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27 講演◆日本語の音声～促音（っ）の謎～

は
じ
め
に

ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
た
名
字
で
恐
縮
で
す
が
、
窪く
ぼ

薗ぞ
の

と
申
し
ま
す
。
草
冠
の
「
薗
」

が
付
く
名
字
は
典
型
的
な
鹿
児
島
県
の
名
前
で
す
が
、
窪
薗
と
い
う
の
は
鹿
児
島

で
も
比
較
的
珍
し
く
、
日
本
全
国
で
二
五
〇
人
く
ら
い
し
か
い
な
い
そ
う
で
す
。

そ
の
意
味
で
は
、
消
滅
の
危
機
に
瀕
し
た
名
字
だ
と
思
い
ま
す
。
と
は
言
っ
て
も
、

日
本
全
国
で
は
約
一
二
万
の
名
字
が
あ
り
、
そ
の
中
で
は
真
ん
中
あ
た
り
に
位
置

す
る
そ
う
で
す
の
で
、
私
よ
り
珍
し
い
名
字
の
方
は
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

私
が
所
属
す
る
理
論
・
構
造
研
究
系
は
、
日
本
語
を
外
か
ら
眺
め
る
こ
と
で
、

他
の
言
語
と
の
対
照
を
も
と
に
日
本
語
の
構
造
、
特
質
を
考
え
る
研
究
系
で
す
。

本
日
の
話
は
、
そ
の
中
で
促
音
「
っ
」
に
テ
ー
マ
を
絞
り
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま

す
。皆

さ
ん
の
中
に
も
日
本
語
教
育
に
関
係
し
て
い
る
方
々
が
た
く
さ
ん
い
ら
っ

し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
が
、
日
本
語
学
習
者
が
促
音
「
っ
」
を
う
ま
く
発
音
で
き
な
い

こ
と
は
日
常
的
に
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
。
私
も
海
外
に
行
く
と
よ
く
経
験
し
ま

す
。
こ
の
前
も
台
湾
に
行
っ
た
際
、
五
十
肩
を
治
す
た
め
に
マ
ッ
サ
ー
ジ
店
に
行

き
ま
し
た
が
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
が
終
わ
っ
て
帰
る
際
に
「
ち
ょ
っ
と
待
て
！
」
と
大
声

で
呼
び
か
け
ら
れ
て
ド
キ
ッ
と
し
ま
し
た
。

何
事
か
と
見
て
い
る
と
、
店
の
奥
か
ら
お

茶
と
お
菓
子
を
持
っ
て
き
ま
し
た
。
お
茶
を

飲
ん
で
帰
れ
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
し
ょ

う
。
そ
の
人
の
意
図
と
し
て
は
、「
ち
ょ
っ

と
待
っ
て
」
と
言
い
た
か
っ
た
の
だ
と
思
い

ま
す
が
、
私
と
し
て
は
非
常
に
き
つ
い
口
調

で
命
令
さ
れ
た
気
が
し
ま
し
た
。
こ
れ
だ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
ち
ょ
っ
と
来
て
」
と

「
ち
ょ
っ
と
切
っ
て
」
で
は
意
味
が
違
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
「
っ
」
が
あ
る
か

な
い
か
で
、
意
味
や
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
変
わ
っ

て
し
ま
う
と
い
う
特
徴
が
日
本
語
に
は
あ
り

ま
す
。
日
本
語
教
育
で
も
促
音
は
習
得
が

む
ず
か
し
い
音
声
特
徴
の
一
つ
と
さ
れ
て
お

り
、「
っ
」
が
し
っ
か
り
で
き
る
日
本
語
学

習
者
は
日
本
語
が
よ
く
で
き
る
上
級
の
方
で

す
。

〈
ソ
ト
か
ら
見
た
日
本
語
の
特
質
と
普
遍
性
〉

日
本
語
の
音
声
〜
促
音（
っ
）の
謎
〜

理
論
・
構
造
研
究
系
教
授
　
窪
薗 

晴
夫

講
演

窪薗 晴夫（くぼぞの はるお）
理論・構造研究系教授。Ph.D. （言語学）（エジンバラ大学）。鹿児島
県川内市（現薩摩川内市）生まれ、母語は鹿児島方言。大学院（名古
屋大学）までは英語音韻史を専攻していましたが、イギリス留学中
に母語に対する無知を悟り、日本語の音声研究を始めました。研究
対象は英語から日本語へ、標準語から鹿児島方言へと、経歴とは逆
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世
界
の
言
語
を
見
る
と
、
促
音
（
言
語
学
で
は
「
重
子
音
」
と
言
い
ま

す
）
の
あ
る
言
語
は
少
な
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ア
ジ
ア
で
は
ト
ル
コ
語
、

ペ
ル
シ
ャ
語
、
ベ
ン
ガ
ル
語
、
イ
ン
ド
の
ヒ
ン
デ
ィ
語
、
マ
ラ
ヤ
ラ
ム

語
、
タ
イ
で
話
さ
れ
て
い
る
マ
レ
ー
語
な
ど
が
あ
り
、
ア
フ
リ
カ
に
行

く
と
、
カ
イ
ロ
の
ア
ラ
ビ
ア
語
や
ベ
ル
ベ
ル
語
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
ギ

リ
シ
ャ
語
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
が
こ
の
特
徴
を
持
っ
て
い
ま
す
（
図
1
）。

こ
の
よ
う
に
促
音
を
持
っ
て
い
る
言
語
は
少
な
く
は
な
い
の
で
す
が
、

残
念
な
が
ら
、
こ
れ
ら
は
世
界
の
主
要
な
言
語
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
国

連
の
公
用
語
六
つ
の
中
で
促
音
を
持
っ
て
い
る
の
は
ア
ラ
ビ
ア
語
だ
け

で
す
。
政
治
力
は
言
葉
の
世
界
で
も
幅
を
き
か
せ
て
い
る
よ
う
で
、
政

治
力
の
な
い
言
語
は
な
か
な
か
研
究
さ
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
中
で
、
私
ど

も
は
、
促
音
の
あ
る
言
語
の
中
心
に
な
っ
て
日
本
語
の
研
究
を
進
め
て

い
る
わ
け
で
す
。

外
来
語
促
音
の
謎

き
ょ
う
は
促
音
の
中
で
も
「
外
来
語
の
促
音
」
を
取
り
上
げ
ま
す
。
外
来
語
に

お
け
る
促
音
の
出
方
は
ま
る
で
神
出
鬼
没
で
す
。
た
と
え
ば
、「cap

（
キ
ャ
ッ

プ
）」
に
は
促
音
が
入
り
、「cab

（
キ
ャ
ブ
）」
に
は
入
り
ま
せ
ん
。「pick

（
ピ
ッ

ク
）」
に
は
入
り
ま
す
が
、「peak

（
ピ
ー
ク
）」
だ
と
入
り
ま
せ
ん
（
図
2
）。

こ
の
こ
と
を
英
語
話
者
に
話
す
と
、
な
ぜ
だ
と
逆
に
聞
か
れ
ま
す
。
英
語
母
語

話
者
と
し
て
は
「pick

」
と
「peak

」
は
母
音
が
違
う
だ
け
で
、「
k
」
自
体
に
変
わ

り
は
な
い
の
に
、
な
ぜ
日
本
人
は
「pick

」
に
促
音
を
感
じ
て
「peak

」
に
感
じ
な

い
の
か
と
、
逆
に
問
い
返
さ
れ
る
の
で
す
。

同
じ
よ
う
に
、「kiss

（
キ
ス
）」
の
「
s
」
の
と
こ
ろ
に
促
音
は
入
り
ま
せ
ん
が
、

「cash

（
キ
ャ
ッ
シ
ュ
）」「sm

ash

（
ス
マ
ッ
シ
ュ
）」
の
「
sh
」
に
は
促
音
が
入
り
ま

す
。
日
本
人
は
そ
こ
に
促
音
を
感
じ
ま
す
。「m

ax

（
マ
ッ
ク
ス
）」
だ
と
促
音
が

入
り
ま
す
が
、「
ク
ス
」
が
ひ
っ
く
り
返
っ
て
「m

ask

（
マ
ス
ク
）」
と
な
る
と
、
日

本
人
に
は
促
音
が
聞
こ
え
な
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、「cap

（
キ
ャ
ッ
プ
）」
に
は

入
り
、「captain

（
キ
ャ
プ
テ
ン
）」
に
は
入
り
ま
せ
ん
。
も
っ
と
不
思
議
な
こ
と

に
、「fax
（
フ
ァ
ッ
ク
ス
）」
に
は
入
り
ま
す
。「
フ
ァ
ク
ス
」
と
「
ッ
」
を
入
れ
な
い

新
聞
社
も
あ
り
ま
す
が
、
普
通
は
入
る
よ
う
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
元
と
な
っ

た
「facsim

ile

（
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
）」
と
い
う
語
に
は
促
音
は
入
り
ま
せ
ん
。
同
様

図1　はじめに

図2　外来語促音の謎

▪ 日本語学習者の発音
 　「ちょと待て」－「ちょっと待って」
 　「ちょと来て」－「ちょっと切って」
▪ 促音（重子音 geminate consonant） 

Persian, Bengali, Hindi, Malayalam, Pattani Malay, 
Japanese, Turkish; Arabic, Berber; Cypriot Greek, 
Hungarian, Italian, Swiss German, Estonian, Finnish, 
Saami, …(Kubozono, H. (ed.) The Phonetics and 

Phonology of Geminate Consonants, Oxford UP. 2016)

1. capキャップ̶cabキャブ , lock̶ log, rack̶ lag 

2. pick̶peak, mitt̶meat, mid̶mead

3. tot̶ toss, tup̶ tough, tap̶ taff

4. kiss̶cash, cough̶Gogh, puff̶Bach 

5. max̶mask, tax̶ task, lax̶rask

6. cap̶captain, fax̶ facsimile, sax̶saxophone

7. happy̶happiness

8. less̶ lesson, lis̶ listen̶ listener, listening

9. tough̶stuff, staff, log̶flog, tub/tab̶stab

10. kitchen̶chicken 
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に
、「sax

（
サ
ッ
ク
ス
）」
に
は
入
り
ま
す
が
、
そ
の
元
と
な
っ
た
「saxophone

（
サ
キ
ソ
フ
ォ
ン
）」
は
入
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
「happy

（
ハ
ッ
ピ
ー
）」
に
は
入
り
、

「happiness
（
ハ
ピ
ネ
ス
）」
に
は
入
り
ま
せ
ん
。
不
思
議
な
現
象
で
す
。

単
語
が
長
く
な
っ
た
ら
入
ら
な
い
の
か
と
思
い
き
や
、
そ
う
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。「less

（
レ
ス
）」
に
は
入
ら
な
い
の
に
、「lesson

（
レ
ッ
ス
ン
）」
に
は
入
り
、

「tough

（
タ
フ
）」
に
は
入
ら
ず
、
そ
こ
に
「
s
」
を
つ
け
た
だ
け
の
「stuff, staff

（
ス
タ
ッ
フ
）」
は
促
音
が
聞
こ
え
ま
す
。

つ
い
最
近
も
留
学
生
に
聞
か
れ
ま
し
た
。「kitchen

（
キ
ッ
チ
ン
）」
に
は
促
音

が
入
る
の
に
「chicken

（
チ
キ
ン
）」
に
入
ら
な
い
の
は
な
ぜ
か
、「
キ
」
と
「
チ
」

が
入
れ
替
わ
っ
た
だ
け
な
の
に
と
。

促
音
に
関
す
る
二
つ
の
疑
問

以
上
の
よ
う
な
例
が
出
て
き
た

と
き
、
私
た
ち
言
葉
を
研
究
す
る

者
と
し
て
は
、
二
つ
の
大
き
な
疑

問
を
抱
き
ま
す
。
一
つ
は
、
促
音
が

ど
の
よ
う
な
条
件
の
も
と
に
出
現

す
る
か
と
い
う
問
題
で
す
。
た
と

え
ば
、「kitchen

（
キ
ッ
チ
ン
）」
と

「chicken

（
チ
キ
ン
）」
の
違
い
は
た

ま
た
ま
こ
の
二
語
（
だ
け
）
に
出
て

き
た
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
似
た

よ
う
な
例
が
も
っ
と
た
く
さ
ん
あ
る

の
で
し
ょ
う
か
。「bridge

（
ブ
リ
ッ
ジ
）」
に
は
促
音
が
あ
り
ま
す
が
、
自
分
の
名

前
を
元
に
ブ
リ
ヂ
ス
ト
ン
を
創
設
し
た
石
橋
さ
ん
は
、
会
社
名
を
つ
く
っ
た
と
き

促
音
を
入
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
例
が
一
般
的
な
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ

が
一
つ
目
の
疑
問
で
す
。
次
に
、
も
し
一
般
的
だ
と
す
る
と
、
そ
の
条
件
を
作
り

出
し
て
い
る
要
因
は
何
な
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
が
二
つ
目
の
疑
問
に
な
り
ま
す
。

二
つ
目
の
疑
問
を
考
え
て
み
ま
す
（
図
3
）。
な
ぜ
特
定
の
位
置
に
促
音
が
入
る

の
か
、
こ
の
疑
問
に
対
す
る
一
つ
の
答
え
は
、「
偶
然
そ
う
な
の
だ
」
と
い
う
可
能

性
で
す
。
そ
の
可
能
性
は
ゼ
ロ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
を
言
い
出
す
と
学
問

は
そ
こ
で
ス
ト
ッ
プ
し
て
し
ま
い
ま
す
の
で
、
初
め
か
ら
そ
う
だ
と
決
め
つ
け
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
何
か
理
由
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
と
こ
ろ
か
ら
研

究
は
始
ま
り
ま
す
。
そ
こ
で
一
つ
考
え
ら
れ
る
の
は
、
文
字
（
綴
り
字
）の
影
響
で

す
。
た
と
え
ば
、「kitchen

（
キ
ッ
チ
ン
）」
に
は
「
t
」
が
あ
り
、
こ
れ
が
促
音
の

原
因
だ
と
い
う
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
こ
と
を
解
き
明
か
す
た
め
、
無
意
味
語
を
作
り
―
た
と
え
ば
「kitchen

」

の
k
を
m
に
し
て
「m

itchen

」
に
、
ま
た
「chicken

（
チ
キ
ン
）」
を
「m

icken

」

に
し
て
―
英
語
話
者
に
発
音
し
て
も
ら
い
、
そ
の
音
声
を
日
本
人
に
聞
か
せ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
文
字
情
報
が
な
い
条
件
下
で
促
音
を
聞
き
分
け
る
こ
と
が
で

き
る
か
ど
う
か
を
調
べ
る
方
法
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
よ
う
に
調
べ
て
み
て
文
字
の
影
響
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
さ

ら
に
二
つ
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
一
つ
は
、
原
語
の
影
響
で
す
。
日
本
の

外
来
語
の
八
五
％
は
英
語
か
ら
入
っ
て
い
ま
す
の
で
、
原
語
と
し
て
主
に
英
語
の

発
音
に
要
因
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
も
う
一
つ
は
、
日
本
語

の
側
の
問
題
、
つ
ま
り
日
本
人
の
耳
（
知
覚
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
）
や
音
韻
構
造
に
要
因

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
で
す
。

図3　疑問

▪ 促音がどのような条件のもとで出現するか？
 ・kitchen （キッチン）－chicken （チキン）
 ・bridge （ブリッジ）－Bridgestone （ブリヂストン） 
▪ その条件を作り出している要因は何か？
 （1） 偶然?

 （2） 文字（綴り字）の影響？
 （3） 原語（英語）に違いあり？
 （4） 日本語の構造に原因？（知覚のメカニズム、音韻構造）
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本
日
の
テ
ー
マ「
位
置
効
果
」

そ
こ
で
、
今
日
考
え
て
み
た
い
の
が
促
音
の
「
位
置
効
果
」
で

す
（
図
4
）。
こ
れ
は
、
日
本
人
は
語
末
付
近
に
促
音
を
感
じ
や

す
い
と
い
う
傾
向
で
、
英
語
か
ら
入
っ
た
外
来
語
で
は
広
範
囲
に

見
ら
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、「
ジ
」
が
語
末
に
出
て
く
る
「bridge

（
ブ
リ
ッ
ジ
）」
で
は
促
音
が
入
り
ま
す
が
、「
ジ（
ヂ
）」
が
語
中
に

出
て
く
る
「B

ridgestone

（
ブ
リ
ヂ
ス
ト
ン
）」
に
は
入
り
ま
せ

ん
。
ブ
リ
ヂ
ス
ト
ン
の
創
設
者
・
石
橋
さ
ん
が
橋
と
石
を
ひ
っ
く

り
返
さ
な
か
っ
た
ら
、「
ス
ト
ン
ブ
リ
ッ
ヂ
」
と
い
う
社
名
に
な
っ

て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
実
際
に
「
ス
ト
ン
ブ
リ
ッ
ジ
」
と
い
う
名

前
の
会
社
は
あ
り
、
そ
の
社
名
に
は
促
音
が
入
り
ま
す
。

促
音
は
ま
た
、「sax

（
サ
ッ
ク
ス
）」
に
は
入
り
ま
す
が
、

「saxophone

（
サ
キ
ソ
フ
ォ
ン
）」
に
は
入
り
ま
せ
ん
。「m

ix

（
ミ
ッ
ク
ス
）」
に
入
り
、「m

ixer

（
ミ
キ
サ
ー
）」
に
は
入
り
ま
せ

ん
。
極
め
つ
き
は
、「picnic

（
ピ
ク
ニ
ッ
ク
）」
で
す
。
同
じ
「
c
」
が
二
つ
あ
り
、

そ
の
前
に
同
じ
母
音
の
「
i
」
が
あ
り
ま
す
が
、
後
ろ
の
「
c
」
に
だ
け
促
音
が
入

り
ま
す
。
英
語
の
二
音
節
語
で
は
ア
ク
セ
ン
ト
は
ほ
と
ん
ど
語
頭
に
あ
り
ま
す
か

ら
、
最
初
の
「pic

」
が
強
く
て
長
い
は
ず
で
す
。
し
か
し
、
日
本
人
は
ど
う
も
語

頭
付
近
に
は
促
音
を
聞
か
な
い
よ
う
で
、「picnic

（
ピ
ク
ニ
ッ
ク
）」
の
よ
う
な
例

が
多
数
出
て
き
ま
す
。

例
が
多
数
あ
る
と
い
う
こ
と
は
特
定
の
語
だ
け
の
特
徴
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

を
意
味
し
ま
す
。
そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
が
先
に
述
べ
た
二
つ
目
の
問
題
、
つ
ま

り
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
規
則
性
が
出
て
く
る
の
か
と
い
う
問
題
で
す
。
偶
然
で
な
い

と
し
た
ら
、
原
語
で
あ
る
英
語
に
原
因
が
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
外
来
語
と
し
て

取
り
入
れ
る
側
の
日
本
語
（
日
本
人
）に
原
因
が
あ
る
の
か
が
問
題
に
な
り
ま
す
。

先
行
研
究
│
日
本
語
原
因
説

先
行
研
究
を
見
て
み
る
と
、
日
本
語
に
原
因
が
あ
る
こ
と
を
疑
わ
せ
る
証
拠
が

い
く
つ
か
あ
り
ま
す
（
図
5
）。
一
つ
は
イ
タ
リ
ア
語
か
ら
の
借
用
語
で
す
。
日
本

語
に
は
イ
タ
リ
ア
語
が
た
く
さ
ん
入
っ
て
い
ま
す
。
イ
タ
リ
ア
語
は
、
日
本
語
と

同
じ
よ
う
に
、
重
子
音
（
促
音
）
の
有
無
で
単
語
の
意
味
が
違
い
ま
す
。
そ
こ
で
、 図5　日本語原因説

図4　今日のテーマ

▪ イタリア語からの借用語 （田中 2007）
▪ capello /kapello/⇔ cappello /kappello/ 
（髪の毛）     　 （帽子） 
▪ 広辞苑等の辞書に掲載された1,003語 
　　Rossini /rossi:ni/  → ロッシーニ 
　　espresso /espresso/ → エスプレッソ　 
　　tortelli /tortelli/ →　トルテッリ

▪ 促音化率：単子音 （０％） vs. 重子音 （60％）
▪ 分節素条件： 無声阻害音 （82％） ＞有声阻害音 （57％） 
＞ 共鳴音 （10％）　

▪ 促音は語末付近に生じやすい（位置効果）
 （例） bridge （ブリッジ）̶Bridgestone （ブリヂストン） 
  sax（サックス）̶saxophone（サキソフォン） 
  mix（ミックス）―mixer（ミキサー）
  fax （ファックス）̶ facsimile （ファクシミリ） 

 picnic （ピクニック、*ピクニク、*ピックニク、 
*ピックニック）

 sex̶sexy, box̶boxer, dock̶doctor,  cap̶
captain 

 cf. Kubozono, et al. （2013） ‘On the positional asymmetry 
of consonant gemination in Japanese loanwords,’ JEAL 22
（4）: 339-371.
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『
広
辞
苑
』
に
掲
載
さ
れ
た
イ
タ
リ
ア
語
か
ら
日
本
語
に
入
っ
た
単
語
一
、○
○
三

語
に
つ
い
て
検
討
し
た
研
究
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、「R

ossini

（
ロ
ッ
シ
ー

ニ
）」「espresso
（
エ
ス
プ
レ
ッ
ソ
）」
と
い
っ
た
単
語
の
促
音
が
、
ど
の
よ
う
に
日

本
語
に
入
っ
て
い
る
か
を
調
べ
た
研
究
で
す
。

普
通
、
イ
タ
リ
ア
語
で
重
子
音
が
な
い
も
の
は
、
日
本
語
で
も
促
音
が
な
く
、

イ
タ
リ
ア
語
で
重
子
音
が
あ
る
単
語
は
日
本
語
で
も
促
音
が
入
る
と
思
わ
れ
ま
す

が
、
そ
の
対
応
は
一
○
○
％
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
一
○
○
％
に
な
ら
な
い
か

と
い
う
と
、
一
つ
に
は
、
子
音
の
タ
イ
プ
に
よ
っ
て
、
日
本
語
に
入
る
際
に
促
音

に
な
り
に
く
い
音
が
あ
る
た
め
で
す
。
英
語
か
ら
入
っ
た
語
で
も
「
キ
ャ
ッ
プ
」
と

「
キ
ャ
ブ
」
の
よ
う
に
、「
p
」
と
「
b
」
で
は
促
音
の
出
や
す
さ
が
ま
っ
た
く
違
い

ま
す
。
イ
タ
リ
ア
語
か
ら
入
っ
た
外
来
語
で
も
、
子
音
の
タ
イ
プ
に
よ
っ
て
日
本

人
が
促
音
を
知
覚
す
る
か
し
な
い
か
と
い
う
違
い
が
出
て
き
ま
す
。

も
う
一
つ
、
元
の
イ
タ
リ
ア
語
の
単
語
が
重
子
音
を
語
末
に
持
っ
て
い
た
か
、

語
末
か
ら
離
れ
た
位
置
に
持
っ
て
い
た
か
で
、
そ
の
単
語
が
日
本
語
に
入
っ
た
と

き
、
促
音
が
入
り
や
す
い
か
ど
う
か
が
決
ま
っ
て
き
ま
す
。
イ
タ
リ
ア
語
で
語
末

に
あ
っ
た
も
の
は
、
日
本
語
で
は
明
ら
か
に
促
音
に
な
り
ま
す
が
、
語
末
か
ら
離

れ
て
し
ま
う
と
促
音
に
は
な
り
に
く
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
（
図
6
）。

こ
の
研
究
を
さ
ら
に
進
め
、
辞
書
に
載
っ
て
い
る
外
来
語
で
は
な
く
、
耳
で
聞

い
た
ら
ど
う
な
る
か
を
調
べ
た
研
究
も
あ
り
ま
す
（
図
7
）。
こ
れ
は
、
日
本
人

が
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
イ
タ
リ
ア
語
の
単
語
一
○
八
語
（
う
ち
単
子
音
が
五
四
例
、

重
子
音
が
六
七
例
）
を
イ
タ
リ
ア

人
に
発
音
し
て
も
ら
い
、
そ
の
音

声
を
刺
激
音
と
し
て
日
本
語
話

者
六
○
名
に
聞
か
せ
て
促
音
の

知
覚
を
確
か
め
る
と
い
う
実
験
で

す
。
そ
う
す
る
と
、
前
述
の
実
験

と
ま
っ
た
く
同
じ
結
果
が
得
ら
れ

ま
し
た
（
図
8
）。
特
に
、
イ
タ

リ
ア
語
で
語
末
付
近
に
あ
っ
た
重

子
音
が
、
日
本
人
の
耳
に
は
促
音

に
な
っ
て
聞
こ
え
、
語
末
か
ら
離

れ
た
重
子
音
だ
と
促
音
に
聞
か
れ

る
率
が
低
下
し
て
し
ま
い
ま
す
。

イ
タ
リ
ア
語
か
ら
入
っ
た
外
来
語

図7　イタリア語外来語の位置効果（続）

図6　イタリア語外来語の位置効果

図8　イタリア語外来語の位置効果（続）

▪ 知覚実験（田中・窪薗 2008）
▪ イタリア語108語（単子音54例、二重子音67例） 
・それぞれに対する促音知覚の分析 
・被験者は日本語話者60名 
▪ 結果（促音知覚率） 
・単子音  <<  二重子音 
・無声阻害音  >>  有声阻害音  >>  共鳴音 
・語中   <<   語末

末５音節以前 末４音節 末３音節 末２音節

語頭　←　重子音位置　→　語末

促
音

形
成

率
重子音全体 無声阻害音 有声阻害音 共鳴音
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も
、
英
語
か
ら
入
っ
た
外
来
語
と
同
じ
パ
タ
ー
ン
を
示
す
わ
け
で
す
。
こ
の
こ
と

は
、
促
音
知
覚
の
原
因
が
日
本
語
（
日
本
人
）
に
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
ま
す

（
図
9
）。
食
べ
物
に
た
と
え
て
い
え
ば
、
英
語
圏
か
ら
日
本
に
入
っ
た
食
べ
物
と
、

イ
タ
リ
ア
語
圏
か
ら
輸
入
さ
れ
た
食
べ
物
に
共
通
の
問
題
（
特
徴
）
が
あ
っ
た
と
す

る
と
、
受
け
入
れ
た
日
本
（
語
）
側
に
原
因
が
あ
る
と
推
測
で
き
ま
す
。
そ
れ
と
同

じ
推
論
が
成
り
立
つ
の
で
す
。

英
語
原
因
説

そ
の
一
方
で
、
外
来
語
の
元
に
な
っ
て
い
る
英
語
の
側
に
原
因
が
あ
る
こ
と
を

窺
わ
せ
る
傍
証
も
あ
り
ま
す
（
図
10
）。
た
と
え
ば
、「C

hrist

（
ク
ラ
イ
ス
ト
）」

と
「C

hristm
as

（
ク
リ
ス
マ
ス
）」
で
は
、
明
ら
か
に
語
末
か
ら
離
れ
る
と
母
音

や
子
音
が
短
く
な
り
ま
す
。「holy

（
ホ
ー
リ
ー
）」
の
母
音
が
「holiday

（
ホ
リ

デ
ー
）」
で
は
短
く
な
る
の
で
す
。
こ
こ
か
ら
想
像
す
る
と
、「cap

（
キ
ャ
ッ
プ
）」

と
「captain

（
キ
ャ
プ
テ
ン
）」
の
場
合
に
も
、cap

は
文
字
で
書
い
て
も
発
音
記

号
で
書
い
て
も
一
緒
で
す
が
、
両
者
の
間
に
何
か
音
の
違
い
が
あ
っ
て
も
お
か
し

く
あ
り
ま
せ
ん
。

も
っ
と
重
要
な
の
が
、
英
語
か
ら
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
語
に
入
っ
た
外
来
語
で
す
。

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
語
も
日
本
語
と
同
じ
よ
う
に
促
音
に
あ
た
る
も
の
を
持
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
英
語
か
ら
の
借
用
語
も
た
く
さ
ん
あ
り
、
そ
れ
ら
を
見
る
と
、
た

と
え
ば
「cap

（
カ
ッ
プ
）」
が
「kap.pi

（
カ
ッ
ピ
）」
と
な
る
よ
う
に
、
日
本
語
の

促
音
に
あ
た
る
も
の
が
し
ば
し
ば
入
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
語
の
キ
ャ
プ
テ

ン
に
あ
た
る
「kap.tai.ni

（
カ
プ
タ
イ
ニ
）」
に
は
入
っ
て
い
ま
せ
ん
。
日
本
語
と

ま
っ
た
く
一
緒
で
す
。
ピ
ク
ニ
ッ
ク
に
あ
た
る
「pik.nik.ki

（
ピ
ク
ニ
ッ
キ
）」
も

日
本
語
と
同
じ
で
、
語
末
の
方
に
は
促
音
が
入
り
ま
す
が
、
語
頭
の
方
に
は
入
り

ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
、
英
語
か
ら
日
本
語
に
入
っ
た
語
と
、
英
語
か
ら
フ
ィ
ン

図9　まとめ

英語 
 日本語 

イタリア語 

日本語に原因あり 

図11　まとめ

日本語 
英語  

フィンランド語 

英語に原因あり 

図10　英語原因説

▪ 傍証
・ Christ̶Christmas, holy̶holiday  
　cf. cap̶captain 
・ フィンランド語に入った英語 
　・cap→kap.pi, bug→ba.gi 
　・bush→bus.si, bus→bas.si 
　　peak→piik.ki, park→paak.ki 
　・captain→kap.tai.ni,  
　　picnic→pik.nik.ki

図12　Kubozono et al. (2013)

知覚実験
▪ 刺激音
 ・1音節語：nip, nit, nik
 ・2音節語：
   （a） nipnip, nitnit, niknik （無加工）
   （b） nipnip, nitnit, niknik （加工）
   （c） nipnip, nitnit, niknik （加工）
▪ 被験者：日本語母語話者42人
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ラ
ン
ド
語
に
入
っ
た
語
に
同
じ
特
徴
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
英
語
そ
の

も
の
に
促
音
有
無
の
原
因
が
あ
る
こ
と
が
窺
え
ま
す
（
図
11
）。　

知
覚
実
験

こ
の
よ
う
に
、
状
況
証
拠
と
し
て
は
日
本
語
原
因
説
と
英
語
原
因
説
の
両
方
の

可
能
性
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
も
う
少
し
客
観
的
に
調
べ
た
の
が
私
ど
も
の
研

究
で
す
（
図
12
）。
こ
の
研
究
で
は
日
本
語
母
語
話
者
四
二
名
を
対
象
に
し
た
知
覚

実
験
を
通
じ
て
促
音
知
覚
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
考
察
し
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
、
ま

ず
英
語
話
者
に
意
味
の
な
い
一
音
節
の
単
語nip
、nit

、nik

な
ど
と
、
二
音
節
語

nipnip

、nitnit

、niknik

を
発
音
し
て
も
ら
い
ま
す
（
英
語
で
は
最
初
の
音
節
に

ア
ク
セ
ン
ト
が
置
か
れ
ま
す
）。
こ
れ
ら
の
音
声
に
加
え
、
二
音
節
語
を
加
工
し

た
も
の
も
作
り
ま
し
た
。
図
12
の
よ
う
に
「nipnip

」
の
後
半
（
二
音
節
目
）
を
消

し
て
一
音
節
語
に
す
る
と
、
語
頭
の
「nip

」
は
見
か
け
上
、
語
末
に
来
る
わ
け
で
、

そ
れ
を
日
本
人
が
ど
う
聞
く
か
に
よ
っ
て
「
位
置
効
果
」
が
本
当
に
位
置
に
よ
る
も

の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
で
き
ま
す
。
同
時
に
「nipnip

」
の
最
初
の
音
節
を
消

し
て
一
音
節
に
し
た
と
き
に
日
本
人
が
ど
う
聞
く
か
も
調
べ
て
み
ま
し
た
。
結
果

を
図
13
に
示
し
ま
す
。

ま
ず
、
元
々
のnip

と
い
う
語
の
場
合
、
促
音
知
覚
率
は
八
六
％
で
す
。
一
方
、

二
音
節
語
のnipnip

で
は
、
前
の
方
のnip

に
は
促
音
は
ま
っ
た
く
知
覚
し
ま
せ

ん
が
、
後
ろ
のnip

に
は
、
一
音
節
語
と
同
じ
よ
う
に
促
音
が
聞
こ
え
る
と
い
う

結
果
が
得
ら
れ
ま
し
た
。
ま
さ
に
外
来
語
と
同
じ
結
果
で
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

外
来
語
の
促
音
パ
タ
ー
ン
は
文
字
に
影
響
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
基
本
的
に

日
本
人
が
耳
で
そ
れ
を
聞
き
分
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

さ
ら
に
、nipnip

の
後
半
のnip

を
消
し
、
最
初
のnip

を
語
末
に
置
い
た
音
声

を
日
本
語
話
者
に
聞
か
せ
る
と
、
語
末
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
知
覚
率
は
格
段

に
落
ち
て
二
七
％
に
な
り
ま
す
。
一
方
、
前
の
音
節
を
消
し
て
も
促
音
知
覚
率
は

六
四
％
と
そ
れ
ほ
ど
落
ち
ま
せ
ん
。
と
い
う
こ
と
は
、
語
末
だ
か
ら
日
本
人
が
促

音
を
知
覚
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
英
語
の
音
声
自
体
に
主
な
原
因
が
あ
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。

次
に
英
語
側
の
原
因
が
何
か
を
探
る
た
め
に
、
音
声
波
形
を
見
て
み
ま
し
た
。

図
14
は
「nik
」
と
い
う
単
語
を
ア
メ
リ
カ
人
女
性
が
発
音
し
た
波
形
で
、
母
音

﹇i

﹈
と
﹇k

﹈
の
あ
い
だ
に
見
事
な
空
間
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
、
日
本
人
が
促
音

を
知
覚
す
る
「
間
」
の
時
間
帯
で
、
こ
の
「
間
」
が
促
音
知
覚
を
引
き
起
こ
し
て
い

図13　促音知覚率

図14　アメリカ人女性の [nik]

 
nip 86% 

nipnip 38% 
nipnip 83% 
nipnip 27% 
nipnip 64% 
単に位置の問題ではない。
英語の音声に主な原因がある。

（＝外来語）

[n] [i] [k]
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る
と
思
わ
れ
ま
す
。
次
に
二
音
節
語
「niknik

」
で

は
、
最
初
の﹇k

﹈
と
二
つ
目
の﹇k

﹈
で
は
、
明
ら
か

に
二
つ
目
の﹇k

﹈
の
方
が
「
間
」
が
長
く
な
っ
て
い

ま
す
（
図
15
）。
英
語
は
前
の
方
に
ス
ト
レ
ス
が
あ
る

た
め
に
前
の
方
が
長
い
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
実

際
に
は
後
ろ
が
長
く
な
っ
て
い
ま
す
。

も
う
一
つ
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、
音

の
高
さ
（
ピ
ッ
チ
）
で
す
。
一
音
節
語
で
は
﹇ik

﹈
の

と
こ
ろ
で
ピ
ッ
チ
が
ぐ
っ
と
下
が
り
ま
す
（
図
14
）。

二
音
節
語
だ
と
、
図
15
の
よ
う
に
、
前
の
音
節
も
後

ろ
の
音
節
も
﹇i

﹈
も
下
が
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま

す
が
、
日
本
人
の
耳
に
は
こ
の
部
分
は
そ
れ
ほ
ど
下

が
っ
て
い
る
よ
う
に
は
聞
こ
え
ず
、
後
ろ
の
方
が
大

き
く
下
が
っ
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
促
音
の
知
覚
に
、
時
間
的
な
長
さ
と
ピ
ッ
チ
下
降
が
関
係
し
て

い
る
こ
と
が
窺
え
ま
す
（
図
16
）。
二
音
節
語
の
場
合
、
英
語
で
は
語
末
音
節
の
方

が
大
き
な
ピ
ッ
チ
の
下
降
を
伴
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
日
本
人
が
反
応
し
、
さ

ら
に
、
子
音
自
体
の
長
さ
（
閉
鎖
区
間
）
で
も
語
末
音
節
が
語
中
音
節
よ
り
も
長

い
た
め
、
そ
れ
に
も
日
本
人
が
反
応
し
て
い
る
こ
と
が
予
想
で
き
ま
す
。

ピ
ッ
チ
の
影
響

こ
れ
ら
の
仮
説
を
も
う
少
し
客
観
的
に
検
証
し
て
み
ま
し
た
。
ピ
ッ
チ
の
影
響

に
つ
い
て
は
そ
の
仮
説
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
証
拠
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
（
図
17
）。

た
と
え
ば
、
母
音
の
長
さ
が
違
う
「
佐
渡
」
と
「
サ
ー
ド
」
の
ペ
ア
で
は
、
普
通

「
佐
渡
」
の
「
さ
」
が
高
く
発
音
さ
れ
、
ピ
ッ
チ
は
下
降
し
ま
せ
ん
が
、
そ
の
部
分

の
長
さ
を
変
え
な
い
ま
ま
、
わ
ざ
と
「
さ
」
の
中
で
ピ
ッ
チ
を
下
げ
る
と
、
日
本
人

は
そ
こ
に
長
母
音
を
知
覚
し
や
す
く
な
る
と
い
う
報
告
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
ピ
ッ
チ
が
下
が
る
場
合
と
下
が
ら
な
い
場
合
を
機
械
で
物
理
的
に
測
定

す
る
と
、
東
京
方
言
で
も
鹿
児
島
方
言
で
も
、
ピ
ッ
チ
が
下
が
る
タ
イ
プ
の
語
が

下
が
ら
な
い
語
よ
り
も
明
ら
か
に
短
く
な
り
ま
す
。
中
国
語
（
北
京
官
話
）
の
声

調
で
も
同
じ
結
果
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
同
じ
長
さ
の
語
や

音
で
あ
れ
ば
、
下
降
調
で
発
音
さ
れ
る
方
が
平
板
調
で
発
音
さ
れ
る
場
合
よ
り
長

く
感
じ
ら
れ
る
―
促
音
が
知
覚
さ
れ
や
す
く
な
る
―
こ
と
に
な
り
ま
す
。

図15　アメリカ人女性の [niknik]

[n] [n][i] [i] [k][k]

図16　仮説

図17　ピッチの影響

▪ ピッチ（音の高さ）：語末音節の方が大きなピッチ
の下降を伴う

▪ 長さ：[p, t, k]は語末音節が語中音節よりも（閉鎖
区間が）長い

▪ 背景（1）： 母音の長短の知覚にピッチが影響 
長母音知覚率：下降調＞平板調 
佐渡 vs. サード　cf. Kinoshita et al. （2002）

▪ 背景（2）：下降調は平板調より物理的に短い 
（東京方言、鹿児島方言、北京官話）
▪ 背景（3）：日本語アクセントはピッチ下降が重要
▪ 予想：母音の長短と子音の長短の知覚方法が同じ
であれば、下降調の方が平板調より促音知覚率が
高くなる
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さ
ら
に
、
日
本
語
に
は
「
雨
」
と
か
「
飴
」
の
よ
う
な
ア
ク
セ
ン
ト
の
特
徴
が
あ

り
、
音
が
下
が
る
か
ど
う
か
、
特
に
音
が
ど
こ
で
下
が
る
か
で
意
味
が
決
ま
り
ま

す
。
い
ろ
い
ろ
な
実
験
に
よ
っ
て
、
日
本
語
話
者
は
音
の
下
が
り
目
に
敏
感
で
あ

る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
ピ
ッ
チ
が
下
が
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
子
音

の
長
さ
、
つ
ま
り
促
音
の
有
無
に
影
響
が
あ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
わ
け
で
す
。

そ
こ
で
、
さ
き
ほ
ど
の﹇nik
﹈（
図
14
）
を
使
っ
て
、
ピ
ッ
チ
が
下
が
っ
て
い
る

部
分
を
わ
ざ
と
下
げ
な
い
で
平
ら
に
な
る
よ
う
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
編
集
し
て
み

ま
し
た
（
図
18
）。
こ
こ
で
、
長
さ
を
変
え
て
い
な
い
こ
と
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で

す
。
長
さ
を
変
え
ず
、
ピ
ッ
チ
だ
け
変
え
て
日
本
人
に
聞
か
せ
た
と
こ
ろ
、
ピ
ッ

チ
を
下
げ
た
場
合
は
ほ
ぼ
一
○
○
％
促
音
が
聞
こ
え
ま
し
た
が
、
ピ
ッ
チ
が
平
坦

な
刺
激
を
聞
く
と
、
五
割
ほ
ど
し
か
促
音
を
知
覚
し
な
い
と
い
う
結
果
に
な
り
ま

し
た
（
図
19
）。
こ
れ
は
、
p
の
場
合
、
t
の
場
合
、
k
の
場
合
、
す
べ
て
一
緒
で

す
（
図
20
）。
つ
ま
り
、
ピ
ッ
チ
が
下
が
る
場
合
は
促
音
が
ほ
ぼ
一
○
○
％
聞
こ
え

ま
す
が
、
平
坦
な
ピ
ッ
チ
に
す
る
と
五
割
前
後
の
促
音
知
覚
率
に
な
り
ま
す
。

二
音
節
の
単
語
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
言
え
ま
す
。
ピ
ッ
チ
の
パ

タ
ー
ン
を
逆
に
し
て
、
二
音
節
目
で
は
な
く
一
音
節
目
のnik

に
下
降
が
生
じ
る

よ
う
な
音
声
を
作
っ
て
聞
か
せ
る
と（
図
21
）、
元
のniknik

の
第
一
音
節
で
は

三
八
％
し
か
促
音
を
知
覚
し
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
編
集
し
た
音
声
で
は
同
じ
音

節
に
六
七
％
く
ら
い
促
音
を
感
じ
る
、
つ
ま
り
ほ
ぼ
倍
の
促
音
知
覚
率
に
な
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
し
た
（
図
22
）。
語
末
で
な
く
て
も
ピ
ッ
チ
の
下
降
が
伴
う
と
、
日

図18　仮説の検証（ピッチ）
[n] [i] [k]

▪ピッチを平らにした刺激

図21　ピッチを加工した [niknik]

[n] [i] [k] [n] [i] [k]

図19　結果（ピッチの影響）

促音判断率

下降調  平板調

下降を伴うと促音知覚率が上がる。

図20　結果（ピッチの影響）2
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本
語
話
者
は
、
促
音
が
あ
る
と
聞
こ
え
て
く
る
わ
け
で
す
。

子
音
の
長
さ

で
は
、
子
音
の
長
さ
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
（
図
23
）。
こ
の
実
験
で
は
、
一
四
名

の
英
語
母
語
話
者
（
イ
ギ
リ
ス
人
二
名
、
ア
メ
リ
カ
人
一
二
名
）
に
英
語
の
二
音
節

語
（
無
意
味
語
）
を
何
回
も
繰
り
返
し
発
音
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
の
発
音
を
録

音
し
て
子
音
の
長
さ
を
測
る
と
い
う
実
験
で
す
。
図
24
は
、
ア
メ
リ
カ
人
の
デ
ー

タ
で
す
。nitnit

と
い
う
単
語
で
、
最
初
の
t
に
比
べ
て
、
語
末
の
t
は
や
は
り

非
常
に
長
く
、
閉
鎖
時
間
（「
間
」）
が
長
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
明
ら
か
な

有
意
差
が
あ
り
ま
す
。
語
末
の
t
に
前
の
母
音
の
長
さ
を
加
え
て
検
定
し
て
み
て

も
、
明
ら
か
に
一
音
節
目
と
二
音
節
目
で
は
長
さ
が
違
っ
て
い
ま
す
。
単
語
を
変

え
てsipsip

に
し
て
も
、
語
頭
の
p
の
無
音
の
時
間
と
語
末
の
p
の
無
音
の
時
間

に
は
明
ら
か
な
差
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

イ
ギ
リ
ス
人
で
も
ま
っ
た
く
同
じ
結
果
が
得
ら
れ
ま
し
た
（
図
25
）。
ア
ク
セ
ン

ト
は
前
の
方
に
置
か
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
明
ら
か
に
語
末
の

k
の
方
が
長
く
、
語
頭
の
k
と
の
間
に
有
意
差
が
あ
る
と
い
う
結
果
が
出
て
い
ま

す
。

図22　知覚実験の結果

非語末位置でも下降を伴うと促音知覚率が上がる

図24　結果（アメリカ人）

Test 
word parameter 

 
Mean SD F P 

[nɪtnɪt] 

C2 closure 94.2  20.1  
28.821  < 0.001 

C4 closure 147.3  22.2  

V1+C2  223.0  13.4  
32.245  < 0.001 

V2+C4  271.4  21.0  

[sɪpsɪp] 

C2 closure 89.8  13.6  
43.289  < 0.001  

C4 closure 142.5 20.4  
V1+C2 187.7  13.7  

214.98   < 0.001  
V2+C4  254.8  11.4  

図25　結果（イギリス人）

Test 
word 

parameter Mean SD F P 

 [nɪknɪk] 

C2 closure 66.5  7.9  
96.891   < 0.001 

C4 closure 128.3  14.4  

V1+C2 145.7  8.3  
185.797   < 0.001 

V2+C4  222.7  13.7  

[sæksǝk] 

C2 closure 105.4  11.3  
9.243   < 0.05 

C4 closure 117.3  9.1  

V1+C2 196.5  16.3  
17.961   < 0.01 

V2+C4  222.7  9.2  

図23　仮説の検証（子音の長さ）

音響実験
 a. [n pn p], [n tn t], [n kn k]

 b. [s ps p], [s ts t], [s ks k] 

 c. [næpn p], [nætn t], [nækn k]

 d. [sæps p], [sæts t], [sæks k]

 12語×14名の英語母語話者（英2＋米12）
  ×11回繰り返し
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ま
と
め

こ
れ
ら
の
結
果
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
（
図
26
・
27
）。
ま
ず
無

意
味
語
を
使
っ
た
知
覚
実
験
で
は
、
実
際
の
外
来
語
と
同
じ
「
位
置
効
果
」
が
観

察
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
効
果
が
ど
こ
か
ら
出
て
き
た
の
か
を
調
べ
る
た

め
に
、
二
音
節
語
（niknik
）
の
後
半
を
消
し
て
一
音
節
語
の
刺
激
語
と
し
て
提
示

し
た
と
こ
ろ
、
促
音
は
知
覚
さ
れ
に
く
く
な
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
れ
に

よ
り
、「
位
置
効
果
」
は
見
か
け
上
の
も
の
で
、
英
語
の
音
声
の
中
に
促
音
知
覚
を

決
め
る
特
徴
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

次
に
、
そ
の
原
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
要
因
を
二
つ
考
え
て
み
ま
し
た
。
一
つ

は
音
の
高
さ
（
ピ
ッ
チ
）
で
す
。
日
本
人
は
、
音
の
ピ
ッ
チ
が
下
が
る
こ
と
に
非
常

に
敏
感
に
反
応
し
ま
す
が
、
英
語
の
単
語
で
は
そ
の
下
が
り
目
が
語
末
に
あ
る
こ

と
を
確
認
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
加
え
、
そ
も
そ
もniknik

、picnic

と
い
っ
た
二

音
節
語
で
は
、
一
音
節
目
と
二
音
節
目
で
子
音
の
閉
鎖
区
間
の
長
さ
が
有
意
に
違

い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
子
音
の
長
さ
も
日
本
人
の
促
音
知
覚
に
影
響
を
及
ぼ
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

た
だ
促
音
の
問
題
は
非
常
に
複
雑
で
、
外
来
語
の
促
音
だ
け
と
っ
て
み
て
も
い

ろ
い
ろ
な
謎
が
あ
り
ま
す
（
図
28
）。
今
日
お
話
し
し
た
の
は
そ
の
中
の
一
つ
で
す

が
、
そ
の
一
つ
の
謎
を
解
く
の
に
二
年
ほ
ど
か
か
り
ま
し
た
。
こ
の
ほ
か
に
も
、

私
の
定
年
ま
で
に
解
決
で
き
な
い
く
ら
い
の
数
の
謎
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、

図26　まとめ（位置効果の要因）

図27　まとめ（続）

図28　今後の課題：他の条件

▪ 無意味語を使った知覚実験では、実際の外来語と
同じ「位置効果」が観察される。
　　　[nik] vs. [niknik]

▪ ２音節語（niknik）の後半を消して１音節語にする
と促音は聞こえにくい。「位置効果」は見かけ上の
もので、英語の音声の中に促音知覚を決める特徴
が含まれている。
　　 [nip] vs. [nipnip]

▪ ピッチ（高さ）を下降調から平板調にすると促音知
覚率は格段に下がる。
　→ピッチの下降が促音知覚に影響する
▪ 英語の2音節では、第1音節より第2音節の方が、
子音（閉鎖区間）の長さが優位に長い。
　→子音の長さも促音知覚を左右する

1. capキャップ̶cabキャブ , lock̶ log, rack̶ lag 
2. pick̶peak, mitt̶meat, mid̶mead
3. tot̶ toss, tup̶ tough, tap̶ taff
4. kiss̶cash, cough̶Gogh, puff̶Bach 
5. max̶mask, tax̶ task, lax̶rask
6. cap̶captain, fax̶ facsimile, sax̶saxophone
7. happy̶happiness
8. less̶ lesson, lis̶ listen̶ listener, listening
9. tough̶stuff, staff, log̶ flog, tub/tab̶stab
10. kitchen̶chicken 
→なぜか？日本語の構造か？英語に原因ありか？
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前
述
の
「kitchen

（
キ
ッ
チ
ン
）」
と
「chicken

（
チ
キ
ン
）」
に
ど
う
し
て
違
い
が

出
て
く
る
の
か
。
こ
の
よ
う
な
謎
を
一
つ
ず
つ
解
き
明
か
し
て
い
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。
文
字
で
は
な
く
て
音
声
の
影
響
だ
と
し
た
ら
、
日
本
語
に
原
因
が
あ
る
の

か
、
英
語
に
原
因
が
あ
る
の
か
。
一
つ
ず
つ
調
べ
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
す
。

さ
ら
に
、
原
因
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
、
そ
の
原
因
が
日
本
語
だ
け
の
問
題

な
の
か
、
そ
れ
と
も
他
の
言
語
に
も
見
ら
れ
る
一
般
的
な
も
の
な
の
か
と
い
う
疑

問
も
生
じ
ま
す
。
た
と
え
ば
、
日
本
語
に
原
因
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
要
因
が

日
本
語
だ
け
に
見
ら
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
イ
タ
リ
ア
語
や
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
語
の

外
来
語
に
も
見
ら
れ
る
の
か
を
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

今
日
お
話
し
し
た
外
来
語
の
促
音
の
研
究
は
、
外
来
語
の
研
究
の
中
で
も
い
ろ

い
ろ
な
と
こ
ろ
に
応
用
で
き
ま
す
。
今
日
は
、
英
語
か
ら
日
本
語
に
入
っ
て
き
た

外
来
語
と
、
イ
タ
リ
ア
語
か
ら
日
本
語
に
入
っ
て
き
た
語
に
つ
い
て
主
に
お
話
し

し
ま
し
た
。
促
音
に
あ
た
る
特
徴
を
持
つ
言
語
は
も
っ
と
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
語
か
ら
日
本
語
に
入
っ
て
き
た
ら
ど
う
な
る
の
か
。
韓
国
語
に
も

日
本
語
の
促
音
に
似
た
濃
音
と
い
う
音
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
二
言
語
間
で
は
ど

う
な
る
か
。
た
と
え
ば
日
本
語
か
ら
韓
国
語
に
入
っ
た
外
来
語
や
日
本
語
を
聞
い

た
韓
国
語
話
者
は
ど
う
な
る
の
か
。
逆
に
韓
国
語
か
ら
日
本
語
に
入
っ
た
語
や
、

韓
国
語
を
日
本
人
が
知
覚
す
る
場
合
に
は
ど
う
な
る
の
か
。
さ
ら
に
、
英
語
か
ら

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
語
に
入
っ
た
単
語
や
、
英
語
か
ら
イ
タ
リ
ア
語
に
入
っ
た
単
語
で

は
ど
う
な
る
か
。
こ
の
よ
う
に
研
究
の
対
象
を
か
ぎ
り
な
く
増
や
す
こ
と
が
で
き

ま
す
（
図
29
）。

こ
の
よ
う
な
研
究
を
今
後
も
続
け
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
に

い
ら
っ
し
ゃ
る
皆
さ
ん
も
、
こ
の
よ
う
な
疑
問
・
謎
に
関
心
を
お
持
ち
で
あ
れ
ば
、

ぜ
ひ
仲
間
に
入
っ
て
一
緒
に
探
求
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。

図29　今後の課題（続）

▪ 借用語音韻論の詳細
　・英語 ⇒ 日本語
　・イタリア語 ⇒ 日本語
　・フィンランド語 ⇒ 日本語
　 ・韓国語 ⇔ 日本語
　・英語 ⇒ フィンランド語
　・英語 ⇒ イタリア語


