
「言 い 誤 り」(SpeechErrors)の 傾 向 に

関 す る考 察(III)

伊 藤 克 敏

十 数年 前MIT(マ サ チ ュ ーセ ッ ツ工 科 大学)に お け るM.Garrettと

J.Rossの 「言 い誤 り」(speecherrors)に 関す るセ ミナ ー に 出席 以来,

言 い 誤 りにつ い て折 に触 れ デ ー タを 収 集 して来 た 。 今 回 は伊 藤(1992)

に引 続 き,手 元 に あ るデ ー タの一 部 の 分 析 を試 み る。

1.音 声 レベ ル の誤 り

〔1〕 同化現象

a)順 行 同化
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シ ョ ッピ(キ)ン グ ピン ク

き も も(の)も

くちぶ(び)る

ち え(せ)ん え ん(千 円)の チ ェー ンベ ル ト

ち ょ(そ)う ち ょ う(早 朝)

か ま くま(ら)(鎌 倉)

ま るや ま さ ま(ん)

ゲ ゲ ゲの ゲ(キ)タ ロ ウ

いち じて い じ(し)(一 時 停 止)

ポ(パ)ン フ レ ッ トとポ ス タ ー

あ め の ち はめ(れ)

くるみ とわ かみ(め)

きの うき も う(の)(着 物)で … …

だ ん で(れ)い ぼ う(暖 冷 房)

つ う こ うこ(り ょ)う(通 行 量)

雨 も りで お こ も(ま)り の方 … …
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(17)ラ ンチ ョン マ ツチ ョソ(ト)

(18}書 類 し ょ(そ)う 検 され る

(19)今 日キ リス ト教 休 き ょ(こ)う な の

⑳ なつ(夏)ま つ(ち)中 を歩 く

⑳ ね な し ぐ し さ(根 な し草)

⑳ ど うした んだ(で)し ょ う

㈱ せ つ じつ(切 実)な せ(さ)け び

(2)は左 右 をmで 狭 まれ たnがmに 変 化 した も の で あ る。(3)は 語 頭 の

kuに 引 っ ぱ られ てbiがbuに 変 化 した の か,語 尾 のruに 影 響 され た の

か 不 明で あ る。 両 方 に 引 っぱ られ た と見 る のが 自然 か も知 れ な い。 ⑥ は

同 じ音 のi繰 り返 しで 「重 複 」(reduplication)化 現 象 とい}よ う。(8)(9)

は両 方 共,濁 音 化 現 象 で,濁 音 の 方 が 発 音 しや す い とい え よ う。(14)は語

頭 のdaに 引 か れ てreがdeに な った もの で,/r/が/d/に 置 換 え られ る

の は幼 児 音 で も よ く見 られ る現 象 で あ る(例 ラ ジ オ→ ダ ジ オ)。(1のは

重 複 化 現 象 で/t/が/t∫/に 置 換 え られ/n/が 付 加 され て い る。(勘は 「今

日」 「教 」 に 引 っ ぱ られ て 休 講 の 講 が/kyo/と 口蓋 化 した も の で,同 じ

音 の 繰 返 しが 発 音 の 容 易 化 に貢 献 して い る と い え よ う。(20)は夏 の/tsu/

に 引 か れ て 後 続 の/mat∫i/の/i/が/u/に 変 った もの で,i→u現 象 で あ

る。

b)逆 行 同化

(1)わ た す(し)が 渡 す

② あた め(ま)を 痛 め る

(3)九 か く(ん)鳥 が か くれ る

(4)開 か ん(い)(会)式 の時 か ん

(5)心 お く(き)な く

(6)お ぽ ん(あ)ち ゃ ん

(7)90ま い(ん)ま い の紙 幣 を数 え る

(8)だ い(ん)た い(団 体)

(9)小 学 き ょ う(校)の 教頭

(10)観 き ょ(こ)う き ゃ く

(ll)返 か(き ゃ)く 期 か ん を守 って下 さい

(12)ワ イ キチ(キ)ビ ー チ
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㈲ せ い(総)動 員 せ よ

(14)た まれ(疲 れ)が た ま って い る

⑯ あ け め(ま)し て おめ で と う

(16}き み さ(た)ち さ ん に ん

(17)だ(な)ん だ か … …

(lg}ぽ(お)ん ぼ ろ

(19)ぽ(お)ぽ}な い

(1)は順 行 同化(3)の 場 合 と同様 にi→uの 置 換 で,東 北 地 方 の方 言 で は

「わ た し」 を 「わ た す 」 と発 音 す る傾 向 が あ る。(2)と(15)は後 続 のmeに

引 か れ てmaがmeに 置 換 え られ た もの で あ る。(3)(4)は 共 に か な り後 の

影 響 を 受 け て音 変 化 を起 こ して い る。 発 話 計 画 が相 当先 まで 行 わ れ て い

る証 拠 とな っ て い る。(5)は(1)と 同様i→uの 変 化 で あ る。 順 行 同化(3×20>

で もあ った よ うにi→u変 化 はか な り多 く,発 音 しや す さ と関 係 が あ る

よ うで あ る。3歳5ヵ 月 の幼 児 が ビ ック リを ブ ヅク リと発 音 して い るの

は興 味深 い。(7)⑧ は 「音 節 重 複 化 」 の一 種 で,同 じ音 を繰 り返 す こ とに

よ って発 音 を 容 易 に して い る,と い え よ う。 ⑨(10}は口蓋 化 で,や は り発

音 の 容 易化 に貢 献 して い る,と い え よ う。(11)は非 口蓋 化 現 象 とな って い

る。 ⑫ の/ki/の/tfi/へ の 置 換 はs一 種 の 前 方 化 で あ る。(14)は後 続 の

「た ま」 の逆 行 同化 で,「 つ か 」 が 「た ま」 に 置 換 わ った 訳 で,「 音 節 重

複 」 化 的 現 象 で あ る。

〔2〕 音交換

(1)後 ざ す り

② ま ぎわ ら しい

(3)め ぐる ま しい

(4)ふ い ん気(雰 囲 気)

㈲ 手 ぽ さ き

(6)お す く り

(7)サ ン タ ン ソーダ

(8)き る こ(記 録)

⑨ 手 もちぶ た さ

⑩ 缶 り き

(11)佐 渡 お さ け
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q2)オ レ ンジ ドー ロ

(13)エ ベ レ ー タ

(14)入 りた び る

(15)ワ ナ ナ バ ニ園(バ ナ ナ ワニ園)

㈹ ど くろ を巻 い た

⑰ 政 治 き しん(資 金)

(18}き さ だ と大学(北 里 大 学)

⑲ か た が か わ い(皮 が 固 い)

(20)う ん ど(う どん)

⑳ こ うの し ゅ うは ん(週 の後 半)

(22)じ か ん のゆ す るか ぎ り

㈱ お さが わ せ

⑳ し ょ うち ょ う(嘲 笑)

(1)はatozasuriで/u/と/a/が 交i換 し た こ と に な る。(3)のmegur-

umasiiは/me/の 後 に 来 るべ き/ma/が2音 節 後 に ず れ た と見 るべ き で

あ ろ うか。(7)は/s/と/t/は 調 音 点 が似 てお り,幼 児 の言 語 習 得 に お い て

も/s/が/t/に 置 換 わ る こ とが 多 く(例kaat(←s)an),類 似 音 は交

i換しや す い。(8>の/kiruko/は/o/と/u/が 交 換 して い る。(9)も(7)同 様,/

s/と/t/が 類 似 音 で あ る た め 交 換 した もの と考 え られ る。(12)は/r/と/d/

とが音 響 的 に類 似 して お り,幼 児 も/r/と/d/で 置 換 えて 発 音す る場 合 が

あ る(例d(r)oosoku)。(19)は/k/と い う音 環 境 が 類 似 し て い るた め/t/

と/W/の 音 交 換 が 行 わ れ た もの と思 わ れ る。⑳ も後 続 の/U/と い う類 似

環 境 の た め,/k/と/∫/の 交 換 が 起 った も の と思 わ れ る。(24)は音 環 境 と/

S/と/t∫/の 調 音 上 の類 似 か ら交 換 が 生 じた の で あ ろ う。 幼 児 音 で は/S/

が/t∫/に 置 換 え られ る こ とが 多 い(例ch(s)umi)。

〔3〕 子音転移

a)/s/→/∫/

(1)サ ー ビシ ュ(ス)

② 田代 し ゃ ん(さ ん)

(3)本 当 で し ゅ(す)

(4)シ ャン シ ョソ(ソ ン)

{5)学 校 の 調 しゃ(さ)表
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(6)半 袖 か ら長 し ょ(そ)で

(7)あ らわ し ゅ(す)

(8)し ゅ っ し ょ(そ)う(出 走)

(9)し え(せ)つ め い(説 明)す る

(10)ニ ュ ー シ ュ(ス)(ニ ュ ー ス)

緊 張 音 の/ス/が 弛 緩 音 の/シ ュ/(英 語 の ∫と ち が っ て 弛 緩(Lax)音)

に 転 移 す る例 は,幼 児 音(otoo∫(s)an)や 方 言(∫enaka〔 鹿 児 島 〕)に

多 い 。

b)/∫/一 →/t∫/

(1)タ カ チ(シ)マ ヤ(高 島 屋)

(2)デ ィ ス カ ッチ ョ(シ ョ)ン

(3)れ ん ち(し)ゆ う(練 習)

(4>ま ん ち(し)や(満 車)

(5)で ん ち(し)や(電 車)

(6)ほ ち(し)じ る し を つ け る

す で に 伊 藤(1992)で 指 摘 した よ うに,幼 児 の 音 の 発 達 順 序 か ら/t∫/

の 方 が/∫/よ り も先 に 習 得 され る よ うで,/∫/が/t∫/に 置 換 わ る こ と は,

よ り易 し い 音 に 後 退(regression)す る と考 え られ る。

C)/S/→/t/

(1)だ い た(さ)ん 土 曜

② て き て(せ)い(適 性)検 査

(3)か た(さ)な っ た

(1)と(2)は 同 化 と も 考 え ら れ る が,/s/が/t/に 置 換 わ る 現 象 は 伊 藤

(1984,1985)で も指 摘 し て い る よ うに,幼 児 音 の 特 徴 で も あ り,習 得

困 難 音 の/s/が 調 音 点 の 類 似 し て い る/t/に 置 換 え ら れ た も の と 思 わ れ

る。

d)/z/→/3/

(1)じ ょ(ぞ)う さ ん(象 さ ん)

② 民 じ ょ(ぞ)く(民 族)

/z/か ら/3/へ の 転 移 は 幼 児 音(例omi3u(お 水))や,方 言 音(例

3eikin(税 金)〔 福 岡 〕)に もみ られ る。

e)/3/→/z/
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(1)ざCじ ゃ)ん そ う(雀 荘)

(2)メ ロ ンズ(ジ ェ)一 ス

〔4〕 母音 の転移

a)/a/→/e/

(1)と い うこ とね(な)ん で す ね

(2)な が しめ(ま)く ん

(3)ベ レ(ラ)ソ ダ

(4)こ この け(か)(九 日)

b)/i/→/u/

(1)ず(じ)ぶ ん

(2)も る(り)お か

(3)と つ(ち)ぎ

C)/i/→/e/

(1)エ(イ)ラ ス ト

(2)じ め(み)ん と う(自 民 党)

「大 開 き の ア 〔a〕は 口 を大 き く開 き,舌 はだ いた い平 ら か で あ る。

下顎 の 運 動 とい う点 で は一 番 労 力 を必 要 とす る」(田 井,1978,181頁)。

こ うい った 論 か らす る と,ヤ コ ブ ソ ン の/a/が 「最 善 母 音 」(optimal

vowel)で 「・基 本 的(原 初 的)母 音 で あ る」 とす る論 に疑 問 を投 げ か け

た くな る。 日本 語 の 音 変 化 で も/a/が/e/に 変 化 す る例 が 多 い。 例 え ば

「ウ ミバ タ」(海 端)が ウ ミベ タ と変化 した り,マ ケル(負 け る)が メゲ

ル,マ ケズ ニ(負 けず に)が メ ゲ ズ ニ に転 音 して い る。 九 州 方 言 で は バ

グ(剥 ぐ)を ヘ グ,ナ メル を ネ ブル とい う。

ま た,/i/が/u/に 転 移 す る例 は,同 化 現 象 に お い て も多 くみ られ た

し,方 言 で は ニ ジ(虹)を ヌジ とか ノジ とい う。

c)の/イ/→/エ/の 誤 用 例 は,伊 藤(1992)で も か な り多 くの例 を 挙

げ て い る。 幼 児 音 で も 「エ ン ペ(ピ)ツ 」 「ミエ ナ イ」 が 「メ エ ナ イ」,

「イ バ ル」 が 「エ バ ル」 に な りや す い。 言 語 障 害 者 に とって も/イ/は 発

音 困難 で,/エ/に 置 換 え られ や す い(笹 沼 他,1986)。

〔5〕 音 の脱落

a)/s/音

(1)お た の(し)み いた だ きま し ょ う(TV)
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(2)く だ(さ)る

(3)ど ういた(し)ま して

(4)お(そ)ぽ の(祖 母 の)

(5)さ ん ひ(し)よ く昼 寝 つ き の

/s/の 脱 落 は/s/が 緊 張 音 で あ る た め と思 わ れ る。 幼 児 の 言 語 習 得 で

も/s/の 脱 落 は多 い し,ま た 方 言 に お い て も 同 じ こ とが い え る(伊 藤,

1986)。

b)/r/音

(1)数 え ら(れ)な くて

(2)い ら(れ)な くて

(3)ひ う(る)ま

/r/音 の脱 落 につ いて も同 じ こ とが い え る よ うで あ る。 方 言 に お け る/

r/の 脱 落 に つ い て 井 上(1984)は,山 形 県 地 方 の 方 言 で あ る 「コ シ ャ

ウ」 は 「こ し らえ る」 の/r/が 脱 落 し,/s/が 口蓋 化 して 生 じた もの で あ

ろ う,と して い る。 また,同 じ く鶴 岡市 付 近 の 「チ エ デ」 「シ エ デ」 は

「いず れ も ッ レテ のrが 脱 落 して 生 じた も の と思 わ れ る」(146頁)と し

て い る。 三 重 県 の 鈴 鹿 地 方 の方 言 で も 「コサ エ ル 」(こ し ら え る),rッ

エ ッタ ロ カ」(連 れ て行 って や ろ うか)と い う形 が使 わ れ る。 幼 児 音 で

は 「チ エ ッテ」(つ れ て って)と い う段 階 が あ る。

〔6〕 音 の付加

a)口 蓋 音 化(palatalization)

(1)し ゃ んみ ゃ く(山 脈)

(2)時 き ょく(時 刻)

(3)新 東 京 き ょ く(国)際 空 港

(4)き ゃ い(会)社

(5)ト リ ョ(ロ)ピ カル

(6)雪 だ りゅ(る)ま

⑦ 観 き ょ う(光)が 目的 で … …

(8)き ゅ うき ょう(急 行)

(1×3×4)(8)は前 後 の 口蓋 音 に影 響 され た 一 種 の 同化 現 象 とみ られ る。 田

総(1982)は/y/音 化 の例 を40例 挙 げ,/kyo/が 最 も多 く,次 に/ryo/が

7例,/kya/が5例 で あ る,と して い る。
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この よ うな 口蓋 化 を 「拗 音 」 と呼 び,か な一 字 で書 き表 わ す こ との で

き る音 節 の 「直 音 」 に対 して い る。 田井(1978)は 拗 音 とそ の歴 史 的発

展 に つ い て,次 の よ うに 述 べ て い る。 「子 音 と母 音 の 間 に半 母 音 〔j〕

〔w〕 が 介 在 して い る音 節 構 造 が,ね じれ る とい う感 じを与 え る の で 拗

音 とい う。 平 安 時 代 に は サ(者),バ ウ(病),ラ ウ(良)な ど,直 音 で

表 記 す る例 が 多 か った が,鎌 倉 時代 に な る と,シ ャ,ビ ャ ウ,リ ャ ウな

ど拗 音 化 の 表 記 が 固 定 化 し た。 全 子 音 の 中 で い ち ぽ ん 発 音 が 容 易 な

〔1〕と結 合 して単 音 を形 成 す る拗 音 は,原 形 に く らべ て発 音 が 容 易 で あ

る」(383頁)。

また,音 声 学 者 の大 西 雅 雄 は 「拗 音 は … …子 音 と母音 の間 に渉 り音 が

挿 入 され て 調 音 点 の 移 りを よ く した の で あ る」(国 語 音 声 学,56頁)と

述 べ て い る1)。

b)同 じ音 の付 加

(1)言 わ れ れ る と… …

(2)ひ っぱ た た い て … …

重 複 音 節 の よ うに 同 じ音 を繰 り返 す こ とは,音 の容 易 化 に 関 係 が あ る

よ うに 思 わ れ る。 幼 児 も 「チ ガ ガ デ タ」 とい った 発 音 を す る こ とが あ

る。

〔7〕 形態音素的誤用

(1)に ぎや か く(に)な りま した

(2)行 く(か)な い

(3)重 い か った

(4)あ る(り)ま す

(5)落 着 いた(て)い ま した

(1)は 「や か ま し く」 「さ わ が し く」 な ど とい った 形 容 詞 に 引 か れ て

起 った誤 用 と考 え られ る。 ② の よ うな誤 りは,幼 児 の発 達 途 上 言 語 に よ

く見 られ る も の で,「 原 形+な い」 の 形 で あ る。(3)(4)も 同類 で あ る が,

(5)の 「落 着 い た」 の 「た」 は,音 声 上 の逆 行 同化 が形 態 音 素 上 の不 完全

と見 るか判 断 し難 い。

II.語 の レベ ル の 誤 用

〔1〕 語 の転 換
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(1>友 は類 を呼 ぶ

② 無 芸 は多 芸

(3)足 に地 が つ い た 生 き方

(4)公 正 明大

(5)勉 強 に手 が つ か な い

(6)手 を職 に つ け る

(1×2)(3)(4)のよ うに一 つ の 固 ま りと して の表 現 の 内 部 の 語 同士 が 転 換 す

る場 合 が 多 い。 田総(1982)で も 「政 権 替 交 」 「監 督 保 安 」 等 が挙 げ ら

れ て い る。

〔2〕 混合(blending)

(1)で け ど(だ け ど+で も)

②

㈲

紛

㈲

㈲

の

㈹

⑨

㈹

GD

⑰

ジ ュー ニ ュー(ジ ュー ス+牛 乳)

と よの(富 山 十長 野)

ま らんだ 字 を書 く(ま な んだ+な らった)

この お菓 子 い た ら来 な さ い(い るな ら+ほ しか った ら)

それ で ど った の

ど くゆ う(特 有+独 特)

しん こん し き(新 婚 旅 行+結 婚 式)

りか ん(り ん ご 十み か ん)

あ し なの(あ しのふ み ぽ の な い)

や ん ま り(や っ ぱ り+あ ん ま り)

ピン ツ(ピ ソ クのパ ン ツ)

意 味 の似 て い る語 同士 は 「混 合 」 しやす い。 例 え ぽ(Dは 大 体 同 じ意 味

を持 つ接 続 詞,(2)は 飲 物 とい う共 通 項 を持 って お り,(5)(7×8)(9)も 同 じ よ

うな こ とが い え よ う。 音 声 的 な類 似 で 混 同す る例 が(6Xl1)で,表 現 が短 縮

され た例 が ⑫ で あ る。

田総(1982)は 意 味 上 の類 似 点 で 混 合 して,一 つ の単 語 を 作 り出す 例

を 挙 げ て い る(265頁)。

(1)や ぶ るXさ く→ や ぶ く

(2)と ら え る ×つ か ま え る→ と らま え る

(3)便 利 だ ×都 合 が い い→ 便 利 が い い

(4)breakfast×lunch→brunch
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(5)smoke×fog→smog

III.統 語上 の誤 用

〔1〕 助詞 の誤 用

(1)じ ゃが い もが(を)入 れ る

② ジ ュネ ー ブが(で)講 義 した

(3)く つ が(を)は く

(4)車 を(で)運 んだ

(5)消 し ゴ ムに(を)貸 した

(1)か ら(3)ま で の 「が」 は,文 頭 の語(主 語 の場 合 が多 い)に 「が」 の

つ く確 率 が高 い の で つ い,主 格 助 詞 の 「が」 を つ け て し ま った もの と思

わ れ る。 伊 藤(1990)で,「 最 初 の 名 詞+が ス トラ テ ジ ー」 と呼 ん で い

るが,「 文 頭 名 詞+が ス トラテ ジ ー」 と改 め た方 が よい よ うに思 わ れ る。

〔2〕 助詞 の脱落

(1)バ ス(に)乗 りた い

② 海(で)泳 ぐ

(3)飛 行 機(で)食 べ よ う

(4)頭(に)来 る

⑤ 御 存 知(な)の は … …

(6)ロ ケ ッ ト(と)し て … …

⑦ 音(と)と もに … …

(8)さ れ る(こ とに)な る

(1)(2)(3)は場 所 を表 わ す 助 詞 で,(5)と(8)は い わ ゆ る 「補 文 形 態 素 」

(complementizer)と 呼 ぽれ る もの で あ る。(6)(7)は 「と」 とい う音 が 重

な るた め に脱 落 して しま った の か も知 れ な い。

〔3〕 自 ・他 動詞 の誤用

(1)起 きて(起 こ して)

(2)出 て くる(出 して くる)

(3)火 を つ い(つ け)と いた

自動 詞 を他 動 詞 的 に使 う誤 用 は,伊 藤(1985,1988)で 詳 し く扱 って

い る。 こ うい った 自動 詞 を他 動 詞 に代 用 す る傾 向 は,幼 児 の発 達 途 上 言

語(developinglanguage)の 特 徴 の 一 つ で あ り,こ うい った 成 人 の誤
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用 は幼 児 言語 へ の 「退 行 」(regression)現 象 で あ る,と い え よ う。

〔4〕 使役化 の誤 用

(1)食 べ る(食 べ させ る)

② そ ら させ(す)よ うな

(1)は使 役 化 す べ き と ころ,他 動 詞 の 原 形 の ま ま に な って しま った 訳

で,他 動 詞 と使 役化 との関 係 性 が示 唆 され て い る。 ② は使 役 形 の 「基 底

形 」(underlyingform)が そ の ま ーま表 層化 した もの で,こ うい った 中間

形 は幼 児 言 語 に もみ られ る もの で あ る(伊 藤,1990)。

IV.意 味 的誤 用

〔1〕 量,数

α)記 者 の数 が余 りに も大 き い(多 い)の でsよ い試 合 を しな くて

は… …

② 料 理 が 大 きい

(3)大 きい風

「大 きい」 「小 さい」 が全 て の数 や 量 につ い て用 い られ る誤 用 は一 般 的

で,幼 児 の言 語 習 得 途 上 に も多 く見 られ る誤 用 で あ る。

小 さ い(少 し)入 れ て(2歳11ヵ 月)

〔2〕 いる ← ゆあ る

(1)犬 あ る

(2}イ チ ゴた くさ んい る

日本 語 で は存 在 を表 わ す 動 詞 に,生 物 に は 「い る」,無 生 物 に は 「あ

る」 の二 通 りが あ るが,こ れ らは よ く混 同 され,幼 児 も,

モ ウ ブ イ タ(2歳1ヵ 月)

とい った 誤 用 をす る(詳 し くは伊 藤(1994),189～190頁 を参 照)。

〔3〕 反意語

(Dわ か りませ ん(← わ か ります)

(2)喫 煙(禁 煙)

(3)(電 話 を)後 で切 る(か け る)

(4)反 発 しな い(す る)の も無 理 ない

〔4〕 着 用

(1)ズ ボ ンを着 る(は く)
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(2)パ ジ ャマ を は く(着 る)

着 用 に関す る語 彙 は 日本 語 に お い て か な り多 く,誤 用 され る場 合 が 多

い。 また,幼 児 も言 語 発 達途 上 で,

メ ガ ネ ヌイ ダ(4歳)

トケ イ カ ケ テル(3歳7ヵ 月)

等,誤 用 が多 い(伊 藤T1990)。

む す び

伊藤(1988,1989)で 提 出 した い くつ かの誤用 の傾 向 と重 な る部分 も

あろ うが,誤 用 につ いて注 目すべ き点 を下記す る。

(1)誤 用 はテ レビや ラジオの放送 の よ うに,緊 張 した場面 で起 こ りや

す く,そ の場 合

(豆が)残 ってい らっ しゃい ます(TV)

の よ うに,無 生物主語 に も丁寧表現 の代 りに敬語 を使 う,と い う滑稽 な

誤用 もみ られ る。

② 上 で指 摘 した よ うに誤 りの多 くは,幼 児 が言語発達途上 で示す誤

用 と類似す る傾 向が強 い。 これ は一種 の 「退行」現象 で,完 全 な形 にす

るための生成規則 の適 用が,不 完全 のまま表現化 した ものであ る。 こ う

い った誤 りの傾 向は失語症 の診断 に も役立つ もの と思わ れ る。 また,日

本語 を外 国語 として習得 してい る学習者 の習得方略や 習得度合 の検討 に

も役立 つであ ろ う。

例 はっ き り覚 える(覚 えてい る)(中 国か らの帰 国者)

(3)深 層心 理が表 われ る フロイ ト的誤用 の研究 は余 りな されてい ない

が,次 の よ うな例 が あ る。

① 勝手 に植 えてお いて くれ る?

② 長hと お話 をいただ き有難 うございま した

① は植物 の苗を買 って きて畠 を耕や した りして植 える準備 を整 えていた

のに,相 手 が仲 々手伝 お うとしなか ったた めに,イ ライラして発 した も

ので,「 好 きな よ うに」 とす れ ば,感 情的 に中立的 な もの とな る。② は

或 る講演 の司会者 がr予 定の時間 を大幅 に超過 した講演者 に対 して発 し

たお礼 の言 葉 で,「 長hと 」 に司会 者 の感 情 が こめ られ て い る。「長 時

間」 とい えぽその よ うな含意 はな くな る。
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注

1)田 総(1982, 151頁)に 依 る。
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