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音声の 発話速度 と休止時間が話者の 性格印象 と

自然なわか りや す さに与 える影響

内　田　照　久
＊

　音声 中の 実音声 区間 と休 止 区間 の 時間配分 と，話 者の 性格印象，音声 の 自然性 との 関係 を検討 した 。

パ ラ グ ラ フ ・レ ベ ル の 音声材料 を用 い て
， 大学 牛 581 名 を被験者 と して聴覚実験 を行 っ た。実音声時間長

は ， 性格印象 ， 自然性 に 特徴的な影響を与 え て い た。休止時問長 の 違 い に よ る影響 は比較的小 さ か っ た 。

実音声 部の 発話速度 の 変化 に伴 う性格印象の 変化 パ タ
ー

ン は，Big　Five の 特性 ご と に 固有の 2 次回帰式

で 近 似 で き た ． 勤勉 性は 速 い 発話 で 評価が 高 く， 遅 くな る と 急峻 に 低下 し た 。協調性 で は 逆 に，速 い 発

話で 評価が 低 く，遅 い 発話で高か っ た 。 外向性 と経験へ の開放性は や や速 い 発話で評価が高 く， よ り速

くて も遅 くて も下 降 し た。情緒不安定性 に は影響 は 見 られ な か っ た，自然性 は オ リジ ナ ル の 時問長 で 評

価 が 最 も高 く，よ り速 くて も遅 くて も左右対称 の 形状 で 低 トし た 。
こ れ らの こ と か ら音声 の 変換に伴う

自然性 の 低 ドの 影響 は皆無と は 言 えな い ま で も， 性格特性ご との 独自性が 確認され た 。 こ の結果は ， 性

格印象全体 の 複雑 な 変化 を捉 え る た め に ，音声 の 時間構造 の 変化 に 応じ て 性格特性ご とに 特性値を近似

関数 で 推定 し ， そ の 推定値 を組合 せ て 全体像 を捉 え る と い うモ デ ル を支持す る もの で あ っ た。

　 キーワ ード ： 音声 言語教育，発話速度，ポーズ，印象形成，性格特性 5 因子 モ デ ル

問題 と目的

言語教育に お け る音声言語重視へ の 転換

　近 年，わ が 国 の 言語教 育 に お い て は，歴 史的 な 方向

転換 が進ん で い る 。 す な わ ち ， 文章 を読 ん で 理解す る

こ と を中心 と した 従来型 の 教育 か ら，対 話を行 うた め

の コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン能 力重視へ の 方針の 転換で あ る 。

具体的な動向と し て は ， 小中学校の国語科に も 「音声

言 語」の 項 目 が 新規 に 導 入 され ，音声 コ ミ ュ ニ ケ
ーシ ョ

ン 能力 の 育成を教育 の 中に 位置 づ け た 営 み が 行われる

よ うに な っ て き た （瀬 川、1995＞。

音声に かかわ る心理学の 研究の 役割 とその困難性

　 しか し，
こ の 音声 コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン 教育の 基盤 を

成す べ き ， 広 く音声 に 関わ る 知 見の 蓄積 に 関し て は，

こ れ ま で の と こ ろ必ず し も ト全 と は 言 え な い 。

　従来， 音声が 担っ て い る情報は ，
い わ ゆ る文字 に 還

元で き る言諸情報と，そ れ 以外の 韻律的特徴 （prosodic

fea瞳 e ）と に 分 け て 考 え られ て き た 。 音声学 を 含 め た 言

語学 は，言語規則 の 確立 を大局的な目的 と して い る た

め ， 韻律的な音響特徴を ， 純粋な言語情報を伴わ な い

事象 として扱 い ，こ れ まで 重要視して こ なか っ た 。

　しか し， 文字 の 形 で は捨象 され て しまうもの の ，時々

＊
　 人学 入 試 セ ン ダ

ー
研究 開発部

　 〒153−85〔〕1　 東京都 日黒 区駒場 21923

　 uchida ＠ rd．dnc．ac ．jp

刻 々 と変容 す る 肖
：
声 の 韻律的 な 特徴 の 11 ］に は，話 し手

の 人柄や ， そ の 人 の 今の気持ち や意思 と い っ た ， 話 し

手 に 関わ る様々 な情報が織 り込 まれ ，音声を 介 し て伝

達 され て い る。こ の 話 し手 自身に 関わ る情報 が，音声

中 に どの よ うな 形 で格納 され て お り，聞 き手 が そ の 特

徴 を どの よ うに 認知 して い る の か を明 ら か に し て い く

こ と は
， ま さ に 心理学の 範疇 で あ り， その 知見 の 蓄積

が教育に も生か さ れ て い くべ き もの で ある 。

　 さて ，
こ れ ま で の わ が 国 の 心 理 学 に お い て は ， 音声

を対象と した 研究は，視覚情報を対象と した もの と比

べ る と格段 に 少な い 。 そ の 背景 に は ， 声 の 質 は変 えず

に 抑揚だ け を コ ン トロ ール す る とか，音声 の 時間的構

造 の み を任意 に操作す る と い っ た ， 音声 の 韻律的特徴

の 基本的な要素を操作す る上 で の 技術的な難し さが そ

の 根底 に あ っ た た め と 考え られ る。

音声情報処理技術を利用 し た 心理学研究の 進展

　
一．一

方，音声工 学 の 領域で は，計算機の 飛躍的な性能

の 向 上 に 伴 っ て ，音声情報処 理 技術 も め ざ ま し い 進歩

を遂 げて き て い る。最近 ， そ の 技術的成果を応用 し て ，

音声 に 関わ る 心 理 学的 な 研 究 が 進 め られ る よ う に な っ

て き た 。

　た と え ば，内田 （LO〔〕o）や 内田 （200L｝）は ， 音声 の 発話

速度 と話者の 性格印象との 関係 に つ い て ，聴覚実験 の

結果 を基 に モ デル 化 を試 み て い る 。 そ こ で は ， 発話速

度 の 操作 に，Ma ］ah ，　Crochiere、＆ Cox （1981） の 時間
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領域調波構造伸縮 （TDHS ） を発展 さ せ た，森 田 ・板倉

　（1986）の ポ イ ン タ 移動 量 制 御 に よ る 重 複 加算 法

　（PICOLA ） を用 い て い る。

　 ま た ， そ の話者の性格印象の 評価 に あ た っ て は，パ ー

ソ ナ リテ ィ 心 理学 の 領域 で 199 年以降 ， 劇的な進展 を

遂 げた性格特性 5因子論 （Goldberg，199〔〕；John，1990） を

基盤 に し た 測定 を行 っ て い る。そ こ で は，性格特性 5

因子 論の展開の 中で 見出され た Big　Five を，対人認知

場面 で の他者認知の次元 と して と ら え直し，性格印象

測 定 の 評価軸 と し て 用 い て い る。

　 こ の Big　Five と は ， 外向性 （extraversi 。 n，　E）， 情緒

不安定性 （neuroticism ，　N ），経験 へ の開放性 （openlless 　to

experience ，　 C））
， 勤勉性 （c・ nscienti ・ usness ，　 C）， 協調性

　（agreeablenesE ，A ）， な ど と よ ばれ る もの で あ る 。

一
般に

性格や 人柄の 印象と い っ た もの は，抽象度が 高 く，や

や も す る と定義が 曖昧 に な っ て しまい が ち な概念 で あ

る が ， この Big　Five を フ レ
ーム ワ

ーク と して 用 い る こ

とで，これ ら の 研究で は信頼性の高 い 測定 を実現 して

い る 。 また ， そ の 結果 か ら，音声 か ら想起 さ れ る話者

の 性格印象 は，Big　Five の 性格特性 ご と に 独立 に 認知

さ れる こ とが 見出 され て きた。

　 さらに Uchida（2003） は ， 音声の発話速度 に 加え て ，

声 の 高 さ， すなわち基本周波数 と話者の性格印象 との

関 係 に つ い て も 検 討 し て い る ． そ こ で は，河 原

　（1998＞， 及び Kawahara ，　 Masuda −Katsuse，　 alld 　 de
Cheveigne （1999）に よ る ， 高品質音声分析変換合成ア

ル ゴ リズ ム （STRAIGHT ）を用 い て ， 基本周波数や発話

速度の操作を行っ て い る。この 研究 で も性格特性 5 因

子 論の 観点 か ら話者 の 性格印象 の 測定を行 い
， 声の 高

さ ・
発話速度 と性格印象 との 関係 の モ デ ル 化を試み て

い る。

こ れ まで の 聴覚実験に よ る研究の 問題点

　 こ の内田 （2000）や内田 〔2002）， 及 び Uchida（2〔）03）

の
一

連 の 研究 に は ， 大 き く 2 つ の 問題点 が あ る。

　 まず第 1点は ， こ れ らの 聴覚実験 で 用 い られ て い る

音声資料が ，
い ずれ も1−2秒程度の 短 い 単文 で ある こ と

で あ る 。 対人認知場面 で の 印象形成を考え た場合，た

と え電話 の よ うな音声 コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン場 面を想定

した と し て も，1−2秒の 音声 で はあ ま りに も情報が 不足

し て い る と 思 わ れ る 。 生態学的 な妥 当性 を検討 す る た

め に は， 最低で も
一

定の意味内容を構成 し得るパ ラ グ

ラ フ ・レ ベ ル の音声資料を用 い る こ と が望 ま れ る。

　第 2 点目 は ， 変換音声の 自然性の 問題で ある 。 た と

え最新の優れ た音声情 報処理方式を採用 した に せ よ，

計算機上 で の 変換 に伴 う音質 の 劣化や 自然性の低下 は

避 け られ な い 。した が っ て ， 聴覚実験 で得 られ る話者

の性格印象評価に ， そ れ ら の影響が 重畳して い る可能

性 は払拭で き な い 。 そ こで，聴覚実験 で変換音声 を 用

い る場合 に は，そ の 音声 の 自然性 に つ い て も， 主観的

な 評価 に 基 づ い たデ
ー

タを同時 に収集 して お く必要が

あ る。

実音声区間 と休止 区間 を操作 した実験の 必要性

　上記 の 問題点 をふ ま え て ， 音声 の 韻律的特徴 と話者

の 性格印象 との 関係 を検討す る こ とを考える。 実験 で

用 い る音声試料を30−45秒程度の パ ラ グ ラ フ ・レ ベ ル の

もの に す る こ と を考え る と ， 従来の 単文を用 い た実験

で は問題に な ら な か っ た 新た な検討課題が 生ず る 。そ

れ は す なわ ち，句や節 の 区切れ，また息継 ぎの 箇所な

どで 観測 され る無音休止区間 の 扱 い で ある。

　杉藤 （1997） に よれ ば ，
こ の 休止区間の ポ ーズ は ， 音

声 の 意味内容 の 理 解や 記憶 に 影響を与え る と され る 。

したが っ て，音声 か ら想起 さ れ る話者の 性格印象を検

討す る際に も，実音声区間 と休止 区間の 時間配分 に 配

慮 した 実験の デ ザ イ ン が も とめ られ よ う。

　本報告 の 実験 で は，音声 の 韻律的特徴 が 話者 の 性格

印象 に 与え る影響 を検討 する上 で
， 音声 の 時間的側面

に 焦点 を絞 る。 そ して，パ ラ グ ラ フ ・レ ベ ル の 音声 を

材料 と し，実音声区間 と休止区間 の 時間配分 の操作を

行 う。そ し て
， 話者の 性格印象の 評価に加え て ， 音声

の 自然性や ， 発話速度感に関す る 主観的評価の測定も

行 う。そ の 結果 を基 に
， 音声 コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン 時の

対人認知場面 に お け る印象形成 の 特徴の記述を目指す

もの とす る 。

方 法

被験者

　 3 つ の 国立大学 （静 岡大学・東京大学・名 占屋大学）の 文科

系・理科系の 1年生が参加 した。男性 444名， 女性 137名
の 計581名 （18・z3 才）で あ っ た。文科系 ・理科系の 被験

者の割合は ほ ぼ半数ず っ で ある。実験 は 大学 ご と に行

なわれ ，実験実施 1回あた りの 被験者数 は お よ そ 100名

ずつ で あ っ た 。

実験 デザイ ン

　原音声データ　実験 に 用 い られた原音声は ， 目本留

学試験 の 中 の 日本語 リス ニ ン グ ・テ ス ト問題 で あ る聴

解・聴読解 問題 の 音声部分で ある （凵 本 国 際 教 育 協 会

2棚 ）。発話者 は，発声の 訓練 を受 けた 日本語話者で，

男声 1名 （MD ， 女声 1名 （Fl）であっ た。発話内容

は，単独の 発話に よ る ， 4 つ の ス クリプ ト（S1・S4）で あ

る。男声 と女声は ， それぞれ 2 つ の ス ク リプ トを担当
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し て い る （M1 ・Sl、　 Ml ・SLt．　Fl・S3、　FI −S1）。ス ク リ プ ト は

181−242文字相当 で ， 全音声時 間は30．7−44．6Sec ．で

あ っ た 。
こ れ らの音声に つ い て ， 量子化 16bit， サ ン プ

リ ン グ 周 波 数 44．lkllz の 音 声 フ ァ イル と して 保 存 さ

れ た もの を原音声 データ と して 用 い た，，

　原 音声中 の 実 音声区間 と休止区間 の 区分 に つ い て ，

具 体例 〔Ml ．S1＞を F ［GURE 　l に 示 す 。音声 rl】の 2〔｝Oms 以

上 の 無音区間 を，句節 区切 りに よ っ て 生ず る休止時間

と定義 した。そ の上 で， 4 つ の 原音声 に つ い て ， 音声

波形 上 で 実音声区間と休IE区間を特定し た 。 全音声時

間 の 中で，休止 区間 の 占め る割合は ， 22．3−29．4％ で

あ っ た。

　発話速度ブ ロ ッ ク と実験条件の設定　音声全体 に つ

い て の 発話速度 の 影響 を検 討するため に，発話速度 を

3段階で操作す る 発話速度ブ ロ ッ ク を 設定 し た 。貝体

的に は ， 原 音声の 総時間長 を Fast 〔75％），
　 Original

〔1〔）o％ ）
， Slow 〔133．33％ 〕の 3段階 で

一
様に 変換す る発

話速度ブ ロ ッ ク を配置 した 。

　次 に ，休止時間 の 操作 に あた り，「口J変時間長 条件」

と ［固定時間長条件 」 の 2 つ の 実験条件 を設定 し た 。

　
一

般 に学会発表 や講演 ， 各種会合で の ス ピーチで は

一
定 の 制限時間が 存在す る。そ の 場合 ， 設定時間内 で

の 実音声時間 と休止時間 の 配分 の 調整 が 重要 と な る 。

こ の ような タ
ーゲ ッ ト時間中の 実音声時間 と休止 時間

の 配分 比 を直接対象 とす る 条件が 「固定時間長条件」

で あ る。しか し，こ の 条件 で は，総時 間長 が 固定 され

て い るた め に，休止時間 を伸長 した場 合 に は必然的 に

実音 声 時 間 が lti縮 さ れ る。そ の た め，も し も何 らか の

影響 が 観測 され た と し て も，そ れ が 実音声時間の 影響

な の か，休止時間の 影響な の か を特定す る こ とが で き

な い 。

　そ こ で 実音声時間 の 影響 と休止 時間 の 影響を 切 り分

け て 検討す る た め，い ずれ か の 時間長を固定し，もう

一
方 の 時間長だ けを操作し た 条件 で 実験 を 行 う。 こ れ

ま で の 先行研究 で 実音声時間 に っ い て は 検討 が な され

て き て い る の で，今 回 は 休止時間 を操作 して 検討す る。

そ の よ う に し て設定され た 条件が ， 「可変時間長条件」

である。

　可変時間長条件　可変時間長条件 は ，休 止 時間 の 操

作 に 伴 っ て ， 実験刺激 の 総 時間長 が 発話速度 ブ ロ ッ ク

内 で 異 な っ た もの に なる条件 で あ る。 こ の 条件 で は，

各発話速度 ブ ロ ッ ク の
一
様変換後 の 休止時間を新 た な

基準 と し， そ の休止区間の 時間長を Sh〔，rt　 2 （75％ ）
，

Short　1 （86．6D％），　 Equal （m ‘）％），1−〔｝ng 　l　O　I547 ％ ｝，

Long　2　q33．33％ ） の 5 段階 で 変換す る。こ の 条件 で は ，

発話 ブ ロ ッ ク 内で の 実音声区間 の 時間長 は，常 に
一

定

で あ る 。
こ の 可変時間長 条件 の 実験操 作 の 概 念図 を

F［GLrRE 　2 に 示す 。

【原音声デー
タ（M1 −S1）の 音声波形】

実音声区間 （21．700Sec ［70．6 ％D
／

〆

へ一
へ

懸
」

．

O　
I ←

1

矯
20 30

＼ 、
｝へ

〃
fime
［Secl

休止 区間 （9．026Sec 【29．4 ％D

【発話ス ク リプ ト ［6．61mora1Sec ．］▽ ：休止 区 間（200ms 以 上）】

それで は，▽ 1 今 日の 講義は以上 で す。▽ 2 それか ら，▽ 3 来週の試験に つ い ての 注意

事項 を言 っ て おきます。▽ 4 私の文化人類学の試験 は，▽ 5 テ キス トの 持ち込み は可

と します が ，▽ 6 ノ ー トの 持ち込み は認め ませ ん 。▽ T また ，▽ s携帯電話 に つ い て は ，

時計代わ りで あ っ て も▽ g 机の 上 に置 い て お く こ とは 出来ませ ん 。▽ 1。 電源 を切 っ て ，

か ばん の 中に入れて くだ さい 。
▽ tt試験中に ▽ 12 携帯電話が鳴 っ た ら，▽ 13 他の 人に

大変迷惑に な りますか らね 。

FIGUI｛E　l 原音声データ の 音声波形 と 発話 ス ク リ プ トの 例

N 工工
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【可 変時間 長 条件】 発話速 度の
一

様変換後に 休止 時間を操作 ；5 段階

　（q ＝ 75％ ， 86．6％ ， 100％ ， 115．47％ ， 133．33％）

Fast　Block（p ＝ 75％）

Slow　Block（p ＝ 133，33％）
休止 ：1．7778b

／

　　一 　　一

　　　　　　　　変換実音声時間 ：pa　　　　　　 変換休止 時間 ：pqb

　　　　　　　　　 FIGURE　2 可変時間長条件 に お け る実験音声刺激の 作成

　 　 　 　　 　 　 　 　（a ： 原 音声 内 の 実 当
．
声 時 間 ［Sec．］，　 b ：原 音声 内 の 休 止 時 間 ［Sec．］，

P ：発話速度 ブ ロ ッ ク 操作 の ため の
．
様変換比率 ［％］，q ：休止時間操 作の た め 0）発話速度 ブ ロ ッ ク 内で の 変換比率 ［％⊃

【固定時間長条件】 1．可変時間長条件 と同様に 休止時間を操作

2．一
様変換時間長の 保持の た め実音声時間 を伸縮

Fast　BloCk（p ＝ 75％）　 実音声 0646 　a （原音声 M1 −S1 の 場合）

：　 ：rr＝ ：：：：：：：：＝ ：

一
一

一

一
様変換音声

一実音声伸縮率の 昇順で 図示
一

Original　Block（P ＝ 100％）

［疆 ヨ

Slow　Block（p ＝ 1　33．33010） 実音声：1．472a （原音声 M1 −S1 の 場合）

一 　一

変換実音声時間 ：p｛a ＋（1−q）b｝ 変換休止 時間 ：pqb

FIGURE　3 固定時間長条件に お ける 実験音声刺激 の 作成
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一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

内田 ： 竒
』
声の 発話速度 と休 止時 問が 話 者の 性格 印象 と臼然 な わ か り や

．a さ に 与え る 影響 5

　固定時間長条件　固定時間長条件 は ，　 様 変換後 の

発話ブ ロ ッ ク ご と で の 総時間長 は 固定 し た 1 ま
， 先般

と同様 に 休止時間を操作す る条件で あ る 。 操作に際 し

て は，総時間長 の 保持の た め，実音声区間は 適応的に

時間伸縮率 を調整 して変換 を行 う。した が っ て，休止

区間 の 時間長操作 に 伴 い ，各発話速度 ブ ロ ッ ク 内 で は，

実音声 区 間 の 時間長 は 系統的 に 異 な っ た もの に な る 。

こ の 固定時間長 条件 の 実験操 作 の 概 念 図を FIGURE　 3

に 示す 。

　実験音声刺激 の作成　原 音声 デ ータ を 基 に，各条件

ご と に 算出 さ れ る実音声区問 と休止 区間 の 時間伸縮率

に 基 づ い て ，音声 の 時間長 の 変換処 理 を行 い ，実験音

声刺激 を作成 した 。具体的 に は， 4 「原音声］x3 「発

話速度ブ ロ ッ ク］× 2 ［可変 ・固定時間長条件」× 5L 休

止 伸 縮 段 階 ］二 計 120刺激 を 作成 し た e 実音声 区 間，休

止 区間 の 音声時間長の 変換 に あ た っ て は ， 内田 （199S）

の PICOLA 　plus　2を 用 い た。また ，こ れ らの 音 声刺激

に つ い て は 予備実験 を行 い ，人 間 の 発話音声 と し て 自

然な もの で ある こ と を確認 し た 。

　実験実施ブ ロ ッ クの 割当て　作成さ れ た実験刺激を

15刺激ず つ
， 8 つ の 実験実施 ブ ロ ッ ク に 割当 て た。割

り当 て 時 の 単位 は， ・∫変 ・周定時間長条件 の 中 の 同
・

発話速度ブ ロ ッ ク内に 含まれ る 5 っ の 刺激 を組に した

も の を最 小 学位 と した 。 各実験実施ブ ロ ッ ク に は ， 男

声 ・女声，可変時間長条件 ・
固定時間長条件，ま た 3

段階の 発話速度 ブ ロ ッ ク が必 ず含 まれ る よ う に配置 し

た 。 そ の Eで ， 各実施 ブ ロ ッ ク に 割 り当 て られ た 実験

刺激 に っ い て ， 提示順序を ラ ン ダ ム に し た 実験 用 の コ

ン パ ク ト・デ ィ ス ク ・レ コ ーダ ブ ル （C 。 mpact 　Di甑 Recor ・

dabte，　CD ．R） を作成 し た。　CD −R の 作成に あ た っ て は，

音楽 CD 用 の CD 　 DA フ ォ
ー

マ ッ 】・で 記録し た。

　次 に ， 被験者 も 8 つ の 実験 実施 ブ ロ ッ ク に ラ ン ダ ム

に 割 当 て た、、実施 ブ ロ ッ ク あた り，72名程度ず つ が 割

振 られ た 。 そ して ， 各実施 ブ ロ ッ クの 被験者 を ， さ ら

に 2等分し ， 第 1群は 話者の性格印象の評定を ， も う

一方の 第 2群 は音声の 自然性な ど を 評定す る よ う に 配

置 し た。

　評定項 目　 話者 の 性格印象 の 評価 に は，和田 q996）

の Big　Five　Scaleを基 に ，萩生 田・繁桝 （1995｝ が 項 目

を精選 した 20項目の 短縮版を使用 した （覧 卅 1）
。

　また ， 音声の 自然性の 評価に つ い ては，音声の 自然

性 や わ か り す さ ，発話速度感 や 早 凵 感 の 評定項 目を は

じめ と して ， 話者の 信頼感や親 しみ やす さに 関す る 評

定項 目を新 た に作成 し て 用 い た （T 肌 E2 ）。

　 こ の 2 系列 の 評 定項 H に つ い て ， そ れ ぞ れ 20項 目 の

TAIsLE　l　 Big　Five　Scale短縮版 の 評定項 目

性 格 特 性 評 定 項 凵 （各 4 狼 目）

　 外 向寸生 ：E

情 緒 ド女定 「生 ：N

経験 へ の 開放性 ：0

勤 勉 性 ： C

協 調
’1生 ：A

話 し好 き，無 ［1な
S．陽気な，外向 的

悩 み が ち ，｛
ζ安 に な りや 9

．
い 、心 配 性，

　 　 　 　 　 気 呂
：
労 の 多 い

　 独創的 な，進歩 的，洞 察力の ある，
　 　 　 　 想像 力に 富 ん だ

い い 加 減な   　ル
ーズ な

‘
，怠 1青な

＊，
　 　 　 　 　 計

．
L画｛牛の ．ある

　温 相 な，寛 友 な，親切 な，協力 的 な

’
逆転項 目

TABLE 　2　音声 の 自然性・発話速度感・話 者の 信頼感 ・

　　　　親 し み や す さ の 評定項 目

評価 観点 評定項 凵

自然 性 ・わ か り や す さ

発 話速度 感 ・卜

f
亅・「1感

話者の 信頼感

話者 の親 しみ や づ
．
さ

臼 然な，わ か り や す い ，は
．
丿 き り し た ，

　 間の 取 りんの k い ，ぎ こ ち な い
＋

聞 き取 り に くい   　話 の リ ズム の 悪 い ，
　 　 　 　 　歯切 れ の k い

堅口 な，せ わ し げ な，問 の 取 リ カ の 長 い
‘，

　 　 　 　 　 の ん きな
H

頼 り が い の あ る，威圧 的 な ，従順 な
舮，

　 　 　 　 　 依存的 な  

親 しみ や す い
， 好恵的 な ， 無愛想 な

零，
　 　 　 　 　 敵意 の ある

’

“
逆転項 目

順序 をラ ン ダム に した評定用紙 を準備 した。

手続 き

　被験者に 携帯型 CD プ レ ーヤ （AIWA ：XP ．V ：IOS．）を配

布 して実験 を実施 した。実験 で は ，1kHz 純音の 信号

音 の 後 ， イ ヤ ー・レ シ ーバ か ら音声刺激 を 単独 で 提示

した 。 被験 者は 音声 を聞 き終わ っ て か ら， 各評定項 目

の 内 容 に 即 し て，
“
全 くあ て は ま ら な い

”
か ら

“
非常 に

よ くあ て は ま る
”

ま で ． 1〔1段階 q．10）で評定 した 。 1

試行で は， 1 つ の 音声刺激 に つ き2〔〕項 目の 評定 を行 い
，

制限時間 は 60秒 で あ っ た。被験 者 1 人 あ た りの 試行数

は 15試行で ，実験全体 の 所 要時間 は 約20分 で あ っ た 。

分析 と結果

可変時間長条件の 分析と結果

　話者の 性格印象の 特性値　 5 つ の 性格特性 に つ い て ，

特性 ご との 合成得点 を各 4項 冂の 評定値 の 加算 に よ っ

て もと め た 。逆転項 目で は，評 定値 を 反転 させ て加算

した 。さ ら に
， 音声刺激 ご と に 各合成得点 の 平均 を算

出 し，それ ら をそ の音声刺激か ら想起さ れ る話者の性

格特性 印象 の 特性値 と し た。こ の 特 性 値 を 性 格 特性 ご

とに ， 発話速度 ブ ロ ッ ク別，休 止区間 の 操作段 階別 に

平均 した結果 を TABLE 　3 に 示 す。

　話者の 性格 印象に 影響を与える 要因　性格印象に 影
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TA 肌 E　3　可変時間長条件で の 発話速度 ブ ロ ッ ク ・休止 区間伸縮段階別 の性格印象特性値の 平均 （1−10 点換算）

性格特性　　　発話速度 ブ 卩 ッ ク 休止 区間 の 時 間伸縮段階 と特性値 の 平均
発 話 速 度 プ ロ ツ ク

　 ご と の 平均

　 Fast （75％）

Original（10U％ ）

Slow（133，3％1

休止 時間 伸縮 率

Shorし2　Shortl　Equal 　Longl 　Long2

　 　 　 　 　 Short2　Shortl　Equal　 Longl　 L〔〕ng2

　　　　　　　 　　　　 Short2　Shortl　Equal　Longl　LQng2

56．3％ 　65．〔〕％ 　75．O％ 　86．6％ 　IOO．O％ 　115、5％ 　133．3％ 　154．0％ 　177．9％

外向性 ：E

’1青緒 不 安 定 性 ： N

経験 へ の 開放性 ：0

勤勉性 ：C

強 調 性 ：A

FastC

）rigi匸lalSl

〔｝wFastOriginalSlowFastOrigina

且

Sl（，wFustOriginalSlowFastOrigillalSlow

5．43　　5．65　　 5．92　　 5．63
　 　 　 　 　 6．04　　5．90

5．25　　5．20　　4．89　　5．（）2
　 　 　 　 　 4．80　　 4．92

5．19　　5．16　　5．22　　5．20
　 　 　 　 　 5，48　　 5．38

7．46 　　7．73　　7．8D　　7．69
　 　 　 　 　 7，21　　7，20

4．33　　4．16　　4．34　　4．38
　 　 　 　 　 6．34　　6．45

999116420206871540282295633481555545544775456

5．89　　　5．92
4．81　 　 4．70 　　 5．OO 　　 4 ．89

4．go　　　4．7ユ
5．1（レ　　　 5．24　　　 5．20　　　5 ．27

5，35　　　 5．52
4，22　　　4，21　　　 4，43　　　4．42

7，16　　　7、45
5，00 　　 5．02　　 5，32 　　 5 ，10

6．56　　　6．15
5．97　　　5、93　　　6．16　　　6 ．15

550131036666476689182233621320554545554775466

響を与え て い る 要因 を整 理 す る た め ， 5 つ の 特性 ご と

に 2 要因 の分散分析を行 っ た 。 分析に あ た っ て は ， 発

話速度ブ ロ ッ ク要因 〔3水 準 ；Fast，　Original，　Slow），休止

区間 要 因 （5 水準 ：Short 　2，　Short 　1，　Equal ，　Lollg　1，　Long 　2），

及 び 発話速度ブ ロ ッ ク要因 と休止 区間要因 の 交互作用

を 分析モ デ ル に 設定し て行 っ た。

　結果 と して ，情緒不安定性 を除 い た 性格特性 に お い

て は ，
い ずれ も発話速度 ブ ロ ッ ク 要因 の 主効果が有意

で あ り， 音声全体の発話速度が変わ る と話者の性格印

象が 変化す る こ とが 示 さ れ た （E ：F，、．、、）
＝25 ．7／．pく ．eOOI．

N ： F／2、“t．）＝1．9．　6．　 ns ，0 ： 君2、4m ；31．61、　p 〈 ．0001，　C ： E，、al ）

−

123、911p ＜ ．OOOI，A ： E2，45 厂 59、74，　p＜ ．OOOI ）。

　
一

方，休 止区間要因 の 主効果 に つ い て は，どの 性格

特性 に お い て も有意差は 見出され なか っ た （E ：召描 、
＝

U．22，｝iS，　 N ：Ft4．45 ）
＝O．06，　 ns ，0 ； F4．45 ］

＝0．88、｝iS．　C ： F“ ．4s ）
＝

O．〔｝5，ns ．　A ：F
／。、、、，）＝O ．45，｝ls ）。 また ， 発話速度 ブ ロ ッ ク要

因 と休止 区間要因 の 間 に も有意な交互作用 は 見 られな

か っ た （E ：尺 、、、t，｝＝O．89，π∫，　N ：君g．、，1
＝0．／4、　 ns、0 ：FfB，、5レ

＝

〔1，39，η∫，C ： FtS，“ ｝
＝0．37，　ns，　A ；凡 ．、，，

＝0，30，　ns ）。

　 した が っ て ， 本実験 で の 休止時間 の 伸縮範囲 内で は，

休止時間長 の 違 い は ， 話者 の性格 印象 に必 ず しも顕著

な影響 は与え て い な い こ とが示 さ れ た 。

　音声の 自然性 ・発話速度感の特性値　音声 の 自然性

や 発話速度感に関す る 評定項 目が ， そ れ ら の 評価観点

を よ く反映 して い る か に つ い て検討 し た 、 こ こ で は 主

成分分析 を行 っ た。そ れ ぞ れ の 音声刺激 に つ い て の ，

各被験者に よ る20項目分 の
一

連の評定結果 を 1 つ の オ

ブザ ベ ーシ ョ ン と み な し て 分析し た 。 固有値プ ロ ッ ト

か ら， 4 つ の 主成分を抽出す る こ と と した。中で も，

第 1固有値 と第 2固有値 が 特 に 高 か っ た の で ， 第 1 主

成分 と第 2主成分 に 寄与率の高 い 項 目をま とめ ， こ こ

で の 尺度と して扱 う こ と と した 。

　第 1 主成分 を 「音声 の 自然性」 を示す成分 と と ら え

た。その 成分 の 尺度 を構成す る 項 目 は ，

“
自然 な

”
，

“
わ

か りや す い
”

，

“
は っ き り し た

”
，

“
間の取 り方 の よ い

”
，

“
ぎこ ち な い

＊
”

，

“
聞き 取 り に く い

’
”

，

“
話の リ ズ ム の

悪 い
＊ ”

の 7項目と な っ た 。

’

印は逆転項目で あ る 。 第

2主成分は 「発話速度感」と し て と ら え た 。 尺 度項 目

は，
“

早 口 な
”

，
“

せ わ しげな
”

，
“

間 の 取 り方 の 長 い
＊
”
，

“

の ん きな
＊ ”

の 4項目 とな っ た 。

　 こ の 音声 の 自然性 と 発話速度感 に っ い て ，そ れ ぞ れ

の 合成得点 を 各項 目の 評定値 の 加算 に よ っ て も と め た 。

そ して．音声刺激ご と に 各合成得点の 平均を算出し ，

そ の 音声刺激 の 自然性 と発話速度感の 特性値 と した 。

こ れ らを発話速度 ブ ロ ッ ク別 ， 休止区間の 段階別 に 平

均 した結果を TABLE 　4 に 示す。

　音声 の 自然性 ・発話速度感に 影響を与える要 因　音

声 の 自然性 ， 発話速度感 に影響 を与 えて い る要因を整

理す る た め ， 分散分析 を行 っ た。発話速度 ブ ロ ッ ク 要

因 ， 休止区間要因 ， 及び発話速度 ブ ロ ッ ク 要因 と休止

区間要因 の 交互作用 に っ い て分析 した 。

　結果 と し て ， 音声の 自然性， 発話速度感 と も に ， 発
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TABLE 　4　 可変時間長条件 で の 発話速度 ブ ロ ッ ク ・休止 区間伸縮段階別 の 音声 の 自然性 ・発話速度感 の特性値の

　　　　平均 qlo 点換算）

評価覯点 　 発 話速 度ブ ロ ッ ク 休止 区 間 の 時間伸縮段階 と特性 値の 平均
発 話速 度 ブ ロ ッ ク

　 ご と の 平 均

　 Fast（75％〕

Original（UM〕％ ）

Slow （133　3曳〜）

Sho］
．
t2　Shortl　Equul　Lエ）rlgl 　 L⊂川 92

　 　 　 　 　 　Shり rt2　Sh〔〕rtl　Equal　L エmgl 　 L 〔mg2

　　　　　　　　　　　 ShQrt2　Sh ｛〕rtl 　Equal 　Longl 　L ｛〕n92

音声の 自然性

発話速 度 感

　 Fus し

OriginalSl
〔，w

　 FastOrigiIlulSlow

5．26　　5．465 ．68　　5，7〔｝
6．95 　　6．96

8．63　　8．81　　 8　33　　8．26
　 　 　 　 　 　5．76　　δ．35

93

　

0

，冒

尸
D

卩
r

　

89

64

　

4
ワ一

1617173312D2565853

8
［
」4

［
JPゴ4456

一
∂

64

5．4tLt
．77　　2．83　　2．67

5．486
．7〔14
．758
，465
．262
，89

話速度 ブ ロ ッ ク要囚 の 主効果が有意 で あ り， 全体 の発

話速度 が 変わ る と い ずれ もそ の 評価が変 わ る こ とが 示

され た （自然性 ：君2調
一一57．78、p ぐ、．〔〕OOI，発話速 度 感 ：11・．．，，，i＝

6（13、S9，1丿く 、（展〕01）。

　 休止区間要囚 に つ い て は ， 音声 の 自然性 に は有意な

主効果は 見ら れ な か っ た が，発話速度感 に 有意水 準

5 ％ で 主 効果 が 見 られ た （自然性 ／　1・1…s，＝0．4S．・ls、発話 速

墮感 ：1・11．、，宀 1．74，p＜ ．05〕。こ の 結果か ら，本実験 の 操作

範岡内で の 休止時間長の 違い は ， 音声 の 自然性 に は，

必ず し も明確な影響を及 ぼ さ な い こ とが 示 された。・一

方，発話速度感 に つ い て は，休止区間の時間長 の 影響

が観測 さ れ た 。 全般的 に 休止 時間 の 短 い 方 が，発話速

度が速い と評価 され て い るが ， 逆 に 最 も長 い 休止時間

の もの が 必ず し も発話速度 が 遅 い と評価 さ れ て い る 訳

で は な か っ た 。 こ の休止区間要因 に つ い て ， Tukey の

多重 比較を行 っ た と こ ろ，休 【ヒ区間 の 5 段階 は い ずれ

も同
一

の グル ープ内の も の と され，休止時間 の 段階別

で の 明確な傾向は検 出されな か っ た。

　 ま た ， 発話速度 ブ ロ ッ ク 要因 と休止 区間要因 の 交互

作用 に つ い て は，い ずれ も有意 で は なか っ た 伯 然性 ：

君．、1，，，＝O．69、n．s、発話速度感 ： F，　s．：　i；＝し），56，コ1，s’）。

固定時間長条件 の 分析 と結果

　実音声区間 の 時間長 と話者 の 性格印象の 関係　可 変

時間長条件 の 分析の 結果 ， 発話ブ ロ ッ ク間で は話者の

性格 印象 が 変化す る もの の ， 休止区間 の 時間長 は性格

印象 に は 影響を与 え て い な か っ た 。
こ こ で FIGURE　2 と

照 ら し合わ せ て 考 える と ， 実質的に は音声中の 実音声

区間 の 時間長 が，性格印象 に 影響 を与 えて い る こ とが

わか る。そ こ で
， 固定時間長条件で は ，

こ の実音声区

間の 時 間長 に 着 目 し ， 話者の性格印象 との関係を 分析

する。こ の 条件 で は ， FIGURE　3 に 見 られ る よ う に ， 1

つ の 原音声 か ら作成 さ れ た 15の 実験刺激 の 実音声時間

長は ， そ れ ぞ れ連続的に変化 し て い る。したが っ て，

実音声時間長と性格印 象と の 関係 に っ い て は，冂」変時

間長条件．よ り も細 や か に と ら え る こ とが で き る と考 え

て よ い
。

　 まず ， 先般 の 可変時間長条件 と同様 に して ， 5 つ の

性格特性 に つ い て，音声刺激 ご と に特性値 を も と め た 。

そ して ， さらに各実音声時間長ご と に特性値を平均し

た 結果を FIGURE 　4 に 示 す。

　次 に，実音声時間長 と各特性値との 関係性を明 ら か

に す るため，重回帰分析 を行 っ た。内出 （L’OOO）， 内田

（2〔102）
， 及 び Uchida 〔20〔13）は ， 発言舌速度 と性格特性印

象 の関係 に つ い て は， 2次 の 回帰予測式 が よ い 近似を

与 え る と し て い る。そ こ で ， 1次 の 回帰式 に 加 え て ，

2 次 の 回帰式 で も分析を行 い ，ど ち らが 両者 の 関係 を

よ り適切 に 記述 で き る か を比 較 す る 。

　性格特性印象ご と に ， 1次予測式， 2次予測式で重

回帰分析を行 っ た 際 の 情報 量 基準 〔AIC） を も と め ，

TAHLE 　5 に ま と め た 。 そ の 結果，情緒不安定性以外 の

性格特性で は ，
い ずれ も 2次 の 回帰予測式 の 方がよ く

フ ィ ッ ト して い た。そ こ で ， 2 次 の 予測式 で の 重相関

係数 （RZ），及 び そ の モ デ ル の 検定結 果 も TAIILE　5 に 示

TABLE　5　 固定時間長条件 で の 実音声区間時間長 と性

　　　　格特性印象の 重 回帰分析 に お ける 各次数 の 回

　　　　帰予測式で の AIC情報量基準 と 2次 の 予測式

　　　　 で 重回帰分析 を行 っ た際 の R2

　 　 　 　 　 　 　 　 2 次 回帰式
1 次 式 　 　 2次 式
　 　 　 　 　 　 　 　 　 で の だ

　 外1自亅‘陸 ：E
情 緒 不 安 定 性 ： N

経験 へ の 開放性 ：ぐ）

　 勤勉性 ：C

　 強調性 ：A

s4．2ユ
36，5274
．5074
．5〔〕

109．90

37．99　　　　〔）．578半累宰宰

37．92　　　　9．1け・1半

30．46　　　〔1．619艸 棉

30．46　　　　じ，877＊ホ掌拿

67．14　　　　D．748病ホタ宰

太字 ：モ デ ’レ
・

フ ィ ッ トの よか っ た もの

＋
：　P ＜ 〔）5¶1 ’

：P く ．〔，1，零料
：P ＜ ．〔10L　

叫料
：P 〈：D【｝D1
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4

（
駄
郵
璧
OT

尸
）

頓
嘩
楼
Φ

1

外向性 　情緒
不安定性

経験 へ

の 開放性
勤勉性 協調性

．．一

一

　 一

　 ▽

一一 一 一 一 一一

【固定時間長条件】
▽：Fast　Bl  k
O ：Original　Block

ロ；Slow　Bbck

休止 区 尚の

伸 長方向
　　、1

一

←

、、ヒ、

←

1　　　1．5　　　　 1　　　↑．5　　　　 1　　　1，5　　　　 1　　　1．5

　 実音声区間の 時間伸縮率 ［10g　scale ］

1　　 1．5

F【GURE 　4 実音声区間の時間伸縮率 と話者の性格特性印象の平均 と S 且

した。

　全体 として，実音声時間長 と性格特性 印象 の 関係 は，

2 次 の 予測回帰式 で の 近似 が 良 か っ た の で ，FIGURE　4

に性格特性 ご と の 回帰 曲線を記 した。こ こ で 情緒不安

定性は，実音声時間長 の 変化 に ほ とん ど影響を受 けて

お らず ， 2次式 に よ る近似は情報記述 の観点 で は若干

冗長 と な る が ， 他 の 特性 と同様 に 扱 うこ と と し た。

　実音声時間長 と自然性 ・発話速度感の 関係　可変時

間長条件 と同様に ， 自然性と発話速度感 に つ い て の特

性値をも と め た 。 そ して ， 各実音声時間長 ご と に特性

値を平均 した結果 を FIGURE　5 に示 す。

　次 に ， 実音声時間長 と自然性 ・発話速度感 と の関係

を明 らか に す る た め ， 重回帰分析を行 っ た。性格特性

印象 と同様 ， 1次 と 2次 の 回帰式 で 分析を行 っ た 。 評

価観点ご と に重 回帰分析で の AIC を も と め ，
　 TABLE 　6

に ま と め た 。 そ の 結果 ， 自然性も発話速度感の い ず れ

も 2次回帰式で の フ ィ ッ トがよか っ た 。 そ こで ， 2 次

式で の 1〜2
，

モ デ ル の 検定結果 を TABLE 　6 に 示 した 。

ま た，FIGuRE　 5 に 評価観点ご とに 回帰曲線を記 した 。

総 合 考 察

実音声時間 ・休止時間と話者の 性格印象の関係

　本実験 の 結果 か ら，実音声区間の 時間長は話者 の 性

格印象 に 影響 を与えるが ， 休止 区間 の 時間長 の 影響 は，

本実験 で 扱 っ た範囲で は 比較的小さ い こ とが 示 され た 。

　 こ の 実音声 区間 は，実際 に 声 を出 し て 話 を し て い る

部分であ り，その 時間長 の 伸長 はゆっ くり発声する こ

と に，短縮 は 早 口 で 話す こ と に 対応す る。こ の 実音声

部の 発話速度 と話 し手 の 性格印象 に は，性格特性 ご と

に 特徴的 な関係が見 られ た。

　FIGURE　4 を見 る と ， 実音声部の発話速度 が 変わ る と

各性格特性 の 印象 は ，情緒不安定性 を除 い て ，そ れ ぞ

れ に 逆 U 字型 の 変化パ タ
ー

ン を示 して い るの が わ か る。

そ して
，

2 次 の 回帰予測式 に よ る近似 曲線 は
， その 変

化 の概観 をよく表現 して い る。性格特性印象 ごとに 変

化 パ ターン の 形状は異な っ て お り， 性格特性 に よっ て

最 もそ の 評価 が 高 くな る発話速度 に 違 い が 見 られ，ま

たその 上昇や下降 の 幅 に も特徴がある。

　勤勉性 〔C）の 印象 は ， 速 い 発話で 評価が高 く， 発話

が ゆ っ くり に な る と そ の評価が 急激に低下す る 。

一
方 ，

協調性 （A ） の 印象は 逆 に ， 速 い 発話で は 評価が低 く，

ゆ っ くりに なる に つ れ て 評 価 が上 が り， さら に 遅 く

な っ て も評価 は そ れ ほ ど低下 しな い 。外向性 （E＞ と経

験へ の 開放性 〔0＞の 印象は ， や や 速 い 発話 で 評価が最

も高 く， 発話がよ り速 くな っ て も， 遅 くな っ て もなだ

ら か に評価が 下降す る 。 情緒不安定性 （N ＞に は ， 発声

速度の影響は ほ と ん ど見 られ な い 。

　 こ れ ら の 結果か ら，話者の 性格印象変化 の パ ターン

は，特性 ご と に 2次の 関数形で近似で き ， 各特性の特

徴は係数 の 値 の 取 り方で 表現 が 可能で あ る と考え ら れ
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音声の 自然性

休止 区間の 伸長方向

　 1
一

発話速度感
▽

▽
9

o

一

【固 定時 間 長条件】
▽ ：Fast　Block
O ：Original　Block
ロ：Slow　Block

亞 唖

　 1

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1　　　　　　　　 1．5　 　　　　　　　　　 　　 1　　　　　 　　　 1．5

　　　　　　　　実音声 区 間の 時間伸縮率 ［bg　scale ］

FI（；L
『
IIE　5 実 音声区間の 時間伸縮率 と 自然性 ・発話速度感の 平均 と S．亙

TABI．E　6　固定時間長条件で の 実音声区間時間長 と音

　　　　声 の 自然性 ・発 話速度感 の 重 回 帰分析 に お け

　　　　る各次数の 回帰予測式で の AIC情報量基準 と

　　　　 2次 の 予測式で 重 回帰分析を 行 っ た 際の R2

1 次 式
　 　 　 　 2次回 帰式
2 次 式
　 　 　 　 　 での 躍

盲声の 自然性 　 　 239．22
発話 速 度 感 　　　 13Lt．78185

　36　　　　　0．618宰宴s 京

129．76　　　　　D．908＊“零半

太字 ：モ デ ル ・フ ィ ッ トが よか っ た もの

’
：ρく ．〔］5，　零i

；〆丿く ．0叉，　”＊
： ！丿く ．〔）Ol，　宰1 ’躍

：ρ
ぐ ．〔［け吐〕1

る。した が っ て ， こ の 結果 は，性 格特性 ご とに そ の 近

似式を用 い て 印象評 定値 を推定 し，それ らの 推定値 を

組合 せ る こ と で ，性格印象全体 の 複雑 な変化 に 関す る

モ デ ル 化が可能 で ある と する ， 内田 （2002）の まとめを

支持し得る もの と い え よ う。な お ， 本実験 の結果 は ，

従来の結果 と同様の傾向 を 示 し て お り ， 話者の性別 や

発話内容 の偏 りに よ るバ イ ア ス の よ うな もの は特に観

測 され な か っ た 。

　さ て ， 内田 〔2α廟 や 内田 〔Z（）02）で は ， オ リジ ナ ル の

発話速度の 実験刺激 に お い て ， ど の 性格特性 も最 も評

価 が 高 か っ た。そ の た め，所詮，実験操作 を行わ ない

自然 な音声 が，単 に
一・
番 良 く評価 され て い るに 過 ぎな

い の で は な い か と い う批判があ っ た。しか し，FIGURE

4 を 見 る と，性格特性 印象 ご と に特徴的 で ，か つ ，オ リ

ジ ナ ル と は異な る時間長の 箇所で 最 も高い 評価が なさ

れ て い る の が わ か る 。 この こ と は ， 本実験 で従来の 実

験刺激 よ り も長 い パ ラ グ ラ フ
・レ ベ ル の 音声資料を用

い て ， よ り現実場面 に 近 い 状 況 で実験 を行 っ た こ と
，

ま た ， 従来よ り も多 くの 観測点で測定した こ と に よ っ

て ，そ の 検出が 可能 に な っ た も の と
’
考 え ら れ る。

実音声時間 ・休止時間 と音声の 自然性 ・ 発話速度感の

関係

　音声 の 自然性 は，全体 の 発話速度が変わ る と，そ の

評価 が 変わ る こ とが 示 さ れ た 。

一
方 ， 休止 時間長 の 違

い は．音声 の 自然性 に は あま り影響を与えなか っ た 。

　そ こ で 実音声時間長 に 着目 し て 検討す る 。 FIGIJRE　5

を見 る と，音声 の 自然性 は，実音声部 の 発 話速度 に 応

じて，放物線状 に 評価が変化 し て い た 。 そ の 評価は ，

オ リジ ナ ル の 時間長 の 近傍で 最も高 く， そ れ よ り発話

が速 くな っ て も遅 くな っ て も，い ずれの 場合 に もほ ぼ

同等 の 傾斜，左右対称 の 形状 で 評価 が 低下 す る こ とが

わ か っ た。

　 こ の こ とは ， 実音声区間の 変換 の 程度が甚だ しい 周

縁部 に い くほ ど， 自然性 の 評価が低下す る と解釈す る

こ と もで き る。さ て，先 の 性格特性 印象 の 変化 で も，

周縁部 で は評価の低下傾向が み ら れ る 。 そ の意味で は ，

変換 に 伴 う 自然性 の 低下 に よ る性格印象評価へ の 影響

の 口J能性 は皆無 と は 言 え な い
。 しか し ， 自然性 の 評価

は，オ リジ ナ ル の 時間長 を中心 に 左右対称形 で 低下 し

て い る の に 対 し，性格特性印象は必ず し も同 じ変化形

状を と らず，む し ろ そ れ に 抗 す る よ うな 形 の 特徴的 な

変化パ タ
ー

ン を示 して い る。
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　例 えば，勤勉性 （C）で は，実音声部が早 口 に な る ほ

ど評価 が 上昇 して お り，か な り速 い 発話 で もあ ま り評

価 の 低下 は 見 ら れ な い
。 また ， 協調性 （A ）は ， 遅 い 発

話 で あ っ て も比較 的高 い 評価 で 安定 して い る。し た

が っ て ，こ れ らの 性格特性 の 印象変化 パ タ
ー

ン に は ，

特性 固有 の 特徴 が 反映 さ れ て お り
， 特性ご と の 独 自性

が観測 され た もの と考え られ る 。

　さ て ，発話速度感 は ， 全体 の 発話速度 に応 じて 評価

が変化 した 。 ま た ， 休止時間長に も影響を受け て い た 。

　FIGURE　5 を見 る と ， 発話速度感 は ， 実音声区間の 時

間長 の 変化 に 鋭敏 に 反 応 し ， 実音 声 部 の 発話速度が 速

く な る に つ れ て ， ほ ぼ 単調 に そ の 評価が、ヒ昇 し て い る 。

そ れ と比較す る と， 各発話ブ ロ ッ ク内で の休止時間長

の 影響は相対的に 小 さ い こ と が わ か る 。 し た が っ て，

発話速度感の評価の多 くの部分は ， 実音声区間の時間

長 の 影響に よ る と こ ろ が 多い こ とが わ か る。

　当然 の こ と な が ら，休 止 区間 の 時間長 が 長 くな れ ば，

音声の 総時間長 も長 くな る の で ， 発話速度感に 影響す

る こ と は容易 に 推察で き る。し か し，広実 （1　9．　94） は，

休止 区間 の ポーズ は ， 単 に そ の 時間長 だ けで な く，挿

入 される回数 も知覚的な発話速度 に影響 を与 える とし

て い る。すると，本実験で休止時間 の 最 も長 い もの が

必ず し も最 も遅 く評価 さ れ な か っ た こ と も，そ の よ う

な観点 か ら再検討 する こ とで 解釈 で きる 可能性 もあ る、

　ま た ， 本実験 の 休止時間長の 操作範囲内で は，話者

の 性格印象や 音声 の 自然性 は あ ま り影響 を受 け な か っ

た 。 しか し， 小森 ・長岡 ・河瀬 ・Draguna ・中村 eeo1）

は，音声中 の 内容面 で の 区切 りと して 重要な文境界 に

お い て は，ポーズ 時間長 は相対的 に 長 め の もの が 最適

と判 断 さ れ る こ と を示 して い る。した が っ て ，杉藤

〔1997）の 指摘と合わ せ て考えて み る と，休止区間 の 役

割 と し て は
，

む し ろ 音声中の 言語的な意味や 内容 の 理

解 に関連 した機能 の 方 に ， よ り特化 して い る と解釈す

る こ と もで きよう。

音声 の 時間構造 と話者の 性格印象の 関係 の 頑健性と音

声言語教育 へ の 寄与

　従来，音声言語教育 の 場面 で 扱われ て きた話 し方や

そ れ に 対 し て 聞 き手 が 感 じ る 印象な ど に 関す る 知見 は，

アナ ウ ン サ
ー

や演劇関係者な ど，音声 に 関する経験 の

豊富な 先達 の 主観的 な 印象や 信念 に 基 づ い た も の が ほ

とん どで あ っ た （竹 内，1gga ；広 瀬，20eo ；米 山，2003 ）。ま

た ， 落語や講談な どの 話芸 に至 っ て は ， 還元的な説明

が なされ る こ と は な く，い わ ゆ る徒弟制度 の 中 で 技 の

伝承がな され て い る 。

　さ て ， 本実験 で 得られ た 知見の特色 と して は ， FFM

と い っ た心理学的な理 論 を基礎と した もの で あ る こ と，

そ して 聴覚実験 に 基 づ い た 実証 的 な デ ータ に 立 脚 し た

知見で あ る こ と を あげ る こ とが で き る 。 さ ら に 本研究

で は ， 従来の 研究 と比 し て ， 生態学的な 妥当性の検証

を 目的 の
一

つ に据え ， そ の 実証 を試み て い る点が 特徴

的で あ る 。

　本実験は，厳密な 実験操作を伴 う音声刺激と して は，

か な り長 い 刺激 を使用 し， 従来 ， 扱わ れ て来な か っ た

休止時間長の検討 を行 っ て い る 。 さ ら に 音声 の 自然性

の評価と性格特性印象との 比較対照は新機軸で あ り ，

Big　Five の 特性 ご と の 独 自性 に つ い て ，
コ ン トラ ス ト

鮮やか に 示す こ とが で きた と言 えよう。 こ の よ うな新

し い 取 り組み は，い ずれ も生態学的な検証 を行う ヒで，

重 要 な 役割 を果 た し て い る。

　な お 最近 に な っ て，籠宮 ・
山住 ・槙 ・前川 （2004）

は，日本語話し言葉 コ
ーパ ス の 音声 デ ータベ ー

ス を試

料 と し て ，本実験 と 同様 の Big　Five　Scale 短縮版 を用

い て 話者 の 性格印象 の 評定 を行 っ て い る 。 その 結果，

音声 の 速 さ感 と性格 印象 と の 間 に ，本実験 で の 結果 と

類似 した 曲線 関係 を見出 し て い る。従来 の 研究 は， や

や もす ると量質共 に 限 られた音声刺激 と実験条件 の 中

で の 検討 に過 ぎなか っ たが，こ の ような研究 の 蓄積 と

共 に
， 得 られ た知見 の 頑健性が 次第に 明 らか に な り つ

つ あ る。

　 この よ うな実証的 ア プ ロ
ー

チ か ら発信 さ れ つ つ ある

心理学的 な 知見 は
， 音声言語教育 の 内容面 へ の 提案 と

して 意義 あ る もの と考え て よい
、 そ し て それ は ， 従来

の 熟達者 に よ る主観的な信念 に基 づ く知 見を補 うもの

と して ， 音声 コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン 教育
一
般 に寄与す る

もの と考 えられ る。

　さて 本研究 で は ， 音声 の 時間構造 と話 し手 に 関わ る

情報の 関係性 に 着目した が ， 音声 の 時間構造 は 言語的

な内容理解に つ い て も密接な関係が あ る 。 内田 ・菊地 ・

中畝・前川 ・石塚 （2002） は ， 英語 リス ニ ン グ ・テ ス トの

試験問題音声 を材料 に し， 本実験 と 同様の 方法で 実音

声 と休止時間 を操作 し，それらを用 い て 試験 を行 っ た。

そ して，その 成績 か ら音声 の 時間構造 と内容理解 と の

関係 に つ い て 定量的な検討 を行 っ て い る。

　今後 さらに，音声 と よ り様 々 な認知的 な営 み の 関係

を 明らか に す る研究 が 進み，音声 コ ミュ ニ ケー
シ ョ ン

の 実体 の 理 解 が い っ そ う深 ま っ て い く こ と を期待 す る

もの で あ る。

ま　 と　め

（1＞ 音声中の 実音声区間 と休止区間の 時間配分を実験
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一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

内田 ：音声 の 発話速度 と休止 時間が 話者 の 性 格印象 と 自然 な わ か り や す さ に 与え る 影響 ll

　 的 に 操作 し，話者の性格印象，音声の 自然性 との 関

　 係 を明 ら か に す る た め の 聴覚実験 を 行 っ た。

（2） 実音声時間長は，話者 の 性格印象，音声の 自然性

　 の そ れ ぞ れ に ，特微 的 な 影響 を 与 え て い た 。休 止 時

　 間長 の 違 い に よ る 影響は 比較的小 さ か っ た 。

〔3） パ ラ グ ラ フ ・レ ベ ル の音声資料 に お い て も，実音

　 声 部 の 発 話速度 の 操作 に 伴 う ， 話者 の 性格印象 の 変

　 化 パ ター
ン は ， Big　Five の 特性 ご と に 異 な る 固有の

　 2 次の 関数形で近似す る こ とが で き た。

（4＞ 勤勉性 （C）は速 い 発話 で 評価 が 高 く，遅 くな る と

　 評価 が 急激 に 低下す る。協調性 （A ）で は 速 い 発話 で

　 評価 が 低 く，遅 くな る と評価 が 上 が り， さ ら に 遅 く

　 な っ て もそ れ ほ ど低下 しな い
。 外向性 （E） と経験 へ

　 の開放性   ） は ， やや速 い 発話で評価が最 も高 く，

　 そ れ よ り速 く な っ て も遅 くな っ て も ド降 す る。情緒

　 不安定性 〔N ） に は影響 は見 られな い 。

〔5） 音声 の 自然性 は ， オ リ ジ ナ ル の 時 問 長 で 評 価 が 最

　 も高 く， 速 くな っ て も遅 くな っ て も， 左右対称の形

　状で評価が低下す る 。

（6｝ 性格特性印象 の 変化 パ タ ー
ン は ，特性 ご と に そ れ

　 ぞ れ が 自然性 の もの と は異な っ て い た。音声 の 変換

　 に 伴 う 自然性 0）低下 の 影響 は 皆無 と は 言 え な い ま で

　 も，性格特性 ご と に
一

定 の 独 自性 が 確認 さ れ た。

（7） 話 し手 の 性格印象 の 全体像 を，Big　Five の 5 つ の

　特性 印象値 で 表現す る。すると， 発話速度 の 違い に

　 応 じて，特性 ご と に 2次 の 近 似式 を 介 し て 特 性 印 象

　値を推定 し ， そ れ ら 5 っ の特性印象の推定値を組合

　せ る こ とで 話者全体の 印象が再構成で き る。こ の 特

　 性印象 の 個別推定 と そ の 統合 と い うモ デ ル の 下 で ，

　 性格 印象 の 全体像 に 迫 る還元的なア プ ロ
ー

チが 可能

　 で あ る 。

（8＞ FFM と い っ た 心理学的理論 を基盤 と し，聴覚実

　験に基づ い た実証的な データ に 立脚 した教育心 理 学

　 的 な ア プ ロ ーチ か ら得 られ た 本研究 の 知 見 は，音声

　 言語教育 の 内容面 で の 提案 と して 意義深 い 。従来 の

　音声の 専門家 に よ る主観的な信念 に 基 づ く知見を補

　 う もの と して
， 音声 コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン 教育

一
般 に

　 寄与す る と考 え ら れ る。
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lmaPression of  SPeaker's Personaldy and  the Naturalistic Qualities
             of  SPeech : SPeech Rate and  Pause Duration
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  The  present study  investigated the r ¢ lation between temporal  structures  of  speech  and  listeners' irnpres-

sions  of  the speaker's  persenality. The  following speech  stimuli  were  manipulated  in paragraph-length
speeches:  speech  durations of  sound  regiun  (650f6-147%) and  duration of  pause  <56%-178%). University

students  (444 men,  137 women,  18-23 yeurs  of  age)  listened to the experimental  stimuli  ancl rated  their

impressien of  each  speaker's  personality and  qualities of the speech.  Pause duration did not  distinctly affect

iinpressions of  the spakers'  personality, whereas  speech  rate  did. Characteristic quadratic  functions
previded  good  approximatiuns  of  each  

"Big
 Five" trait from the Five-Factor  Model  of  personality.

Evuluations of  Conscientiousness were  high when  speech  was  fast, and  declined sharply  for slower  speech.

In c(mtrast,  Agreeableness  was  rated  high with  slow･ speech,  and  dropped as  speech  became  faster. Ratings

of Extraversion  and  Openness to Experience were  high for relatively  rapid  speech,  and  decreased somewhat
",hen  speech  was  faster or  slower.  Naturalness  of  speech  was  rated  highest at the  original  speech  rate,  aTid

declined symmetrically  for faster or  slower  speech.  Listeners' impression  of  each  personality trait appears

to have a  unique  changing  pattern. Overall, the results  supported  the hypothesis that a formulation
combining  five approximations  ef personality traits can  estimate  the entire  personality image,

   Key  "] ords  : spoken  language education,  speech  rate.  pause  duration, impressien formatien, Five-Factor

Mudel ef  I'ersonality (FF)'1)


