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音楽の 気分誘導効果 に 関す る実証的研究

人 は なぜ悲 し い 音楽を聴 くの か

松本　 じ ゅ ん子
1

　本研究で は ， 大学生 を対象に ， 悲 し い 時に聴 く音楽の性質や ， 聴取前の 悲し み の 強さ と音楽の感情的

性 格 に よ る 悲 し い 気分 へ の 影響 を調 べ た 。予備 調査 の 結果 ， 悲 しみ が 強 い 場合ほ ど
， 暗 い 音楽 を聴 く傾

向が示 され ， 悲 しみ が強い 時に悲 し い 音楽 を聴 くと悲 しみ は低下す る が ， 悲し み が弱い 時に悲 しい 音楽

を聴 く と悲 しみ が 高 ま る，また は変化 しな い こ と が 予測 され た。実験 1 ， 2 の 結果，音楽聴取後 の 悲 し

い 気分は ， 音楽聴取前の 悲 しみ の強 さ に か か わ らず ， 聴 い た音楽 に よ っ て ， ほ ぼ
一

定の 強さ に収束 した 。

結果的 に ， 非常 に 悲 し い 時 に 悲 し い 音楽を聴 い た場合，音楽聴取後 の 悲 し い 気分は低下 し，や や悲 し い

時 に は変化 しな い こ とが示唆された 。
っ ま り， 悲し い 音楽は ， 悲 しみ が弱 い 時に は効果を及ぼ さな い が ．

非常に悲 し い 気分の 時に聴 くと悲 し み を和 らげる効果が あり，状況に よ っ て は気分に 有効 に働 くこ とが

推察 さ れ た 。

　 キ
ーワ ード ニ悲 し み ， 気分調整 ， 悲 しい 音楽 ， 選択的聴取 ， 大学生

問題 と目的

　人は 悲 し い 気分の 時に ， 悲 し い 音楽 を聴 く こ と が あ

る 。 悲 しい 時 に 悲 し い 音楽 を聴 く と ， よ り悲 し い 気分

に な る と思われ るが ， なぜ敢え て そ の よ うな刺激 を好

む こ とが あ る か は明 らか で は な い
。

　音楽を聴 い て 気分が 変化す る こ と は 多 くの 人 に 生じ

る経験 で あ り，調，和声 ，リズ ム，音の高さな ど様々

な音楽の 性質 に よ っ て 異な っ た 気分が生 じ る （Bruner，

1990）。 しか し， それ らの 音楽的性質だ け で な く，
パ ー

ソ ナ リテ ィ や 音 楽の 好 み な どの 個人 的特性 ， 音楽 を聴

く際の 個人の 心理状態 ， 音量や 装置な どの 音響的環境 ，

会話な どの音楽 と同時 に 生 じて い る 事 象 との 相互 作用，

さ ら に音楽の感情的性格
2
な ど も ， 気分に影響す る要因

で あ る 俗 口，1996）。

　音 楽の感情的性格は ， 感情価 （affective 　value ）に よ っ

て 示さ れ る b 感情価 と は ， ある作品が ど の よ うな 感情

的性格を どの 程 度もっ て い るの か ， すなわ ち感情的性

格の 質 と量 を表す もの で ある （Hevner，1936）。 聴 い た 音

楽 の 感情 的性格 と聴取後 の 気分 を測 定 し た 研究 に よ る

と，聴取 した音楽の感情的性格に ほぼ即 した気分が聴

取後に 生 じ る こ とが 明らか に な っ て い る 仲 村，1983 ）。

］

　 京都大 学大 学院 文 学研究 科

　 junko＠ psy ．bun．kyoto−u、ac ．jp
2
　 音楽の 情緒的な 側面に つ い て は，情緒的意味，情動的性格，

　感情的性格 な どの 言 葉 で 表 現 さ れ て い る が
，

こ こ で は 感情 的性

　格 で 統
一

した。
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中村 （1983）は，音楽の 感情的性格 と音楽聴取 に よ っ て

生 じた気分 と を ， 同 じ形容詞尺度を用 い て測定 して い

る が ， 両者を異 な っ た 尺度で 測定 し て も ， 音楽の 感情

的性格 は 聴取後 の 気分 に 影 響す る こ と が示 さ れ て い る

（谷 口，1995）。 しか し， こ れ ら の研究で は聴取前の 気分が

測定 され て い な い た め ， 聴取前の 気分 と音楽の 効果 と

の相互作用 に つ い て は明 ら か に さ れ て い な い
。

　一方，音楽の 嗜好に つ い て は，文化差や 人種差，パ ー

ソ ナ リテ ィ ， 性差だ け で な く， 聴取す る場面や 聴取時

の個人の 心理状態 な ど も影響 を及ぼ す こ とが 示さ れ て

い る （e．g．，Zi］lmann ＆ Gan ，］997）。個人 の 心理状態 に よ っ

て ， 音楽の選択が ど の よ う に異な る か に つ い て の研究

は あ ま り多 くな い 。Konecni （1979；1982＞，　 Konecni，

Crozier＆ Doob （1976 ） に よ る と ， 心理状態が異な る

と，選択 し て聴 く音楽 も異 な る こ と が 示 さ れ て い る 。

怒 り を感 じて い る 場合 に は ， 複雑 な旋律 よ りも単純 な

旋律 を好み ， 反対 に気分が穏や か な場合に は ， 単純 な

旋律 よ りも複雑 な旋律を好む こ とが報告 され て い る。

こ れ は ， 怒 りの よ うな高 い 覚醒 レ ペ ル が 生 じ て い る時

に は ， 覚醒 レ ベ ル を低下 させ る た め に 単純 な旋律 を好

み，反対に穏やかで覚醒 レ ベ ル が 低 い 場合に は，覚醒

レ ベ ル を上 げ る た め に複雑 な旋律 を好む と考え られ て

い る。す なわち ， 個人 の覚醒 レ ベ ル を コ ン トロ ー
ル す

る よう に音楽 を選択 して聴取す る 。

　他方 で は ， 個 人 の 心 理 状態 に 近 い 性質の 音楽を 好 む

結果 も示 されて い る。Gibson，　Aust，　Hoffman ＆ Z川・

mann （1995 ）は ， 10代 の 青年 を 対象 に 音 楽 の 選択 を調 べ
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た。こ の研究で は，仮定 した状況 で の 音楽 の 選択 に つ

い て ， 記述に よ っ て 回答 を得 て い る 。 そ の結果 ， 恋愛

に お い て幸せ な状態で は ， 恋愛を讃え る音楽（1・ve −cele −

brating　music ）を好 み ， 恋愛 に お い て 幸せ で は な い 状態

で は ， 恋愛 を嘆 く音楽 （IOve−lamenting　music ） を好む こ

と が 示 さ れ た 。

　Wells＆ Hakanen （1991 ） は ， 人間は気分 を高めた

り，反対 に 気分 を落 ち着か せ た りす るた め に音楽を聴

き ， 気分調整 を行 っ て い る こ と を 示 し て い る 。
こ の よ

うな行動は ， 快楽原理 に 基 づ き ， 個人は不快 な気分 を

最 小限 に し，快の 気分を最大 に す る ため に ，内的及び

外的刺激状態 を調整す る と い う Mood 　Management

Theory （Zillmann，1988） に よ っ て 説明 さ れ て い る 。 ま

た ，
Thayer

，
　Newman ＆ McClain （1994） も， 音楽 を

聴 く行動 は ， 気分 の 自己調整の 有効な ス トラ テ ジーで

あ る こ と を示 し て い る 。

　楽 しい 音楽や 明 る い 音楽 を聴 くと ， 聴取後 に 楽 しい

気分や 明 る い 気分 を誘 導す る と考 え ら れ る の で ， そ の

よ うな音楽を聴 くこ と は Mood 　Management　Theory

に 矛盾 しな い 。しか し，悲 し み は快で な い と考 える限

りに お い て は ， 悲 しい 音 楽 は一
見 こ の 考 え方に 矛盾す

る。なぜ な ら，悲 し い 音楽を聴 くと悲 しい 気 分 に な る

と考 え られ る か らで ある。しか し，現実に は 悲し い 音

楽は年齢 を問わ ず好ま れ て い る （中村，1994）。Zillmann

＆ Gan （1997）は，明 ら か に ネ ガ テ ィ ブな性質 の 音 楽 を

聴 くこ と は ， 以下の よ うな理 由 に よる と推測し て い る 。

あ る状態 に お い て ， 人は他者に 自分 の 悩 み を理解 して ほ

しい と望 むが
， 非常 に 個人的な悩み を友人 と共有 す る こ

と は容易で は な い
。 そ の ため，自分 と類似 し た 境遇に あ

る音楽の 中の他者に共感的に 理解され よう とした り，

慰 め られ よう とし，ネ ガ テ ィ ブな 性質の音楽を聴 く。

　 こ の ように ネ ガテ ィ ブな性 質の 音楽 を聴 く理 由に つ

い て推測 さ れ て い る が ， 証明は され て い な い 。しか し，

実際 に 悲 し い 音楽は好 ま れ て 聴か れ て い る こ とが あ り，

経験的 に も悲 しみ が 強 い 時 に 悲 し い 音楽を聴 く と ， 気

分が 良 くな る こ と があ る 。 その た め ， 気分変化 と い う

点 に お い て も何 ら か の効果が あ る と考 え られ る。そ こ

で 本研究で は
， 悲 し い 時 に 悲 し い 音楽を聴 く行動 か ら，

気分 と音楽の 感情的性格 との 関係 を調 べ る こ と を 目的

とす る 。 まず予備調 査で は ， 悲 し い 音楽を聴 い た過去

の状況 に つ い て ， そ の 時 に聴 い た音楽の 性質や聴 い た

後 の 気分，音楽 を聴 く前の悲 しみ の 強 さな どを調 べ ，

そ れ らの 関係 を検討す る。次 に ，実験 1 で は ， 音楽聴

取前 の 悲 し み の 強さ の 違 い や聴取す る音楽 の 感情 的性

格の違 い に よ っ て
， 聴取後 の 気分 が ど の よ う に 変化 す

るか を調べ る 。 さ ら に ， 実験 2で は ， 実験 1で聴 い た

音楽 に つ い て ，悲し み が 生 じ て い な い 状態 で は音楽聴

取に よ っ て どの ように気分が 変化す る か を調 べ る 。 最

後に ， 音楽聴取 に よる気分変化 と い う点で ， 悲 しい 音

楽 の ポ ジ テ ィ ブ な効果を検討す る 。

予 備 調 査

目的

　悲 し い 時 に音楽を聴 い た 過 去 の 状況 に つ い て，聴取

前 の 悲 しみ の 強さ ， 聴取 し た 音楽の性質 ， 聴取後 の 気

分な どを調 べ
， それ らの 関係を検討 し た 。

方法

　調査対象者　大学生99名（男性 43名，女 性 55名，不明 1名）

　質問紙

　 1 ．聴取前の悲 し み の 強さ　 「少 し悲 しか っ た」（1 点）

か ら 「滅多 に な い ぐらい 非常 に 悲 し か っ た」（5 点）まで

の 5段 階評 定で 回答 を求め た 。

　 2 ．聴 い た音楽の性質　井上 ・小林 （1985）， 岩下 （1972）

か ら選ん だ 10対の 形容詞対 を使 用 し た 。 使用 した 項目

は TABLE 　1 に示 し た 。 回答 は 7 件法 の SD 尺度 法 を用

い
， 順 に ， 「非常 に 」（1，7 点），「か な り」（2，6 点）， 「や

や」 （3，5点 ）を両極か ら配置 し， 中央に 「どち らともい

えな い 」（4点） を置 い た 。

　 3 ．聴取後の 気分　寺崎 ・岸本 ・古賀 （1992 ＞ の 多面

的感情状態尺度 （Multiple　Mood 　Scale　［　MMS ）を参考 に

作成 した 。 事前 に 大学生 121名 （男 性 32名，女 性 89名 ） を

対象に ， 悲 し い 時に音楽を聴 い た後 の 気分 を調 べ た 調

査 で 使用 し た項 目の 中か ら， 選択 回数 の 多か っ た 10項

目を用 い た 。 使用 した項 目 は ， TABLE 　2 に 示 し た 。 回

答は，「あて は ま らな い 」（1 点）か ら 「非常に あて は ま

る」（4点 ） ま で の 4 段階評定で 求 め た。

TABLE 　l　　Factor　analysis 　of 　characteristic ＄　of

　　　　music 　in　a　preliminary 　inveStigation

［仁em
Rotated　factor　］oadings

I　 I［　 1［l　 C。mm 皿 ality

6，おだやかな
一

はげしい

le，テ ンポの遅い
一

テンポの速い

3，静か な
一

うるさい

2．冷たい
一
あたたかい

7．重々しい
一軽やかな

4．沈んだ一陽気な

1．暗い
一明るい

8．短調の
一
長調の

9．単純な
一
複雑な

5，単調な
一
変化に 富んだ

園
雄
繦

一』2

：li

鬪
一

：1：

，15　 　 、80
，2上　　 　 ．73
−、07　　 　 ．72
−、08　 　 ．79
，04　　 　 ．61
−，06　 　 ．76
−．08　 　 ，76
．33　 　 ．31

圃 ：ll
Eigenvalue　　　　　　　　　　　　　　 3．84　　1，90　　1．21
Percen扛age　oftota 【varia囗ce　e冗plained　　38．4　　　19．D　　　l2、l
Alpha　　　　　　　　　　　　　　　　．83　　 ．呂0　　 、60
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TABLE 　2　 Factor　analysis 　of　mood 　after 　listening

　　　　to　music 　in　a 　preliminary 　investigation

Item
Rotaヒed　factor　Ioadings

1

團
II　　　　communa ］ity

8．やすらい だ

2．落ち着いた

4．安心 した

6．おだやか な

1．あたたか い

9．すっ きりした

5，もの悲しい

3，せつ ない

IO．むなしい

7．しんみ りした

一、OB
−．05
−．04
．31

．09

1：1
團

19549173758666437756

Eigenvalue　　　　　　　　　　　　　　　　　3．64　　　　　2．67
Percen【age　of 【oLal　variance　explained　　　　36．4　　　　　　　26．7
Alpha　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，85　　　　　　，83

結果 と考察

　悲 しい 時に聴い た 音楽　聴 い た音楽の 性質の 10項目

に つ い て，因子 分析 （主成 分分 析・パ リマ ッ ク ス 回 転） を行

い ， 3 因子を抽出 した 。 TABLE　1 に 因子分析結果 を示

した。第 1因子 に含 まれ る項 目は，「お だ や か な
一は げ

しい 」， 「テ ン ポ の 遅 い
一

テ ン ポ の 速 い 」な ど，速 さ に

関す る 3項 目 に 高 い 負荷量 を 示 し た た め ，
こ の 因子 を

「速 さ」 と命名 した 。 第 2因子 は，「冷た い
一

あたた か

い 」， 「重 々 し い
一

軽や か な」な ど の 5項 目 に 高 い 因子

負荷量 で あ っ た ため，「明 るさ」と命名 した 。 第 3 因子

は，「単純な一複雑な」， 「単調な
一

変化 に 富んだ」の 2

項 目 に 高い 因子 負荷量 を示 したた め ， 「複雑さ」 と命

名 した 。 下位 尺度 を構成 する項 目の 得点の 合計を項 目

数で 割 っ た も の を ， 音楽の性質の 「速 さ」， 「明 る さ 」，

「複雑 さ」 の 各得点 と した 。

　聴取 後 の 気分　聴取 後 の 気分 を測 っ た 10項目 に つ い

て ， 因 子分析 （主成 分分 析・バ リマ ッ ク ス 回転 ） を行 い
，

2

因子 を抽出 した。因子分析の 結果 は ， TABLE 　2 に 示 し

た 。 第 1 因子 は ， 「や す らい だ」， 「落 ち着 い た 」，「安 心

し た 」な ど の 6 項目に高 い 因子負荷量 を示 したため ，

「お だ や か さ」 と命名 し た 。 第 2 因子 は ， 「も の 悲 し

い 」， 「せ っ な い 」， 「む な しい 」な どの 4項 目 に高 い 因子

負荷量 を示 し て お り ， 「悲 しさ」 と命名 した 。 下位尺度

を構成する項 目の 得点 の 合計を各項 目数で割 っ た も の

を， 気分の 「お だや か さ」， 「悲 しさ」の 各得点 とした 。

　聴取前の悲 しみ の 強さ と聴取 した音楽　音楽聴取前の

悲しみ の強さと， 聴 い た音楽の 「速さ」， 「明るさ」，「複雑さ」

の相関を調 べ た ところ ， 「速さ」で は ， r （87）＝
一．05（ns ），

「明 るさ」で は ，
r （86）＝

一 23 ψく．05）， 「複雑 さ 」 で は ，

r （88）；
一．05（ns ）で あ っ た。「明 る さ」の み 負 の 相関 が

認 め ら れ ，悲 し み が 強 い ほ ど ， よ り暗 い 音楽を聴 い た

関連性が示唆された 。

　聴取 した音楽 と聴取後の 気分　聴 い た音 楽 の 「速

さ」， 「明るさ」， 「複 雑 さ」 と
， 聴 い た 後の 気分の 「お

だ や か さ」，「悲 しさ」の相関を調 べ た 。 聴取後の 「お

だや か さ」 と聴 い た 音楽の 「速 さ」（r （87）＝ 一．09，ns ），

「明 る さ」（r （86）＝ ．08，ns ）， 「複雑 さ」（r （88）＝一．Ol，　ns ）

と の相関は い ずれ も認め ら れ な か っ た 。 聴取後の 「悲

し さ」で は ， 聴 い た音楽 との 相関は ， 「速 さ」（r （88）＝

一，22，p〈，05），明 る さ （r （87＞；一．31，pく．01）， 「複雑 さ」（r

（89）＝ 一．20
， ρく．10） で 有意 また は有意傾向の 負 の 相関が

認 め られ た。よ りゆ っ くりし た ，暗 く，単純な音楽を

聴 い た場合ほ ど ， 聴 い た後 は悲 しい 気分 で あ っ た関連

性 が 考 え られ た 。 こ れ に つ い て は ， 音楽作品 の感情的

性格が ， 聴取者 の 気分 に 影 響 を及 ぼ す結果 と ほ ぼ
一

致

して い る と い え る （中村，1983 ；谷 口，1995）。

　以上 の 結 果 か ら，聴取前 の 悲 しみ の 強 さ と聴取音楽，

聴取音楽 と聴取後の 気分 との 間 に それ ぞ れ 関連 性 が 見

出された。悲 しみ が 強い 時に は，よ り暗 い 音楽を聴 き ，

さ ら に ， よ り暗 く， ゆ っ くり と した 単純 な音楽を聴 く

と ， 聴取後 は悲 し い 気分で ある こ とが推察 された 。 悲

し い 気分 の 強さ に よ っ て 聴 く音楽 の 性質が異な り， 悲

し み が強 い 場合に は 悲 しい 音楽 を好 み ， 悲 しみ が 弱 い

場合 に は 明 る い 音楽 を好 む傾向が ある と い え る 。 また ，

明る い 音楽は悲 しい 気分 に 対 し て 常 に 正 の 効果 を 及 ぼ

す と予想で き るが ，こ こ で の 結果か ら， 悲 しみ が 強い

時に悲 し い 音楽 を聴 く場合 も ，
正 の 効果 が 予測で き る 。

反対に ， 悲 し み が弱 い 場合に は ， 負の 効 果が み られ る ，

もし くは 正 の 効果 が み ら れ な い と考え ら れ る 。 こ の 仮

説を検証す る た め ， 次 に ， 悲 しみ の 強 さ と音楽 の 感情

的性格 に よ る 気 分へ の 影響 を検討 す る。強 い 悲 しみ ま

た は 弱 い 悲 し み を誘 導 し た 上 で ， 聴取前 と聴取後の 気

分 を測定す る こ とに よ り， 聴取前の 気分 と音楽の 感情

的性格 の交互 作用 を実験 的に 調 べ る 。

実　験　 1

目的

　明 る い 音楽を聴 く と悲 し み が 低下 し ， 悲 し み が強 い

時に悲 し い 音 楽 を聴 く場 合 も同様 に 悲 しみ が低下 す る

が ，悲 しみ が 弱 い 時に 悲 し い 音楽を聴 い て も低下 しな

い
， ま た は 悲 しみ が よ り高ま る と い う仮説 を検証す る

た め に ， 悲 し い 気分の 時に ， 悲 し い 音楽 また は明 るい

音楽 を聴 くと，気分 が ど の よ う に 変化す る か を調 べ た 。

音楽聴取 に よ る単な る時間経過 の 効果 を確認 す る ため ，

気分 に あ ま り影響 を 及 ぼ さ な い 課題を行 う条件 も加 え

て 比較 し た 。
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方法

　 被験者　大学生369名（男性 158名，女性 210名，不明 1 名）。

　 実験計画 　 2 × 3 × 2 の 3 要因混合計画 と した 。 第

1 要因は ， 音楽聴取前の 悲 しみ の 強 さで あ り，強 い 悲

しみ を生 じ さ せ る条件 似 下 H 条 件 とす る ）と 弱 い 悲 しみ

を生 じ さ せ る条件 似 下，L 条件 と す る）の 2 水準で あっ

た。第 2要 因は ， 聴取す る音楽 の 性質 で あり，悲し い

音楽を聴取す る条件似 下，S 条件 と す る）と明る い 音楽を

聴取 す る条件 似 下，B 条件 と す る ），さ ら に 音楽の代わ り

に 図形課題 を行 う条件 似 下，G 条件 とす る） の 3 水準 で

あ っ た 。 第 3 要因は ， 音楽聴取前の 気分 と聴取後の気

分 の 2 水準 で あ っ た 。 第 1 要因及び第 2 要因は被験者

間 ， 第 3 要因は被験者内要因 と した。以 下 ， 第 1要因

及 び第 2 要因 の各条件の組み 合わ せ に よ り，HS 群 ，

HB 群 ，　 HG 群 ，　LS 群，　 LB 群 ，
　 LG 群の 6 群 を設 け

た。各群 の 被験 者数 は ， HS 群が 66名（男性 36名，女 性 30

名 ）， HB 群が 74名 （男性 31名，女性 42名，不明 1名 ），
　 HG

群が 43名 （男性 15名，女性 28名）， LS 群が64名 （男性 26名，

女 性 38名）， LB 群が 77名（男性 35名，女性 42名），
　 LG 群が

45名 （男性 15名，女性 30名）で あ っ た 。

　悲 しみ の 操作 悲 し い 気分 を誘 導 す る た め に ，

Bless
，
　Clore，　Schwarz，Go］isano，　Rabe＆ W6 ］k （1996＞

を参考 に ， ラ イ フ イ ベ ン ト尺度作成 の 名 目で
，

H 条件

に は今 までの人 生 の 中 で 最 も悲 しか っ た 出来事を ， L

条件 に は 日常的に 起 こ る少し悲 しい 出来事 を各々 詳細

に記述 させ た 。 記述時間 は い ずれ も12分間で あ っ た 。

事前に 大学生 ・大学院生 35名 （男性 20名，女 性 15名） を対

象に ， こ の 方法 に よ っ て 気分誘導が可能か ど うか を調

べ た 。 上記の 2条件 に加 え，ニ ュ
ー

トラ ル な気分 に さ

せ る条件 と して
， 昨日 1 日 の 出来事 を詳細 に記述す る

条件 似 下，N 条件 とす る）を設 け ， 気分誘導後の気分 を比

較 した 。 そ の 結果，Bless　et 　a1 ．（1996）が気 分操作の確

認 として用 い た 「気分が良 い 」の 項 目で ， H 条件，　 L

条件 ， N 条件 の 順 に 評 定値が 高 く （F （2，32）＝6．64，p〈

．01）， 気分誘 導 に 有効 で あ る と考え られ た 。

　気分 の 評定　寺崎他 （1992） の 多面的感情状 態尺 度

（MMS ） の 下位尺 度 で あ る 「活 動 的快」， 「非活動 的

快」， 「敵意」， 「抑鬱 ・不安」か ら選ん だ 12項目 に ， 「悲

し い 」， 「せ つ な い 」， 「気分が良い 」 を加えた計15項 目

を作成 した 。 使用 した項 目は TABLE3 に 示 した 。 各項

目に ， 「あ て は まらな い 」（1 点）か ら 「非常 に あ て は ま

る」（7 点 ）ま で の 7段階 の 評 定尺度 を配置 し ， 音楽聴取

前 と音楽聴 取後の 気分 を評定 さ せ た 。

　音楽　Erik　Satieの ピ ア ノ 作品集 （R ・ge，1983） よ P ，

悲 しい 音楽 ， 明る い 音楽 と し て ， 2曲ずつ 用 い た 。 悲

TABLE　3　 FactQr　analysis 　of　mooCl 　before　listening
　　　　to　music 　in　Experjment 　l

Item
RotateCl　 factor　loadi  s

I　 II　 I【l　 c。mmunality

11．快適な

］5，気分が良い

6，陽気な

5．活気のある

9．の どかな

3．やわらいだ

8．平静な

10，沈んだ

12．せ っ ない

4，悲しい

14，ふさぎこんだ

2．くよ くよした

1．む っ とした

7．むしゃ くしゃ した

13．攻撃的な

，02
−．07
−．12
−，04
−．18
．19
−．33

1團
一．12　 　 ．13
−．03　 　 ．29
，13　 　 、18

．00
，00
．11
，32
−，23
−，11
−．21
，23
−，04
．1025

．24

圃

992163069125039666654376775776

Eigenvalue　　　　　　　　　　　　　　　 4．47　　3、37　　1．63
Percentage　of　taしal　varianceexplained 　　29，8　　　22，4　　　10．9
Alpha　　　　　　　　　　　　　　　　　．84　　 ．89　　 ．79

しい 音楽 に は，
“Gnossienne　No ．　3

”
，

“
Gnossienne　No ．

5
”
を ， 明 る い 音楽に は ，

“
Le　Picadilly” ，

“

Je　te　veux
”

をそ れ ぞ れ使用 し た 。 こ れ らの 曲は ， 谷口 （1991）が ，

抑鬱気分 を誘 導す る 音楽 ま た は明る い 気分 を誘 導す る

音楽 として 用 い た もの で あ り，感情価 も測定 さ れ て い

る 。 そ れぞれ の 時間 は ， 2 曲で計約 7，5分で あ っ た 。 曲

は あ らか じめ コ ン パ ク ト ・デ ィ ス ク か ら ビ デオ テ ープ

（maxell 　HGX ，　HG ） に 録 音 し て お い た もの を ， 講義室 に

備 え付 け られ た AV 機器の ス ピーカーか ら再生 した 。

音量 は ， 通 常の ビ デ オ 再 生 と同程度で あ り， ピ ア ニ シ

モ の 部分 が十分に聴 き と れ る程度で あ っ た。講義室 の

音響設備や建築構造な どに よ り ， 音量 ， 音質な ど は 群

間及 び群内で 均
一

で は な い 。

　図形課題　 1 つ の 図形 をどの 部 分 で 分 け る と複数の

図形 に 分解で き る か を判断す る課題を用 い た。あ らか

じめ大 学生 17名 （男性 Il名，女 性 6名）に 対 して ， 課題 を

行 っ た 前後の 気分 を測定 した 。 上 記の 気分評定で 用 い

る項 目を使用 して調 べ た 結果 ， 「せ つ な い 」の 項 目の み

が課題遂行後 に 低下 した が （t（15）＝2、93，　Pく，01）， 他 の 14

項目 で は変化が認 め られ な か っ た 。 そ の た め ， こ の 課題

に よ っ て 気分は ほ ぼ変化 し な い と考 え， 使 用す る こ と と

し た 。 所 要時間 は
， 音楽聴取 と同 じ7．5分間で あ っ た 。

　手続 き　実験 は集団で 行 っ た。異な っ た 2 つ の 調査

（ラ イ フ イペ ン ト尺 度 作成 の 調査，音楽聴 取 の 調 査）を連続 して

行 う こ とをあ らか じめ 告げ， 2種類の質問紙 を配付 し

た 。 HS 群，　 HB 群，　 LS 群，　 LB 群 で は ， 表紙に必要事

項 を記入 させ た後 ， 悲 し み の操作 ， 気分の評 定 （聴取

前）， 音楽聴取，気分の 評 定 （聴取 後 ）を順に行 っ た 。 悲
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しみ の操作及び気分の評定 （聴取 前）を第 1 の 調査 ， 音

楽聴取 及び気分の評定 （聴取後 ） を第 2 の 調査で ある と

教示 した 。 HG 群 ，
　 LG 群 で は ， 音楽聴取の 代わ りに 上

記 の 図形課題 を行 っ た。実験 終了後，質 問紙回収の 際

に ， 本来の 実験 目的を記入 し た 用紙 を配布 した 。 実験

全体 の 所要時間 は約 30分 であ っ た 。

結果 と考察

　聴取前の 気分　音楽聴取前の気分 を測定 した 15項 目

に つ い て 因子分析 （主 成 分分 析 ・バ
1
丿マ ッ ク ス 回 転 ） を行

い
， 3因子 を抽出 した 。 因子 分析の結果は ， TABLE 　3

に 示 した 。 第 1 因子 は ， 「快適 な」， 「気分 が 良い 」，「陽

気 な」， 「活気の あ る」 な どの 7 項目 で 高い 因子 負荷量

を示 した 。
こ れ らは快の気分 に関す る項 目で あっ た た

め
， 快適さ に 関す る 因子 で あ る と考 え ら れ ， 「快適性」

と命名 した 。 第 2因子 は ， 「沈 ん だ」， 「せ つ な い 」， 「悲

し い 」， 「ふ さ ぎ こ ん だ」な ど の 5 項 目で 因子 負荷 量 が

高 く， 悲 しみ に 関す る項 目 で あ る と考 え られ た た め ，

「悲 しさ」と命名 した。第 3因子 は，「む っ とした」，「む

し ゃ くし ゃ した 」 な ど の 攻撃的反応や 不満に 関連す る

3項 目で因子負荷量 が高 く，
こ の 因子 を「フ ラ ス トレ

ー

シ ョ ン 」 と命名 した 。

　次 に ， 下位尺度 を構成す る項 目の 得点の合計をそ の

項 目数で割 っ た もの を ， 気分 の 「快適性」，「悲 しさ」，

「フ ラ ス トレ ー
シ ョ ン 」 の 各得点 と し た 。 た だ し ， 「悲

しさ」で は ， 因子負荷 量が高 い 項 目の内，「くよ くよ し

た」のみ ， 平均値が H 条件 よ りも L 条件の 方が高 く，

悲 しみ を示 す他 の 項 目 と は 性 質 が 異 な る可能性が 考 え

られ た 。 そ の た め ，
こ の 項 目を省 き ，

4 項 目 の得点合

計 を項 目数で 割 っ た もの を ， 「悲 し さ」の 得点 と した 。

各得点 の 平均値 は TABLE 　4 に 示 した 。

　聴取前の 悲 しみ の 強さ と聴取音楽が聴取前後の 気分

に及ぼす影響　音楽聴取前後の 「快適性」， 「悲 しさ」，

「フ ラ ス トレ ーシ ョ ン 」の 強 さ に つ い て ， 3 因子 の各平

均値 を用 い て ， 非加 重平均 法 の 3要因混合計画の 分散

分析 （聴 取 前 の 悲 し み の 強 さ ［2］x 音 楽 ［3］x 聴取 前後 の 気 分

［2］）を行 い
， 聴 取前の 悲 しみ の 強 さ と音楽が聴取前後

の 気分に 及 ぼ す影響 を調 べ た。

1 ．快 適性　聴取前の悲 し み の強 さ と聴取前後の 気分

の 一次の交互作用 （F （1，337）＝7．75，p＜．Ol） と ， 聴取音楽

と聴取前後の 気分 の
一

次 の 交互作 用 （F （2，337＞； 25．53，p

〈．Ol）が 認め ら れ た 。 各要因の単純主効果 を分析 した結

果 は，以 下 の 通 りで あ っ た。

　（a ）聴取前の 悲 しみ の 強さ と聴取 前後 の気分　聴取前

の 快適性 に つ い て は ， H 条件 よ りも L 条件 の 方 が 高

か っ た が （F （1，674）＝10．83，p〈．Ol）， 聴取後の快適性に つ い

TABLE 　4　 Mean 　ratings 　of　mood 　before　and 　after

　　　　listening　 to　 music 　 when 　 the　 participants

　　　　had　felt　deeply　or 　only 　a　little　sad

Music1Task
Intensity　of 　sad 　mood

befere　liStening　tG　mUSiC

Comfort

Sad　music 　Bright　mvsic　Geome【ry　problens

High　Low 　High　Low　High　Low

Sadness

Frustration

Before　 〃　　1．47　2．10　L58 　1，77　 1．66　 2．05
　 　 　 SD　　　，89　　1．18　　　，82　　，80　　　．86　　1．12
After　　　〃　　@2．38 　2．54 　3，25 　3．10 　2．13 　2．1

　 　 　SP　　l．13 　1，32 　1，40 　1，25 　1．17　　．8

Before 　〃　　2．92　2，81 　3．24 　2．78 　2．94 　2．3
　 　 　SD 　　l，47 　1．58　　1，74　　1．61 　1，84　　1．2

After　 　4f　　2，38 　2．S6 　1，79 　 L92　1．79 　 L4
　 　 　SD 　　l，28 　1．48 　1．18 　1．17 　1．54　　、6

Before 　M　　2．08 　2．47 　2．06 　2，53 　2．18 　2．3
　 　 　5D 　　l．48　　1．5
After　　　〃　　　1．59　　2．0
　 　 　SD 　　l．26　　1．3

．41 　1，64　　1．54　　1，5
．56　　1．77　　2．13　　2，2
．28　　1，46　　．93　　　．8

て は
， H 条 件 とL 条 件 では有意な 差は認 め ら れ な か

た （F（1，674 ＞＝．oe，　ns ）。聴取前 後の気分 変 化 に つ い て

， H 条 件 では 聴 取後に快 適 性 が 高ま り（F（1，337）＝101．

， p〈 ．
OD ，　 L 条件で も同様に 快適 性 は 高 まっ た（F

（1，33

j＝ 37．72，p〈．

）o 　（b ） 聴取音楽と聴取前後の気分　聴取前の快

性は 各 音 楽 の 条 件で 差 が み ら れ なか ったが（F（2，674）

． 76
， ns ），聴取 後の 快 適 性 の 強 さ につ いては ，

意な 差 異 が 認められた（F（2，674）＝25．10，p 〈， Ol ）。 乃

勿 の WSD 法 によ る 多重比較の結果， S 条件及び

  盾 ﾆB 条 件の 間 に，有 意な差が
認められた（MSe＝1 ．22 ， ρ

． 05 ；S ＝ G く B ） 。 各条件 の 聴 取前後の気分変

は，S 条件 では 聴 取 後 に快適性が高まっ た（F（1，337）＝29 ．51T
ｭ 、Ol ） 。同様に， B 条件（F（1，337）＝エ 47 ．94 ，p く．Ol ）及びG

件（F（1 ，337）； 5 ． 15 ， p く 、 05 ） で も 快

性 は 聴取 後 に 高くな った 。 　 す なわち，時 間が 経

し た だ け でも 快適性は 高 まっ たが， 悲し い 音 楽 を

い た 場 合 にも同様 に高まっ た 。 し か し ，聴 取後 の

適性 の 強 さ は， 明 る い 音 楽を聴 い た 場 合に 最 も 高

なることが 示され ， 聴い た 音楽 の感

情的性 格に依存すると 考 えら れ た。 2 ，悲 し さ　

取
前

の 悲しみの強 さと 聴取前後の気分 の一次の交互作用（F （ 1 ，339
＝7 ．92 ，p 〈，

01
） と，聴取 音楽 と聴取前後の気分の一次の交互

用（F（2 ， 339 ） 　 ＝9 ．84 ， ρ＜ ． Ol） が認め

れ た。聴取前後の悲し さの 強さは， 　H条件 をFIGuRE 　1 に

　 L 条件を FIGuRE 　2 に 示した。各 要因 の 単

主効果を分析した 結 果 は ， 以 下 の通りであ っ た。 　（

j 聴 取前の悲しみの 強 さと 聴取前 後 の 気分 　聴 取前

ﾌ 悲 し さは ， H 条 件の方が L条 件よりも高く，気分誘導による差が認めら れた

（ F（ 1

678 ）
＝ 6 ． 23 ， 　 P 〈． 05）， 聴 取 一27 一 N 工
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後 の 悲 しさ は ， H 条件 と L 条件で 有意 な差 は認 め られ

な か っ た （F （1，678）＝．40，ns ）。 聴取前後の 気分変化 に つ

い て は ， H 条件 で は 聴 取 後 に 悲 し さ が 低 下 し （F

（1，339）；69．71，pく，Ol）， 同様 に L 条件で も聴取後 に 悲 しさ

が低下 し た （F （1，339）；］9．10，ρ〈，Ol）
。

　（b）聴取音楽 と聴取前後の気分　聴取前の悲 しさ は ，

各音楽の条件で 差が み られな か っ たが （F （2，678）＝ 2．Ol，

ns ）， 聴取後の 悲 し さ の 強さ に つ い ては ， 有意 な差異が

認 め られ た （F （2，678＞＝13．96，pく．01）。距 物 の WSI〕法

に よる多重比較 の結果 ， B 条件及 びG 条件 と S 条件の

間に有意な差が 認め られ （MSe ＝2．10，　P〈．05；B ＝ G ＜ S＞，

B 条件及び G 条件よ りも S 条件の 方が聴取後 の 悲 し さ

が高か っ た 。 各条件の聴取前後の気分変化に つ い て は，

B 条件 （F （1，339）＝56．60，pく．ol） 及 び G 条 件 （F （1，339）＝

41．32，p〈．01）で は聴取後 に悲 しさが低 下 したが ，
　 S条件

3 ．5

3
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　 　 　 　 　 1
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FIGuRE 　l　 Mean 　 sadness 　 scores 　 of　 the　 three

　 　　 　 grOups （HS ： sad 　 music 　condition ，　 HB ：bright

　　　　 m しlsic 　condition ，　HG ：geometry 　prob！ems 　 condi −

　　　　 tion）before　and 　after 　listening　to　 musjc

　　　　 when 　the　participants　had 　felt　deepIy　sad

3．5

3

52

2

51

OOO

Σ

O
く
の

」

O
 

F一
の
Z
山
ト

≡

　 　 　 　 　 1
　 　 　 　 　 　 　 　 before　　　　　　　　　after

　 　 　 　 　 　 　 　 　 BEFORE 　AND 　AFTER
　 　 　 　 　 　 　 　 　 L「STENING 　TO　MUSIC

FIGuRE　2　 Mean 　sadness 　scores 　of　the　three　groups
　　　　 （LS 　 l　sad 　 music 　 condition

，
　LB ： bright　 music

　　　　 condition ，　 LG ： geometry 　 problems 　 condition ）

　　　　 before　and 　after 　listening　tQ　music 　when

　　　　 the　participants　had　felt　only 　a　little　sad

で は 聴取 前後の 変化 は認 め ら れ な か っ た （F （1，339）＝

2．65，ns ）o

　 明 る い 音楽及び図形課題を行 っ た場 合 に は ， 聴取前

の 悲しみ の 強さ に か か わ らず ， 悲 し い 気分 は 聴取後 に

低下 した 。 悲 し い 気分に対す る明 る い 音楽の 影響は，

時間経過 に よる低下 と ほ ぼ 同 じ程度で あ っ た 。 悲 しい

音 楽を聴 い た場合に は ， 聴取 後 の 悲 しい 気分 は明る い

音楽や図形課題 を行 っ た場合 よ り も強 く，聴取 前後 で

変化 は認め ら れ な か っ た 。 しか し ， 全体 と し て み る と ，

上述 し た よ うに ， H 条件 ，
　 L 条件 と もに 音楽聴取 後 に

悲 しみ は 低下 し て い た 。

　 ま た ， 予備 調査 の結果よ り， 悲 し み が 強 い 場合 に は

悲 しい 音楽 を聴き，悲 し み が 弱 い 場合 に は明る い 音楽

を聴 く こ と が 推察 され た 。 そ の た め ， 悲 しみ が 強 い 場

合に悲 しい 音 楽を聴 く こ と は 気分へ の 正 の 効果が あ る

が ， 悲 し み が 弱 い 場 合 に 悲 しい 音楽を聴 く こ と は気分

に 対 して 正 の 効果がな い ， または負の 効 果が あ る と予

想 さ れ た 。 そ こ で
，

こ の 仮説を検証す るた め に ，悲 し

い 音楽 を聴 い た条件の み を取 り出して分析 を行 っ た 。

　 悲 し さ の 平均値を 用 い て
，

2 要因混合計画の分散分

析 （聴取 前の 悲 しみ の 強 さ ［2］X 聴取 前後 の 気分 ［2］） を行 っ た

結果 ， 聴取前の 悲 しみ の 強さ と聴取前後の 気分の 交互

作用 が 有意傾 向で あ っ た （F （1，121）！・3．79，p〈．10）。聴取前

後 の 悲 し さ は ， H 条件 で は 聴 取 後 に 低 下 し た が

（F （1，121）＝ 6．48，p〈．05），
　 L 条件で は 変化が 認め られ な

か っ た （F （1，121）＝．04，ns ）。

　 し た が っ て ， 悲 し み が弱 い 時に悲 し い 音楽を聴 くと，

悲 しい 気分 の 強 さは変化 しな い が ， 悲 しみが強 い 状態

で あれ ば ， 悲 し い 音楽を聴 くこ と に よ っ て悲 し み が 低

下す る こ とが示唆 された 。 こ れ ら の 結果 か ら， 悲 しみ

が 強 い 場合 に 悲 し い 音楽を聴 くこ と は 気分 へ の 正 の 効

果が あ る が ， 悲 し み が 弱い 場合に悲 し い 音楽を聴 くこ

と は 正 の 効 果 が な い
， も しくは負の効果 を もつ とい う

仮説が支持 さ れ る と推察 された 。

3 ．フ ラ ス トレー
シ ョ ン　聴取音楽 と聴取前後の 気分

の 一次 の 交 互 作 用 の み 有意傾向 で あ っ た （F （2，341）＝

2．85，p〈．10）。 各要因の単純主効 果 を分析 した結果は ， 以

下の 通 りで あ っ た。

　（a ）聴取音楽 と 聴取前後の 気分　聴 取 前 の フ ラ ス ト

レ ーシ ョ ン は ， 有意 な 差 は認 め られ な か っ た が （F

（2，682）＝．02，ns ），聴 取後 の フ ラ ス ト レ ー
シ ョ ン の 強さ

は ， 条件に よ っ て 異 な っ て い た （F （2，682＞； 3．74iP〈，05）。

しか し，
Tuleayの ”・rSD法 に よ る多重比較で は ， 条件

問で の 差異 は認 め られ な か っ た （MSe ＝ 1．99，　ns ）。 聴 取前

後 の フ ラ ス トレ ーシ ョ ン の 強 さ は， S条件 （F （1，341）＝
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7．88，p〈，01）及び B 条件 （F （1，341）＝＝　14．87，　p〈．01） で は聴取

後に低下 したが ， G 条件 （F （1，341）＝．30，・ ns ）で は 変化 は

認め られ な か っ た 。

　 フ ラ ス トレ ー シ ョ ン は，悲 し い 音楽を聴 く条件 と 明

る い 音楽 を聴 く条件で は聴取後 に有意に低下し た が ，

図形課題 を行 っ た場 合 に は変化 しな か っ た。こ の こ と

か ら， 時間経過だ けで は フ ラ ス トレ ーシ ョ ン の 強 さ は

変化 しな い が ， 音楽を聴 く こ とに よ っ て低下す る と考

え られた 。

　以上 の 結果 よ り， 聴取後 の 快適性 や悲 しさ，フ ラス

トレ
ー

シ ョ ン は ，聴取前の悲 し み の強さ で は な く ， 聴

い た音楽の 影響 を受け ，

一
定の 気分の強 さ に収束して

変化 した 。 また，聴取前後の 気分変化 に つ い て は ，聴

取前の 悲 し み が強 い ほ ど音楽聴取前後の気分が大 き く

変化 した 。図形課題を行 っ た 場合 に は， フ ラ ス ト レ ー

シ ョ ン は変化 し な い が ， 快適 性は高 くな り， 悲 しさ は

低下 した 。す なわ ち，時間が経過する と，フ ラ ス ト レ ー

シ ョ ン の強さ は残 るが
， 快適 に な り， 悲 しさ は低下す

る と考え ら れ た 。 ま た ， 明る い 音楽 を聴 い た場合 に は ，

悲しみ や フ ラ ス トレ ーシ ョ ン は 低下 し
， 快適さ が 高 く

な っ た 。 悲 し い 音楽を聴 い た 場合に は ， 全体的 に快適

さが 高 まり， フ ラ ス ト レ ー
シ ョ ン は低下 し た 。 し か し，

聴取前の 悲 し み が 弱 い 時に は悲 しい 気分 は変化 しな

か っ た が ，悲 し み が 強 い 時 に は低下 し た こ と が示唆さ

れ た 。 し た が っ て ， 明 る い 音楽は 気分 に 最 も良 い 影響

を及 ぼ す が，悲 し い 音楽 は状況に よ っ て は悲 し み を和

ら げ る効果 を もつ と推察 さ れ た 。 また ，
フ ラ ス ト レ ー

シ ョ ン は時間が 経過 して も低下 し な か っ た こ とか ら，

悲 し み が強 い 場合 に は ， 明 る い 音 楽 また は 悲 しい 音楽

を聴 くと気分 に 対 して良 い 効果 が あ り， やや悲 しい 場

合に は ， 明 る い 音楽 を聴 く と良 い 影響 を及 ぼ す こ と も

推察 さ れ た 。

　次 に，音楽 を聴 く こ と に よ っ て気分 を
一定に収束 さ

せ る と い う効果が ， 気分誘 導 と い う実験 手続き に よ る も

の でな い こ と を確認す る 。 統制条件 と し て ， 悲し い 気分

が生 じて い な い 場合で も，聴取後の 気分は音楽の 種類に

よ っ て
一

定の レ ベ ル に収束す る か どうか を調べ る 。

実　験 　 2

　実験計画　 2 × 2 の 2 要因混合計 画 とした。第 1要

因 は 聴取 す る音楽 の 性 質 で あ り，実験 1 と同様に 悲 し

い 音楽を聴取す る条件 （S 条件） と明 る い 音楽 を聴取 す

る条件 （B 条 件 ）の 2水準で あっ た 。 第 2 要因 は ， 音 楽

聴取前の気分 と聴取後の 気分の 2水 準で あ っ た 。 第 1

要因 は被験者間，第 2 要因 は被験者内要因 と し た 。 以

下 ， 悲 し い 音楽 を聴 く群 を NS 群 ， 明 る い 音 楽 を聴 く

群 を NB 群 と した。各被験者数 は，　 NS 群が 191名 （男

性 56名，女性 134名 ，不 明 1名 ），
NB 群が 149名 （男性 29名，

女性 120名）で あ っ た 。

　気分の操作　実験 1 と同様の 方法 で あ っ たが ， 実験

1で述 べ た N 条件の み を使 い
， 昨 日 1 日の出来事を詳

細 に 記述 さ せ た 。 時間 も実験 1同様 ， 12分間 と した 。

　気分の評定 ， 音楽 ， 手続き　実験 1 と同 じで あ っ た 。

結果 と考察

　実験 1 と同様 に ， 「快適性 」，「悲 しさ」，「フ ラ ス トレ ー

シ ョ ン 」の各得点 は ， 下位尺度 を構成 す る項 目の得点

の 合計 を そ の 項 目数で 割 っ た も の と し た 。 各得点の 平

均値 は TABLE　5 に 示 した 。

　聴取音楽が聴取前後の 気分に 及ぼ す影響　音楽聴取

前後の 「快適性」， 「悲 しさ」，「フ ラ ス トレ ー
シ ョ ン 」

の 強さ に つ い て ， 3 因子の 各平均値を用 い て ， 非加重

平 均法 の 2要因混 合計画 の 分散分析 倍 楽［2］× 聴 取前 後

の 気分 ［2コ） を行 っ た 。

　 1 ．快適性　聴取音楽 と聴取前後の 気分の交互作用

が認め られ た （F （1β04）＝8．62，pく，01）。 各 要因 の 単純 主効

果 を分析 した結果 は
， 以下 の 通 りで あ っ た 。

　聴取前の快適性 の強 さ は ， S条件 と B 条件で差 が認

められ （F （1，608）＝lo．25，　p〈．01），　B 条件の 方が S 条件 よ り

も高か っ た 。 聴取後の快適性に つ い て も両条件で差異

TABLE 　5　 Mean 　ratings 　of　mood 　before　and 　after

　　　　listening　 to　 music 　 when 　 the　participants
　 　 　 　 had　been　 in　 a 　neutral 　 mood

Music Sad　music 　 Bright　music

目的

　特に悲 し くな い 気分の時に ， 悲 しい 音楽また は 明る

い 音楽 を聴 くと ， 聴取後の 気分が どの よ うに変化す る

か を調 べ た。

方法

　被験者　大 学生340名 （男 性 85名，女 性 254 名，不 明 1 名 ）

Comfort

Sadness

Frustration

Before　 M
　 　 　 SD
After　 　〃

　 　 　 SD

Before　 〃

　 　 　 SD
After　 M

　 　 　 SD

Before　 M
　 　 　 SD
After　　 M
　 　 　 SD

2．151
．122
，02
．98

1，52
．942
，561
．38

1．58
．981
．781
．31

2．571
．262
．811
．24

1．611
，101
．67
．93

］．49
．931
．39
．84
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が み られ ， B 条件 の 方が 高か っ た （F （1，608）＝35．43，　p〈

．Ol）
。 聴取前後の快適性の 強さ は ，

　 S 条件で は変化が認

め られ な か っ た が （F （L304）＝2．05，・ns ），
　 B 条件で は聴取

後に高 くな っ た （F （1，304）＝ 7．4ユ，p＜．01）。

　 快適性は ， 聴取前の強 さが両条件で異な っ たが ， 悲

し い 音楽 を聴 い た 場合に は聴取前後で変化が な く ， 明

る い 音楽 を聴 い た 場合 に 聴 取後 に 高 くな っ た 。 した

が っ て ， 快適性が高ま っ た こ と に つ い て は ， 音楽の 影

響 を受 けた もの と考 え られ た。

　 2 ．悲 しさ　聴取音楽 と聴取前後の 気分の交互作用

が 認 め られ た （F （】，315）＝54．47，p〈．  1）。 各要因 の 単純主効

果の分析結果は ， 以 下の 通 りで あ っ た 。

　 FIGURE3 に 示 した よ うに
， 聴取前の 悲 し さ の 強 さ は

両条件間で は差は な か っ たが （F （1，630）＝．47，ns ）， 聴取

後 で は B 条件よ りも S 条件 の 方が 高 か っ た （F （］，630）＝

49．78
，Pく．Ol）。 聴取前後の 悲し さ の強さ は ，

　S条件で は聴

取後 に 高 ま っ た が （F （］，315）＝123．04，pく，Ol），　 B 条件で は

変化が 認め ら れ なか っ た （F （1，315）；・．43，ns ）。

　 悲 しさ に つ い て は，明 るい 音楽を聴 い た場 合に は聴

取前後で 変化がな く， 悲 し い 音楽 を聴 い た場合に は聴

取後に高 く な り ， 快適性 と同様に音楽の 影響 を受けて

変化した もの と考 えられた。

　 3 ．フ ラス トレーシ ョ ン　聴取音楽 と聴取前後の気

分 の 交互作用 が認め られ た （F （1，311）＝4、68，ρ〈．05）。各要

因の 単純主効果は ， 以下の 通 りで あ っ た 。

　聴取前の フ ラ ス ト レ
ーシ ョ ン の強 さ は ， 条件間で 差

異 は 認 め られ なか っ た が （F （1，622）＝．51，ns ＞
， 聴取後で

は ， S条件の 方が B 条件 よ り も高か っ た （F （1，622）＝10．95，

P〈．01＞。聴取前後の フ ラ ス トレ ーシ ョ ン の 変化は，S 条件

で は聴取後に 高 くな っ た が （F （1，311）＝4、26，p〈．05），
　 B 条

3 ．5
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F 【GuRE 　3　 Mean 　sadness 　scores 　of　the　two　groups
　　 　 　 （NS ； sad 　 music 　condition ，　NB ： bright　 music

　　　　 condition ＞　before　and 　after 　listening　to

　　　　 music 　when 　the　participants　had　been　in　a
　　 　 　 neutral 　 mood

件で は変化が み られなか っ た （F （1，311）　＝、99，ns ）。

　 フ ラ ス ト レ ーシ ョ ン に つ い て は ， 明 る い 音楽では変

化 しなか っ たが ， 悲 しい 音楽 を聴 い た場合 ， 悲 しさ と

同様 に高 くな っ た。快 適 さや悲 しさ と同様 ， 音楽の 影

響 を受け ， 不快な気分が高 まっ た と考え られ た 。

　 結果 よ り，悲 し い 音楽 を聴 い た 場 合 ， 快適性 は変化

せ ず ， 悲 しさ とフ ラ ス トレ ーシ ョ ン が高 くな っ た 。 反

対に 明る い 音楽を聴 い た場合で は，悲 し さ と フ ラ ス ト

レ ー
シ ョ ン は変化 せ ず ， 快適性が高 ま っ た 。 聴取後の

気分 も， 悲 しい 音楽 を聴 い た場合は，明 る い 音楽 を聴

い た 時 よ りも悲 し さ と フ ラ ス トレ ーシ ョ ン が 高 く， 明

る い 音楽を聴 い た場合は ， 悲し い 音楽を聴 い た 時 よ り

も快適性 が 高 か っ た 。 以上 の こ とか ら， 実験 1 と同様

に ， 特に悲 し くな い 気分の場合 に も ， 聴取後の気分は

聴 い た 音楽 の 感情的性格 に 近 い レ ベ ル に収束す る こ と

が示 さ れた 。

　 また，快適性 に つ い て は ， 実験 1 で は ど の条件で も

聴取後 に高 まっ た の に 対 し，実験 2で悲 しい 音楽 を聴

い た場 合に は変化 がな か っ た 。
こ れ に関 して は ， 悲 し

い 気分が生 じ て い た状態で は ， 時間経過や音楽聴取 に

よ っ て 悲し い 気分 が 低下 す るた め，ポ ジ テ ィ ブな気分

に な り，快適 な気分 が高ま っ た と考え ら れ る 。 し か し ，

ニ ュ
ー トラ ル な気分の状態か ら悲 しい 気分 が 高 まっ た

場合 に は，気分 は ネ ガ テ ィ ブな方 向へ 変化 した こ と に

な る た め ， 快適性 は高 ま ら な か っ た と考 え ら れ る 。

　 フ ラ ス トレ
ーシ ョ ン に 関 して も，実験 1で は悲 しい

音楽 を聴 い た場合 と明る い 音楽 を聴 い た 場合 は聴取後

に低下 した が ， 実験 2 で 明 る い 音楽を聴 い た場合 は変

化せ ず，悲 しい 音楽 を聴 い た場合 に は高 ま っ た 。 悲 し

い 気分が生 じ て い た 時に は ， フ ラ ス トレ
ー

シ ョ ン も同

時 に 生 じて お り， 時 間経過 で は変化 し な い が ， 音楽 を

聴 くこ と に よ っ て 低下 した と考 え られ る。 しか し ，

ニ ュ
ー

トラル な気分 の 時 に 明 る い 音楽 を聴 い た場合 は ，

ポジ テ ィ ブ な 気分に変化 したた め ， フ ラ ス トレ ー シ ョ

ン は生 じず，反対 に 悲 しい 音楽 を聴 い た場合 は ， ネガ

テ ィ ブな気分 に 変化 し た た め ， フ ラ ス ト レ ー
シ ョ ン が

生 じた と考え られ る 。

　以 上 よ り，悲 し い 気分 で は な い 時 に ，悲 し い 音 楽 を

聴 くと 悲 しい 気分や フ ラ ス ト レ ーシ ョ ン が 高 ま り，明

る い 音楽を聴 くと快適な気分が 高まる こ とが 確かめ ら

れた 。 音楽を聴 くと ， 聴 い た音楽の 感情価 と近 い 気分

が生 じ る とい う， こ れ まで の研究結果 と も対応 し仲 村，

1983 ；谷 口，1995），音楽聴取後 の気分 は ， 聴 い た音楽 に

依存 して ， そ の 音楽の もた らす レ ベ ル に収束する と考

え られ た 。 す なわ ち ， 実験 1で の結果は ， 気分誘導の
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実験手続 き に よ っ て 生じ た もの で は な く，音楽に よ る

影響で ある こ とが 示 された 。

全体的考察

　本研究で は ， 悲 し い 音楽が ， 気分に ど の よ うな影響

を及ぼ す か を実験 的 に検討 した。そ の 結果 ， やや悲 し

い 場合に悲 しい 音楽を聴 くと ， 悲 し み は低下 し な い が ，

非常に悲 しい 場合 に 悲 しい 音楽を聴 く と，低下す る こ

と が 示 唆さ れ た 。 ま た ， 悲 し み が生 じ て い な い 場合に

悲 しい 音楽を聴 くと， 悲 しい 気分が 生 じる こ とが 確認

さ れ た 。 こ の結果 は ， 予備調 査 の 結果 と も ほ ぼ
一

致 し ，

悲 しみ が強 い 時 に は悲 しい 音楽を好み，悲 しみ が 弱 い

時 に は 明 る い 音楽を好む傾向を ， 気分変化の 点か ら確

か め る こ とが で きた と考 えられ る 。 また ， ネガ テ ィ ブ

な性質の 音楽 を好ん で聴 く理由は こ れ ま で 明 らか で は

な か っ た が ， 悲 し み が強 い 時に悲 しい 気分 を低下 さ せ

る こ とが あ る と い う利点が ，そ の 理 由の
一

つ に ある と

推察さ れ る 。 したが っ て ， 悲 しい 音楽 を聴 く こ とは ，

状況 に よ っ て は Mood 　Management 　Theory に 矛盾

せ ず ， 有効 な気分調整 の
一

つ の 手段 で あ る こ と が 示 唆

さ れ た 。 悲し い 音楽の聴取行動 だ け で な く，

一
見ネ ガ

テ ィ ブ に 思われ る他 の 行動 に も，何ら か の 利点が ある

こ と が今後見出 さ れ る可能性 も考 えられ る 。

　 と こ ろ で ，Arnett 〔1991 ；1995） は ， 激 し い 性質の 音

楽を聴 く前の 気分は ， 怒 りな ど の 不快な気分 を生 じて

い る時が多 い こ と を報告 し て い る 。 そ して ， 音楽 を聴

い た後 は ， 怒 りを発散 さ せ て い た り，和 らい だ 気分 に

な っ て い た りす る こ と が多 い こ と も述 べ て い る 。 Ar−

nett 〔1991 ；1995）の 研究か らは ，覚醒 レ ベ ル を下げる よ

りは，む し ろ上 げる よ うに音楽を聴 い て い る と
一

見思

わ れ る が ， 結果 的 に は気分 を調整 して 聴 い て い る と も

考え られ る。 音楽を聴 くこ と に よ っ て怒 りを
一

層高め ，

カ タル シ ス 的 な効果 を得て い る と予想 さ れ るか らで あ

る 。 悲 しい 音楽 に関 し て も ， 同様の こ とが考え られ る 。

悲 しい 気分が 強 い 時に悲 し い 音楽を聴 くこ と に よ っ て ，

悲 しい 気分 をよ り高め， も と に 生 じ て い た 悲 し い 気分

を浄化 さ せ て い る可能性が あ る 。

　 最後 に ，本研究の 問題点 と今後の課題 に つ い て述 べ

る 。 まず第 1 は ， 音楽聴 取中 の 気分 変化 が 明 らか で な

い 点で ある 。 聴取中の 気分変化 をみ る こ と に よ っ て ，

音楽か らの 影響 をさ らに 詳 し く知 る こ と が で きる と考

え られ る 。 第 2 は ， 気分が 良 い 時に悲 し い 音楽 を聴 く

と ， ど の よ うに 気分が変化 す る か と い う点で あ る。こ

の ような現象は 実際は殆 ど生 じ な い と考え ら れ る が ，

悲 しい 音楽 の 影響 を
一

般化 す る上 で 必要で あ る。次 に ，

気分 に よる音楽の感情的性格の認知の 差異が あげられ

る 。 気分が異な っ て も音楽の感情的性格が同じように

聴 こ えるか どうかは明 らかで はな く，異 な っ て聴 こ え

て い る 可能性 も考 え られ る 。 さ ら に ， 悲 し み と い う気

分 に つ い て は ， 通 常は ネ ガ テ ィ ブな もの と して と らえ

られ が ち で あ る が ， 実際に は ポジ テ ィ ブな気分 も同時

に生起 して い る こ ともある （Warr 、　Barter＆ BrownbriClge，

1983）。した が っ て，ポ ジ テ ィ ブで もあ りネ ガ テ ィ ブ で

もある気分が 生 じ て い る場合 に つ い て も今後検討す る

必 要が ある 。
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Why 　PeoPle五isten　to　Sad　Music　：　Effects　Qゾ Mzasic　on ・Sad・Moods
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　　The 　present　study 　examined 　characteristics 　of　music 　that　university 　students 　listen　to　when 　in　a　sad 　mood ，
and 　the　relationship 　of　the　intensity　of 　their　sad 　mQod 　prior　to　listelling　to　the　music 　and 　the　affective 　tone

of　the　music
，
　to　the　students ’

mood 　after 　listening　to　the　music ．　 It　was 　hypothesized　that　the　students
’
sad

mood 　wo しlld 　be　weakened 　when 　they　had　been　very 　sad ，　and 　that　it　would 　be　enhanced 　or 　unchanged 　when

they 　had　been　only 　a　little　sad ，　 The　results 　of　Experiments　l　and 　2　indicated　that　no 　matter 　how 　severe 　the

listeners’sad 　mood 　had 　been，　their　mood 　shifted 　to　a 　ievel　predicted 　by　the　affective 　tone　of 　the　music 　that

they 　had　listened　to。　Sad　moods 　were 　weakened 　after 　listening　to　sad 　music 　if　the　listerlers　had　felt　very 　sad ，
whereas 　their　sadness 　remained 　unchanged 　if　they　had　been　only 　a　little　sad ．　 These　findings　suggest 　that

sad 　music 　may 　be　effective 　for　easing 　sadness 　in　people　in　a　deeply　sad　mood
，
　but　that　it　may 　not 　be　as

effective 　for　those 　who 　had 　been　only　a　 little　sad ．
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