者 率 と 同 様 の 結 果 で あ り 、 こ れ よ り TD 児 の 喜 び 音 声 に 対 す る 同 定

力 に つ い て の 再 現 が な さ れ た と 考 え ら れ る 。  

次 に 、発 話 の 音 量 を 変 化 さ せ た 振 幅 変 化 課 題 に つ い て 刺 激 音 声 ご と

に 考 察 す る 。  

発 話 の 音 量 を 減 少 さ せ た 2 5 %減 少 刺 激 音 声 に お い て 、 P DD 児 群 は
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音 声 の 一 部 が 変 化 し て い て も 全 体 が 変 化 し て い て も 判 別 者 率 は 低 か

っ た の に 対 し て 、 TD 児 群 は 「 雨 で す 」 が 変 化 し た 刺 激 音 声 で 判 別 者

率 が 他 の 刺 激 音 声 よ り 低 く な っ て い た 。発 話 の 音 量 を 減 少 さ せ た 5 0 %

減 少 刺 激 音 声 に お い て 、P DD 児 群 は 各 課 題 の 判 別 者 率 に あ ま り 差 が 無

か っ た の に 対 し て 、 TD 児 群 は 全 体 変 化 課 題 と 「 雨 で す 」 変 化 課 題 の

判 別 者 率 が 高 く 、「 明 日 は 」 変 化 課 題 の 判 別 者 率 が 低 か っ た 。 発 話 の

音 量 を 増 加 さ せ た 1 5 0 %増 加 刺 激 音 声 に お い て 、 P DD 児 群 は 、全 体 変

化 課 題 と 「 明 日 は 」 変 化 課 題 の 判 別 者 率 が 高 く 、 TD 児 群 は 全 体 変 化

課 題 の 判 別 者 率 が 高 か っ た 。両 群 で 各 課 題 の 判 別 者 率 の 高 さ に 違 い が

見 ら れ た が 、 両 群 共 に 「 雨 で す 」 の 1 5 0 %増 加 刺 激 音 声 で 他 の 2 つ の

刺 激 音 声 に 対 す る 判 別 者 率 と 比 較 し て 低 く な る 傾 向 が 見 ら れ 、こ の 原

因 に つ い て は 本 課 題 の 結 果 か ら は 推 測 し が た い 。  

振 幅 変 化 課 題 の 結 果 に つ い て 総 括 す る と 、PD D 児 は 、全 体 の 発 話 振

幅 の 大 き さ よ り も 、聞 き 始 め の 声 の 大 き さ に 反 応 し 、そ の 部 分 を 優 先

的 に 情 報 と し て 使 用 し 、喜 び の 判 断 を し て い る 可 能 性 が あ る と 思 わ れ

た 。こ う し た 音 声 情 報 処 理 の 特 徴 が 、P DD 児 で 喜 び 音 声 の 判 別 が 困 難

と な っ て い る 要 因 の 一 つ と 思 わ れ た 。 一 方 で TD 児 は 、 全 体 の 発 話 振

幅 が 一 貫 し て い る 音 声 に 反 応 し 、そ の 音 声 刺 激 全 体 の 情 報 を 使 用 す る

こ と で 、喜 び 音 声 の 特 徴 で あ る 後 半 の 抑 揚 の 上 昇 を 手 が か り と し て い

た 可 能 性 が 考 え ら れ た 。ま た 、刺 激 音 声 前 半 の 発 話 振 幅 が 減 少 し た 音

声 で あ っ て も 、半 数 以 上 の T D 児 が 喜 び と 判 別 が 可 能 で あ る こ と か ら 、

TD 児 に と っ て 後 半 の 音 響 学 的 特 徴 が 重 要 で あ る 可 能 性 を 示 し て い る

の か も し れ な い 。  

両 群 共 に 「 雨 で す 」 変 化 課 題 に お い て 1 5 0 %増 加 刺 激 音 声 の 判 別 者

率 が 他 の 課 題 よ り も 低 く な る 傾 向 が 見 ら れ た 。こ れ は 、提 示 刺 激 音 声

が い き な り 大 き く な る と い っ た 刺 激 音 声 の 違 和 感 に よ る も の で あ る
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の か 、後 半 の 音 声 に お け る 音 響 学 的 特 徴 の 変 化 が 喜 び 判 別 に 影 響 を し

て い る の か に つ い て は 本 課 題 の 結 果 か ら は 推 測 し が た い 。音 響 学 的 特

徴 を 変 化 さ せ た 音 声 を 用 い た 先 行 研 究 は 見 当 た ら な い た め 、今 後 検 討

す る こ と が 必 要 で あ る 。  

オ リ ジ ナ ル 音 声 は 、時 間 変 化 課 題 と 同 様 に 、喜 び 音 声 同 定 課 題 に 用

い た 刺 激 音 声 で あ っ た 。P DD 児 群 と T D 児 群 の 両 群 に お い て 、全 体 変

化 課 題 、「 明 日 は 」変 化 課 題 、「 雨 で す 」変 化 課 題 の 判 別 者 率 に あ ま り

差 が な く 、両 群 共 に 高 い 判 別 者 率 で あ っ た 。P DD 児 群 は 、喜 び 同 定 課

題 の 正 答 者 率 よ り も 高 い 判 別 者 率 で あ り 、 時 間 変 化 課 題 と 同 様 に 、 2

択 で の 判 別 課 題 で あ る と い っ た 点 が P DD 児 に と っ て は 回 答 し や す か

っ た の で は な い か と 考 え ら れ た 。し か し 、PD D 児 群 内 の 判 別 者 率 を 見

る と 、「 雨 で す 」変 化 課 題 に お い て 、同 じ 音 声 を 用 い た に も 関 わ ら ず 、

判 別 者 率 が 他 の 課 題 よ り 下 が っ て い た 。時 間 変 化 課 題 で も 同 様 の 傾 向

で あ り 、 他 の 提 示 刺 激 に よ る 影 響 を 検 討 し な け れ ば な ら な い だ ろ う 。 

本 研 究 に お い て 、文 節 や 刺 激 音 声 全 体 を 変 化 さ せ た 喜 び 音 声 の 判 別

者 率 の 結 果 に あ る 程 度 の 傾 向 は 認 め た も の の 、PD D 児 群 と TD 児 群 の

間 に 統 計 的 な 有 意 差 は 得 ら れ な か っ た 。PDD 児 群 の 人 数 が 少 な い こ と

が 一 つ の 要 因 で あ る と 思 わ れ 、人 数 を 増 や す 事 に よ っ て 検 討 す る 必 要

性 が あ る と 考 え ら れ る 。  

ま た 、本 研 究 に お い て も 研 究 2 と 同 じ よ う に 、P DD 児 の 中 に 音 声 を

聞 い て い る 途 中 で 答 え を 選 択 し て い た 対 象 児 が い た こ と が 確 認 さ れ

た 。 研 究 2 と 同 じ よ う に P a u l  e t  a l .  ( 2 0 0 5 )  の 指 摘 し た 可 能 性 を 支 持

す る か も し れ な い と 考 え ら れ 、さ ら に 対 象 を 増 や す こ と で 確 認 を す る

必 要 が あ る だ ろ う 。  
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[ま と め ]  

PDD 児 に お け る 喜 び 音 声 の 持 つ 感 情 的 プ ロ ソ デ ィ 情 報 処 理 の 特 徴

の 検 討 を 目 的 と し 、 PDD 児 9 名 と TD 児 1 7 名 を 対 象 に 喜 び 感 情 音 声

を 用 い 、感 情 音 声 弁 別 課 題 、喜 び 音 声 同 定 課 題 、喜 び 音 声 判 別 課 題 を

行 っ た 。音 声 聴 取 課 題 を 実 施 す る 前 、 感 情 語 理 解 確 認 課 題 を 行 い 、課

題 通 過 基 準 に 満 た な か っ た P DD 児 1 名 を 除 い た 、 PDD 児 8 名 、 T D

児 1 7 名 を 対 象 と し 分 析 を 行 っ た 。  

 感 情 音 声 弁 別 課 題 の 結 果 、両 群 間 の 弁 別 力 に 有 意 差 は な く 、感 情 音

声 同 定 課 題 の 結 果 で は 、P DD 児 は 喜 び 音 声 の 同 定 に 困 難 を 示 し 、研 究

2 の 結 果 を 支 持 し た 。 喜 び 音 声 に お け る 判 別 課 題 の 結 果 で は 、 時 間 変

化 課 題 に お い て 、P DD 児 は TD 児 と 同 様 の 傾 向 は 示 し た も の の 、P DD

児 は 、喜 び の 持 つ 音 響 学 的 特 徴 の 一 つ で あ る 後 半 の 抑 揚 上 昇 を 感 情 判

別 の 重 要 な 情 報 と し て 使 用 し て い る 割 合 が TD 児 よ り も 少 な い と 考 え

ら れ る 。振 幅 変 化 課 題 に お い て 、PDD 児 は 聞 き 始 め の 音 声 の 大 き さ を

感 情 判 別 の 情 報 と し て 用 い て い る 可 能 性 が 考 え ら れ た が 、 TD 児 は 、

一 貫 し た 音 声 の 大 き さ で あ る こ と が T D 児 に と っ て は 重 要 で あ る よ う

だ っ た 。 こ れ ら の 結 果 を 総 合 的 に 考 え る と 、 TD 児 は 音 声 刺 激 全 体 の

情 報 を 使 用 す る こ と で 、喜 び 音 声 の 特 徴 で あ る 後 半 の 上 昇 を 感 情 判 別

の 重 要 な 手 が か り と し て い た 可 能 性 が 高 い の に 対 し て 、PDD 児 で は 音

声 刺 激 の 最 初 の 部 分 で 判 断 を し て し ま っ て い る 可 能 性 が 高 い 可 能 性

が あ る と 思 わ れ た 。 こう し た 音 声 情 報 処 理 の 特 徴 が 、P DD 児 で 喜 び 音

声 の 同 定 が 困 難 と な っ て い る 要 因 の 一 つ と 思 わ れ た 。  
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本 研 究 は 、非 言 語 的 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン・チ ャ ネ ル の 一 つ で あ る プ

ロ ソ デ ィ (韻 律 )、 と り わ け 感 情 表 出 や 話 し 手 の 感 情 状 態 に 関 す る 情 報

を 運 ぶ 感 情 的 プ ロ ソ デ ィ に 焦 点 を 当 て 、PDD 児 に お け る 感 情 的 プ ロ ソ

デ ィ 情 報 処 理 の 特 徴 を 明 ら か に す る こ と を 目 的 と し た 。  

研 究 1 で は 、 TD 児 を 対 象 と し て 感 情 的 プ ロ ソ デ ィ 理 解 能 力 の 発 達

特 性 を 検 討 し た 。研 究 2 で は 、PDD 児 と T D 児 を 対 象 と し て 感 情 的 プ

ロ ソ デ ィ 理 解 の 違 い を 検 討 し た 。研 究 3 で は 、PD D 児 が 音 声 に 理 解 困

難 を 示 し た の は 、喜 び 音 声 の 音 響 学 的 特 徴 を 使 用 し て い な い か ら で あ

る と い う 仮 説 を 立 て 検 証 を し た 。  

な お 、本 研 究 で は 、基 本 的 感 情 (E k ma n,1 9 9 2 )で あ る「 喜 び 」「 悲 し

み 」「 怒 り 」の 3 感 情 を 含 ん だ 感 情 音 声 を 刺 激 と し 、「 感 情 音 声 弁 別 課

題 」「 感 情 音 声 同 定 課 題 」「 感 情 音 声 判 別 課 題 」と い っ た 音 声 聴 取 課 題

を 実 施 し た 。  

 

 

1 .  感 情 語 理 解 確 認 課 題 に 関 す る 考 察  

 

感 情 の 理 解 を 問 う 研 究 を 行 う 際 、対 象 児 に 対 し て 、標 的 と な っ て い

る 感 情 語 の 意 味 理 解 や 適 切 な 使 用 が 出 来 て い る の か を 確 認 す る 必 要

が あ る 。  

本 研 究 で は 、 研 究 1、 研 究 2、 研 究 3 を 行 う に あ た り 、「 喜 び 」「 悲

し み 」「 怒 り 」 の 3 つ の 感 情 語 の 理 解 を 尋 ね る 感 情 語 理 解 課 題 を 行 っ

た 。本 課 題 は 、F &T 感 情 識 別 検 査 に 含 ま れ る 適 用 範 囲 査 定 課 題 を 参 考

と し 、「 次 の 場 面 で は ど ん な 気 持 ち に な り ま す か 」 と い っ た 感 情 の ラ

ベ リ ン グ 課 題 で あ っ た 。児 童 に 親 し み の あ る 7 場 面 (嬉 し い 場 面 3、悲
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し い 場 面 1、悲 し い ／ 怒 る 場 面 3 )を 選 択 し 、平 仮 名 文 字 で 表 記 し た 感

情 語 カ ー ド を 指 で 指 す 、ま た は 口 頭 で 回 答 を 求 め た 。研 究 1 か ら 研 究

3 に お け る 課 題 の 通 過 基 準 は 、 7 場 面 中 6 場 面 以 上 の 正 答 が 得 ら れ た

場 合 と し た 。  

研 究 1 で は 、7 歳 か ら 1 2 歳 の 定 型 発 達 (T D )児 9 0 名 (男 児 4 3 名 ／ 女

児 4 7 名 )を 対 象 に 行 っ た 。 そ の 結 果 、 9 0 名 中 9 0 名 全 て か ら 6 場 面 以

上 の 正 答 を 得 ら れ た 。F &T 感 情 識 別 検 査 の 適 用 範 囲 と さ れ る 、対 象 児

童 の 生 活 齢 が 7 歳 以 上 で あ る と い っ た 条 件 を 満 た し て い た こ と 、提 示

し た 課 題 内 容 が 児 童 に 親 し み や す い 状 況 や 場 面 で あ っ た こ と 、提 示 さ

れ た 感 情 語 の 中 か ら 回 答 を 選 択 す る と い っ た 方 法 で あ っ た こ と な ど

が 、 全 対 象 児 が 課 題 通 過 基 準 を 満 た し た 理 由 と 考 え ら れ た 。  

研 究 2 と 研 究 3 で は 、P DD 児 と TD 児 の 男 児 を 対 象 と し た 。研 究 2

で は 、1 0 歳 か ら 1 2 歳 の 知 的 発 達 の 遅 れ を 伴 わ な い PDD 男 児 1 3 名 と

生 活 年 齢 を マ ッ チ ン グ さ せ た T D 男 児 2 6 名 を 対 象 に 、 研 究 3 で は 、

1 0 歳 か ら 1 3 歳 の 知 的 発 達 の 遅 れ を 伴 わ な い PDD 男 児 9 名 と 生 活 年

齢 を マ ッ チ ン グ さ せ た TD 男 児 1 7 名 を 対 象 に 行 っ た 。研 究 2、研 究 3

い ず れ に お い て も 、 TD 男 児 で は 、 4 2 名 (研 究 2： 2 6 名 ／ 研 究 3： 1 7

名 )中 4 2 名 全 て か ら 6 場 面 以 上 の 正 答 を 得 ら れ た 。 一 方 で P DD 男 児

で は 、 2 2 名 (研 究 2： 1 3 名 ／ 研 究 3： 9 名 )中 2 1 名 か ら 6 場 面 以 上 の

正 答 が 得 ら れ 、内 1 名 は「 悲 し い 」と い う 感 情 語 の 選 択 が 困 難 で あ る

と い っ た 様 子 が 見 ら れ た 。 ま た 、 P D D 男 児 2 2 名 の 中 で 課 題 通 過 基 準

を 満 た さ な か っ た 1 名 に お い て は 、「 怒 る 」「 悲 し い 」と い う 感 情 語 を

回 答 す る こ と に 困 難 を 示 し 、感 情 音 声 を 用 い た 課 題 の 分 析 対 象 か ら 除

く こ と と な っ た 。  

本 研 究 の 対 象 と な っ た PDD 児 に お い て 、「 嬉 し い 」と い っ た 肯 定 的
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な 場 面 に つ い て は TD 児 と 同 様 に 正 答 す る こ と が で き た が 、「 悲 し い 」

「 怒 る 」 と い っ た 否 定 的 な 場 面 に つ い て 、 TD 児 と 異 な る 反 応 を 示 し

た 例 が み ら れ 、P DD 児 の 中 に は 、 否定 的 感 情 語 の 使 用 に 困 難 を 示 す 者

が い る 可 能 性 が 考 え ら れ た 。  

 

 

2 .  感 情 音 声 弁 別 課 題 に 関 す る 考 察  

 

「 喜 び 」「 悲 し み 」「 怒 り 」の 3 感 情 を 含 ん だ 刺 激 音 声 を 組 み 合 わ せ

た 6 刺 激 を 提 示 し た 感 情 音 声 弁 別 課 題 を 行 っ た 。  

研 究 １ で は 、 7 歳 か ら 1 2 歳 の 定 型 発 達 の 男 児 と 女 児 を 対 象 に 、 感

情 音 声 に お け る 感 情 の 弁 別 力 の 発 達 特 性 を 検 討 す る こ と を 目 的 と し

た 。そ の 結 果 、年 齢 ご と に お け る 性 差 は 見 ら れ ず 、11 歳 以 上 で 男 児 に

お い て も 女 児 に お い て も 弁 別 力 が ほ ぼ 完 成 す る と 考 え ら れ た 。感 情 音

声 の 弁 別 力 の 発 達 的 特 性 に つ い て 検 討 し た 先 行 研 究 は な く 、本 研 究 が

初 め て の 報 告 と な る 。  

研 究 2 で は 、 1 0 歳 か ら 1 2 歳 の 知 的 発 達 の 遅 れ を 伴 わ な い P DD 男

児 と 生 活 年 齢 を マ ッ チ ン グ さ せ た T D 児 を 対 象 に 行 っ た 。P DD 児 で は

女 児 例 が 少 な く 、 TD 児 と 同 程 度 の 割 合 で 女 児 例 を 集 め る こ と が 困 難

と 思 わ れ た た め 、 男 児 の み を 対 象 と し た 。 ま た 1 0 歳 以 上 の 児 童 を 対

象 と し た の は 、研 究 1 よ り 1 0 歳 か ら 11 歳 に か け て 感 情 弁 別 力 と 同 定

力 が ほ ぼ 完 成 す る と い っ た 結 果 が 得 ら れ た か ら で あ る 。 検 討 の 結 果 、

本 研 究 の 対 象 と な っ た PD D 児 群 の 全 問 正 答 者 数 は TD 児 群 よ り も 少

な い 傾 向 が 見 ら れ た が 、 統 計 的 な 有 意 差 で は な か っ た 。 ま た 、 研 究 3

に お い て 、 1 0 歳 か ら 1 3 歳 の 知 的 発 達 の 遅 れ を 伴 わ な い PD D 男 児 と
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生 活 齢 を 合 わ せ た T D 児 を 対 象 に 行 っ た 結 果 、 T D 児 と 全 問 正 答 者 数

に 統 計 的 な 有 意 差 は な く 、 研 究 2 の 結 果 を 支 持 す る も の で あ っ た 。  

誤 答 反 応 を 示 し た 児 童 の 年 齢 に 注 目 し て み る と 、 P DD 児 群 で は 1 0

歳 児 が 1 名 、 11 歳 児 が 2 名 の 計 3 名 で あ り 、 T D 児 に お い て は 1 0 歳

児 が 1 名 で あ っ た 。研 究 1 の 結 果 よ り T D 児 に お け る 感 情 音 声 弁 別 課

題 の 全 問 正 答 者 数 の 割 合 は 11 歳 以 上 で 1 0 0 %と な り 、研 究 2 に お い て

も 、 誤 答 反 応 を 示 し た 児 童 は 1 0 歳 児 で あ り 、 11 歳 以 上 で は 1 0 0 %と

な っ て い る 。 こ れ よ り 感 情 音 声 弁 別 力 は 11 歳 以 上 で ほ ぼ 完 成 す る と

い っ た 研 究 1 の 考 察 を 支 持 す る 結 果 と な っ た と い え る 。  

本 研 究 の 対 象 と な っ た P DD 児 群 で は 、 11 歳 児 で 誤 答 反 応 を 示 し た

児 童 が い た 。 各年 齢 に お け る 人 数 が 少 な い た め 、PDD 特 性 の た め で あ

る の か 個 人 差 で あ る か は 今 回 の 結 果 か ら は 検 討 す る こ と が 難 し い 。  

 

 

3 .  感 情 音 声 同 定 課 題 に 関 す る 考 察  

 

「 喜 び 」「 悲 し み 」「 怒 り 」の 3 感 情 を 含 ん だ 刺 激 音 声 を 組 み 合 わ せ

た 3 刺 激 を 提 示 し た 感 情 音 声 同 定 課 題 を 行 っ た 。  

研 究 １ で は 、 7 歳 か ら 1 2 歳 の 定 型 発 達 の 男 児 と 女 児 を 対 象 に 、 感

情 音 声 に お け る 感 情 の 同 定 力 の 発 達 特 性 を 検 討 す る こ と を 目 的 と し

た 。 そ の 結 果 、 年 齢 別 に 男 女 合 わ せ た 結 果 を 感 情 ご と に 見 て み る と 、

喜 び 音 声 は 1 0 歳 台 で 、 悲 し み 音 声 は 8 歳 台 で 感 情 の 同 定 力 が 確 立 す

る 可 能 性 が 示 さ れ た 。怒 り 音 声 に お い て は 、年 齢 に よ っ て 正 答 者 率 が

上 昇 す る と い っ た 傾 向 は 見 ら れ な か っ た が 、1 0 歳 台 で そ の 同 定 能 力 は

ほ ぼ 1 0 0％ と 一 定 と な り 、 こ の 年 齢 で 同 定 力 が 確 立 し て い る と 考 え て
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良 い と 思 わ れ た 。ま た 正 答 率 の 推 移 に は あ る 程 度 の 男 女 差 の 傾 向 を 認

め た が 、1 0 歳 以 降 で は 正 答 率 の 変 化 に 性 差 は な か っ た 。以 上 の 結 果 よ

り 、 感 情 音 声 同 定 能 力 は 1 0 歳 以 上 で ほ ぼ 安 定 す る と 考 え て よ い と 思

わ れ た 。  

研 究 2 は 、弁 別 課 題 と 同 様 に 、 1 0 歳 か ら 1 2 歳 の 知 的 発 達 の 遅 れ を

伴 わ な い PD D 男 児 と 生 活 齢 を 合 わ せ た T D 男 児 を 対 象 と し て 行 っ た 。

3 つ の 感 情 全 て を 正 答 し た 全 問 正 答 者 率 の 割 合 や 「 喜 び 音 声 」 と 「 怒

り 音 声 」 の 正 答 者 率 は PD D 児 群 の 方 が T D 児 群 よ り も 有 意 に 低 く 、

一 方 で 「 悲 し み 音 声 」 は P DD 児 群 と TD 児 群 に お い て 差 が 見 ら れ な

い と い う 結 果 で あ っ た 。 本 研 究 の 対 象 と な っ た P D D 児 に お い て は 、

感 情 的 プ ロ ソ デ ィ か ら “ 分 か り や す い 感 情 ” と “ 分 か り に く い 感 情 ”

が あ る の か も し れ な い と 思 わ れ た 。PD D 児 に お い て 、 感情 音 声 の 種 類

に よ っ て 感 情 理 解 に 違 い が あ る と い う 報 告 は こ れ ま で に な く 、本 研 究

が 初 め て で あ る 。  

ま た 、研 究 3 で は 、1 0 歳 か ら 1 3 歳 の 知 的 発 達 の 遅 れ を 伴 わ な い P DD

男 児 と 生 活 齢 を 合 わ せ た TD 児 を 対 象 に 喜 び を 含 ん だ 音 声 の 同 定 課 題

行 っ た 結 果 、PDD 児 群 が 有 意 に 低 い 正 答 者 率 で あ り 、研 究 3 の 対 象 と

な っ た PD D 児 も 、研 究 2 の 対 象 の P D D 児 と 同 様 に 喜 び 音 声 の 同 定 の

困 難 さ を 持 っ て い る こ と が 示 さ れ 、 喜 び 音 声 の 分 か り に く さ は P DD

児 に お け る 特 徴 と い え る と 思 わ れ た 。な お 、PDD 児 が「 喜 び 」に 特 化

し て 、感 情 理 解 の 困 難 さ を 示 す と い っ た 報 告 も こ れ ま で に な く 、本 研

究 が 初 め て で あ る 。  

と こ ろ で 、 先 行 研 究 (武 澤 ら , 2 0 0 8 ;高 橋 ら , 2 0 0 1 )  で は 、 感 情 理 解 の

場 面 に お い て 、「 喜 び 」は 音 声 よ り も 表 情 を 、「 悲 し み 」は 表 情 よ り 音

声 を 、「 怒 り 」 は 音 声 と 表 情 を 合 わ せ て 判 断 の 手 が か り と し て い る こ
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と が 報 告 さ れ て い る 。つ ま り 、感 情 に よ っ て 判 断 の 手 が か り と な る 情

報 源 が 異 な る と い う こ と で あ る 。今 回 は 、音 声 だ け を 課 題 と し て い る

こ と か ら 、 表情 が 手 が か り と な り や す い 感 情 (喜 び 、 怒り )が PD D 児 で

特 に 分 か り に く か っ た 可 能 性 も 考 え ら れ る で あ ろ う 。  

 

 

4 .  感 情 音 声 判 別 課 題 に 関 す る 考 察  

 

「 喜 び 」「 悲 し み 」「 怒 り 」の 3 感 情 を 含 ん だ 刺 激 音 声 を 、よ り 感 情

が 感 じ や す い と 定 型 発 達 児 者 に 判 断 さ れ た「 明 日 は 」の 文 節 の み に つ

い て 発 話 時 間 と 発 話 振 幅 の 2 条 件 を 変 化 さ せ 、変 化 さ せ て い な い「 雨

で す 」と 合 成 し た 刺 激 音 声 を 提 示 し 、PDD 児 と TD 児 と で 判 別 力 に 違

い が あ る か を 検 討 し た (研 究 2 )。  

1 0 歳 か ら 1 2 歳 の 知 的 発 達 の 遅 れ を 伴 わ な い P D D 男 児 と 生 活 年 齢

を マ ッ チ ン グ さ せ た T D 男 児 を 対 象 と し 、感 情 音 声 判 別 課 題 を 行 っ た 。

そ の 結 果 、PDD 児 群 で 判 別 者 率 が 有 意 に 低 か っ た の は 、時 間 変 化 課 題

の 「 喜 び 音 声 5 0 %短 縮 刺 激 音 声 」 と 「 喜 び 音 声 1 5 0 %延 長 刺 激 音 声 」、

振 幅 変 化 課 題 の 「 喜 び 音 声 2 5％ 減 少 刺 激 音 声 」 の 3 刺 激 で 、 い ず れ

も 喜 び 音 声 で あ っ た 。悲 し み 音 声 と 怒 り 音 声 で は 、P DD 児 群 と TD 児

群 の 間 に 明 ら か な 統 計 的 な 有 意 差 は 見 ら れ な か っ た 。つ ま り 、感 情 音

声 判 別 課 題 に お い て も 、 喜 び 音 声 に 関 す る PD D 児 の 判 断 力 の 低 さ が

示 さ れ た 。喜 び 音 声 で は 語 尾 に 向 か っ て 抑 揚 が 上 昇 す る と い う 音 響 学

的 特 徴 が 先 行 研 究 (平 賀 ら , 1 9 9 4 )よ り 報 告 さ れ て い る 。研 究 2 の 判 別 課

題 で は 、文 頭 の 音 節 の み の 音 響 学 的 特 徴 を 変 化 さ せ 、文 末 の 喜 び 音 声

の 音 響 学 的 特 徴 は 変 化 さ せ て い な い 刺 激 音 声 を 用 い た 。ま た 、ア ス ペ
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ル ガ ー 障 害 で は 音 声 課 題 に お い て 、刺 激 音 声 の 全 て を 聞 か ず に 回 答 す

る 傾 向 が 報 告 さ れ て い る （ P a u l  e t  a l . ,  2 0 0 5 )。 実 際 、 本 研 究 に お い て

も 、 刺 激 音 声 を 最 後 ま で 聞 か ず に 回 答 し て い た P D D 児 が 観 察 さ れ て

い た 。 こう し た こ と を 考 え 合 わ せ る と 、PDD 児 で 喜 び 音 声 の 判 別 力 が

低 か っ た の は 、提 示 さ れ た 刺 激 音 声 の 文 末 を 聞 か ず に 判 断 し て い た 可

能 性 が あ る と 考 え ら れ た 。  

 

 

5 .  P DD 児 に お け る 喜 び 音 声 の 感 情 理 解 に 関 す る 考 察  

 

研 究 2 の 結 果 、感 情 音 声 に 対 す る 同 定 課 題 と 判 別 課 題 の ど ち ら に お

い て も 、PD D 児 の 正 答 者 数 割 合 や 判 別 者 率 が TD 児 よ り 有 意 に 低 か っ

た 感 情 は 、喜 び の み で あ っ た 。こ の こ と は 、P DD 児 が 喜 び 音 声 の 理 解

に 特 有 の 困 難 さ を 持 っ て い る こ と を 示 唆 す る 結 果 と 思 わ れ る 。さ ら に 、

判 別 課 題 の 結 果 か ら 、P DD 児 は 喜 び 音 声 の 全 て の 音 響 要 素 を 使 っ て い

な い 可 能 性 が 推 測 さ れ た 。そ こ で 、P D D 児 は 、提 示 さ れ た 刺 激 音 声 の

情 報 を 全 て 使 用 し て い な い こ と が 喜 び 音 声 に お け る 理 解 の 困 難 さ と

関 係 し て い る の で は な い か と い う 仮 説 を 設 定 し 、 そ の 検 証 を 試 み た

（ 研 究 3）。  

1 0 歳 か ら 1 3 歳 の 知 的 発 達 の 遅 れ を 伴 わ な い P D D 男 児 と 生 活 年 齢

を マ ッ チ ン グ さ せ た T D 男 児 を 対 象 と し 、 喜 び を 含 ん だ 感 情 音 声 を 用

い て 、「 明 日 は 」 と 「 雨 で す 」 の 2 文 節 で 構 成 さ れ て い る 刺 激 音 声 の

前 半 文 節 の み 、後 半 文 節 の み 、刺 激 音 声 全 体 の 音 響 学 的 要 素 (発 話 時 間

と 発 話 振 幅 )を そ れ ぞ れ 変 化 さ せ た 判 別 課 題 を 行 っ た 。  

発 話 時 間 を 変 化 さ せ た 条 件 で は 、 本 研 究 の 対 象 と な っ た P D D 児 と
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TD 児 の 両 群 に お い て 、 喜 び の 持 つ 音 響 学 的 特 徴 の 一 つ で あ る 後 半 の

抑 揚 上 昇 を 感 情 判 別 の 重 要 な 情 報 と し て 使 用 し て い る 可 能 性 が 考 え

ら れ た 。し か し 、P DD 児 は 情 報 を 使 用 し て い る 割 合 が TD 児 よ り も 少

な い と 考 え ら れ 、P DD 児 は 、喜 び 音 声 の も つ 音 響 学 的 な 特 徴 を 感 情 の

判 別 に 使 用 す る こ と が 困 難 で あ る 可 能 性 が 考 え ら れ た 。  

発 話 振 幅 を 変 化 さ せ た 条 件 で は 、 本 研 究 の 対 象 と な っ た P D D 児 に

と っ て 、聞 き 始 め の 音 の 大 き さ が 喜 び を 判 断 す る た め の 情 報 と し て 優

先 的 に 用 い て い る 可 能 性 が 考 え ら れ た 。 一 方 で 、 TD 児 は 一 貫 し た 声

の 大 き さ で あ る こ と が 、喜 び と 判 断 す る た め に は 重 要 で あ る よ う に 考

え ら れ た 。  

研 究 3 に お い て 、「 P D D 児 が 喜 び 音 声 の 同 定 が 困 難 で あ り 、 喜 び 音

声 の 判 別 に T D 児 と 異 な っ た 反 応 を 示 し た の は 、 喜 び 音 声 の 音 響 学 的

特 徴 を 使 用 し て い な い か ら で あ る 」と い う 仮 説 を 立 て 検 証 を 行 っ た が 、

証 明 す る こ と は で き な か っ た 。し か し 、PD D 児 と T D 児 で 、喜 び 音 声

の 判 断 に 影 響 す る 音 響 学 的 特 徴 が 異 な る 可 能 性 を 示 唆 す る 結 果 は 得

ら れ た 。今 後 、対 象 児 を 増 や し 、さ ら に 検 討 す る こ と で 、P DD 児 の 喜

び 音 声 に お け る 理 解 が 困 難 な 原 因 を 追 究 で き る も の と 思 わ れ た 。  

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 125 - 

6 .  P DD 児 に お け る 感 情 的 プ ロ ソ デ ィ 理 解 に 関 す る 総 括  

 

本 研 究 の 結 果 か ら 、 本 研 究 の 対 象 と な っ た PD D 児 に お け る 感 情 的

プ ロ ソ デ ィ 理 解 に 関 し て 、 以 下 の 4 点 が 明 ら か と な っ た 。  

 

①  感 情 音 声 弁 別 力 に 関 し て 、 P DD 児 と T D 児 の 間 に 大 き な 差 は 見

ら れ な か っ た 。  
 

②  PDD 児 は 、感 情 的 プ ロ ソ デ ィ か ら“ 分 か り や す い 感 情 ”と“ 分

か り に く い 感 情 ” が あ る か も し れ な い と 思 わ れ 、 感 情 音 声 の 種

類 に よ っ て 感 情 理 解 に 違 い が あ っ た 。  
 

③  PDD 児 は 、感 情 同 定 に 関 し て 、特 に 喜 び 音 声 に 困 難 さ を 示 し た 。 
 

④  PDD 児 と TD 児 で は 、 喜 び 音 声 の 判 断 に 影 響 す る 音 響 学 的 特 徴

が 異 な る 可 能 性 が あ っ た 。  
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1 .  感 情 語 理 解 課 題 に 関 す る 課 題  

 

研 究 3 の 対 象 と な っ た P DD 児 の 中 に 「 嬉 し い 」 と い っ た 肯 定 的 な

場 面 は TD 児 と 同 様 に 正 答 す る こ と が で き た が 、「 悲 し い 」「 怒 る 」 と

い っ た 否 定 的 な 場 面 に つ い て 、 TD 児 と 異 な る 反 応 を 示 し た 例 が み ら

れ 、PD D 児 の 中 に は 、否 定 的 感 情 語 の 使 用 に 困 難 を 示 す 者 が い る 可 能

性 が 考 え ら れ た 。  

本 岡 ら ( 2 0 0 7 )の 報 告 に よ る と 、 H F PD D 児 は 他 者 の 感 情 の 理 解 に つ

い て 健 常 児 と 比 較 し て 同 程 度 の 成 績 で あ っ た が 、自 己 の 感 情 の 理 解 で

は 、 感 情 を 適 切 に 言 語 化 す る こ と の 困 難 さ や 、「 悲 し み 」 と 「 怒 り 」

に お け る 感 情 の 混 同 な ど が あ っ た と さ れ る 。本 研 究 に お い て 用 い た 課

題 は 、自 己 の 感 情 を 尋 ね る 課 題 で あ っ た こ と が 、否 定 的 な 感 情 を 選 択

す る こ と や 表 出 す る こ と の 困 難 さ の 背 景 に あ っ た 可 能 性 が 考 え ら れ

る 。PD D 児 を 対 象 に 感 情 の 理 解 を 確 認 す る 場 合 、 感情 を 喚 起 す る 人 物

を 他 者 に 置 き 換 え た 場 面 を 提 示 す る 方 法 も 検 討 し て よ い の か も し れ

な い 。も っ と も 、P DD 児 は 想 像 力 の 障 害 を 基 本 特 性 と す る た め 、他 者

の 感 情 を 推 測 す る こ と 自 体 が 困 難 で あ る こ と も あ る の で 、P DD 児 に お

け る 感 情 の 理 解 や 言 語 化 に つ い て は 、 今 後 、 検 討 が 必 要 で あ る 。  
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2 .  感 情 音 声 弁 別 課 題 に 関 す る 課 題  

 

研 究 1 に お い て 得 ら れ た 、11 歳 以 上 の T D 児 に お け る 感 情 音 声 弁 別

課 題 の 結 果 か ら 、11 歳 以 上 で 、感 情 音 声 弁 別 力 は ほ ぼ 完 成 す る と 考 え

ら れ た 。し か し 、P DD 児 で は 11 歳 児 に お い て も 誤 答 反 応 が 見 ら れ た 。

PDD 児 に お け る 感 情 音 声 弁 別 力 は 、 T D 児 よ り も ゆ っ く り と 発 達 を し

て い く の か 、そ れ と も 生 来 的 に 、感 情 音 声 に お け る 弁 別 に 困 難 さ を 持

つ PD D 児 が い る の か と い っ た 感 情 音 声 弁 別 力 に 関 し て は こ れ ま で 報

告 が な く 、 今 後 さ ら に 検 討 す る 必 要 が あ る 。  

 

 

3 .  感 情 音 声 同 定 課 題 に 関 す る 課 題  

 

感 情 音 声 同 定 課 題 に お け る PD D 児 の 誤 答 内 容 を み る と 、 喜 び 音 声

に 対 し て「 ど れ で も な い 」を 選 択 し た 対 象 児 が 9 名 中 8 名 、悲 し み 音

声 に 対 し て「 ど れ で も な い 」を 選 択 し た 対 象 児 が 1 名 中 1 名 、怒 り 音

声 に 対 し て「 ど れ で も な い 」を 選 択 し た 対 象 児 が 3 名 中 3 名 で あ っ た 。

つ ま り 、P DD 児 に お け る 感 情 同 定 課 題 の 誤 答 の 内 容 は 、選 択 肢 と し て

提 示 し た 感 情 語 の ど の 感 情 に も 聞 こ え な い と い う 意 味 の「 ど れ で も な

い 」 を 選 択 す る 傾 向 が 強 く み ら れ た 。 一 方 で TD 児 群 で は 、 誤 答 数 が

少 な く 、 誤 答 の 選 択 に つ い て の 傾 向 は 見 ら れ な か っ た 。 誤 答 の 際 に

PDD 児 に み ら れ た 感 情 語 の 選 択 傾 向 が ど の よ う な 意 味 を 持 っ て い る

の か に つ い て は 、本 研 究 の 結 果 の み で は 考 察 す る こ と は 難 し く 、今 後

さ ら に 検 討 が 必 要 で あ る 。  
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4 .  感 情 音 声 判 別 課 題 ・ 喜 び 音 声 判 別 課 題 に 関 す る 課 題  

 

研 究 2 と 研 究 3 に お い て 、 P DD 児 の 中 に 刺 激 音 声 を 最 後 ま で 聞 か

ず に 回 答 を 選 択 し て い た 児 が い た 。 本 研 究 の 対 象 と な っ た PD D 児 に

お い て 見 ら れ た 様 子 は 、 P a u l  e t  a l .  ( 2 0 0 5 ) の 指 摘 し た 、 彼 ら は 音 声

か ら 感 情 を 同 定 す る 際 、判 断 に 必 要 な 音 響 学 的 要 素 の 全 て を 使 っ て い

な い と い っ た 可 能 性 を 支 持 す る か も し れ ず 、更 に 検 討 す る 必 要 が あ る 。 

研 究 3 で は 、P DD 児 群 に お い て オ リ ジ ナ ル 音 声 の 判 別 者 率 が 課 題 間

で 大 き く 異 な っ た 。そ の 原 因 と し て 、刺 激 音 声 の 提 示 パ タ ー ン に よ る

影 響 が あ る 可 能 性 が 考 え ら れ た が 、対 象 人 数 が 少 な く 、今 回 は 分 析 を

す る こ と が 出 来 な か っ た 。対 象 児 を 増 や す こ と で 、P DD 児 が 示 し た 結

果 を 解 釈 す る こ と が で き る か も し れ な い 。  

感 情 の 判 別 に 影 響 す る と 考 え ら れ た 文 節 の 音 響 学 的 特 徴 を 変 化 さ

せ た 合 成 音 声 を 用 い た 感 情 判 別 課 題 は 、調 べ た 範 囲 で は 行 わ れ て お ら

ず 、先 行 研 究 と 比 較 検 討 を 行 う こ と は で き な い 。今 後 は 、本 研 究 よ り

得 ら れ た 課 題 の 検 討 を 行 う こ と で 、P D D 児 に お け る 特 有 の 感 情 的 プ ロ

ソ デ ィ 理 解 の 傾 向 や 、感 情 を よ り 分 か り や す い と 感 じ る 音 響 学 的 特 徴

を 見 出 す こ と が 可 能 で あ れ ば 、 臨 床 的 な 療 育 に お け る 貢 献 が 出 来 る の

で は な い か と 考 え ら れ る 。  
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Aa r on s  M,  G it t en s  T  (2 0 0 2 ) :  Ha n db o o k  o f  a ut i s m.  R o ut  le d ge .  (石 井
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東 京 , p p 11 2 - 11 5 )  

雨 宮 俊 彦 , 水 谷 聡 秀  ( 2 0 0 2 ) : は い そ う で す ね ― 音 声 の 印 象 の 分 析 の こ

こ ろ み ― .関 西 大 学 『 社 会 学 部 紀 要 』 3 3 (2 ) :3 2 5 - 3 7 3  
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Gr e s l ey  P,  Sh e r ra r d  C ,  Wa t e rma n M e t  a l .  ( 1 9 9 6 ) :  T he  p e r c e p t io n  o f  

em ot i o n  i n  s p e e ch .  Pa pe r  p r e se nt e d  a t  t h e  me et i n g  o f  th e  Ⅹ Ⅹ

Ⅵ  I n te r na t i on a l  C on g re s s  o f  P sy c h o l ogy,  M o nt r ea l ,  Ca na da .  

Gr o s sm a n  J B,  K l i n  A ,  C a rt e r  A S  e t  a l .  (2 0 0 0 ) :  Ve rb a l  b i a s  i n  
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永 江 誠 司  (2 0 0 4 ) :脳 と 発 達 の 心 理 学 ― 脳 を 育 み 心 を 育 て る ― .ブ レ ー
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Pa t te r s o n  ML (1 9 8 3 ) :  D e f i n in g  a  p e r s p e ct i ve  o n  no nv e rb a l  b eh a v i or.  

( N on ve r b a l  b eh a v i o r :  a  f un c t i o na l  p e r s pe c t iv e ) ,  N ew  Yo r k :  

S p r i ng e r-Ve r la g ,  p p1 - 11  

Pa u l  R ,  A ug u st yn  A ,  K l i n  A e t  a l .  ( 2 0 0 0 ) :  G ra mma t i ca l  a n d  

p ra gma t i c  p r o s o dy  p e r c e pt i o n  i n  h ig h - f un c t i o n in g  a ut i s m.  

Pa pe r  p r e s e nt e d  a t  th e  sy m p o s iu m fo r  re s ea r c h  i n  c h i l d  

la ng ua ge  d i s o r de r,  Ma d i s o n ,  W I ,  US A.  

Pa u l  R ,  A ug u st yn  A,  K l i n  A e t  a l .  ( 2 0 0 5 ) :  Pe r c e p t io n  a n d  

p r o d u ct i o n  o f  p r o so d y  b y  s p ea k e r s  w i t h  a ut i s m  s pe c t r um  

d i s o r d e r s .  J o u rn a l  o f  A ut i s m a n d D ev e lo p m en ta l  D i so r d e r3 5  

(2 ) :  2 0 5 -2 2 0  

R i c hm o n d V,  M c C ro s k ey  C  (2 0 0 3 ) :  No nv e rb a l  b e ha v io r  i n  

i nt e r p e r so na l  r e la t io n s .  (山 下 耕 二 編 訳 (2 0 0 6 )「 非 言 語 行 動 の 心

理 学 ― 対 人 関 係 と コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 理 解 の た め に ― 」,北 大 路 書

房 ,京 都 , p p1 0 3 - 1 2 4 )  

Ro s e nt ha l  R ,  Ha l l  J A,  D i Ma tt e o  R  e t  a l .  (1 9 7 9 ) :  S en s i t iv i t y  t o  

no nv e rb a l  c om m un i c a t i o n :  T he  PO N S  t e st .  Ba l t im o r e ,  MD :  T h e  

J o hn s  Ho p k i n s  U n i ve r s i ty  P r e s s  

R ut he r f o r d  MD,  Ba r on - C o he n  S  ,W h ee l w r ig h t , S  （ 2 0 0 2） : R ea d i ng  

th e  m i n d i n  v o i c e :  a  s tu d y  w it h  n o rm a l  a d u l t s  a n d a du l t s  w i th  

a s p e rg e r  sy n d r om e a n d h i gh  fu n c t i on i n g  a ut i s m.  J o u r na l  o f  

A ut i s m a n d  D ev e lo p m en ta l  D i s o r de r 3 2  (3 ) : 1 8 9 -1 9 4  

櫻 庭 京 子 ,今 泉 敏 ,筧 一 彦  ( 2 0 0 2 ) :音 声 に よ る 感 情 表 現 の 発 達 的 検 討 .音

声 言 語 医 学 4 3 (1 ) : 1 - 8  
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S ch e r e r  K R ,  Ba n se  R  (1 9 9 1 ) :  Vo c a l  c ue s  in  e mo t i o n  e n c o d i ng  a n d  

d e co d i n g .  Mo t iva t i o n  a n d E mo t i on 1 5  ( 2 ) :  1 2 3 -1 4 8  

重 野 純  ( 2 0 0 1 ) :音 声 に 含 ま れ た 感 情 の 認 知 .青 山 心 理 学 研 究 1 : 3 7 -4 3  

重 野 純  (2 0 0 4 ) : 感 情 を 表 現 し た 音 声 の 認 知 と 音 響 的 性 質 . 心 理 学 研 究

7 4 ( 6 ) :5 4 0 -5 4 6  

志 村 洋 子 ,今 泉 敏 ( 1 9 9 5 ) :生 後 2 ヶ 月 の 乳 児 の 音 声 に お け る 非 言 語 情 報 .

音 声 言 語 医 学 3 6 (3 ) :3 6 5 -3 7 1  

Sob i n  C ,  A l p e rt  M  (1 9 9 9 ) :  Em ot i on  i n  s pe e c h :  t h e  a co u s t i c  

a t t r i b u t e s  o f  f ea r,  a n ge r,  sa d ne s s  a n d  j oy.  J ou r na l  o f  

Ps y ch o l i ng u i s t i c  R e se a r c h2 8  ( 4 ) : 3 4 7 - 3 6 5  

高 橋 知 音 ,向 後 礼 子  ( 2 0 0 1 ) :音 声・表 情 に よ る 他 者 感 情 認 知 の 発 達 的 変

化 .教 育 心 理 学 研 究 4 3 : 5 2 8  

武 澤 友 広 ,三 橋 美 典 ,清 水 聡 ら  ( 2 0 0 8 ) :高 機 能 広 汎 性 発 達 障 害 児 の 表 情

な ら び に 音 声 か ら の 感 情 推 測 能 力 の 評 価 .LD 研 究 1 7 (2 ) :1 5 2 - 1 6 0  

杤 谷 綾 香 ,武 田 昌 一 ,小 柴 安 代 ら  (2 0 0 2 ) :日 本 語 「 喜 び 」「 悲 し み 」 表 現

音 声 の 感 情 の 程 度 に 応 じ た 韻 律 的 特 徴 の 差 異 .日 本 音 響 学 会 講 演

論 文 集 1 -P -6 :3 6 3 - 3 6 4  

Tra g er,  GL  (1 9 5 8 ) :  Pa ra la n gua ge :  a  f i r s t  a p p r ox i ma t i on .  St u d i e s  i n  

L i n gu i s t i c s  1 3 : 1 -1 2  

靍 真 紀 子 ,武 田 昌 一  ( 2 0 0 7 ) :ア ナ ウ ン サ ー が 発 声 し た「 怒 り 」の 韻 律 的

特 徴 と 聴 覚 的 印 象 の 主 成 分 分 析 を 用 い た 比 較 .久 留 米 信 愛 女 学 院

短 期 大 学 研 究 紀 要 3 0 :6 5 - 7 0  

内 田 照 久  ( 2 0 0 5 ) :音 声 の 発 話 速 度 と 休 止 時 間 が 話 者 の 性 格 印 象 と 自 然

な わ か り や す さ に 与 え る 影 響 .教 育 心 理 学 研 究 5 3 :1 -1 3  
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宇 津 木 成 介  (1 9 8 2 )  音 声 に お け る ノ ン バ ー バ ル 行 動 . サ イ コ ロ ジ ー

3 1 :5 4 - 5 9  

Wa l ke r  A S  ( 1 9 8 2 ) :  In te r m o da l  p e r c e p t io n  o n  ex p r e s s iv e  b e ha v io r s  

b y  h u ma n  in f a n t s .  J o u r na l  o f  Ex p e r i me n ta l  C h i l d  

Ps y ch o l ogy 3 3  ( 3 ) :  5 1 4 -5 3 5  

Wa n g  A ,  Da p r et t o  M ,  Ha r i r i  A e t  a l .  (2 0 0 1 ) :  P ro c e s s i ng  a f f e c t iv e  

a n d  l i ng u i st i c  p r o so d y  in  a ut i s m:  A n  f MR I  s t u dy.  

N eu r o Ima ge1 3  (6 ) : 6 2 1  
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