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前 置 き

く25 J

プ ラ ト ン は も の の 名 前が 対象 の 真の 性質か ら生 れ

た の か
,

あ る い は 単 な る 1 つ の 発 明で あ る の か と い

う 問題 を提 出 し
,

ク ラ チ ェ
ロ ス の 中で は 対象 の あり

方を文字 と綴 で 模倣 す る こ と に よ っ て 最 もふ さわ し

い 名 前 が つ けられ る は ずで あり, そ れ は 古 代 に 神

く命名者1 に よ っ て な さ れ た も の で ある
,

しか し, 命

名者 の 意 図を よ く理解で き な い 人 々 に よ っ て 言葉が

受 け継が れて き た た め に
, 現 在 の 言 葉は 正 しい 姿を

失い っ つ あり, 古 い 正 しい 綴 を考察す る こと に よ っ

て の み 対 象の 正 しい あり方 が 認識 さ れ るとして い るo

そ して 方法 論的 に や や
一

貫 し な い 諸 源解釈 を展 開 し

た の ち
,

た め らい な が ら も, 綴 の 要 素の 性 質 に 言及

し
, p くロ

ー l は あら ゆる 動き を表 し
,

E くイ オ
一

夕1

は あらゆ る こ まや か な こと を
, p hくペ イl

, p sくプ セ

イl
,

z くゼ ー

タ1 は 強 い 息 吹を伴 っ て 発音され るか

ら風 や 振 動を
,

8 くデ ル タl や T くタ ウ1 は 舌を押 し

付 けて 発音 され る か ら束縛と静止 を
,

1 くラ ブダブ の

発音 の 時 に は 舌 が よく 滑 る の で 滑 る もの
,

ネ バ ネ バ

す る も の を,
u くニ ュ

ー

l は 昔が こ も る の で 内部 性を
,

a くア ル パl は大き い もの を
,

e
-

くエ
ー

タ1 は 長 い も の

に
,

o くオ ウ1 は 丸 い もの を表 し
,

そ れぞ れ命名 者 が

もの の 性質 を模写す るた め に 用 い た も の で あ ると し

た くク ラ チ ェ ロ ス 4 2 6 C
-

4 2 7 D l o

こ の ク ラ チ ュ ロ ス の 中 の 議論 を ど こ ま で プ ラ ト ン

が 信 じて い た か
,

あ る い は ク ラ チ ェ ロ ス の 執筆 の 目

的 に つ い て も議 論が あり必 ず しも単 純に 信 じる こと

は で き な い が
,

そ れで も プ ラ ト ン が か な りの 熱心 さ

で 語 源を解明 した 痕跡 が あ る
.

ク ラ チ ェ ロ ス の 議論

は
一 応あ る 程度 の 承認 を ソク ラテ ス か ら得 た の ち に

,

再 びソ ク ラ テ ス か ら真 理の 認 識 の た め に は 対象そ の

もの に 直接 接近 す べ き で あり
,

名 前 の み で 正 し い 認

識 が な さ れ るとは 限ら な い と の 批判 を受 け
,

さ らに

そ れらを統 合 した ジ ン テ
ー ゼ が示 され る か に み え る

と こ ろ で 議論 は終 っ て しまう.

r 77 1

そ の 後, 言語 学 はS a u s s u r e く19 6 11 で 代 表されるよ

うに
,
記 号 の 任 意性 を前提 と して 発 展 し

,
心理 学 に し

く3 3 1

て も W a t s o n く19 3 0 1 で 代表 さ れ る 行動主 義 に よ る

客 観的 方法 が 打 ち出 さ れ た
o しか しプ ラ ト ン の 考 え

は 忘れ 去られ た の で はな く, 心理 学に お ける行 動主

義の 行き 過 ぎ - の反 省 とと も に復活 しつ つ あ る
o ま

く3 21

た 言 語学で は た と え ば渡辺 く1 9 7 31 の まと め に よ れ

ば
,

H e rd e r
,

H u m b ol d t
,

S t ei n t al
,
W u n d t

,
S a pi r

,

W h o r一
,

W ei s g e r b e r
,

C h o m sk y
へ と つ な が る流 れ

が あり フ ン ボ ル ト系疎と名付 けられ て い る が
,

プ ラ

ト ン 系統 と よ ぶ は う が ふ さ わ しい
.

一

方 ,
S a u s s u r e

,

B l o o m fi el d な ど の 学 派 は ア リス トテ レス 系統と 名付

けられ る
.

こ の ア リ ス ト テ レ ス 系統 は
, 全 て の 民族

に と っ て 外界 と魂 の 印象が 同 じで あ り, 音声言 語と

書記 言語は 異 な る と い う考 え に 立ち
,

一

方 フ ン ボ ル

ト 系統 は 全て の 民 族 に と っ て 同じも の は 外界 の み で

あり, 魂 の 印象, 音声 言 語, 書記言 語が 異 な ると考

え る
o す なわ ち

, 使 用言 語が 異 な れ ば認識 自体に も

影 響が あ る と い うS a p i r
,

W h o r r の 言語 相対 仮説 で

代表 さ れ る考 え 方で あり
,

そ の 後お びた だ し い 実 験

的研究 が 輩 出 した が こ の 仮説 は 肯定 も否 定 もされ て

おらず
,

あま りに も - 般的な か た ちで 述 べ られ た た

め に 科学的 命題 と して は 検証 が 難 し い
o 本論文の 目

的 は音 象徴 の 研 究 の まと め で あ る の で こ の 仮 説 に つ

い て は 立 ち入 らな い が
,

フ ン ボ ル ト系統 の問 題意 識

か ら で あ る こ とを指摘す るに 留め た い .

初期 の 実験的研究

最初 の 昔 象徴に 関 す る 実験 心理学の 研 究 は
, 言語
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学者 と して 最 も有名で あ る が 同時 に 人 類学者で あり
,

ピ ア ニ ス ト
,

音楽 . 文芸 評 論家
,

か つ 詩人 で あ っ た
く26 J

S a pi r
,

E . の研 究 で あ っ た . S a pi r く1 9 2 9 1 は まず
,

言 葉の 象徴 に は二 種類考え られ る と し
,

1 つ は 関係

的 くr e f e r e n ti a l l で 単語 の 意味 論的側 面 を表 し
,

ら

う 1 つ は 表 出的 くe x p r e s si v e l で
,
た とえ ばti n y のi

を強調 して t e e n y と 発音す ると い う ば あい の 象徴で

あ
ー

つ た o そして 後 者の 象徴 を 音象徴くp h o n e ti c sy m -

b oli s m l と名 付 けた. 最 初 の 実験で は 意 味の な い 言

葉で あ る m a l と m il が 発 音さ れ
,

どち らに も テ
ー ブ

ル と い う意 味 が 与え ら れた o 被験 者は どち らの テ
ー

ブ ル が 大き い か を答え な けれ ば な らな か っ た o i とa

の 発 音に つ い て も 細か な配慮 が な され
,

フ ラ ン ス 語

や ドイ ツ 語 の 母音を用 い て6 0 の 単語対が用 い られ た o

結果は8 1 % の 被験 者が a が i よ り大き い とみ なした.

第 2 実験 で は 年齢別 の 1 1 の グル ー

プか らな る延 べ 5 00

人 の 被験者に 10 0 の 人 工 語 が 与 え られ
,

大 き い か 小

さ い か判 断 させ たo そ の 言葉 の 中に 次の よ う な母音

の 系列が あ っ た o 1 つ は a
,
a

,
e

,
i の 系 列

,
次 は

,

a
,

c
,

o
,

u の 唇 を丸 め て ゆく 系列
,

さ らに 唇 を丸め

た後母 音 u
,

o
,

c と丸 め な い 前母 音 i
,

e
,

e
,

a の 系

列,
4 番 目 は 有声 音と無 声 音の 対立 z と s

,
v と r

,
b

と p , 最 後は f と p ,
x くドイ ツ 語 の chl と k の 系 列

で あ っ た
.

まず 全 体 的に は a が i よ り 大き い と 感じ

た 被験者 はそ れ ぞ れ の グル ー

プ で 7 5 % か ら96 % の 間

に あ っ た
.

3 8 5 人 の 被験 者 の 反応 を分析 す る と
, 母

音が 4 つ の グ ル ー

プ に 分け られ た
o 第 1 グル ー

プ は

a と i
,

a とi の 対立で
,

8 0 % 以上 が 大き い と い う 反

応を 示 した
. 第 2 グル ー

プ は a と E の 対立 で 代表 さ

れ,
7 3 - 7 8 % の 反応 で あ っ た

. 第 3 グ ル ー

プ は e と

i で 代表 され
,

大き い と い う反 応 は6 0 % か ら70 % で

あ っ た
o 第 4 グ ル ー

プ は E と e
,

a と a の 対立 で
,

これ は6 0 % 以 下 で あ っ た
o

S p a i r は こ の 音象徴 の 現

象と して 聴 覚 や 発音 す る 時 の 運動 感覚 の 要因 が影響

して い るか も しれ な い と したo 彼 は 最 後に m il a と い

う人 工 語を作 り
,

そ れに 小川と い う意 味を与え た の

ち
,

そ の 中の 母 音 を様々 に変 化 さ せ て 被験 者 に どの

よ う な川 で あ る の か の 内観 報告 を載 せ て い て
, 母 音

の 変化が内 観 さ れ る意 味 の 変 化 に 対 応 して い る こ と

を示 した. ただ
,

こ の 第 3 実験 は 単な る 音象徴 の デ

モ ン ス ト レ ー シ ョ ン に す ぎず,
は っ き りし た結論は

導い て い な い
o

く2 り

S a pi r く1 9 2 9 1 の 先駆 的 業績に 続 い て
,

N e w m a n

く1 9 3 3 1 も全体 が お よ そ 3 実験 か らな る大 掛 か り な

研 究 を発表 したo S a p i r く19 2 9 1 が 直観 的, 問題 提

起 的で あ っ た の に 対して
,

N e w m a n く1 9 3 3 1 は よ り

数学的に 厳密 で
, 当時 開発 され たば か り のT b u r st o n

の
一

対比較法 を応 用 した
. ま ず第 1 実験で は1 00 対

の 人 工 語 が 年齢別 の 3 グ ル ー

プ か ら な る延 べ 6 0 6 人

の 被験 者 に 提示 され, 大き い か 小 さ い か を 一 対比較

法 で 分析した
.

3 グ ル ー プ と も規似 の 結果が 得 られ

た の で 全 被験 者の 尺 度 値 の 平 均で 示す こ と に する

と,
i が

.
0 0

,
e が . 6 6

,
e が . 8 4

,
a が1 .4 9

,
a

が1 .7 1
, u が 1

.
7 1

,
c が2

.
コ0

,
o が 2 . 1 1 と な り,

一

般 的に 大き さ を象徴 す る尺 度 の 上で は 前母 音 は i
,

e
,

E
,

a
,

a の 順 に なら ぶ こ と が 明 らか に な っ た
.

N e w m a n は こ の 原 因と して
, 調音の 時 の 舌 の 位置 が

後ろか と い う運動 的要因, 音の 響き が 高い か低い か

と い う 聴覚的要 因,
そ して

,
口腔 が 大き い か小さ い

かに よ る運 動的 も しく は 視覚的要 因 の 3 つ を挙げた
o

実験 1 と同 じ手続き で
,

1 1 3 の 単語対を14 1 人 の被

験 者Gt よ っ て 大き い - 小さ い の 次 元 に つ い て 判 断

さ せ た もの が実 験 正 A で あり
,

暗い 一 明 る い の 次

元 に つ い て の 判 断 が実 験 正 B で あ っ た
o 従 っ て 合 計

22 6 の 単語対を比較 し た こ と に な る.

.

そ の 結果, 大

きさ の 次元 に つ い て の 判 断は 調 音の 場所, 聴覚上 の

周 波 数,
口腔 の 大さ さの 3 要因 が 働 い て い る こ と,

明 る さ の 次元 に は調 音と周 波数 の 2 要因 が 働 い て い

る こ とを 示 した
.

たとえ ば
, 子 音 に 注 目すれば

, 歯

音, 唇音,
口 蓋音の 順で 大 きさ を考え られ る くt

, p ,

k
,

d
,

b
, g ,

n
,

m l o ま た
,

こ れ はさ らに 無声音か

ら有声 音 へ の 変 化 に 対応 して い る と い う くt
,
d i p ,

b i k
, g i s

,
Z i C

, j i e t C .l o 彼は 最 後に実験 DI と い

え る もの で
,

R o g e t の T h e s a u r u s か ら大き い こと を

意味 す る 英 語の 単 語と
, 小さ い こ と を意味 す る単語

を そ れぞ れ選ん で き て
, 音象徴 の 原 理が 自然言語 の

中に働 い て い る か 否か の 最初 の 検証 を試 み た o 長母

音と 二 重母 音
,

子音
,

短 母音 を そ れ ぞ れの 単語 グ ル

ー

プ の 中で 音象徴 の 尺度 値 を頻度 で 割 っ た数値を 出

した
. そ の 結果, どの 指標 も有 意 な 差 がな く, 自然

言 語 の 中に 音象徴 の 原理 が働 い て い ない こ とが わ か

っ た
.

S a p i r
,

N e w m a n の 研 究 に 引 き 続 い て
,

B e n tl e y
く4I

皮 V a r o n く1 9 3 3 J の も の が あ る. S a pi r
,

N e w m a n

と の 違 い が 強調 されて い る が
, 大 まか な結果 と して

は 昔象徴 の 現象を確 か め たも の と い え る
. 従 っ て

,

音象徴 の 実 験 的 研 究 は S a p i r く1 9 2 91 と N e w m a n

く1 9 3 3 1 の 考え 方 の もと に 発展 した と言え る
.
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音象徴 の 下位分類

最 初 に音象徴 くp h o n e ti
9

S y m b o li s m l と い う言 葉

を 用 い た の は S a p i r く19 2 9 1 で
,

彼 が 関 係 的 象徴

くr e f e r e n ti a l s y m b o li s m l か ら区別 して 用 い た こと

は先に 述 べ たと おり で あ るo そ の 後 は 実験 的研 究 の

様々 な方法が 開発さ れた けれ ども
.

音象徴 と い う現
く9 1

象の 理 論的分 類はE r t e1 8 E D o r st く19 6 5 J
,

T a yl o r

く3 0 J

皮 T a y l o r く19 6 5 1 に よ っ て 試み られ た に す ぎな い
.

E r t e1 8 5 D o
.
r s t く1 9 6 5 1 は音 象徴 の 現 象 を印象的

音 象徴 くi m p r e s si v e L a u t s y m b oli k J
, 潜 在 的音象

徴 くp o t e n ti ell L a u t s y m b oli k l
,
及 び

, 表出的昔 象

徴 くe x p r e s si v e L a u t s y m b oli k l に 分類 したo 潜在

的音 象徴 と はS a pi r く19 2 9 1 が m el とい う無意 味な 言

葉を つ く り
,

そ の 言 葉 の 印象を 記述 さ せ た も の を指
く1 4 I

し
,

類似 の 研究 は K 6 h l e r く19 4 7 1 の 有名 な m al u m a

と t a k e t e な どが挙 げ られ る. す なわ ち
,

意 味の 印象

か ら区別さ れ る もの で
,

昔 の 印象に 相 当 す るも の で

あるo 表出的音 象徴 と は,
シ ン ボ ル 化され た 相貌 的 な

も の - 言葉 の 音を変化 さ せ る こ とと定 義さ れ る.
こ

の 音象 徴の おびた だ しい 事例 は W e r n e r 皮 K a p l a n

く1 9 6 3 1 によ っ て 集 め られて い るo 最後に 印象 的音象

徴 は次 の 詩 で 表 さ れ る よう な 言葉 の 響 き の象 徴 と さ

れ る
.

D e r M o n d . D i e s W o r t s o a h n u n g s r ei c h
,

s o

t r e f f e n d
,

w eil e s r u n d u n d w ei c h . , . . . .

- W il h el m B u s c h

く月. こ の 言葉 は余 り に も予 感 に 満 ち満 ち,

し っ く りして い るo 丸く や わ らか な 響き をも っ て

い る か らで あるo l
く1 り

確 か に H 61 m a n く19 7 11 の 言う よ う に,

一

般的 に は

詩 の 始 ま ると こ ろ で 言 語心理 学 は 終 る が
, しか し,

音 象徴 の 研 究 は まさ に そ れ が始ま るところで 始ま る
o

T a y l o r 8 E T a yl o r く19 6 5 1 は オ ノ マ ト ペ
-

以外に

も音象 徴 の 現 象 は 存在 す る と して
,

そ れ を要素 的

くel e m e n t al l と構 造 的 くst u r ct u r al l 音象徴 に 分類

し たo S a pi r の言語材料は 子音 一 母音 一 子音の

C V C 構造 を して い て
,

そ の 真ん 中 の 母 音 を 変 化 さ

せ
,

大 き さ を象徴 す る 母音 が どう い う順序 で あ るか

を明確 にす る こ とが で きた .
これ は C V C と い う 一

定 の 構造 の 中で 変 化さ せ た た め に 母音の 役割が 明確

に な っ た もの で あ るo と こ ろ が
,

音要 素か ら切 り放

され た 構造 の み を対象に した 象徴 は直接研 究さ れて

い な い と い うo 彼 ら の もう 1 つ の 分 類 は
, 主 観 的

くs u bj e cti v e l と客 観 的くo bj e c ti v el 音象徴 で あ っ た
.

主 観的 音象徴 と は
,

た と え ば S a pi r の 行 っ た実 験 の

中で
,

m il の ノi ノとい う音が 小 ささ を象 徴す る こ と

がわか っ た が
, 被験 者 の 主観 的 な判 断 がもと に な っ

て い る 音象徴 の 現象をさ す.

一 方, 客観 的音象徴 と

はJ e s p e r s e n が小さ さ を内包 す る英 語 の 単語 に は i

が しば しば 表れ る と指摘 した よ う な現象 をさ して い

る. T a y l o r 8 c T a y l o r く1 9 6 5 1 は こ れら 客 観 的 音

象徴 と 主 観 的 音 象 徴 が相関 を も つ はずで あ る と の

音 象徴 の フ ィ ー ド バ
ッ ク仮 説 を主張 した

o
つ まり,

音 象徴 の 現象 の 著 しい 仮 定 的 な 原言 語が あ っ たと す

る. そ して た とえ ば, そ の 言語は 熱 い も の を記 述す

る言 葉 に ノ r ノと い う 文字 が2 5 % 以 上の 高 い 確 率で

含ま れ る もの と しよ うo
そ う する と,

そ の 言語 を用

い る人 は 内包 に 熱 と い う意 味を含 ん で い る言 葉 の ば

あ い に は ノ r ノと い う文 字 を 高い 確率 で 使 う こと に

な る
o

つ ま り, 人 は熱と い う内包 とノ r ノと い う文

字 が 連合 するように 条件 づ けられ る
o 言 い か え れば

,

客 観 的音象 徴 が存 在 する 時に は 人 は 主観 的音 象徴 を

発 展さ せ る は ずで あり
,

逆 に
,

主 観 的音象徴 が 先 に

存在 す る ばあ い で も, 客 観的昔象徴 が 促進 され る と

い う こ と が 同 じ推論 を 適用 す る こ とに よ り 明ら か に

な る.
こ こ に な ん らか の か く乱 要 因 が な い ばあ い は

,

これ ら 2 つ の 象 徴 の 力 が 言語 の 中 で 最 大限 に ま で 発

展 して しま うと い う こと に な る
o もち ろん こ う い っ

た こと は通 常 の 言語 で は 有 り得な い し
,

T a yl o r 8 t

T a yl o r く19 6 5 1 の 論 理 は
, 音 象徴 の 現 象が存在す る

に して も小さ な 規模で あり,
か な り 限定 さ れた も の

で あ る こ とを 予想 した と い え る
o

音模倣 と音象徴

音 声と 意味 と の対応 が 任 意 的な も の で な く
,

特定

の 昔 と特定 の 意 味が 結合 さ れ る 最 もわか りや す い 例

は擬 音語の ば あ い で ある . こ の ば あい は外 部 の 物 理

的, 客観 的刺 激 の 特性 が ある 特定 の 言 語 の 中 の 音声

で 模倣さ れ るo S a u s s u r e の 言 う よ う に
, 直接 的に 結

合さ れ て い る か に み え る音 模倣 の ば あ い で も幾分か

は音 声記 号 と の 結合に あ る程 度 の 任 意性 が あ るo
た

と え ば, 犬 の 鳴き 声 を 日本語 で は w a n w a n
, 英 語で は

b o w w o w
,

ドイ ツ 語で は w a u w a u
,

フ ラ ン ス 語で は

o u a o u a で あり, 音声模倣の 現 象に すら言語 相対仮

説 の 影が 落ちて い る か に み え る.
た だ し,

一

方 , 共

通 の 特徴 に 目を 向けれ ば
, ノ a ノ も しく は ノ a u ノと

,

ノ w ノ も しく は ノ ア ノ が 結 合 して 成 り立 っ て い る よ

う で もあ る
o

-
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これ に 対 して
,

プ ラ ト ン が述 べ た よ う に
,

ちの の

本質を 音声で 模写 す る と い う ばあ い が あるo す なわ

ち, 客 観 的な対象物 を直接 的 に 音声 で 模倣 する の で

は なく
,

対象の 性 質を抽出し
,

そ れ を音声記号 の 性

質と結合 さ せ る こと に よ っ て 象徴化し成 り立 っ た も

の が音 象徴 と い えるo もの の 本質 を言語 で シ ン ボ ル

化 した も の が 音象 徴 で あ る と い え る の で あ っ て
,

あ

る 1 つ の 事柄は あ る 1 つ の 言 葉で し か表 現で き ない

とす る 詩人 の 見 解が 極限 に あ る. こ こ に は 誤 りに 陥

り や すし
.

1 研 究例 が沢 山あり
,

たと えば
,

すで に H u m -

b o l d t で さえ
,

ドイ ツ 語 の s t e b e n
,

s t ei g ,
s t a r r な

ど は し っ か り して い ると い う印象を与え ると い うだ

けで 音 象徴の よ い 例と したo か なりの らに も
,

た と
く3 5 1

え ば W e r n e r 8 E K a pl a n く19 6 3 1 は 同じ よ うに 様々

な 内観報 告 を音象徴 の 証 拠と して 提出 して い た. し

か し, 彼 ら の 報告 を 単純に 認 め る こ とは で き そ うに

な い
. な ぜ ならば, どの よ うな状態 で そ れら の 内観

報告が とら れた か 明らか で な い し
,
被験 者に どれ は

どの 意 見の
一

致 が み られ たの か か な り の 疑 問 が あ るo

さら に も っ と根本 的に は
, 言葉の 音と リ ズ ム か らの

みそ れ らの 内観報 告 が 得られ, そ れ が 多く の 被験者

の 間で
一

致 して
-
い れば よ い

. しか し, 全 て の 被 験者

は 同時 に そ れ ら の 言 葉を母 国語 と して 用 い て い る の

で
,

そうすれ呼単語の 音声 的 特徴 の み か らで は なく,

1

む しろ,
そ の 書琴の 辞書的意 味か ら シ ン ボ ル 化 を始

め た とも解釈で きる
. 従 っ て

,
そ の よ う な言 葉の 音

声 的特徴 の み を調 べ る に は 与え られ る単 語 の 意 味を

知 ら な い 外 国人 に 内観 報告 を もと め な けれ ば なら な

い
.

さ らに
,

S a p i r が用 い た m el と い う人 工語 に 話
く5J

を も どして みて も,
B r o w n く1 9 5 8 1 が 指摘 し て い る

よ うに
,

m el は英 語を母 国語と して い る被 験者 に は

発音 の 上 か らも違 和 感 がなく
,

M el b a
,

M el v ill e
,

M el a n i e な どの 人 名 や
,

m el o d y ,
m el a n c h o ly な ど

の 一 般的 な単 語 が 連想さ れ る.
つ ま り

,
たとえ人 工

語 を使 っ た と し て も連 想的意 味 の 汚染は ま ぬ か れ な

い し,
た とえ 外国人 を被験 者に用 い て も事態は 変ら

な い
o

音 模倣 と音象徴 の 区別 に して も
,

全 て の 研 究者 が
く2 3 J

同意してい るわ けで もな い
o
たと え ば O s g o o d く1 9 6 5 J

の 音模倣は 音象徴と イ コ ー ル で ある と い う見 解と
,

B r o w n く19 5 8 1 の 両 者 をは っ きり 区別 して 扱 うと い

う見 解が両 極端に あ る
o

オ ノ マ トぺ - の 作成

音模倣 に 属す る現 象と して オ ノ マ ト ペ - が あり,

こ れは 日本語 の 擬音語と 擬態 語を含む概念で あるo

く

-
3
-
6 1

オ ノ マ ト ペ - の 作成過程 を調 べ た研 究 に W i s s e m a n

く19 5 4 1 が あり, 多く の 事実 を明 らか に し た
. 研究

は 予 備実験, 本実験 A
, 本実験 B の 3 部 か ら成 っ て

お り, 被 験者 は そ れぞ れ 5 人,
1 2 人 , 1 4 人と 少な い

が膨 大 な内省 報告 を収 集 した
o そ れぞ れの 実験 は14

の 物音に対して 適切 なオ ノ マ ト ペ ー を 選択
,

も しく

は 作 成 す る 試行 が含 ま れて い た
o たと え ば 最初 の 音

は ク ッ シ ョ ン の 上に あ る 5 k g の 鉄 の お もり をo
. 5 k g

の 鉄 の - ン マ
-

で た た き,
- ン マ

ー が 跳 ね返 され て

自然 に も う
一

度 ぶ つ か る よ う に して 発 生 さ せ た
o

W i s s e m n は 操作主 義 的な 定 義を詳 しく 記述 して い る

が
,

だか らとい っ て 追試 が可能 で あ ると は 限 らな い
.

そ の 他の 物音を 簡 単に 記 すと, 木の 玉を ペ ニ ア の 土

を こ ろ が し ブ リ キの 箱に 入 れ る音,
ビ ー ル ビ ン に %

の 水を入 れ揺 す る 音, 積 木 の 塔 を壊 す音, 渦巻 バ ネ

を振動 させ る 音,
ド ア を ノ ッ ク す る% .

, 洗面器 の 水

を両 手で か き 混ぜ る 音, 鎖の 束を揺 す る 音, 角製の

く しを フ ォ
ー

ク で こ する 音,
ビ ン に

一

枚の 水を洗面

器 に ぶ ちま け る音, 深鍋 を木 の 大 きさ匙 で た た く音,

木 の 棒を折 る 音, 洗濯棒 で 蘇 を突く 音,
ガ ラ ス の 器

を床に 投 げ砕 け る 音で あ っ た
.

こ れら14 の 物音は 3

つ の 実験 に 共 通に 用 い られた が
, 残 念 な こ と に

,
荏

ぜ こ の よ うな 物音 が 選ば れた の か 明らか で なく
, 被

験 者 ごと に 物 音が作られ て い る た め に 刺激の 同
一

性

が疑 わ しい o 集団実 験で 行 うか
,

テ
ー

プ レ コ
ー ダ ー

を用 い れ ば こ の よ うな 欠 陥は 免れ た は ず で ある.

予 備実験 で は 試行 ごと に 6 つ の オ ノ マ ト ペ ー ら し

い 綴 が 用意 され
, 被 験者 は そ れ ぞれ の 物 音に 最 も3 ,

さわ し い 綴 を選 択 したo 本実験 A で は被験 者は 予備

実験 と似 て い る が
,

それと は 異 な っ た綴 の リ ス トか

ら最 もふ さ わ しい もの を 選び
,

さ らに そ の の ちオ ノ

マ ト ペ - を作成 しい く つ か の 質 問に 応 じた. 本実 験

B で は 綴を 選択 す る手続き が省 略され た 以 外は本質

験 A と 同 じで あ っ た o
W i s s e m a n が明 らか に した主

な 結 論 の み を述 べ る と, まず, 心 理 的環 境 と物 理 的

環 境を比 べ た ば あ い
, 心理 的環境が大 き な意味 を持

っ て い ると い う. そ して
, 新 しく オ ノ マ トペ -

を作

成 す る過程 は 言語と経 験 の 影響の下 に ある と い うo

ま た 新 しく 作 られた オ ノ マ ト ペ - を調 べ る と
, 綴 の

長さ は 物音 の 長さ に 比例 して お らず, 物音 の 分割 の

仕 方に 対応 して い た
o

さ らに
, 母音の 性質は物音 の

- 7 2
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音色と 高さ を示 すと い う.
つ ま り,

i
,

近
,

8 は つ ね

に 明 る い 高い 音を示 し
,

o と u は つ ね に 暗く低 い 音

を表 す. ま た a は音色の な い こ とを,
e は明 るく 高

い 音で あ るが 音色 の な い こと を
,

a は 平均的 な 音色

と 高さ を示すo
そ の 他 液体 を表 すとき に は r が 有

声 音的 な機能 を持 つ こ と
,

ア ク セ ン トの 位 置は 物 音

の ゲ シ ュ タ ル ト の 中心 を示す こ と な どが 明 らか に な

っ た と い う. さ らに
, 新 しく オ ノ マ ト ペ - を作成す

る こと が逆 に 被験 者の 言語 環境に 働き か け,
オ ノ マ

ト ペ
一

に 類似 し た 言葉の 解釈 に 影響を与 え る と い う.

w i s s e m a n く19 5 4 1 の 実験 に は多く の 不備 が あり
,

最終 的結 論 に し て も直観 的 に まと め られて い る傾 向

が あり
,

確定 的 な 結論 と い う よ りも
,

仮 説 の 提 出と

解 釈 した方が 正 し い
. 残 念 な が ら

,
今 日 W i s s e m a n

の 研 究 を追 試す る こ と は 十分興味 深 い ともい えな い
.

描画 と音 の 対応

音声 と意 味と の 対応 で あ る音象徴 の 現象 に 類似 し

た もの と して
, 描 画 と 文 字 の 対応 の 研 究 くfig u r al

s ym b o li s m l が あ る
. 視覚と聴 覚の 異種感 覚の 共通

性 現象 くi n t e r m o d ali t y p h e n o m e n o n l の 研究 か ら

出発 し た も の で
,

最 初 の 有 名 な研 究 と して K 6b l e r

く1 9 4 7う の m a l u m a とt a k e t e の 例 が しば しば 引用さ

れ る. 曲線的な 絵 と直線的 な絵 くFig . 1 1 を被験 者

に 提 示 し
,

そ れ に m a l u m a か t a k e t e か どち らか ふ

さ わ し い 名前 を当て は め るよ うに もとめ たo 理 論 的

F i g . 1 m a l u m a o r ta k e t e

に は 曲線的 な絵 に m a l u m a を対応 させ る か あ る い は

t a k e t e を対 応さ せ る か は確 率5 0 % で あ るは ずで あ る

が
, 実 際に は被験者 の 圧倒 的 多数 は m a l u m a を 曲線

的な 絵に対応 させ た. この 追試 は H o ll a n d 8 t W e r th -

く1 2 1

ei m e r く1 9 6 4 j に よ っ て も行 わ れ
,

は ば 同 じ傾 向が

アメ リ カ人 で も支持 され る こ と が わ か っ た.
た だ,

彼 らの 行 っ た第 2 実 験 は こ の 種 の 研 究 が 多く の 問

題 を も っ て い る こ とを示 唆 した o す なわ ち, 彼ら は

m a l u m a と t a k e t e の 他 にk el u と い う合成 語 を作 り,

当て はまり の よ さ を調 べ た が, 予想通 り どち らの 絵

に も よく 当て は ま ら な か っ た
.

さ ら に
,

k と u の み

の 当て はま り の よ さ を調 べ た と こ ろ
,

こ の ば あい は

k が 直線的 な 絵に, u が曲線 的な 絵に 対 応 した.
こ

の こ と K 6h l e r の 提 出した m a l u m a く日本 語の マ ル と

い う単 語と偶 然 の 一 致 を示 すうと t a k e t e と い う神 秘

的 な 単 語が 必 然 的な もの で な い こ と を示 した . 彼 ら

は 第 1 実験 で 2 つ の 名前と絵を そ れ ぞ れ10 の S D 尺

度 で 評 定 して い る が
, も し同様の こ とが第 2 実験 で

もな さ れ た な ら ば
,

k と い う文字 の 情緒 的意味 が ,

た ま た ま u と い う文字 より 直線 的 な絵の 情 緒的意 味

に 近 か っ た こ と が い えた は ず で あ るo す な わち, 彼

らの 実験 か ら明 ら か に な っ た こ と は m al u m a と い う

無 意味 綴が た ま た ま 曲線 的な 絵 に 対 応 した が
,

そ れ

は 必然 的 な結 び付き で は な く
,

相対的 な 距離 の 近さ
く8I

を示 して い るに す ぎな い
. D a vi s く1 9 6 11 も K 6 hl e r

の 絵に 類似 した も の を使 っ て 交 差文化 的な研 究 を行

っ た
. 被験 者 は 8 - 1 4 才 の イ ギ リ ス と タ ン ガ ニ ー

カ

の 子供 で あ っ た o 第 1 実験 で は 1 つ は頑 が マ ル で 示

さ れて い る人 間 の 線 画 と もう 1 つ は 頭 が 四 角で 示 さ

れ て い る線画 くFi g . 2 1 を刺 激と し
,

どちら が 男で

あり どちら が 女を 示 すか 当て さ せ る も の で あ っ た .

t

F ig . 2 m a n o r w o m a n
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予想 され る よ うに
, 四 角 い 頑 を も つ 線 画を男 とす る

ば あ い が 多数 で あ っ た
o しか し

,
イ ギ リス の 男 の 子供

の ばあ い の み は
,

は っ きりとした 逆 の 傾 向を示 した o

す な わち
,

四 角 い 頭 を も つ 人物 の 線画を 大多数は 女

性 と判断 した
.

D a v i s は特に こ の 例外を重 視 して い

な い が
,

文化 . 社会 的 な差 異が 表 れた もの で あり興

味 深 い
o イ ギ リ ス の 子 供 に と っ て は 大人 の 女性 は厳

し い 教育 者 の イ メ
ー

ジを もた れ て い るの か も しれな

い
.

D a v i s の 第 2 実験 は K 6 h l e r タイプ の 絵を用 い た

追 試で あ っ た. た だ
,

m al u m a と い う無意 味綴は パ

ン ツ
ー

方 言 の m a l u m e く母 の 兄 弟J に 近 すぎ る の で

ul o o m u と い う綴に 変 え られて い た
. 結果 は こ れ ま

で の 研 究と 同 じく
,

t a k e t e が 直線か らな る線画に
,

nl o o m u が 曲線か らな る 線画 に ふ さ わ し い 名 前で あ

る こ と が 明 らか に な っ た
o

しか し
, 絵に ふ さ わ しい 名 前を与 え る こ の 種 の 研

究方法 はT a yl o r 8 c T a yl o r く19 6 5 1 に よ っ て 音象

徴 の 研 究 の 中で は 重要 性 が は とん どな い と厳 しく批

判さ れた o 批 判 の 第 1 点 は わ ず か に 1 対の 無意 味綴

を用 い て い るだ けで あ っ て
, で た らめ に答 え た と し

て も50 % の 人 は あ る 絵に 特定 の 名前 が ふ さ わ しい と

答 え る は ず で あ る. 第 2 点 は t a k e t e と u l o o m u は 発

音を母 音 くV l と子音 くC l の 構造 で 表せ ば
,

C V

C V C V と V C V C V に な り, 音要素の み で なく
,
特

に リ ズ ミ ッ ク な 構 造 が 異 な っ て い る の で
,

どち らの

影響 が 表 れ た の か 実験結 果 か ら知 ることは で きな い
.

第 3 は
, 言 葉 が オ ノ マ ト ペ

-

的で あ る こ とで
,

た と

え ばt a k b t e の ばあ い 小さ な と が っ た も の が 鋳で 何度

か 跳 ね返 り こ ろ が る 様子 と解釈 で き る し, u l o o m u

は 軟 らか い 物体 か 液体 が ゆ っ く りと 動 い て い る 様子

と解釈 で き るとした
o 第 2 の 批 判 が最 も重要 で あ る

o

こ の 批判 は 音 の-構造 が 同 じで あるt a k e t e と m a l u m a

の ばあ い に も 当て は ま るo
つ ま り,

こ の よ うに 長 い

綴の ば あい に は どの 昔 要素 が ど うい っ た 効果 をも っ

て い る の か 明 らか に で き な い . m a l a m a
,

m u l u m u
,

m el e m e
,

et c . と い う よ うに 可能 な 組み 合わ せ の 全

て を試 み る 必要 が あ る. そ して
,

そ う しない 限り,

こ の 種 の 研 究 の 示 唆 す る こ と は T a y l o r たちの 言 うよ

う に
, 音象徴 の 研 究 の 中で は 重要 な も の と は み な せ

く24 I

な い
.

しか し, 後 に ふ れ る よ う に O y a m a 皮 H a g a

く1 9 6 3 1 が こ の 種 の 分析 を行 っ た.

音象徴 の 多次 元 的ア プ ロ ー チ

T a y l o r 8 c T a yl o r く19 6 51 が区別 し た 音象徴 の 構

造 的側面 と音 要素 の 性質 の 側面 に
,

初め て 正 しい ア
く1 9 I

ブ ロ
ー

チ を した の は M i r o n く19 6 1 J で あ っ たo 彼 は

5 0 個 の C V C 形 式の 無 意 味綴 をよ く訓 練さ れた 音 声

学者 に よ っ て テ
ー

プ レ コ
ー ダ ー に 吹き 込み, そ れ を

日本人 と イ ギ リ ス 人 の 被験 者に 16 の S D 尺度 で 評 定

す る よ う に もと め た . そ の 際に 注 意深く も, ラ テ ン

方格 法を用 い て 刺激 を コ ン ト ロ
ー ル した

o 両 グ ル ー

プ と も, 全 て の 被 験者 に と っ て 前母音 と子音 は快 く,

弱 い
,

そ して 後母 音と 子音は よ り不快 で あり, 強 い

と い う傾 向が あ っ た
o S D 尺 度の セ ン ト ロ イ ド法 に

よ る 因子分析 の 結 果 か らは
,

評価
,

力量
, 活動 性 の

3 因子 の 存在 が考 え られた
. M i r o n の結果は 直接 的

に 音象徴 の証 拠 を提出 した とは い え な か っ た が
,

そ

れで も
,

イ ギ リ ス 人と 日本人 の 被験 者に 共通 の 傾 向

が み られた こ とか ら昔 象徴 に 働 い て い る 原理 は 普遍

的な も の か も しれ な い と したo M i r o n は よ く コ ン ト

ロ ー ル され た 無意 味綴 を刺激 とす る研究方法の 価値

を示 した と い え る が
,

S D 尺 度 の 数 が 因子 分析 を行

うに は 少な すぎ る 欠点 が あり
, 彼 の 結果 か ら 直接音

象徴に 働 い て い る 因子 は 3 つ で あ ると結論す る こと

は で き な い
o

O y a m a 8 E H a g a く1 9 6 3うの 論文 は 3 実験 から成 っ

て い る
. 最初 の 実験 は K 6 hl e r の m a l u m a と t a k e t e

の 図形 を含む,
1 4 の 直線 も しく は 曲 線に よ る線 画を

3 5 の S D 尺 度 で 評定 す る もの で あ っ た
o 尺度 間 の セ

ン ト ロ イ ド法 に よ る因子 分析 が なされ
,

バ リ マ
ッ ク

ス 回転 され た
o 結 果 は 力量

,
評価

,
活 動性と み な せ

る 3 つ の 大 きな 因子 と 2 つ の 小さ な 因 子が と り出 さ

れた. 第 2 実験 は C V C V C V 形 式 の 無 意味綴,
r a

-

m a r a
,

ri m i ri
,

r u m ll r u
,

k a t a t a
,

k i ch i ki など16

を 同 じ S D 尺度 に よ っ て 評定す る も の で
,

セ ン ト ロ

イ ド - バ リ マ
ッ ク ス 法 の 結果 は 安定 さ

,
清潔さ

,
力

量 を表す 3 つ の 大き な 因子 が 得 られ た. 続く 2 つ の

小さ な 因子 は幸福 さ
, 活動性 と 名付 け られ た. 第 2

実 験 を, 因 子 に含 ま れる 尺度 の 平 均値 を中心 に 考察

す ると, 母音 お よ び子音 の 多 次元 的側面 が 明 らか に

な る
. す な わち

,
第 1 因 子 に 含 ま れ る尺 度 の 値 は

r u m u r u ,
r o m o r o が 高く

,
ri m i ri

,
r e m e r e が低 い

o

こ の こ とか ら母 音 の u と o は i と e よ り深く
,

遠く
,

満 ちて い て
, 軟 らか く

, 熱く
, 湿 っ て い て

, 滑 らか

で あり,
a は 平 均的値 をと る と結論さ れた. 同様に

して
,

2 因 子以下 を考察 する と
, 母音 の i は o と比

較 して 清潔 で
, 新 鮮で

,
新 しく

, 鋭く,
は っ きり し

て い て
, 知 的で

, 明 るく
,

速く
, 第 3 因子 か ら は母

音 の a が 強く, 男 性的で
,

u が 女 性的 で
,

o が 否定
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的で あ ると結論さ れ た.

一

方 子音 の 方 は
,

第 1 因子

か ら m と r は k に 比 べ て 深く
, 滑ら か で

,
安定 して

,

遠 く
,

非 現実的 で
,

よく
,

美 しく, t は中間の 値で

あり
,

第 2 因子 か ら は k と r は m と t と対照的 に 清

潔 で 新 鮮 で
,

鋭く
,

新 しく
,

は っ き り して
, 知 的で

,

明 るく, さらに r と t は m と k に 比 べ て 大き い と い

う印象が もた れ て い た
o

こ れ ら の 結 果 は N e w m a n

く19 3 3 1 の結 果 を支持 す る も の で あ っ た
. ま た第 3

因 子 か ら は k が 強く , 男性 的で
,

r と t が 中程で あ

り
,

m が 反 対 の 印象を もた れ, 第 4 因子 か らは r と

k が t と m に 比 べ て 幸 福で 楽しく, 第 5 因子 か らは

r が 皿
,

良
, t に 比 べ て 興 味深く, 動 的で あり, 個性

的で あ るとさ れ た
o

続く 第 3 実験 で は 図形 象徴 と音 象徴 の 比較 が なさ

れ た
o 興味深 い 点 の み をあ げ ると すれ ば

,
m a r u m a

とt a k e t e が最 もふ さわ し い と して 選ばれ た の で は な

く て
, 相 対的な 当て は ま り の 良さ で あ る に 過 ぎな い

こ とを先 に指摘 した が
,

O y a m a 8 c H a g a の 結 果で

は K 6h l e r の 図形 に は上 の 2 つ の 名前 が 最 も 当て は ま

る も の の 1 つ で あ る が
,

選択 の 頻度 の み に 注 目す る

と
,

r o m o r o とki c h i ki くあ る い は k a k i k a l が最 もよ

く 当て は ま る と い う. さ らに ま た
,

全体 の 結 果 は図

形 象徴と音象徴 が 異 な っ た 認知 構造 に よ っ て な さ れ

る こ と を指摘 した と い え るo

異種 の 言語間 に おける

単語 の 対応 づ け の 研究

く3 1 1

単語の 対応 づ け研 究 は,
T s u r u 8 c F ri e s く1 9 3 3 1

に よりゲシ ュ タ ル ト心 理学 の 原 理 に
一

致す る興 味深 い

現象として 紹 介され たの が 最初で あ っ た
. 研 究 の 方法

は,
たとえ ば英語 で 反 対 の 意 味をも っ て い る 単語対 を

いく つ か選 び
,

それを未知 の 外 国語で ある 日本語 に翻

訳 し
, 英語 の みしか 話せない 被験 者に 口頭 で 提 示して

意 味 の 対応 す る 単語 同士を 当て さ せ るもの で あ っ た
o

つ まり,
f a s t

,
sl o w に 対 して 日本 語 の h a y a i

,
o s o i

が与 え られ
,

英 語 の み しか 理 解 で き な い 被 験 者 は

fa s t に 対応す る の がh a y a i か あ る い は o s o i で あ るの

か 当て な けれ ばな らな い
.
T s u r u 鹿 F ri e s は2 5 対 の

母 国語と 未知 の 外 国語 の 単語 対 の 例を示 し
,

7 5 % 以

上 は 当 る と して い るo
た だ し, 翻 訳 の 過 程 に十分 な

注意 が は らわ れ て お らず, 形 態的 に 類 似 した外国 語

が 選ば れ る傾 向 に あ る
o

た と え ば
,

f a s t とh a y ai は

a と い う音を 共通 に 含 み
,

sl o w と o s o i も o が 共通 で

あ る. o l d に 対す る oi t a r u
, y o u n g に 対す る w a k a i

も共通 な 母音を含ん で い て
,

B r o w n く19 5 8 1 に よ っ

て 批判 され た. 類似 の 研 究と して は
,

英 語 .

日本語

の 単語対を 用 い た T s u r u く19 3 4 l
, 英 語と - ン ガ リ

ー

語 を 用 い た A ll p o r t
,
英 語と 日本語

,
英 語 と ポ ー

ラ ン

ド語 を用 い た Ri c h く1 9 5 3 1 の研 究 が あ る.
こ の 一 見

単純 な 研究方法 は 音象徴 の 普遍性と い うも う 1 つ の

仮 説 をうみ 出し
,

そ れ以 後も精 力 的に 研 究が 進め ら

れた . 著書 に よ る まと め は T a b l e l に 示 した. もと
く2 I

もと は A t z e t 8 E G e r a r d く1 9 6 5 1 の まと め に よ っ て

い る が
,

か な り の ミ ス プ リ ン トと記述 の 誤り を な お

し
, 彼 ら以 後 の 分献 を補足 した.

く6 ユ

B r o w n
,

B l a c k
,

8 c H o r o w it zく1 9 5 5 1 は2 1 対の 英

語 の 単語を もと に して
,

そ れを 中国 語
,

チ ェ コ 語
,

ヒ ン デ ィ
一 語に 翻 訳 し

, 同様 の 対応 づ けの 研 究を行

い
, 普遍 的音象徴 の 現 象を 確か め たか に み え た o し

く18 1

か し
, 続く M al z m a n

,
M o r ri s et t

,
8 E B r o o k く1 9 5 6 1

で は ク ロ チ ア ア 語 と 日本 語の 間 で 有意 な 結 果 が 得 ら
く3 1

れ て い な い
. ま た , B r a c k bil1 8 c L i t tl e く19 5 7 1 で

は 特に 一 貫 した傾 向をう か が う こ と が で き ず, 結果

は 混沌として い る ようにみ える
. ま た

. 彼 らは B r o w n
,

B l a c k
,

皮 H o r o w i t z く19 5 5 1 を次 の ように 手厳 しく

批判 した
o 第 1 は

, 彼 ら の 方法 は仮 説 の 検証 に 対 し

て 十 分で な く, 母 国語
-

外国 語の 対 の みで な く
, 外

国語 -

外 国語 の 対 も用 い る必 要 が あ る こ と
,

第 2 は
,

翻訳 に 注意 を は ら っ て お らず, 英 語 か ら外 国 語に 翻

訳 した の ちに
, 外 国語 か ら英 語 - と 再 翻 訳 くb a c k

t r a n sl a ti o n l を行 っ て 翻訳 の 妥 当性を チ ェ ッ ク す る

必 要 の あ る こ と
,

第 3 に , 用 い られた 単 語 の 選 択過

程が 不 明で あり,
ど

-

く わ ず か な サ ン プ ル を採 っ た に

す ぎな い と したo B r a c k b ill 鹿 Li ttl e は さら に 被験

者 の 反応 の 項 目分析 を行 い
, 単語 の 長さ, 母音, 翠

語の 情 緒的意 味 が 正答 率 に 影響 を与 え る こ と を人 工

語を用 い た 第 2 実験で 検 証し
, 普遍 的音 象徴 の 仮 説

く7 1

を否定 した
. 続く B r o w n . 8 c N u t t a 11 く1 9 5 9 1 は方

法 論的 に よ り慎 重 に な り, 予備 実験 の の ち言 語 の 組

み 合 わ せ を母 国語 一 外 国語
, 外 国 語 一 外 国語 と

し
,

さ ら に リ ス ト に 英語 一

中国 語の ペ ア
,

そ して

英 語 - ヒ ン デ ィ
一 語 の ペ ア の 順 に 提示 し

,
同 じ意

味 の ペ ア で あ る か 違う ペ ア で あ る か の 判 断 をさ せ た
o

結果 は 有意 で あ る が , T a b l e l に 示 して あ る よ うに
,

視覚 一 聴覚的 提示 よ りも正答 率 は は る か に 小さ か

っ た . ま た
,

母 国語 一 外国 語 の ペ ア よ り も, 外国

語 一 外国 語 の 対応づ け の 方が 困 難で あ る こ と もわ

か っ た
.

そ こ で
, 音象徴 の 効果 は研 究 手続き に 左 右

され やすく
, 自然言 語 に おける音象 徴 はS a p i r く19 2 9 1

や N e w m a n く1 9 3 3 1 が 示 した よ うに
,

た とえば 重さ
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音象徴を め ぐる 諸問題

T A B L E 1

P E R C E N T A G E S O F C O R R E C T M A T C H 工N GS 工N F O R E I G N L A N G T A G E S

A 1ユt b o r

L a n g u a g e u s e d % c o r r e ct S u bj e ct s

St i m ul u s R e s p o n s e N of p a i r s A u d it o r y
A u d i t o r

y

良 V i s u a 1
V i s u a l

N a t i v e

L a n g u a g e

N

T s u ru く19 3 4 l a
E n g l i sh J a p a n e s e 36

4 7 . 2 串

6 9 . O b

5 5
.
6 +

E n g l i s h 5 7

A l l p o rt
a

E n g l i s h H u n g a ri a n 36 5 6 . 6 b
E n

g
l i s h 6 8

R i c hく 19 53 l a

B r o w n
,

B l a c k
.
息 H o r o wi t z

E n g l i s h J a p a n e s e 2 5 5 7
.
7 +

E n
g
l i s h 4 4

E n
g
l i s h P o li s h 2 5 6 4 . 8 串

E n g l i s h 4 4

E n g l i s h C h i n e s e 2 1 5 8 . 9 +
E n g l i s h 8 6

く19 5 5 l

M a l z m a n
,
M o r ri s e tt

,
8t

E n g l i s h C z e c h 2 1 5 3 . 7
+

E n g l
i s h 8 6

E n
g l

i s h

E n g l i s h

H i n d i

J a p a n e s e

2 1

2 5

5 9 . 6 +

5 2
.

2

E n g li s h

E n g l i s h

8 5

6 5

B r o o k s く1 9 56 l

B r a ck b i 1 1 良 L i t t l e く1 9 57 1

B r o w n 也 N u tt a 1 1 く19 5 9 l

W ei s く19 6 3 l

A t z et 息 G e ra rd く1 96 5 l

E n g l i s h C r o at i a n 2 5 5 4 . 8 + E rl gl
i s h 4 8

C r o a t ia n J a p a n e s e 2 5 5 1 E n g li s h 2 9

E n g l i s h J a p a n e s e 5 0 5 1 . 4 E n g li s h 4 0

E n g l i s h H eb r e w 5 0 5 2
.

6 5 3 . 3 串 5 3
. 0 串

E n
g
li s h 4 0

E n
g
l i s h C h i n e s e 5 0 49 . 0 4 9 . 9 5 0 . 8 E n g li s h 4 0

C h in e s e J a p a n e s e 5 0 5 7 . 0 串 5 3 . 8 串 5 3 . 7 串
E n g li s h 4 0

C h i n e s e H eb r e w 5 0 46 . 8 + 4 7 . 7 4 9 . 9 E n g li s h 4 0

H e b r e w J a p a n e s e 5 0 5 2 . 6

5 0 . 4

5 3 . 3
+

5 0 . 9

5 1 . 7 串 c

5 1 . 7 串 c

5 5
,
4 串

E n g li s h 4 0

E n g l i s h

E n g l i s h

E n g l i s h

E n
g
l i sh

C b i n 由 e

E n g
l i s h

C h i n e s e

C h i n e s e

H i n d i

H i n d i

H i n d i

H i n d i

くA nt .1

2 1

4 2

2 1

4 2

2 1

20

6 0 . 2 辛

6 0 . 5
+

5 2 . 2 +

5 8 串

E n g li s h

E il
g
l i s b

E n g l i s h

E n g l i s h

E n g l i s h

E n
g
l i s h

8 4

9 6

84

96

7 1

9 9

E n g l i s h H i n d i

くM i x .I
2 0 5 5. 7 串 E n g l i s h 10 1

E n g l i s h C h i n e s e

くA nt.l
2 0 54 .9 串 E n g l i s h 9 7

E n g l i s h

N a マaj o

C h i n e s e

くM i x .l

C h i n e s e

2 0

2 0

55- 6
串

5 7 . 4 串

E n
g
l i s h

N a v a j o

9 7

6 0

S l o b i n く19 6 8 l

S i e g e n
,
S i l v e r m a n

,

良

N a v a J O

E n g l i s h

H i n d i

n a i

2 0

2 1

50 . 1

6 0 +

N a v a j o

E n g li s h

6 0

4 6

E n g l i s h K a n a r e s e 20 7 0
+

E n g l i s h 4 6

E n g l i s h

E n g l i s h

Y o r u b a

T h a i

15

2 1

5 5 串

6 0 . 9 +

E n g l i s h

E n g
l i s h

4 6

4 6

E n
g
一i s h

E n g li s h

K a n a r e s e

C hi n e s e

20

2 1

6 9 串

6 0 . 3 +

E n g l i sh

E n g l i s h

2 9

2 9

M a r k e1 く1 9 69 I

K u ni h i r a く1 9 7 1 l

E n g li s h C z e c h 2 1 5 9 . 8 串
E n

g
l i s h 2 9

E n g l i s h

E n
g
l i sh

H i n di

C h i n e s e

2 1

2 1

5 7 . 0 串

5 8 . 3
+ d

E n g l i s h

E n g li s h

3 2

32

E n g l i sh C z e ch 2 1 56 . 0
串

E n g li s h 32

E n g l i sh

E n
g
l i s h

H i n d i

J a p a n e s e

2 3

2 3

5 1 . 0 E n
g l

i s h

E n g l i s h

7 1

6 6

E n g l i s h

E n g li s h

J a p a n e s e

J a p a n e s e

23

23

6 3 . 1 串 e
E n g l i s h

E n
g
l i s n

6 6

5 8

a R e p o rt ed b y B r o w n
.

息 H o r o w i t z く1 95 5 1
b D i ffe r e n c e f r o m ch a n c e n o t r e p o rt ed

c S a m e- D i f f e r
r

e n t P r e s e n t a ti o n

d M o n o t o n e V o i c e

e E x p r e s si v e V o i c e

串 S i
g

n if ic a n t a t 皇. 0 1 l e v e l

な ど の 感 覚連続体 の 情緒的意 味 の 側 面 に 限定 され る 英 語- 中国 語
,

英語 - ヒ ン デ ィ 語 の 要 因 に反 意語条

の で は な い か と
,

B r o w n
,

B l a c k
,

8 c H o r o w i t z 件と混 ぜ合 わ せ た 条件を導入 した が, 条件 間 の 差 は
く3 4 1

く19 5 5 1 の 結 論を修 正 したo 又
,

W ei s く19 6 3 J は 反 見 い 出せ な か っ た
.

意 語の ペ ア が 不可欠 で あるか 否 か を検証 するため に
,

A t z e t 皮 G e r a r d く19 6 5 1 の 結 果 は 普遍 的音象徴
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音象徴をめ ぐ る諸問題

の 坂説 に 否定 的で あ っ て
,

1 つ の 有意 な結果 も得ら

れ なか っ たo 今 まで の 研 究 は英 語 を母国 語と す る大

学生 を被 験者 に して い た が
, 彼 らは ナ バ ホ 語 の み を

話 す被験 者を 用 い た と こ ろ に研 究 の 特色 が あ っ た
.

ナ バ ホ 語に は 書 か れ た 形式 が な い の で
,

単語 の 提示

方法 は必 然 的に 聴覚的 な 方法 の みとな っ た
. そ して

,

も し仮 に 音象徴 の 現象が あ る に して もせ い ぜ い 英 語

を し ゃ
べ る被験者 に 限 られ, しか も,

ごく 限 られ た

範 囲で しか ない だ ろ うと 結論 した
o 今ま で 等 閑に 付

く2 91

さ れて い た被験 者 の 問題 は 次 の Sl o bi n く1 9 6 8 1 に よ

っ て
, 新 た な 側面 を指摘さ れ ることに な っ た

. S l o b i n

く1 9 6 8 1 は また
, 単語 対の 選 択に も注意 深く あ た り

,

くz2 I

O s g o o d
,

S u ci
,

8 c T a n n e n b a u m く1 9 5 7 1 の い わゆ

る S D 法 に よ っ て 主 張され た 情 緒 的意味 の 3 つ の 次

元で あ る評 価
,

力量
, 活動性 か ら出 現頻度 と因子 負

荷量を 参考 に し
,

そ れ ぞ れ 7 つ の 形容 詞対を選択 し

たo 選 ばれ た 形容 詞対 は 感覚を表 す もの
, 大 きさ を

表 す もの に 分類さ れ た
.

これ ら の 単語 対は 実験者 の

知 らな い 言 語で ある タ イ 語
,

カ ナ リ
ー 語

,
ユ

ー

ロ バ

語 に
,

そ れ らの 言 語を母 国語 とす る外国人学生 に よ

っ て 翻訳 され
, 再翻 訳で 翻 訳 の 妥 当性が チ ェ ッ クさ

れ たo さら に そ れ ら の 学生 達 に は 実験 の 性 格は 知 ら

され て い な か っ たo 提 示条 件 も音声 だ けの 方法 と
,

音 声 と 文 字 に よ る 方法 の 2 種 類 を用 い た
o 結果 は

T a bl e l に み る よ うに
,

い ず れ の 言 語と条 件 で も正

答 率は 有意に 高く
,

普遍 的音象徴 の 仮説 は 再 び支持

され た
o Sl o b i n は 先 の B r o w n 8 c N u t t a l く19 5 9 1

の 慎重 な結 論を修 正 し
,

音象徴 の 現 象は大 きさ な ど

の 次元 に 限定さ れ る の で は な く
,

全 て の 意 味次元 で

み い 出さ れ ると し た
o

た だ, 先 に 述 べ た よ う に
,

S l o bi n は外国語 の 学習経 験 と音象徴 の 関係 を調 べ て

おり,
勉 強 した外国 語 の 数 と年数が 単語対 の 正 答率

と有 意 な 関係 が あり,
こ の こと は 音 象徴が 先天 的に

存在 す る の で は な く
, 後天 的 に外国 語 の 学習経験 と

と もに 発達 す る こ と を意味 し て い て 興味深 い
o 続く

く28 I

S i e g e n
,

S il v e r m a n
,

8 c M a rk el く1 9 6 9 1 は B r o w n
,

B l a c k
,

鹿 H o r o w i t z く19 5 5 1 の 研 究 を聴覚 お よ び

視覚提 示条件 の み で な く
,

聴覚 の み の 提示 条件 を加

えて 追 試 した もの で あ る. 結 果 は 聴覚 の み の 提 示が

聴覚プ ラ ス 視覚条 件 に 劣るもの で ない ことを 示 したo

く1 0I

T a b l e に は 記載しな か っ た が こ の 他 G e b el s く19 6 9 1

の 普遍 的音象徴 を支持 す る研 究 もあ る. 彼 の 研究 は

22 対 の 反対語 を5 つ の 言語 間で 評 定尺度 を使 っ て 対

応 させ るも の で
,

1 つ 1 つ の言 語 間で の 一 致は 検 討

さ れ て い ない が
, 全体として有 意な 結 果 を得 て い る.

り 7 I

ま た提 示条 件 に メ ス を入 れた研 究 と して
,

K u n i h i r a

く19 7 11 が あ るo 彼 は 条件 を 文字 に よ る も の
,

平 坦

な 音声 に よ る も の
, 情動 を表す 音声 に よ る も の に わ

け, 単語対 の 正 答率を検 討 した
. 情動を 表す 音声 は

平 坦 な音 声 と, 文字に よ る提示 条件 に よ り有意に 高

い 正答 率を もた らす こ と が わか り,
こ こ に 音 声の 手

掛 か り に よ っ て 音象徴 の 現 象 が も た らさ れ る可 能性
く1 5J く1 6J

が 示 唆 さ れ た
.

K o ri a t く1 9 7 5
,

1 9 7 6 1 は Sl o b i n

く1 9 6 8 1 の 研 究 を追試 し, 音象徴 の 現 象が外国 語を

知 っ て い ると い う感 じ くfe eli n g o f k n o w i n g l と有

意 な相関 を も つ こ とを示 したo ただ し
, 普遍的音象

徴と い う 現象 は
,

存在す る が 自然 言語 の 中の い く つ

か の 言語 に 限 られ る と い う制 限 を つ けたo

こ の よ うに 混 沌と した 様々 に 異 な っ た 結果 の 前に

我 々 は 全体 と して ど の よ うな 結 論 を下す ペ き で あろ

うか o 1 つ は 被験 者 の 問題 が あ る. す な わ ち
, 否定

的な結 論を もた ら した A t z e t 8 c G e r a rd く19 6 5I を

除 桝 も 英語 を母 国語 とす る大 学生 が全 て で あ る こ

と に 注 目すれ ば外 国語 の 学 習経験 の あ る知 的 に 優れ

た 被験者が普 遍的 音象徴 の 仮 説 に 肯定 的 な結果 を も

た ら して い る こ とが 理解 で き る. さ らに
,

実験手 続

き の 点で はB r a ck b il1 8 c L i ttl eく19 5 7 1 が 慎重 に 比

較 した 外国 語 一 外国語 の 単語対を 一 致さ せ る研 究

が少 な い ことが 挙げられ る
o 母 国 語 一 外国語 の ば

あ い に は被験者は お そ らく母 国語 の 単語 の 意味 か ら

未知 の 外国語 の 意 味 の 次 元を 限定 す る こ とが で き,

推定 しや すく な る 可 能 性 が あ るo た だ
,

こ の 点は

B r a c k bi11 皮 Li t tl e く19 5 7 1 で は確 認 され て い な い

が
, 少なく と も普遍 的音 象徴 の 仮 説に 肯 定 的な 研究

は 母国 語 一 外 国語 の 組 み 合 わせ を用 い て い るo 最

後 に 実験方 法 自体 に つ い て の 不満 が あ るo 研 究方法

は いく らか 精密 に な っ たと は い え,
1 9 3 0 年 代 の 方法

か ら少 しも進歩 して い な い
o 自然言 語 の 綴は 分析不

可 能で あ っ て
, 綴 の どの 部分が どう い う.i , うに 働 い

て 昔象 徴 の 現 象を もた らすか 明らか に し よ うと す る

分析的研 究 が み あ た ら ない し
, 普遍 的音象徴 が存在

す ると い っ て も
,

た か だ か 未知 の 外国 語 の 単語と母

国語の 単語 を偶 然以 上 の 確 率で 当 で る こ とが で き る

だ けで あ っ て
,

そ の 現 象 を普 遍的音象徴 と い う言 葉

で よん で よ い の か と い う妥当性 の 問 題 が あ る
o 音声

の 手掛 か り
,

綴 の 形 式 の 手掛 か り な ど が混 入 して
,

と て もは っ き り と した 原 因を見 い 出 す こ と は で き そ

う に な い
o も っ と分析 的 な研 究 が 表 れ

, 因果 関係 が

明 らか に で き たと き に 初 め て 普遍 的 音 象 徴 くu n i -

v e r s a l p h o n e ti c s y m b o li s m l と い う大担 な術 語を
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音象徴をめ ぐる諸 問題

使う べき で あ っ て
, 当分 の 問 は厳 し い 監 視下 に 置か

な けれ ばな らな い
.

日本語 に おける客観的音象徴 の 事実

自然言語 の 中で 音象徴 の 証 拠 を探 る研 究 は N e w
-

m a n の 第 3 実験 に始 ま っ た が
,
結果 は 否定 的で あ っ

り3 1

た. しか し
,

そ の 後, J o h n s o n く19 6 7 1 は N e w m a n

の リ ス トを再分析 し
,

単語 の 最 初の 母音で は i の 便
りl

用 頻 度 に 差 が あ る こと を見 い 出した . 又
,

A n i s r eld

く19 6 81 も快
,
不快 の 単語間 で は e

, ど,
i

,
o に 使用 頻

度 の 差 が あ る こ と を見 い 出 し
,

客観 的昔 象徴 の 証拠

は わ ずか な が ら存在 す る と言 え るo 日本語 に お ける
く2 01

研 究 と して は村 上 く19 8 01 が あ っ たo 彼 は 昔 象徴 の

事実 が自然言 語の 中で は か なり限 定され た現 象で あ

る の で
,

客観 的音象徴 を見 い 出す の に最 も可 能性 の

高い 擬音語 . 擬態 語を 用 い て い るo 彼 は ま ず
,

よく

言及 さ れ る プ ラ ト ン の ク ラ チ ュ ロ ス で は なく
,

テ ア

イ テ ト ス く20 1 E
-

2 0 2 C l の 記述 に 注 目 したo そ し

て
,

もし音象徴 の 事実が あ ると すれ ば
, 綴の 成分と

意 味 の 成分に は なん らか の 関連 が 見 い 出され る は ず

で ある と の 仮説を た て
,

因子 分析法 を用 い て 綴 の 成

分,
意味 の 成分 をそ れ ぞれ導き 出し

,
最 後に そ れ ら

ql 因子 を ク ラ ス タ
ー

化す る こ と に よ っ て
,

音象徴 の

客観的事実を突き 止 め よ うと した . 研 究 は か な り大

掛か りで あり
,

延 べ 30 0 人 の 被験者 を用 い
,

全体は

5 分析 か らな っ て い る o まず
,

分析 1 で は 最初 の 音

が 日本語 の50 音を代表するよう に選 択さ れた6 5 の オ

ノ マ ト ペ ー を そ れぞ れ の 音 素と対応 させ る よ うに ロ

ー

マ 字表記 し
,

言葉と言 葉の 間 に どれだ け共通 の 音

素が あ る か を もとに して , 次 の 式を 用 い
,

一 致 度係

数を計 算 した
.

S A B
-

m
くA + B l ノ m くA + U l

つ まり
,

A と B の 言葉 が あ るとき
,

一 致 度係 数 S A B

は A の 音素と B の 音素 の 交 わりと結 びの 比と して 定

義され るo オ ノ マ ト ペ 一 間 の 主 軸法
,

ゼ オ マ ッ ク ス

回転 に よ る因 子 分 析 の 結 果 か ら1 2 因子 が導き 出さ

れ, ノn ノと ノr ノ , ノr ノと ノo ノ
,
ノa ノと ノk ノ

,

促 音
,
ノo ノ, l a ノ , l i ノ

,
ノp l , ノu ノ

,
ノb ノ

,

ノk ノ
,
ノt ノ の そ れぞ れ の 成 分が 抽出 され た

o 続く

第 2 分析は S D 法 を用 い て や は りオ ノ マ ト ペ 一 問 の

距 離を もとめ た も の で
,

こ れに よ ると 4 因子 しか 見

い 出され ず, そ れ ぞ れ 評価, 活動 性, 疲労, 力量 田

子 と名付 け られ た
o 第 3 分析 は 延 べ6 8 0 3 語 の 名 詞の

連想反 応 をもと に して オ ノ マ ト ペ - を分類 した も の

で あ る
.

反 応語 を 1 つ の 要 素と して 用 い
, 同 じ 一

致

度係勢に 従 っ て オ ノ マ ト ペ 一 間 の 関 係が導か れ
, 因

子 分析が 施され た
o 結果 は 7 因子 で あ っ て

, 青も し

く は 聴 覚, 歩行 運動, 水
,

不 安
,

粘 り けの あ る液体,

焦 り に 関 係 し た 成 分 を 抽出した. 第 4 分析 も延 べ

6 24 5 語 の 反 応 語 をもと に 同 じ分析 が な さ れて い る

が
,

反 応 語が 動 詞で あ る点 だ け異 な っ て い る . こ の

結 果 は 8 因子 で あ っ て
,

活 動性
,

不安, 表情, 音も

しく は 運 動
, 評 価 あ る い は 疲労, 液 体, 歩行運動

,

落 ち着き の なさ の 成 分が 抽出さ れ た. そ こで 最後 の

5 番目 の 分析で
, 今まで 導 き出 した因子 の 間 の ピア

ソ ン 相 関を もとに して
,

マ ッ ク ス 法 に よ る ク ラ ス タ

ー 化 が 行 わ れた. 分析 1 の み が 音素 を もとに 導き 出

した 成 分で あり
,

そ の 他 は S D 法
,

連想 語を 用い て

導 き出 した 意味 の 成分で あ っ た o そ して
,

客観 的音

象徴 の 事実 は 分析 1 と そ の 他 の 分析 の 間に な ん らか

の ク ラ ス タ
ー

が 導 か れ れば証 明さ れ る こ とに な る.

結 果 は
,

全て の 音 素成分が 意味 の 成 分と つ な が りを

も っ て い る わ けで は ない が
,

そ れで もノ b ノ と い う

成 分 は 分析 3 の 液体,
分析 4 の 液体因 子と ク ラ ス タ

ー を作 っ た o 従 っ て
,

ノ b ノと い う音素成 分は 液体

と い う意 味 の 成分を象徴 して い る と い う こ とが い え

る. 同様 の 事実 はI t l Gこも い え , 分析 3 の 歩行運

動, 分析4 の 落ち着きの な さと ク ラス タ
ー を作 っ た

.

従 っ て
, ノ t ノ と い う成 分は 運動と い う意味 成分を

象徴 して い た こと に な る
o

さ ら に
, ノ i ノと い う音

素 成分は ノ p ノと い う成 分と と もに 分析 3 の焦 りの

成 分に 関係 して い た
. 最 後 に

, ノ o ノ と い う成分は

分析 3 の 不安, 分析4 の 不安, 分析 2 の 疲労 と関係

して い た
o

これ ら の 音 素成 分と意 味成 分の つ な がりは 何 を意

味 す る の だ ろうか . こ こ に は音模倣 と音象徴 の 2 つ

の 側面 が 導き 出さ れて い る. た とえ ば
,

ノ t ノ は 7

ツ を地面 に れ ち あて る音 の 模倣 で あり
,

ノ b ノ も液

体が泡 立 ち
,

く ず れ る昔で あ ると解 釈 が で き る.

A

方
,

気 分を 表すノ p ノと ノ i ノ
,

ノ o ノ は 昔模倣と

い う よ り も音象徴 で ある と考え た方が妥 当で あ るo

村 上く1 98 0J の 結果 は 音象徴 や 音模 倣の 客観的証 拠

は 自然言 語 の 中の
,

さ らに そ の 中の オ ノ マ ト ペ ー

と

い う限定 さ れた 領域 に存在 す る こ とを示 したが
, 普

と 意味 と の 対応 は プ ラ ト ン の ク ラ チ ェ ロ ス で 主 張さ

れ た程 多く提 出で き な い こ と を示 した
o
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結 び

古く て 新しい 問題 で ある音 象 徴 をめ ぐる 諸問 題に

つ い て 批判 的 に検討 を行 っ たが
,

音象 徴と い う現象

を客観 的 に 突き止 め る研 究 が よ う やく 表れ始め た 状

態で あり, 音 象徴 の 成立過程 を説 明 す る研 究は 見当

た らない
o もち ろ ん

,
た と え ば w e r n e r 8 c K a pl a n

く19 6 3 1 の 相 貌性 に よ る説 明が挙げ られ ようが
, 音象

徴 と い う現象 の 説 明の た め に
, 新 た な仮 定で あ る相

貌性 を持 ち 出す こと は 適切 と は い え な い し
, 次 か ら

次に 複雑な概念 が もち出さ れ
, 説明が 増 々 難解に な

る が
,

一 方
, 音 象徴 と い う現象 の 説 明 が 適切 に な さ

れ るわ けで もない
. 学習 理論 に よ る 単純 な連 合理 論,

す なわ ち
,

対象物 と そ の も の が た て る 物音 と の 単純

な 条件 学習 に よ る 説 明は
一

見 す っ き りと して ま とま

り もよ い が
,

しか し
, 対象物 の 昔 や そ の 昔 の 知覚に

つ い て 詳 しく 記述 して い る研 究 も見 当た ら な い し
,

き わ め て 力動 的 で, あ い ま い な 音 象徴と い う 現象を

将来 適切 に説 明で き る とも思 え な い
. 誤 り に 満ち満

ちた こ の 領域 で は 性 急 に全 て を説 明す る の で は な く
,

客 観的事 実 の 究明 に 力を注 ぐ べ き で あるo

付 記

こ の 文 献研究 は 19 7 9 年前 期に 専攻 科で 行 っ た 講義

を もと に して ま と め た もの で あ る.
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