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1．は じめに

　ジャ
ーナ リス トの H さんは文字や数字 にいろ い ろな

色が つ い て い る よ うに見 える ．自身の 本名か ら見 える

色が気 に入 らな いか らと，き れい な色の見 える ペ ンネ

ー
ムを使 っ て い る．ピア ニ ス トの N さんは八 長調 ・へ

短調 とい っ た音楽の調 にそれ ぞれ は っ き りと違 っ た色

を感 じる．6歳の時にお母さんに 「メヌ エ ッ ト（卜長調）

は青色の 曲だね」と言 っ たそうだ．また今で も，弾 く

曲の 調に合わない色 の ドレス は着な いと い う．

　 この ように，文字や数字に色が付い て 見えた り，音

を聴 くと色が見えた り，また 何かを 味わ うと手に形を

感 じた りする現 象は，「共感覚」と呼ばれる ．一
言で い

うと 「複数の 感覚が 混線 （ク［］ス トーク）する」こ と で

ある ．

　共感覚は 100 年以上前か ら知 られ ていた が，客観的

な測定方法がな く，しかも共 感覚現 象は薬物に よる幻

覚 と区別 がつ かなか っ たため，長い 間，非科学的なも

の として 扱われて きた．しか しこ こ 20 年の 間に，脳

活動を可視化す る技術が飛躍的 に進んで ，fMRK 機能

的磁気共鳴画像法）や PET による脳機能イメージ ン グ

技術によ っ て ヒ トの脳の働き を観察す るの が容易 にな

っ た ，これ に伴 っ て 共感 覚 研 究 も 大 き な進 展 を遂 げ，

最近で は，さまざまなタイプの 共感覚現象が、実際に

脳 の中で起 こ っ てい る こ とが確か め られ て いる ．

　本稿 で は，共感覚に つ い て概 説 し，と くに色 との 関

わ りにつ い て議論す る．

2 ．共感覚

　共感覚 （synesthesia ）は ，「一つ の 感 覚の 刺激に よ

っ て別の 知覚が不 随意的 （無 意識 的）に引き 起 こさ れ

る」現象である．語源はギ リシ ャ 語の 「一緒に ・統合」

（syn ）と 「感覚」（aisthesis ）とを合わぜたものと言わ

れてい る．共感覚者を表す英語 は synesthete で ある ，

　共感覚には多様な タイプがある．も っ とも多いの が
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 しき　じ

文字や数字に色を感 じる 「色字共感覚」（grapheme −

co ［o 「 ＄ynesthesia ）であ り，次 い で多 いの が音 を
　 　 　 　 　 　 　 　 　 しき ちよ う

聴 くと色が見 える 「色聴共感覚」（colored −hearing

synesthesia ）で ある，色聴の 中にも 話 し言葉に色を

感 じる人 や，音楽 に 色を感 じる人な どさ まざ まな タイ

プがあ り，また同 じ音楽で も，単音 ・和音 ・調 ・リズ

ム など ，色を 引き起こ す音楽要素は共感 覚者によ っ て

異 な る
1）．最近 では ，曜 日 に色を感 じる共 感覚が多い

とい う調査結果もある 2〕，

　音楽か ら形 やテ クス チ ャ が見 え る共 感覚 もあ る．色

聴の 逆で色を見 る と音を感 じる 「音視共感覚」（色の グ

ラ デーシ ョ ン を見る と シ ャ
ーン と音が 聞 こ える など）

もあ る ，が，色 聴と比 べ るとそ の割合は 10分 の 1以下

で ある ．他に も味に形を感 じる共感覚や，匂い や痛み

に色 を感 じる もの，数字の 並 びやカ レ ン ダーに空間配

置 を感 じるもの など， 150 種類以上の 共感覚が確認 さ

れて い る．こ こ で 興味深いのは，共感覚体験のほとん

どに 「色」が 関わ っ て いる とい うことであ る ．

　共感覚者がどの くらい の割合で 出現する かにつ いて

は ，昔は 10万人に 1人な どと言われ てい たが ，最新の

調 査 で は 23 人 に 1人 とい うもの もあ る ，男女比 に つ い

て は女性が男性の 6倍 とい われて きたが，最近 は男女

同率で ある とい う説も上 が っ て いる 2）．芸術家には 7倍

多 く出現する とも言わ れ て いて ，先行研究で も 2），創

造性 を検査 する テス トなどで，共感覚者は知能 が高く，

抽象的で ，創造的で あ り，また美的感受性が 高いと い

う結果 が得られ ている ．1人で 10数種類の共感覚を持

つ 人も い れば ，1種類 しか持たない 人もい る ．ま た遺

伝性
・家族性が見 られ る ことが知 られて い るが ，同 じ

家系で も異なるタイ プの 共感覚が発現 する とい う事例

も報告されてお り D ，メ力ニ ズムはわか っ て いない．

　共感覚に共通 した特徴と して 以 下の 点が挙げられ る ．
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．… 三 ］

  自動的か つ 不 随意的で ある ：意 識的に コ ン トロ ー

　　ルできるもので はない ．

　  個 人毎 に異 な るが ，個 人内 で は一貫性が ある ：例

　　えばA とい う文字 に感 じる色 は，赤 ・白 ・黒など

　　人によ っ てバ ラバ ラだが，個人毎に見れ ば，子供

　　の 時か ら感 じる 色が変わる こ とはな い ，

　  記憶を助 ける ：共感覚者は，記 憶を助ける 手段 と

　　して 共感 覚 を使 っ て い る （例え ば電話番号や歴史

　　の 年号 を色の並 びで覚 え るな ど），

  情動を伴 う 1 共感覚 は単に感覚が誘発される だけ

　　でな く，好き ／嫌い とか快／不快 とい っ た情動を伴

　 　 う、

　情動を伴うこ と こ そが ，共感覚の 最大の 特徴で あ る

と思わ れる ．例えば色字共感 覚者が 「この名前は きれ

い な色だ」とか 「こんな汚 い色の 数字は がまん で きな

い」と言 っ た D する．表 1に共感覚の例を示す ．

表 1 共感覚 の 例

音楽 の 調 性

（長調 の 7 調〉 羅旺 照 AB
数字 012 　　4 き 6789

ア ル フ ア ベ ツ ト AB 　　DEi と：G　
・一

ひ らが な
あ い うえお

　 こ さ しすせ そ …

く

注　反 転文字は文字の色が白で あ る こと を表 す

3．共感覚の 学術研究

　共感覚の 学術研究には大き く分けて ，心理学的アブ

ロ
ー

チ ，脳科学 的ア プ ロ ーチ，芸術的ア プロ ーチな ど

に分け られ る，こ こで は と くに色に関する 共感覚の研

究例を中心に紹介する．

3 ．1，心理学的ア プロ ー
チ

　どの数字に何色が見え る とい うよ うな，刺激 と反応

の 関係を調べ て ，共感 覚の特性を明 らか に した り発生

メ力ニ ズム を推定 しようとする研 究が古 くか ら行われ

ている．最 近 で は Web サ イ トを利用 して ．数千人 規模

の データを集める ことも可能 にな っ てお り，確率的に

有意な デ
ー

タ解析が行え る 3），

　なぜ文字や数字が色と結びつ くか ，ま だ明 らか には

な っ て はい ない L しか し結びつ きの傾 向の 1つ に，例

え ばアル フ ァ ベ ッ トの A は赤 と言う人が多い とか ，数

字の 0 は臼だ と言う人 が 多い とい っ た ，特定の 文字が

特定の色 に 結び つ き やすい とい う こ とが知 られ て い

る ，こ れ を説明す る の に，文字の 出現頻度 （新聞や書

籍などで 使わ れ る 頻度）と、見 え る色 の 明 度 との 間に

相関があるとい う研究報告がある
4）．つ まりよ く目に

す る文字 【よ 明る い色と結び つ く傾向にあるとい うも

ので ある ．しか し著者 らが日本人に対 して行 っ た研究
5 〕

で は，ア ル フ ァ ベ ッ トでも 日本語文字で も，共感覚者

に限 らず
一

般の 非共感 覚者 におい て も文字の 出現頻度

と色の 明度 との 間に相関があ っ た，従 っ てこれ は共感

覚者固有の 特徴 とは言えない と考えられる．

　他 にも 共感 覚の結びつ き には ，Bは青 （Blue），　 Y は

黄色 （yellow ）に な りやすい と い っ た頭 文字による プラ

イミ ング効果 （呼び水効果）が確認されて い る．日本語

で も赤とい う漢字は赤，青 とい う漢字に は青とい う色

が結びつ き やす い とい うような意味 （概念）が 色を 引 っ

張る効果 や，あ るい は，ひ らがな で力行 は黄 ，サ行は

青など，音 （子音）に依存 した色の選択傾向があるこ と

もわ か っ て い る 6）．さ らに少数で はあるが，小さい頃

に遊んだ文字型の マ グネ ッ トの色が結び つ くとい っ た

一種の 刷 り込みが起こるこ とも確認されてい る ．しか

しこれ らの現象もやは り，共感覚者特有の もの で なく，

非共感覚者に おい て も有意 な傾向と して確認 され てい

る ，

　音楽が色と結びつ く現 象 に関 して も同 様 に，共 感覚

者の 場合は ，例え ば音色に つ い て ，高調波成分が増え

る と色の 彩度 が上がり明度が下が る，とか ，音高 につ

いて ，音 高が上がる と色の明 度が上 がる 傾向 に あ る．

こ れ につ い て も非共感覚者は ，自らが色を選択する こ

とはで きない が、呈示 され た音に対 して よ り近 いイ メ

ージの色 を選択するとい う課題におい て ，共感覚者 と

同じ傾向を示す こ とが分か っ て いる 7〕，

　 こうした事実は，共感覚が少数の 入だ けが持 つ 特性

で はな くて ．すべ て の 人に共通するメ力ニ ズムから派

生 してい る ことを示唆して いる ．

　 ただ し、ハ 長調 は 白，二 短調 は黄 色とい うよ うな，

調 に固有 な色 が見え る共感 覚では ．ピ ッ チが数 ヘ ル ツ

上下 しようとも色に は影響せ ず，調 こと に固有な色 が

見 え る．こ の よ うに 同じ音楽の 刺激で あ っ て も，ピ ッ

チの影響を受け るも のもあ れ ば，絶対音 感 の よ うな 高

次な音楽認知 と関係する共感覚もあ D ，これ らは別の

メ力 ニ ズムで 発生 してい るの では ない か と考え られ て

い る．
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3．2，脳科学的アプロ
ー

チ

　90 年代に はい っ て脳機能イ メ
ージング法を用 いて ，

さまざまなタイプの共感覚を対象とした研究が行われ

て い る 8〕．

　 Nunn は単語 を聴いた ときに色が見 える色聴共感覚

者の脳活動をfMRIで計測 し，聴覚野の活動だけでな く，

本来活動す る こ とのな い視覚野 の色知覚野 （V4 ）が賦

活することを確認 した 9）．色知覚野は，紡錘状回 （ぼう

す い じょ うか い）と 呼ばれ る大脳皮質の
一

番下側で小

脳 との 境目に位 置 する部 位の 中にあ る ．紡錘 状回 は色

知覚以外にも顔認知，文字や数字の 知覚等，重要な 機

能が集ま っ て いる 場所であ る ．色知覚野が確か に活動

して いる ことは ，共感覚者が本当に色を感 じて い る こ

とのエ ビデン ス とな っ た．

　また Hubbard らは 6人の 色字共 感 覚者 と6人 の
一

般

群 と に fMRI 実験 とともに行動実験 を行 っ た 1°）．行

動実験は数字の
a：
5
”
をラ ン ダムに並べ た中に ，数字の

“
2
”
を三角形を形作るよ うに配 置し，三 角形を見 つ け

る までの 時間を計るもので ある．この実験の ねらいは，

共感 覚者は数 字に固有 の色 を感 じる の で ，三 角形を早

く見 つ け られる はずだとい う仮説に基づ いて いる ，実

験結果で は，三 角形を見つ けるまで の時間と．色知覚

野の脳活動量 との 間に相 関がみ られた ．す なわ ち共 感

覚 が強い人 は，色知覚野の 活動もまた強い とい うこ と

が明 らかに された ．

　 著者 ら は 音 楽の 調 に 色を感 じる 色聴共感覚 に つ い

て ，fMRI に よる 脳活動計測 を お こな っ た 11）．調 に色

を 感 じる 女性 2名 と，共感覚 を持た な い 11名 （男 性 6

名，女性5名）に対 して ，音楽を聴いても らい，脳活動

を 計測 した．そ の 結果 ，色 聴共感覚者の 2名の み に見

られる 共通賦活領域と して ，色 知 覚 野 （V4 ），お よび

小脳，右下頭頂小葉，補足運動野 とい っ た部位が抽出

さ れた （図 1，図2）．V4 の活動が認め られた こ とによ

っ て，音楽色聴の 場合も，実際に色 を感 じて いる こと

が確認された、また小脳や補足運動野は音楽や演奏に

関連 し，右下頭頂小葉 は視覚 ・聴覚 とい っ た感覚を統

合する部位であ り，これ ら複数の 部位の活動の結果 と

して 共感覚知覚が 起こ っ て い ると考えられる．

　この よ うに脳科学に よ っ て ，脳内にお ける共 感 覚の

ク ロ ス ト
ー

クの 様子が明 らか にされ つ つ ある ．こ の ク

ロ ス ト
ー

クがどのよ う に して お こる かと い う共感 覚の

メ力 ニ ズム に関 して はさまざまな議論がある ，現 在，

主 に 3 つ の仮説 があ る
2 ）．

図 1　 音楽色聴共感覚者の共通活動部位

図2 　共感覚の 関連脳部位（補足図）

　仮説 1 ：結合が多い

　異なる感覚部位の間に，共感覚固有の強い神経結合

があ る とい うも ので あ る．実際 Rowe らによ っ て ，色

字共感覚にお い て 数字の 知覚部位と色知覚野の 間 に強

い神経繊維が 存在す る こ とが明 らか にな っ てい る 12）．

ま た 発 生 メ カ ニ ズ ム と して ，新 生 児 期 の 刈 り込 み

（pruning ）の失敗 による未分化説があ る．生後 3ヶ 月

ま で の 赤ち ゃ ん には ，異なる感覚の 間に神経結合があ

り，3 ヶ 月 を過 ぎる と成長過 程 にお いて 神経 経 路が刈

り込まれる．この 経路が残された 人に，共感覚が発現

する と い う考え方で ある ，こ の仮説は，生まれた時に

は万人が共感覚を持 っ て いたとい う魅力 的な仮説であ

る一方で ，色字の ようなシ ン プル な共感覚は説明で き

るが，色聴のような （視覚野と聴覚野の）離れた部位間

の混線を説明 する には十分で な い とい う欠点がある ．

　仮説 2 ：抑制が少ない

　 異 な る 感 覚 を 統 合 す る TPj （temporoparietal

junction）とい う部位があ っ て ，通常はTPj か らも と

の 低次感覚部位へ 信号が流れない ように抑制されて い

るが，何 らか の原 因 によ っ て抑制が低下 して，本来流

れない 別の 感覚経路へ 信号が流れて しまうとい うメ 力

ニ ズム である ．この考え方で あれば，色聴共感覚のよ
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うな異なる感覚間で生 じる高次の 共感覚を説明で きる

とい う意味で有望視されて いる，また抑制が少ない と

い うのは ，芸術的活動に特徴的な，枠を超えた表現だ

とか異次元の概念の 統合とい っ た特性ともな じみ やす

い ．

　仮説3 ：可塑 性が少ない

　脳の可塑性とい うの は，一度で きた神経結合を変更

する能力の こ と で ある ，可塑 性が少なければ、文字型

の マ グネ ッ トな どによ っ て ，一
度 刷 り込 まれ た文字と

色の結び つ き の 情報が残 っ て ，固定 して しま うと い う

説明が で きる ，

　 これ ら 3つ の 仮説 はそ れ ぞ れ に利点と欠 点がある ．

お そ らくすべ て の共感 覚を 説明する 1つ の メ 力 ニ ズム

がある と い っ た もの で はな く，共感覚の 種類に よ っ て

異 なる発生メ力ニ ズム があるだろ うと現段階で は考え

られて い る，

3．3，芸術的ア プロ ーチ

　古 くか ら共感覚と芸術は 密接な関係を持 っ て きた，

先 に述 べ たよ うに，共感覚者 は創造的で 美的感受性が

高い との データがあ る．

　共感覚 に対す る 芸 術的ア プ ロ
ー

チ は 2つ あ る ．1つ

は共感覚者が，自分の共感覚 を利用 して 芸術活動を行

うも ので あ る．も う 1つ は共感覚の さ まざ まな む す び

つ き を利用 して ，芸術を創造 した り理解 した りする も

の である ．

　前者の 代表 的な 芸術家 と して，オ リビ エ ・メ シア ン

や ウラジミ
ー

ル
・ナボコ フの名前が挙げられる ．メ シ

アン は自分の色聴を利用 して 曲を創 っ た．ナボ コ フも

作 品 中に 共感覚 にま つ わる 場面 を挿 入 した り，詩を書

い た り している ．他に も共感覚で見 える 色や形を絵画

や彫刻や音楽にと りいれ る試み はた くさ んある ．

　それに対 して 後者の 例で ある，ワシ リー ・カン デ ィ

ン ス キ
ー

やパ ウル ・ク レーの音 と色の 結び つ き （ペ ア

リ ン グ）や ア ル チ ュ
ー

ル
・
ラ ン ボー

の 文字と色 の ペ ア

リン グは ，自身の共感覚 とい うよ りむ しろ意図 的にベ

ア リン グを行 っ たとい うもので ある，

　音楽と 映像の 結びつ きで 有名なも の に ，ディ ズニ
ー

の 「フ ァ ン タ ジ ア」と い うア ニ メ 作品 があ る ．蔡 らは

フ ァ ンタ ジアで 使わ れている 音楽の 調 と映像の色の 関

係につ い て分析を行 っ た結果 ，共感覚的な関係，つ ま

り色聴共感覚者が見える調と色の関係が 見いだされ る

こ とを示 した （図 3）131 ．フ ァ ン タ ジアの制作者が共感覚

者だ っ た可能性も否定できないが，一般的には音楽と

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
ハゑ ヨち

瀞
翻 靂

へ 長調

る
　 Semle　CR　n±｝

驫難：． 繩 騒

　　　　 （a ）共感覚者 に共通する調と色の 関係

　　　　 （b）フ ァ ン タジア に お ける調 と色の関係

図3 　フ ァ ン タ ジア に お け る音楽 の 調性 と 映像 の 色 彩 と の

　　 関係

映像の相乗効果を追求した結果と して共感 覚的な 関係

に行き着い た ，すなわち誰 しもが持 っ て い る共感覚的

な マ ル チ モ ダリテ ィ が作品 に反映された と考え るの が

自然で はないだろ うか．

4．共感覚的表現 （メタ フ ァ
ー）

　共感覚的表現 とい うの は 「黄色い 声」「甘い香 り」の

よ うに異なる感覚同士を混合させた表現の こ とで あ

る 、私 達は こ う した メタ フ ァ
ー （暗示 に 訴え る表現 で 、

そ のも の の 特徴を説明する方法）を好ん で 用 い る ．そ

れ は多角的な 見方に よ っ て ，よ り物事の 本質を 際立 た

せ相乗効果を得るためである．

　こ れ らは
”
共感覚的

’
と言わ れ るが，厳密には共感 覚

と は異なる も の とさ れて きた ，心理学分野で 「通様相

性（イ ンタ
ー

モ ダ リテ ィ）」と呼ばれる性質で，感覚の

ある種の心理質が様相 （感覚）間に共通 して 認め られ る

こと であ り，例と して 視覚 と聴覚であ れ ば，明る い ，

澄ん だ，広が りの あ る ，柔 らか い …　　 と い っ た共通

の心 理 的1生質の こ とであ る ．ヒ トは誰 で も，この共通

の心理質を複数の感覚にまたが っ て認識 し，合 っ てい

る ・合 っ て い な いを 知覚する こ とが で き る，例え ば色

に合 う音，形 に合 う音，動き に合 う音変化などをア ン

ケー ト調査すると，共通の傾向が有意に出る．

［ニー ］351 ［一 ］
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 N 工工

一Electronlc 　 Llbrary 　



Color Science Association of Japan

NII-Electronic Library Service

Color 　 Scler ユce 　 Assoclatlon 　 of 　 Japan

一 日本色彩学会誌　第 34 巻　第 4号 （2010 ）

　ラマ チ ャ ン ドラ ン とハ バー ドの 「ブーバ ・キキ」実

験は，通様相性を上手に使 っ たもので ある 14〕．図4 に

示す よ うな 二 つ の 図形が あ っ て ，
一

つ は 「キ キ 」，も

う一
つ は 「プーバ 」と 呼ぶ ，どち らがキキだと思い ま

す か ？と い う心理実験を 行うと 98 ％ の 人が尖 っ た 図

形を選 ぶ．これ は 図形 （視覚）と単語 （聴覚）に共通 す

る 「鋭い」とい う属性を脳が複数の感覚 にまた が っ て

認識するためである ．こ れ は英語圏だけで なく 日本人

も他の民族で も同 じ結果が得 られ る ことが わか っ て い

る ，さ らに この実験 を，脳の 左半球の角回 と呼ば れる

部位に損傷が あ る患者を対象に行 うと，結果 はラ ン ダ

ム （50 ％ の 選択確 率 ）となる ．角 回 は頭頂 葉 （触覚）と

側頭葉 （聴覚）と後頭葉 （視覚）が交 わる 領域の 中に位

置す るが，異 なる感覚の属 性を抽出して抽象化す る部

位である ことが示唆される．

…
　「

…

　　図4 　ブーバ ・
キキ実験

…　 　　　瞞『……
「

ある ．これはい っ たいなぜだろ うか．

　色知覚野 と文字知覚部位とは 脳内の近い と こ ろ に位

置 して いる が ，も しそれ が理 由であ れ ば，例 え ばピ ッ

チ認知に関する
一

次聴覚野は色知覚野よ りさ らに近い

ので ，文字 ⇒ ピ ッ チの 共感覚が誘発され る はずな の に，

そ う い っ た共感覚は 報告さ れて い な い ．

　 1つ の可能性 と して ，進化にお ける自然淘汰が挙 げ

られて い る 2〕．例と して音を誘発するよ うな聴覚性の

共感覚を考える と，環 境音の 聞き取 りを阻害す るな ど，

生物 に と っ て よ り有害なもの となる可 能性があ る ，し

か し色覚に関する共感 覚の場合、視覚は色以外にも形 ・

動 き
・
位置 な ど多 くの チ ャ ンネ ル があ るた め，有 害 な

妨げにな りにくく，その 結果 自然淘汰を受けにくか っ

たの で はな い かとい うもの である ．

　色 が喚起されるこ とは，芸術や文化を引き合い に出

すまで もな く，我々 の 生 活を豊か に味わい 深い も の と

す る ．また 色は我々の深層心理 や精神性 に大き な影響

を与える もの である．共感覚が情動 に深 く関わる心理

現象で あ るこ と と，共感覚で 色が 喚起され やすい とい

うこ とには，何か関係があるのかも しれない ．

（Ramachandran 　and 　Hubbard ，2001 ）

　ブーバ キキ 以外で も，音の ピ ッ チ と色の 明る さ の 関

係な ど も，共感覚 と い うよ り通 様相 性 と言 う方 が適 切

である．では共感覚 と通様相性の どこが同じで どこが

違うのだろ うか ，通様相性を広義の共感覚ととらえる

研究者もいれば，別物である とする研 究者も いる ，少

な く とも，角 回 ・TPjとい っ た感覚統合の 部位が関与

する と い う点で は共通 で あ り，メ 力 ニ ズ ムの上 で 重 複

する部分があ っ て もおか しくないと思われる．

　いずれ にせ よ現在の共感覚の研究で は，誰もが共感

覚の ク ロ スモ
ーダル メ力 ニ ズムを 潜在 的に持 っ て いる

と考え られ て い る，共感覚知覚が ある かな い か，で は

な くて ，意識にの ぼ るほ ど強いか ，あ るい はそれほ ど

強 くは ない が感 覚間の 関係 性の 知覚 は で ぎ る ぐらい

か ，の 違い だと思わ れる 15 ）．

5．共感覚 と色

　冒頭に述べ たように，共感覚体験は 150 種類 にも上

る が，色 字
・
色聴以 外 で も匂 い ⇒ 色

・
痛 み ⇒ 色 ・温 度

⇒ 色な ど，実 にその 90 ％ 以上 が色 に関係 した もの で

6．お わ りに

　共感覚に関 して 解説を行 っ た ．と りわ け色を喚起す

る共感覚が多い こ と は非常に興味深く，今後の研究の

進展 が待たれ る ところであ る．

　著者 ら は 映像 ・音楽等 マ ル チ メ ディ アを豊か で 高品

質 な もの にす るた め ，1つ の 手 が か りと して 共感 覚 の

研究を行 っ て いる．共感覚が万 人に備わ っ た機能 であ

るな ら，その クロ ス モ ーダルメ力ニ ズムはき っ とさま

ざま なメ デ ィ ア技術の 役に立つ と考え られ る．また 共

感覚の 仕組み を理解するこ とによ っ て ，感性や創造性

を科学的に解明 した り，メタ フ ァ
ーや抽象的思考に留

まらず言 語の 発生の メ 力ニ ズム を明らか に する な ど，

幅広い 可能性が期待されて いる ．

　最後に決 ま っ てお願い を して い る．も し文字や数字，

また音 楽の 調性に色を感 じる方が お られた ら，研究に

協力をお願い できれば幸い である．
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