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実験言語学の方向性*
 

 

福盛  貴弘 †  

 

【 要 旨 】 本 稿 は 、 本 学 会 パ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン 「 記 述 と 実 験 の

架 け 橋 」に お い て 話 し た 内 容 を ふ ま え て 、(1)ル ス ロ 以 来 の 実 験 音

声 学 の 伝 統 を ふ ま え た 、 記 述 言 語 学 の 延 長 線 上 に あ る 実 験 言 語 学

と い う 位 置 づ け 、 (2)実 験 言 語 学 に お け る 実 験 の 考 え 方 、 (3)意 味

範 疇 の 文 法 性 判 断 へ の 関 与 に 関 す る 成 果 の 一 例 、(4)実 験 と 理 論 は

ど う い っ た 関 係 で あ る べ き か 、 の 4 点 に つ い て 論 じ て い る 。  

 

キ ー ワ ー ド ：  実 験 言 語 学 、実 験 音 声 学 、ル ス ロ 、言 語 現 象 、実 証  

 

1 . 実 験 音 声 学 の 誕 生  ―  ル ス ロ 以 来 の 伝 統  ―  

 実 験 言 語 学 の 方 向 性 を 考 え る に あ た っ て 、言 語 研 究 に お い て 先 駆 的 役 割 を 担

っ て き た 実 験 音 声 学 が ど の よ う に 道 を 歩 ん で き た か を ふ り か え り つ つ 、考 察 し

て い き た い 。  

 1 9 世 紀 の 音 声 学 は 、 主 観 的 観 察 に 基 づ く 記 述 音 声 学 と 歴 史 言 語 学 に お け る

音 韻 変 化 を 理 解 す る た め の 歴 史 音 声 学 と い っ た 2 つ の 分 野 が 主 流 で あ っ た 。こ

の 流 れ に 対 し 、 医 工 学 の 音 声 研 究 が 機 器 を 用 い た 解 析 が 主 で あ っ た の に 対 し 、

い わ ゆ る 文 系 に 属 す る 記 述 音 声 学 も 機 器 を 用 い る 研 究 に 移 行 し よ う と す る 時

期 が あ っ た 。 パ リ の 言 語 学 会 で は 1 8 7 4 年 に 音 声 の 器 械 実 験 に 関 す る 委 員 会 が

設 置 さ れ 、 ロ ザ ペ リ ( N o r b e r t  R o s a p e l l y )や ア ヴ ェ ( P i e r r e  A n t o i n e  L o u i s  H a v e t )が

活 躍 し た 。こ の 2 人 に 教 え を 受 け た ル ス ロ ( J e a n - P i e r r e  R o u s s e l o t )が 音 声 学 に お

い て「 実 験 音 声 学 」と い う 呼 び 方 を 世 に 知 ら し め た 。普 及 さ せ た 大 き な 要 因 は 、

「 キ モ グ ラ フ 1」 の 考 案 と 、 当 時 に 存 在 し た 器 械 お よ び そ の 使 い 方 を 紹 介 し 、

自 身 の 研 究 の あ り 方 を 示 し た 『 実 験 音 声 学 の 原 理 ( P r i n c i p e s  d e  p h o n é t i q u e  

e x p é r i m e n t a l e )』 を 著 し た 点 に 集 約 さ れ る 。 ま た 、 ル ス ロ は フ ラ ン ス の カ ト リ

ッ ク 学 院 ( I n s t i t u t  c a t h o l i q u e )で 実 験 音 声 学 の 講 座 ( c o u r s  d e  p h o n é t i q u e  e x p é r i -

m e n t a l e )を 1 8 8 9 年 に 開 設 し た 。主 観 的 観 察 か ら 客 観 的 観 察 に 移 行 し よ う と す る

た め の 条 件 と し て 必 要 で あ っ た 器 材・方 法 論・講 座 の 3 点 を 整 備 し た こ と に よ

                                                           
* 本 稿 は 日 本 実 験 言 語 学 会 設 立 記 念 研 究 大 会 ( 2 0 0 8 . 8 . 2 9  於 筑 波 大 学 ) に お け る パ ネ ル

デ ィ ス カ ッ シ ョ ン 「 記 述 と 実 験 の 架 け 橋 」 で の パ ネ ラ ー と し て の 発 言 を 基 に し た も の で

あ る 。実 験 音 声 学 に 対 す る 基 本 的 な 考 え 方 に つ い て は 、城 生・福 盛 ( 2 0 0 1 )、福 盛 ( 2 0 0 4 ,  2 0 0 8 ,  
近 刊 予 定 )が 基 盤 と な っ て い る 。よ っ て 、そ れ ぞ れ に 各 論 の 詳 細 が 示 さ れ て い る の で 、本

稿 で は 詳 細 は 省 い て 論 考 を 進 め て い る 。  
† 大 東 文 化 大 学 外 国 語 学 部  
1 音 声 学 用 の キ モ グ ラ フ は 、喉 頭 ・ 口 腔 ・ 鼻 腔 の 3 か 所 の 調 音 運 動 を ふ ま え て 音 声 の 一

面 を 生 理 的 に 記 録 す る 器 材 で あ る 。 言 語 音 の 算 出 に 伴 う 口 腔 か ら 呼 気 に よ る 振 動 だ け を

捉 え る の で は な く 、 鼻 腔 や 喉 頭 の 生 理 的 振 動 を も 捉 え ら れ る 器 械 で あ る 。  
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っ て 、ル ス ロ は 後 に「 実 験 音 声 学 の 父 」と 呼 ば れ る よ う に な っ た 。ま た 、こ の

整 備 に よ っ て 実 験 音 声 学 は 道 を 歩 み 始 め た と い え る 。  

ル ス ロ の 実 験 音 声 学 で は 、従 来 の 主 観 的 観 察 に よ る 記 述 を 中 心 と し た や り 方

に 対 し 、器 材 を 用 い て 客 観 的 観 察 を 導 入 し た 方 法 論 を 確 立 す る こ と が 基 本 路 線

で あ っ た 。従 っ て 、ル ス ロ が 提 唱 し た 実 験 音 声 学 は 記 述 音 声 学 の 延 長 線 上 に あ

る と い う 位 置 づ け に な る 。こ の 位 置 づ け が 、実 験 言 語 学 の「 実 験 」を ど の よ う

に 解 釈 す る か と い う 点 に つ な が っ て く る 前 提 と な る 。  

 

2 . 実 験 言 語 学 と は  

極 端 な 話 を す れ ば 、 研 究 者 の 数 だ け 「 実 験 言 語 学 」 の 解 釈 が あ る と い え る 。

そ れ ぞ れ の 研 究 者 が 抱 く「 実 験 」に 対 す る 解 釈 が 異 な っ て く る と い う の は 、ま

だ こ の 分 野 が 確 立 し て い な い 以 上 当 然 の こ と だ と い え よ う 。本 節 で は 、ル ス ロ

の 実 験 音 声 学 を ふ ま え た 上 で 筆 者 が 考 え る と こ ろ の 実 験 言 語 学 に 対 す る 姿 勢

を 述 べ た い と 思 う 。た だ し 、現 状 で は 方 法 論 に 関 し て ま だ ま だ 断 言 で き ず 再 考

の 余 地 が 残 さ れ て い る と こ ろ が 多 い 。従 っ て 、結 論 が 出 な い 部 分 も 残 っ て い る

が 、現 状 で 考 え ら れ る こ と を 示 す こ と で 今 後 議 論 が 広 が っ て い く こ と を 望 む と

い う 立 場 で 以 下 の 論 考 を 進 め る 。  

 ル ス ロ の 実 験 音 声 学 に お け る 立 場 を 実 験 言 語 学 に 適 用 す る と い う の は 前 節

で も 述 べ た 。そ こ で 、記 述 言 語 学 の 延 長 線 上 に 実 験 言 語 学 が あ る 場 合 に 、基 本

的 な 方 法 論 と し て 検 討 し て お く べ き 点 が ど こ に あ る の か 示 し て お き た い 。福 盛

（ 近 刊 予 定 ）で は 、実 験 と 記 述 の 方 法 論 の 類 似 性 に 関 し て 以 下 の よ う に 説 明 し

て い る 。  

 

実 際 の 言 語 調 査 で は 、 理 論 は 手 段 と し て 用 い ら れ る 。 言 語 の 記 述 調 査 に お

い て は 、 調 査 対 象 と な る 言 語 の 未 知 の 部 分 を 調 査 す る 。 も ち ろ ん 、 全 く 無

の 状 態 か ら 積 み 上 げ て い く と い う 場 合 も あ る が 、 こ れ ま で に 蓄 積 さ れ て き

た 既 知 の デ ー タ か ら 得 ら れ た 一 般 的 傾 向 に よ る 推 測 を 援 用 す る 場 合 も あ る 。

そ れ は 、 言 語 の 調 査 に お い て は 、 あ る 程 度 の 一 般 的 傾 向 を ふ ま え た 推 測 に

よ っ て 若 干 の 分 析 を 行 い な が ら 記 述 を 行 う こ と で 当 該 言 語 の 知 識 を 高 め て

い か な け れ ば 、 調 査 は 進 ま ず 適 切 な 分 析 が で き な い か ら で あ る 。 こ の や り

方 は 、 帰 納 法 と 演 繹 法 を 相 補 の 関 係 に お き な が ら 調 査 を 進 め る や り 方 で あ

る と い え る 。実 験 に は 、「 演 繹 的 手 法 に よ る 仮 説 検 証 」と い っ た 特 徴 が あ る 。

た だ し 、 現 実 の 実 験 の 世 界 で は 、 仮 説 を 演 繹 的 に 検 証 す る た め に 行 っ た 実

験 で 得 ら れ た デ ー タ が 、 再 び 帰 納 的 に 仮 説 を 構 築 す る た め に 用 い ら れ る こ

と が あ る 。 こ う い っ た 点 か ら 、 実 験 と 記 述 は 方 法 論 的 に 類 似 し て い る 部 分

は 多 い 。  

 

記 述 を 出 発 点 と す れ ば そ の 延 長 線 上 に あ る 実 験 で は 、「 先 に （ 実 験 者 の 意 図

に 沿 う ）理 論 的 仮 説 あ り き 」と い う 考 え 方 よ り は「 何 が 出 て く る か 分 か ら な い

の で 確 認 し て み る 」と い う 考 え 方 で 行 な わ れ る 。こ の 点 で は 帰 納 法 が 優 先 さ れ

て い る 。し か し 、帰 納 法 だ け で こ と が 運 ぶ と は 限 ら な い 。よ っ て 、帰 納 法 と 演

繹 法 が 相 補 的 に 用 い ら れ る の が 科 学 一 般 的 な 方 法 で あ る 。ど ち ら が 方 法 論 的 に
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優 れ て い る か と い う 優 劣 を つ け る こ と は そ れ ほ ど 重 要 で な い 。た だ 、研 究 者 の

ス タ ン ス と し て ど ち ら を 優 先 す る か と い う の が 研 究 者 の ス タ ン ス を 示 す も の

で あ り 、そ れ は 研 究 者 ご と に 分 か れ る と こ ろ で あ ろ う 。こ う い っ た 中 、ル ス ロ

の 実 験 音 声 学 の 立 場 を ふ ま え る と い う 立 場 と し て は 、ま ず 言 語 に 対 す る 主 観 的

観 察 （ 記 述 調 査 ） が あ っ て 、 そ の 観 察 に よ る 成 果 を 再 度 客 観 的 に 検 証 （ 実 験 ）

す る こ と が 主 た る 目 的 で あ り 課 題 と な る 。  

次 に 、仮 説 検 証 と い う 方 法 に つ い て 述 べ る 。仮 説 検 証 を 行 う と し て も 、仮 説

に も 様 々 な 考 え 方 が あ る 。狭 義 の 仮 説 検 証 は 理 論 的 モ デ ル が 現 象 と 整 合 性 が あ

る か を ト ッ プ ダ ウ ン 的 に 検 証 す る や り 方 で あ り 、多 く の 実 験 科 学 に お い て こ の

方 法 が 用 い ら れ て い る 。一 方 で 広 義 の 仮 説 と し て「 そ こ に は 何 か が あ る 」と い

う も の が あ る 。新 し い 器 材 を 用 い て 研 究 す る 際 に は 、そ の 器 材 で 何 が で き る こ

と を 探 り な が ら 言 語 研 究 に 適 用 で き る か 否 か を 考 え て い く 必 要 が 生 じ る 。そ う

い っ た 状 況 で 得 ら れ た デ ー タ に は 何 か が あ る こ と は 分 か っ て い る が そ れ が 何

で あ る か は す ぐ に 分 か る も の で は な い 。ま た 、演 繹 的 に 理 論 的 モ デ ル を 適 用 で

き る か 否 か も す ぐ に 分 か る も の で は な い 。 新 し い 器 材 の 初 期 段 階 の 実 験 で は 、

ひ と ま ず 得 ら れ た デ ー タ に 対 し「 A と B で は 差 異 が あ る 。そ の 差 異 は 何 で あ

る か ？ 」 と い う 姿 勢 で 分 析 し 、 こ れ ま で の 主 観 的 観 察 で 得 ら れ た 差 異 と 結

び つ く か ど う か を 「 探 る 」 こ と か ら 始 め て い る 。 例 え ば 、 [ p a ]と [ t a ]の 違 い

は 調 音 音 声 学 や 音 響 音 声 学 で は あ る 程 度 そ の 違 い に 言 及 で き る が 、 今 な お

聴 覚 音 声 学 で は そ の 違 い が 何 で あ る か 不 明 な 点 が 多 い 。 不 明 で あ る か ら

種 々 の 実 験 を 行 う 。 調 音 音 声 学 や 音 響 音 声 学 で 得 ら れ た 成 果 だ け で 満 足 し

て い る よ う で は 科 学 は 進 展 し な い 。 こ う い っ た 聴 覚 音 声 学 的 実 験 で は 、 調

音 音 声 学 や 音 響 音 声 学 に よ る 見 解 を 全 く 援 用 し な い わ け で は な い が 、 極 度

に 抽 象 化 さ れ た 音 韻 理 論 は 即 座 に 援 用 す る こ と は で き ず 、 結 局 の と こ ろ 聴

覚 音 声 学 的 実 験 に よ っ て 得 ら れ た デ ー タ を ボ ト ム ア ッ プ 的 に 解 析 す る 帰 納

法 が 主 と な る と い う こ と で あ る 。  

以 上 を ふ ま え て 、 実 験 に 対 し て 様 々 な ス タ ン ス が あ る 中 で 、 演 繹 法 に よ

る 仮 説 検 証 で は な く 帰 納 法 に よ っ て デ ー タ を 積 み 上 げ る や り 方 で あ っ て も

そ れ は 実 験 と 呼 ぶ に 値 す る も の で あ る と い う こ と を 筆 者 の 立 場 と し て 述 べ

て お く 2。  

 

3 . 実 験 言 語 学 に よ る 成 果 の 一 例  

 こ れ ま で の 節 で は 抽 象 的 に 方 法 論 に つ い て 論 じ て き た が 、こ こ で は 具 体 的 な

成 果 に つ い て 述 べ て お き た い 。  

 事 象 関 連 電 位 （ 以 下 E R P と す る ） と い う 誘 発 脳 波 が あ る 。 脳 波 は 安 静 時 に

記 録 さ れ る α 波 や β 波 の よ う な 脳 波 と 、外 界 か ら の 刺 激 に 対 し て 反 応 し て 生 じ

る 誘 発 脳 波 に 大 別 さ れ る 。そ の 誘 発 脳 波 の 中 で 、認 知 な ど の 高 次 機 能 に 対 応 す

る の が E R P で あ る 。 こ れ ま で の E R P 研 究 の 中 で 、 言 語 研 究 に 援 用 さ れ た 代 表

的 な 成 果 と し て 、 K u t a s  a n d  H i l l y a r d（ 1 9 8 0） に お い て 、 非 文 に よ る 意 味 逸 脱 に

                                                           
2  実 験 音 声 学 に お け る 実 験 に 対 す る 考 え 方 は 、城 生・福 盛 ( 2 0 0 1 )、福 盛 ( 2 0 0 4 ,  2 0 0 8 ,  近

刊 予 定 )に 詳 し く 示 し て い る の で 、 そ ち ら を 参 照 の こ と 。  
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対 し て 事 象 関 連 電 位 （ 以 下 E R P と す る ） の 反 応 と し て N 4 0 0 成 分 3が 析 出 さ れ

る こ と が 提 示 さ れ た こ と が あ げ ら れ る 。 こ の N 4 0 0 成 分 を 援 用 し て 、 意 味 範 疇

（ s e m a n t i c  c a t e g o r y） が 日 本 語 の 文 法 性 に 関 与 す る か 否 か を 検 証 し よ う と 試 み

た の が 別 掲 の 論 文 （ 井 本 ・ 福 盛  2 0 0 9） で あ る 。  

 詳 細 は 別 掲 の 論 文 に 譲 る が 、 簡 潔 に 結 論 を 述 べ る と 以 下 の よ う に な る 。  

 

意 味 範 疇 ［ ±人 間 ］ が 文 法 性 判 断 に 関 与 し て い る と い う こ と は 文 法 論 的

な 理 論 的 仮 構 物 で は な く 、脳 科 学 的 実 在 と し て 認 め ら れ る 。ま た 、［ ±人

間 ］と い う 意 味 範 疇 は ＋ ／ － の 二 値 的 対 立 で は な く 、［ ＋ 人 間 ］が よ り 卓

立 的 特 徴 を 持 つ 、 非 対 称 的 素 性 で あ る と 解 釈 さ れ る 。  

 

 こ こ で 用 い る［ ±人 間 ］と い う 素 性 の 対 立 お よ び 実 験 結 果 の 有 意 差 は い わ ゆ

る 有 標 性 と は 直 接 関 係 し な い 。［ － 人 間 ］ と は ヒ ト 名 詞 と し て 無 標 で あ る こ と

を 意 味 す る の で は な く 、 弁 別 的 特 徴 と し て 「［ 人 間 ］ を 表 さ な い こ と 」 を 意 味

す る 。よ っ て 、「［ － 人 間 ］の 逸 脱 」と は「 本 来［ ＋ 人 間 ］で な け れ ば な ら な い

環 境 に お い て［ － 人 間 ］が 現 れ た こ と に よ っ て 生 じ た 意 味 的 逸 脱 」を 意 味 す る 。

N 4 0 0 成 分 を 援 用 し た 実 験 に よ っ て 、 こ の 非 対 称 性 を 一 部 検 証 で き た と い う の

が 実 験 結 果 で あ る 。  

 さ て 、こ う い っ た 実 験 を す る に あ た っ て 、よ く 言 わ れ る の は「 意 味 的 に 逸 脱

し て い る 言 語 表 現 の 反 応 だ け で な く 、逸 脱 し て い な い む し ろ 普 通 に 用 い ら れ る

言 語 表 現 に 対 す る 反 応 を 出 さ な け れ ば 実 験 と し て 成 立 し て い な い 」と い っ た も

の で あ る 。 現 状 の E R P を 援 用 し た 実 験 言 語 学 的 手 法 で は 、 逸 脱 に 対 す る 反 応

は 得 ら れ る が 、 逸 脱 し て い な い も の に 対 す る 反 応 は 得 ら れ な い 。 換 言 す れ ば 、

制 約 の 中 で で き る 限 り の 実 証 を 試 み よ う と し て い る わ け で あ る 。も ち ろ ん 、制

約 の 中 で 行 わ れ て い る 以 上 、限 界 と 不 備 が あ る こ と は 認 め ざ る を え な い 。し か

し 、根 本 的 な 問 題 と し て 、言 語 学 は「 実 証 」に 対 し て 真 摯 に 取 り 組 ん で き た の

か と い う こ と を と り あ げ て お き た い 。少 な く と も 、筆 者 は 現 状 の 言 語 学 で 提 示

さ れ て い る 概 念 や メ カ ニ ズ ム で 実 証 さ れ た も の は 皆 無 で あ る と 考 え て い る 。そ

れ は 、顕 在 化 さ れ た 言 語 現 象 と 抽 象 的 に 仮 構 さ れ た 理 論 と の 説 明 的 整 合 性 の み

を 考 え 、実 際 の 脳 内 処 理 を 言 語 現 象 と し て 捉 え な か っ た 結 果 、実 証 的 整 合 性 を

考 え て こ な か っ た こ と に 責 任 が あ る と 考 え ら れ る 。筆 者 の 考 え で は 、言 語 現 象

と い う の は 顕 在 化 さ れ た も の だ け で は な く 、脳 内 言 語 処 理 も 言 語 現 象 の 中 に 含

ま れ る べ き だ と 考 え て い る 。意 味 範 疇 の 認 識 と 意 味 範 疇 の 逸 脱 の 認 識 と が 質 を

異 に す る こ と は 主 観 的 考 察 で は 分 か り き っ て い る こ と な の か も し れ な い 。し か

し 、た と え 現 状 の 方 法 で は ま だ ま だ 限 界 や 不 備 が 残 る こ と を 承 知 し つ つ も 、実

証 に 挑 戦 し て デ ー タ を 積 み 重 ね て い か な け れ ば 、学 問 の 未 来 は 見 え な い 。こ う

い っ た 点 か ら も 本 学 会 の 担 う 役 割 は 大 き い と 考 え て い る 。  

 

                                                           
3  N 4 0 0 は 、 日 本 認 知 学 会 編 （ 2 0 0 2： 7 2） で は 次 の よ う に 説 明 さ れ て い る 。  

事 象 関 連 電 位（ E R P）の 内 因 性 成 分 。刺 激 後 約 4 0 0 m s で 頂 点 に 達 す る 陰 性 電 位 で 、

頭 皮 上 の 頭 頂 ・ 中 心 部 に 優 勢 に 分 布 す る 。 刺 激 の 物 理 的 な 特 性 に は 応 答 せ ず 、 典 型

的 に は 、 文 を 構 成 す る 単 語 の 意 味 的 な 文 脈 不 整 合 （ 逸 脱 ） に よ っ て 惹 起 さ れ 、 そ の

逸 脱 度 に 応 じ て 振 幅 が 増 減 す る 。  
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4 . ま と め  

 最 後 に 、理 論 に 実 験 が 遅 れ を と っ て い る の か 、実 験 に 理 論 が 遅 れ を と っ て い

る の か と い う 問 題 に ふ れ て お き た い 。自 然 科 学 で は 理 論 に 対 し て 実 験 で 検 証 を

す る の は 極 め て 普 通 の こ と で あ る 。こ の 普 通 の こ と が 人 文 科 学 に お い て は 行 わ

れ な い こ と が 多 い 。も ち ろ ん 、人 文 科 学 の 中 で 実 験 に な じ ま な い 学 問 分 野 に お

い て 実 験 を 強 要 す る 必 要 は な い 。し か し 、言 語 学 は 実 験 に な じ む 学 問 分 野 で あ

る 。実 証 的 な 研 究 と い う 言 い 方 に も 多 様 な 解 釈 が あ る 。そ の 中 で 、顕 在 的 な 言

語 現 象 の 説 明 に 重 き を 置 く だ け で 、い わ ゆ る 理 論 研 究 と は 一 線 を 画 し て い る と

考 え て し ま っ て は も っ た い な い 。顕 在 的 な 言 語 現 象 だ け で な く 、脳 内 言 語 処 理

と い う 言 語 現 象 も 扱 わ な け れ ば 、た だ 理 論 に よ っ て 説 明 的 整 合 性 を つ き つ め る

だ け の 何 ら 実 証 性 を 伴 わ な い 学 問 分 野 に な っ て し ま う 。こ こ に 大 い な る 危 惧 を

感 じ る 。  

 現 状 の 実 験 に よ る 方 法 で は 、現 状 の あ ら ゆ る 理 論 を 検 証 で き る も の で は な い 。

理 論 を 中 心 に 扱 う 研 究 者 に と っ て は 、「 ど う し て こ う い っ た 実 験 を や っ て く れ

な い の だ ろ う 」「 ど う し て こ う い っ た 実 験 パ ラ ダ イ ム し か 計 画 で き な い の だ ろ

う 」と い っ た 素 朴 な 疑 問 は 多 い と 思 う 。こ れ は 実 験 に 対 す る 過 剰 な 期 待 や 、実

験 研 究 の 限 界 や 不 備 に 対 す る 不 満 か ら 生 じ た も の だ と 考 え ら れ る 。た だ 、い ず

れ に せ よ 実 験 に よ る 方 法 論 の 現 状 を 理 解 し て い な い こ と が 要 因 で あ る 。そ の 結

果 、実 験 研 究 に 疑 念 を 抱 き 、理 論 の 方 が 優 れ て い る と い う 考 え 方 に 陥 る 可 能 性

が 高 い 。 た だ 、 そ れ は 真 摯 に 実 証 と 向 か い 合 っ て こ な か っ た 結 果 だ と い え る 。

実 験 に 限 界 や 不 備 が あ る こ と は 認 め ざ る を え な い 。し か し 、そ の 一 方 で 理 論 の

不 備 は 実 験 に よ る 実 証 を ふ ま え て 考 え 直 す べ き も の で あ る 。説 明 的 整 合 性 だ け

で 議 論 し て い て も 決 し て 真 理 に 近 づ く こ と は な い 。  

 実 験 と 理 論 の ど ち ら が 遅 れ て い る の か は 重 要 な 問 題 で は な い の だ が 、双 方 に

目 を 向 け ず 自 身 の 優 位 を 考 え て い る だ け で は 、学 問 は 進 展 し な い と い う こ と を

改 め て 確 認 し て お き た い 。筆 者 は 実 験 研 究 に 傾 倒 し て い る １ 人 と し て 、理 論 の

不 備 を 実 験 か ら 追 及 し て い き た い と 考 え て い る 。  
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