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「
こ
と
ば
の
遅
れ
と
は
何
か
？
」
と
い
う
難

題
に
突
き
当
た
っ
て
い
ま
す
。
こ
と
ば
の
遅

れ
」
に
初
め
て
出
合
う
人
た
ち
に
、
分
か
り

や
す
く
説
明
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
た

の
で
す
。

夏
の
間
、
脳
み
そ
を
絞
っ
て
い
た
の
で
す

が
、
ど
う
に
も
よ
く
分
か
ら
な
く
て
、
脳
み

そ
が
悲
鳴
を
上
げ
て
お
り
ま
し
た
。
が
、
秋

風
を
感
じ
始
め
た
ら
何
か
「
シ
ッ
ポ
」
み
た

い
な
も
の
が
見
え
て
き
た
よ
う
な
感
じ
。

保
健
師
の
み
な
さ
ん
に
と
っ
て
は
「
な
ー

ん
だ
、
そ
ん
な
こ
と
か
」
っ
て
い
う
こ
と
ば

か
り
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
と
し
て
は
、

新
た
な
面
が
見
え
始
め
た
ゾ
、
っ
て
感
じ
が

し
て
い
る
ん
で
す
。

う
ま
く
こ
と
ば
に
で
き
る
か
ど
う
か
わ
か

り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
「
シ
ッ
ポ
」
を
た
ぐ
り

寄
せ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
書
く
こ
と
に

「
こ
と
ば
の
遅
れ
」
と
は
？

言語聴覚士

中川信子

「ことばの遅れ」
とは？

連載
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か
ら
出
る
水
　
②
タ
ン
ク
に
入
っ
て
い
る
水

③
引
き
金
を
引
く
力
で
し
た
ね
。

で
す
か
ら
「
こ
と
ば
が
遅
い
」
と
い
う
場

合
に
も
、
こ
の
三
つ
の
こ
と
を
分
析
的
に
、

し
か
も
総
合
的
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
に
、
今
、
初
め
て
！
　
気
づ
い

た
の
で
し
た
。

親
御
さ
ん
や
ス
タ
ッ
フ
が
「
こ
と
ば
が
遅

い
」
と
言
う
場
合
、
こ
と
ば
の
ど
の
側
面
に

着
目
し
て
い
る
の
か
、
整
理
す
る
必
要
が
あ

り
そ
う
で
す
。

つ
ま
り
、

１
）
音
声
言
語
と
し
て
の
「
こ
と
ば
」
が
出

て
い
な
い
。

２
）
１
）
に
加
え
て
、
理
解
が
思
わ
し
く
な

い
感
じ
が
あ
る
。

３
）
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
と
り
づ
ら
い
、

気
持
ち
が
通
じ
合
わ
な
い
よ
う
な
感
じ
が
す

る
。

こ
の
三
つ
の
う
ち
の
ど
れ
で
あ
る
か
、
と
い

う
こ
と
で
す
。

さ
ら
に
、
そ
れ
を
分
け
て
考
え
て
い
き
ま
す
。

こ
の
内
容
を
二
つ
に
大
別
し
て
み
ま
す
。

①
音
声
言
語
と
し
て
の
こ
と
ば
は
出
て
い
な

い
け
れ
ど
も
、
大
人
か
ら
の
話
し
か
け
（
音

声
言
語
）
は
よ
く
分
か
っ
て
い
る
。

親
御
さ
ん
の
こ
と
ば
で
言
う
と
「
こ
と
ば

は
言
わ
な
い
け
ど
、
何
で
も
分
か
っ
て
い
る
」

で
す
。
こ
の
あ
と
に
「
だ
か
ら
、
心
配
し
て

い
ま
せ
ん
」
が
続
く
こ
と
が
多
い
で
す
ね
。

こ
の
場
合
に
親
御
さ
ん
が
「
何
で
も
わ
か

っ
て
い
る
」
と
判
断
す
る
背
景
に
は
、

◆
視
線
が
し
っ
か
り
合
う
（
通
じ
合
え
て
い

る
実
感
が
あ
る
）。

◆
笑
顔
が
多
く
、
表
情
が
豊
か
（
子
ど
も
が

何
を
考
え
て
い
る
か
、
読
み
取
り
や
す
い
）。

と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

②
音
声
言
語
と
し
て
の
こ
と
ば
が
出
て
い
な

い
だ
け
で
は
な
く
、
話
し
か
け
（
音
声
言
語
）

に
対
す
る
反
応
が
あ
や
ふ
や
で
、
通
じ
て
い

な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
い
う
状
態
が
あ
っ
た
ら
、
最
初
に

「
音
へ
の
反
応
は
ど
う
か
し
ら
？
」（
聴
力
の

確
認
）
と
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
中
耳

炎
や
そ
の
ほ
か
の
理
由
で
音
の
入
り
方
が
弱

く
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
す
。

「
通
じ
て
い
な
い
」
の
で
は
な
く
「
聞
こ
え
て

い
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

問
診
表
に
よ
く
あ
る
項
目
「
後
ろ
か
ら
呼

ん
だ
と
き
に
振
り
か
え
り
ま
す
か
」
は
、
こ

の
こ
と
を
た
ず
ね
て
い
る
項
目
で
す
ね
。

耳
（
聴
力
）
の
状
態
と
し
て
は
三
つ
考
え

ら
れ
ま
す
。

a
聞
こ
え
（
聴
力
）
に
問
題
は
な
い
（
後

ろ
か
ら
呼
ん
で
振
り
か
え
る
）。

b
聞
こ
え
が
悪
い
（
聴
力
低
下
）。
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よ
っ
て
考
え
る
、
と
い
う
作
業
に
お
付
き
合

い
く
だ
さ
い
。

以
下
に
想
定
し
て
い
る
の
は
、
お
お
む
ね

１
歳
半
か
ら
２
歳
こ
ろ
の
お
子
さ
ん
で
す
。

１
歳
半
健
診
か
ら
２
歳
代
の
子
の
親
御
さ

ん
か
ら
の
「
こ
と
ば
が
遅
い
」
と
の
訴
え
に

は
い
ろ
い
ろ
な
内
容
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

図
に
し
て
み
ま
し
た
。（
図
1
）

１
）
こ
と
ば
は
出
て
い
な
い
。
で
も
こ
ち
ら

の
言
う
こ
と
は
何
で
も
分
か
っ
て
い
る
（
か

ら
心
配
し
て
い
な
い
）。

２
）
こ
と
ば
は
出
て
い
る
が
、
数
が
少
な

い
。
ほ
か
の
子
と
比
べ
る
と
遅
い
。

３
）
こ
と
ば
を
言
わ
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
は

な
く
行
動
面
で
も
心
配
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。

そ
し
て
４
）
も
あ
り
ま
す
。「
こ
と
ば
は
言

う
も
の
の
、
行
動
面
で
心
配
、
気
持
ち
が
通

わ
な
い
感
じ
が
す
る
」
と
い
う
も
の
。
こ
れ

は
、
兄
弟
や
身
近
に
自
閉
症
な
ど
の
障
害
を

持
つ
お
子
さ
ん
が
い
る
人
だ
と
早
く
気
づ
く

よ
う
で
す
。

ま
ず
最
初
に
「
こ
と
ば
」
と
い
う
こ
と
ば

（
用
語
）
の
定
義
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
し
つ
こ
く
て
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が

「
こ
と
ば
」
に
は
三
つ
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。

（
地
域
保
健
２
０
０
５
年
10
月
号
）

①
言
え
る
こ
と
ば
（Speech

・
音
声
言
語
）

②
わ
か
る
こ
と
ば
（Language

・
概
念
・
言

語
知
識
）

③
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
伝
え
た
い
気
持

ち
・
交
流
・
共
有
）

で
す
。（
図
２
）

水
鉄
砲
に
た
と
え
る
と
、
水
鉄
砲
の
①
口

親
御
さ
ん
の
訴
え

「
こ
と
ば
が
遅
い
」

「
こ
と
ば
が
遅
い
」
の
内
容
を

「
こ
と
ば
・
三
つ
の
意
味
」
に

従
っ
て
整
理

「
音
声
言
語
と
し
て
の
こ
と
ば
が

出
て
い
な
い
」

「
理
解
が
悪
い
？
」
と

考
え
る
前
に
ま
ず

「
聞
こ
え
の
状
態
」
の
確
認
を

図１�

ことばが遅い……�
�

ことばを言わ
ない。でも「何
でも分かって
いる」�

ことばは言うが、
ほかの子と比べ
ると遅い……�
�

ことばを言わな
い。行動面、理
解面でも心配な
点がある……�

ことばは言うの
だが、行動面で
心配なところが
ある……�

1 2

3

4

図2

水鉄砲にたとえると

①言えることば
（音声言語・Speech）

②分かることば
（Language・概念・
言語知識）

③コミュニケーション
（伝えたい気持ち・
交流・共有）

←水鉄砲の口から
出る水

←タンクに入って
いる水

←引き金を引く力

「ことば」三つの意味
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通
じ
な
い
が
、
状
況
や
動
作
な
ど
の
手
が
か

り
が
あ
る
と
分
か
る
。

お
皿
の
片
付
け
を
し
な
が
ら
「
片
付
け
た

ら
お
出
か
け
す
る
よ
」
と
言
っ
て
も
た
だ
遊

び
続
け
る
だ
け
だ
が
、
お
母
さ
ん
が
外
出
用

の
バ
ッ
グ
を
準
備
し
、
部
屋
の
電
気
を
消
し

て
、
カ
ギ
を
持
ち
「
お
出
か
け
す
る
よ
」
と

言
え
ば
、
す
ぐ
に
玄
関
の
ほ
う
に
行
く
と
い

う
よ
う
な
場
合
で
す
。

ｃ
　
決
ま
り
き
っ
た
こ
と
や
、

自
分
の
興
味
の
あ
る
こ
と
だ
と

よ
く
分
か
る
。
こ
と
ば
の
理
解

に
ム
ラ
が
あ
る
感
じ
が
す
る
。

子
ど
も
は
多
か
れ
少
な
か
れ

こ
う
い
う
傾
向
を
持
っ
て
い
ま

す
が
、
そ
れ
が
、
親
御
さ
ん
に

と
っ
て
扱
い
に
く
い
と
感
じ
る

ほ
ど
顕
著
な
ら
興
味
の
幅
の
狭

い
広
汎
性
発
達
障
害
範
疇
の
お

子
さ
ん
で
あ
る
可
能
性
も
あ

り
、
ま
た
、
単
な
る
「
ユ
ニ
ー

ク
ち
ゃ
ん
」
で
あ
る
可
能
性
も

あ
り
ま
す
。

フ
ォ
ロ
ー
し
な
が
ら
、
見
て

い
け
る
と
い
い
の
で
す
が
。

以
上
を
図
に
し
た
の
が
図
４

で
す
。

続
き
は
ま
た
次
回
。
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ｃ
　
耳
は
聞
こ
え
て
い
る
け
れ
ど
も
、
注
意

の
向
け
方
が
限
ら
れ
て
い
る
た
め
に
音
に
反

応
し
な
い
。

こ
の
三
つ
で
す
。

ａ
　
聴
力
に
問
題
が
な
い
だ
ろ
う
と
思
わ

れ
る
の
に
、
言
語
理
解
が
不
十
分
な
場
合
。

考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
知
的
発
達
の
遅
れ

（
知
的
障
害
の
可
能
性
）
で
す
。
も
ち
ろ
ん

「
お
く
て
タ
イ
プ
」
の
「
ぼ
ー
っ
と
し
た
」
子

で
あ
る
場
合
も
大
い
に
あ
り
え
ま
す
。

ま
た
、
環
境
的
な
問
題
と
し
て
は
、
周
囲

の
大
人
の
話
し
か
け
方
が
年
齢
に
比
べ
て
高

度
す
ぎ
た
り
、
声
が
小
さ
く
て
子
ど
も
に
聞

き
取
り
に
く
か
っ
た
り
と
、
話
し
か
け
方
の

不
十
分
さ
が
原
因
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
で

し
ょ
う
。
テ
レ
ビ
の
大
音
量
で
の
つ
け
っ
ぱ

な
し
は
何
と
か
や
め
た
い
も
の
で
す
。

ｂ
　
テ
レ
ビ
に
熱
中
し
て
い
る
わ
け
で
も

な
い
の
に
、
後
ろ
か
ら
呼
ん
で
も
振
り
向
か

な
い
。
た
だ
し
、
視
線
は
よ
く
合
い
、
気
持

ち
が
通
じ
合
っ
て
い
る
実
感
は
あ
る
。
前
か

ら
の
話
し
か
け
だ
と
、
お
お
む
ね
応
じ
ら
れ

る
。c

呼
ん
で
も
振
り
向
か
な
い
の
に
、
お

菓
子
の
袋
を
開
け
る
音
と
か
、
特
定
の
テ
レ

ビ
の
Ｃ
Ｍ
が
始
ま
っ
た
り
す
る
と
、
即
座
に

飛
ん
で
く
る
。

ｂ

の
お
子
さ
ん
は
、
聞
こ
え
が
悪
い
可

能
性
も
あ
り
ま
す
。
聴
力
の
よ
う
す
を
さ
ら

に
注
意
深
く
観
察
し
て
み
る
必
要
が
あ
り
そ

う
で
す
。

年
齢
的
な
発
達
の
関
係
か
ら
注
意
を
向
け

に
く
い
だ
け
で
、
お
い
お
い
振
り
向
い
て
く

れ
る
よ
う
に
な
る
と
思
い
ま
す
が
、
ご
く
少

数
、
難
聴
の
お
子
さ
ん
が
い
る
可
能
性
が
あ

り
ま
す
。

c

の
音
刺
激
に
選
択
的
に
反
応
す
る
お

子
さ
ん
で
、
目
が
合
い
に
く
い
、
ひ
と
り
遊

び
が
多
い
、
マ
イ
ペ
ー
ス
が
気
に
な
る
と
い

う
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
広
汎
性
発
達
障
害
の

範
疇
に
入
る
か
も
し
れ
な
い
お
子
さ
ん
な
の

で
、
フ
ォ
ロ
ー
し
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
興
味
の
な
い
こ
と
に
は
反
応

し
な
い
と
い
う
単
な
る
ユ
ニ
ー
ク
な
性
格
傾

向
で
あ
る
場
合
も
あ
り
え
ま
す
。

次
に
１
）「
音
声
言
語
と
し
て
の
こ
と
ば
は

出
て
い
な
い
」
け
れ
ど
も
①
大
人
か
ら
の
話

し
か
け
（
音
声
言
語
）
は
よ
く
分
か
っ
て
い

る
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
す
。

こ
の
中
に
は
三
つ
の
状
態
が
考
え
ら
れ
ま

す
。（
図
３
）

ａ
　
こ
と
ば
だ
け
で
の
話
し
か
け
で
、
日
常

生
活
に
必
要
な
こ
と
は
お
お
む
ね
通
じ
る
。

初
め
て
の
場
面
で
も
混
乱
し
な
い
。
お
と
な

の
動
き
を
注
意
深
く
見
て
い
る
よ
う
す
が
あ

る
。

ｂ
　
「
こ
と
ば
（
音
声
言
語
）
だ
け
」
だ
と

「
音
声
言
語
と
し
て
の
こ
と
ば
は
出

て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
大
人
か
ら

の
話
し
か
け
（
音
声
言
語
）
は
よ

く
分
か
っ
て
い
る
」
の
中
身

図3

「何でも分かっている」�

「ことばだけ」で
の理解はまだ。
状況の手がかり
があると理解�

「ことばだけ」の
説明で理解できる�

ことばの理解にムラ。
決まりきったこと、自分
の好きなことに関して
はとてもよく分かる。�

ｂ� ａ�

ｃ�

こだわり・パターン的�
�

新規場面でも混乱�
することはない�

図4
「ことばが遅い」�

こ
と
ば�

（
音
声
言
語
）が�

出
て
い
な
い�

大人の言うことは�
「何でも」分かる�

お耳は聞こえて�
いるかな？�

理解があやふや�

☆ 後ろから呼んで振り向きますか？�

振り向くものの理解が悪い�

ことば（音声言語）での�
話しかけで、おおむね通じる�

ことば（音声言語）だけだと分からな�
いが、状況や動作の手がかりがある�
と分かる�

○ 視線がよく合う�
○ 笑顔が多く表情豊か�
○ 子どもの言いたいことが�
　分かりやすい�

○ 状況の手がかりは不要�
○ 周囲の動きに注意を配っている�
○ 初めてのことでも混乱しない�

決まりきったことや興味のあること
は「ことば」だけでも分かるのに、
全然応じてくれないことも多い……�

a 後ろから呼んでも振り向く（聴力に心配はなさそう）�
b 呼んでも振り向かないことが多い（前から話しかけると
応じられるのに）�

c 呼んでも振り向かないが、特定の音には敏感に反応す
る（お菓子の袋、ＣＭの音など）�

○ 知的な発達の問題か？�
○ 注意の向け方の問題か？�
○ 話しかけ方に工夫が必要なのか？�

音声言語でOK

音声言語+視覚的手がかりでOK

理解にムラがある�




