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第 1 章 抑うつおよび拒絶過敏性に関する研究動

向と課題 

 

 

第１節  抑うつ  

 

第 １ 項  は じ め に  

 抑 う つ 研 究 の 文 脈 に お い て ， 対 人 関 係 に お け る ス ト レ ス の 影 響 が し ば

し ば 論 じ ら れ て き た 。 ま た ， う つ 病 の 臨 床 研 究 に お い て は ， そ の リ ス ク

と な る パ ー ソ ナ リ テ ィ 特 性 と し て ， 対 人 ス ト レ ス の な か で も 他 者 か ら 拒

絶 や 軽 蔑 を さ れ る こ と に 対 す る 過 敏 性 が 「 拒 絶 過 敏 性 」 と 定 義 さ れ ， う

つ 病 の 罹 患 リ ス ク と な る こ と が 指 摘 さ れ て い る （ Ayduk,  Downey ,  &  

Kim,  2001） 。  

 し か し な が ら ， 拒 絶 過 敏 性 は パ ー ソ ナ リ テ ィ と さ れ て い る こ と か ら ，

拒 絶 過 敏 性 を 扱 っ た 研 究 は そ の ほ と ん ど が 疫 学 的 調 査 で あ り ， 拒 絶 過 敏

性 自 体 の 維 持 や 抑 う つ に 至 る メ カ ニ ズ ム に 関 す る 研 究 は な さ れ て お ら ず ，

こ れ ま で の と こ ろ 治 療 の 文 脈 に お い て は 注 目 さ れ て こ な か っ た 。 そ の た

め ， 抑 う つ 発 生 の リ ス ク と な っ た 対 人 関 係 に お け る 脆 弱 性 に 対 し て は ，

ア プ ロ ー チ が な さ れ て こ な か っ た と 考 え ら れ る 。 実 際 に ， う つ 病 休 職 者

を 対 象 と し た 認 知 行 動 療 法 の 前 後 で ， う つ 症 状 の 改 善 は 認 め ら れ た 一 方

で ， 対 人 関 係 を 含 む 職 場 復 帰 の 困 難 感 は 低 減 し な か っ た こ と か ら ， さ ら

な る 支 援 の 必 要 性 が 述 べ ら れ て い る （ 田 上 ・ 伊 藤 ・ 清 水 ・ 大 野 ・ 白 井 ・

嶋 田 ・ 鈴 木 ， 2012） 。 つ ま り ， 対 人 関 係 に 対 す る 脆 弱 性 の 改 善 に 貢 献

で き る 基 礎 的 な 知 見 を 収 集 す る こ と が 重 要 で あ る 。 そ こ で 本 研 究 で は ，

抑 う つ の リ ス ク と し て 対 人 関 係 に お け る 脆 弱 性 で あ る 拒 絶 過 敏 性 に 着 目
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し ， 拒 絶 過 敏 性 を 認 知 行 動 的 に 捉 え 直 す と と も に ， 拒 絶 過 敏 性 が 抑 う つ

に 与 え る 影 響 に 関 す る 基 礎 的 研 究 を 行 う 。  

 

第 ２ 項  抑 う つ  

 坂 本 （ 1998） は ， 抑 う つ に は ， 気 分 と し て の 抑 う つ を 指 す 「 抑 う つ

気 分 」 ， 気 分 ， 意 欲 ， 思 考 ， 身 体 と い っ た 心 身 の さ ま ざ ま な 症 状 に よ り

構 成 さ れ る 症 状 の ま と ま り を 指 す 「 抑 う つ 症 候 群 」 ， そ し て 疾 病 単 位 と

し て の 「 う つ 病 性 障 害 」 の 3 つ の 段 階 が あ り ， う つ 病 の 診 断 基 準 に 満 た

な い も の か ら 臨 床 対 象 と な る 状 態 ま で が 含 ま れ る と 述 べ て い る 。  

う つ 病 に 罹 患 し た 場 合 に は ， 本 人 が 経 験 す る 心 理 的 苦 痛 に 加 え て ，

(1 )家 族 ・ 社 会 的 役 割 機 能 の 不 足 ， (2 )職 業 に お け る 生 産 性 の 低 下 ， (3 )薬

物 乱 用 や 喫 煙 と い っ た 他 の 不 適 応 的 な 問 題 の リ ス ク の 増 大 ， (4 )医 療 費

問 題 な ど ， さ ま ざ ま な 弊 害 が 生 じ る こ と が 指 摘 さ れ て い る （ た と え ば ，

Gi l lham,  Shat te ,  &  Freres ,  2000  ;  Ke ss ler ,  &  Frank ,1997） 。 そ の た

め ， 軽 度 の 抑 う つ 状 態 に 焦 点 を 当 て た 予 防 的 ア プ ロ ー チ の 重 要 性 が 指 摘

さ れ て い る （ 及 川 ， 2009） 。  

抑 う つ に 対 す る 予 防 的 ア プ ロ ー チ が 重 視 さ れ る 時 期 と し て ， 学 業 や

対 人 関 係 ， 職 業 選 択 と い っ た さ ま ざ ま な ス ト レ ス イ ベ ン ト を 経 験 す る 機

会 が 多 く ， 発 達 的 に も 自 己 へ の 内 省 が 高 ま る 時 期 で あ る こ と か ら ， 大 学

生 を 中 心 と す る 青 年 期 が 挙 げ ら れ て い る （ 坂 本 ・ 西 河 ， 2002） 。 ま た ，

こ の 時 期 は ， 抑 う つ を 経 験 す る 割 合 が 高 ま る 時 期 で あ り ， 軽 度 の 抑 う つ

状 態 で あ っ て も 心 理 社 会 的 障 害 と 関 連 し や す い こ と （ Harr ington ,  &  

Clark ,  1998） ， さ ら に ， こ の 時 期 に 抑 う つ を 経 験 し た 者 の な か で ， の

ち に 診 断 基 準 を 満 た す う つ 病 に 至 る 者 が 少 な く な い こ と が 指 摘 さ れ て い

る （ Munoz ,  Mrazek ,  &  Hagger ty ,  1996） 。 な か で も 抑 う つ 気 分 は ， 最
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も 多 く の 者 が 経 験 す る 可 能 性 が 高 く （ 坂 本 ， 1998） ， う つ 病 の 重 要 な

予 測 因 子 と 考 え ら れ て い る （ Clarke ,  Hawkins ,  Murphy ,  Sheeber ,  

Lewinsohn ,  &  See ley ,  1995  ;  Harr ington ,  &  Clark ,  1998） 。  

そ こ で ， 本 研 究 に お い て は ， 健 常 大 学 生 の 抑 う つ 気 分 を 取 り 上 げ ，

そ の リ ス ク 要 因 と し て 拒 絶 過 敏 性 が 果 た す 役 割 に つ い て 実 証 的 な 検 討 を

行 う 。  

 

第 ３ 項  抑 う つ の 発 生 ・ 維 持 に 関 す る 諸 理 論  

 こ れ ま で の 研 究 に お い て ， 抑 う つ に 関 連 す る 要 因 に つ い て は さ ま ざ ま

な 研 究 が な さ れ ， 理 論 や モ デ ル が 提 唱 さ れ て い る 。 そ し て そ れ ら の ほ と

ん ど は ， 「 素 因 ス ト レ ス モ デ ル 」 （ Figure1 -1 ； た と え ば ， Ingram,  

Miranda ,  &  Sega l ,  1998） に 該 当 す る 。 素 因 ス ト レ ス モ デ ル は ， 抑 う つ

の 発 生 に は ， 抑 う つ に 対 す る 何 ら か の 脆 弱 性 を 有 す る 者 が ス ト レ ス と な

る 出 来 事 を 経 験 す る と ， そ れ を き っ か け に 抑 う つ に 陥 る こ と を 仮 定 し た

モ デ ル で あ る 。 こ の モ デ ル に お い て は ， 抑 う つ が 発 生 す る た め に は ス ト

レ ス フ ル な 出 来 事 へ の 遭 遇 が 必 要 で あ り ， そ の よ う な 出 来 事 を 経 験 し な

け れ ば ， 脆 弱 性 （ 素 因 ） を 有 し て い た と し て も ， 抑 う つ は 生 じ な い と 考

え ら れ て い る 。 つ ま り ， ス ト レ ス イ ベ ン ト と な る 環 境 要 因 と ， 脆 弱 性 と

な る 個 人 内 要 因 と の 相 互 作 用 が 仮 定 さ れ て い る 。  

従 来 の 抑 う つ 研 究 に お い て 取 り 上 げ ら れ て き た 変 数 の 代 表 的 な も の

と し て ， 抑 う つ ス キ ー マ ， 原 因 帰 属 ス タ イ ル ， 自 己 注 目 と い っ た 認 知 的

要 因 が 挙 げ ら れ る が ， こ れ ら は ， 素 因 ス ト レ ス モ デ ル に お け る 脆 弱 性 と

な る 個 人 内 要 因 で あ り ， 抑 う つ に 関 す る こ れ ま で の 先 行 研 究 に お い て は ，

素 因 ス ト レ ス モ デ ル に 基 づ く 発 生 機 序 の 検 討 が 盛 ん に 行 わ れ て き た 。  

 た と え ば ， Beck の 認 知 理 論 （ Beck ,  Rush ,  Shaw,  &  Emery ,  1979； 坂
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F igure1 -1  素 因 ス ト レ ス モ デ ル  



 第 1 章 拒絶過敏性に関する研究動向と課題  

5 
 

野 監 訳 ， 2007） に お い て は ， 抑 う つ の 脆 弱 性 と し て ス キ ー マ ， 認 知 の

誤 り （ 恣 意 的 推 測 ， 選 択 的 抽 出 ， 過 度 の 一 般 化 ， 拡 大 解 釈 と 過 小 評 価 ，

個 人 化 ， 二 者 択 一 的 思 考 ） ， 自 動 思 考 の 3 つ の 認 知 要 因 を 仮 定 し て い る 。

抑 う つ 的 な ス キ ー マ （ depress ive  s chemas） を 持 つ 個 人 は ， 否 定 的 な 情

報 処 理 を し や す い 認 知 構 造 を 持 ち ， 抑 う つ 的 で な い と き に は 活 性 化 さ れ

て い な い 抑 う つ ス キ ー マ が ， あ る 内 的 あ る い は 外 的 な 刺 激 に 直 面 す る こ

と に よ り 活 性 化 さ れ （ Kovacs  & Beck ,  1978） ， 認 知 の 誤 り と 否 定 的 な

自 動 思 考 を 引 き 起 こ す こ と で ， 抑 う つ を 高 め る と 指 摘 し て い る 。 認 知 の

誤 り に は ， 以 下 の ６ 種 の パ タ ー ン が あ る （ Beck  e t  a l . ,  1979 ,  坂 野 監 訳 ,  

2007） ： （ a） 過 度 の 一 般 化 （ あ る 事 象 か ら 過 度 に 一 般 化 さ れ た 結 論 を

下 す こ と ） ， （ b） 過 大 解 釈 と 過 小 解 釈 （ 出 来 事 の 重 要 性 や 影 響 力 を 過

大 に ， も し く は 過 小 に 評 価 す る こ と ） ， （ c） 二 分 法 的 思 考 （ 物 事 は 成

功 か 失 敗 か ， 良 い か 悪 い か と い っ た 相 反 す る ２ つ の カ テ ゴ リ の う ち の ど

ち ら か に 位 置 づ け よ う と す る 傾 向 ） ， （ d） 恣 意 的 推 論 （ 証 拠 が な い に

も か か わ ら ず 否 定 的 な 結 論 を 下 し た り ， 結 論 に 対 す る 反 証 が あ る に も か

か わ ら ず 自 ら の 結 論 に 執 着 す る こ と ） ， （ e） 個 人 化 （ 自 分 に 関 係 の な

い 出 来 事 を 自 分 に 関 連 づ け る こ と ） ， （ f） 選 択 的 抽 出 （ 他 に も 注 目 す

べ き 情 報 が あ る に も か か わ ら ず ， そ れ ら を 無 視 し て 一 つ の 些 細 な 情 報 に

注 目 す る こ と 。 ま た ， 物 事 の 些 細 な 部 分 を も と に 全 体 を 解 釈 す る こ と ） 。

こ の 認 知 の 誤 り の な か で も ， 「 過 度 の 一 般 化 」 ， 「 拡 大 解 釈 と 過 小 評

価 」 ， 「 二 分 法 的 思 考 」 は ネ ガ テ ィ ブ な 出 来 事 が 発 生 し た 後 に そ の 解 釈

を 否 定 的 に さ せ る 機 能 を 持 つ ， つ ま り 素 因 ス ト レ ス モ デ ル に よ り 説 明 さ

れ る プ ロ セ ス で あ る こ と が 指 摘 さ れ て い る （ 黒 田 ， 2011） 。 否 定 的 な

自 動 思 考 は ， 自 己 ・ 世 界 ・ 未 来 の ３ つ の 領 域 に 関 す る 悲 観 的 な 思 考 内 容

を 指 す 。 認 知 モ デ ル で は ， こ れ ら の ３ つ の 認 知 要 因 を 脆 弱 性 と し て 仮 定
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し ， 抑 う つ ス キ ー マ か ら 生 み 出 さ れ る 誤 っ た 情 報 処 理 と 自 動 思 考 に よ っ

て 抑 う つ が 引 き 起 こ さ れ る と 考 え ら れ て い る 。  

抑 う つ の 発 生 を 説 明 す る 代 表 的 な モ デ ル と し て は ， 他 に El l i s の ABC

モ デ ル （ El l i s ,  1962） が あ る 。 こ の モ デ ル で は ， ス ト レ ス フ ル な 出 来 事

（ A ： act ivat ing  event ） が 直 接 的 に ， 抑 う つ な ど の 結 果 （ C ：

consequence） を 引 き 起 こ す の で は な く ， 両 者 の 間 に は そ の 個 人 の 信 念

（ B： be l i e f） が 介 在 し ， そ の 信 念 が 合 理 的 で あ る か ， 不 合 理 で あ る か

の 違 い に よ っ て ， 抑 う つ な ど の 感 情 が 引 き 起 こ さ れ る か ど う か が 決 ま る

と さ れ て い る 。 不 合 理 な 信 念 の 代 表 的 な も の に は ， 「 人 は す べ て の 面 に

お い て 絶 対 に 有 能 で な け れ ば な ら ず ， そ う で な け れ ば 不 完 全 で 無 価 値 な

人 間 で あ る 」 ， 「 人 は 絶 対 に 公 明 正 大 に 行 動 し な け れ ば な ら ず ， そ う で

な け れ ば 非 難 に 値 す る 悪 い 人 間 で あ る 」 と い う 考 え な ど が あ る 。 こ れ ら

の 不 合 理 な 信 念 の も と に な る 中 核 的 な 考 え 方 と し て ， 何 事 に 対 し て も

「 〜 し な け れ ば な ら な い （ must） 」 ， 「 〜 す べ き で あ る （ should） 」

と い う 考 え 方 を 行 う 傾 向 が あ る と さ れ て い る 。 さ ら に 近 年 で は ， 人 生 に

お け る 中 心 的 な 目 標 と 価 値 （ G） と い う 概 念 が 導 入 さ れ ， A が G を 阻 害

す る と き に ， 不 合 理 な 信 念 （ B） を 持 つ か ど う か が C を 説 明 す る 上 で 重

要 で あ る と 述 べ ら れ て い る （ El l i s ,  1994） 。 つ ま り ， ABC 理 論 で は ，

個 人 の 不 合 理 な 信 念 を 脆 弱 性 と し て 仮 定 し ， 抑 う つ 気 分 の 発 生 を 説 明 し

て い る 。  

そ の 他 に も ， 自 己 意 識 理 論 ， 反 応 ス タ イ ル 理 論 な ど ， 素 因 ス ト レ ス

モ デ ル に 該 当 す る ， 抑 う つ を 維 持 ， 悪 化 さ せ る 理 論 が 多 く 提 唱 さ れ て い

る 。  

し か し な が ら ， 素 因 ス ト レ ス モ デ ル に お い て は ， ス ト レ ス イ ベ ン ト

の 経 験 を 前 提 と し て ， 個 人 の 有 す る 抑 う つ の 脆 弱 性 と の 相 互 作 用 に よ る
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抑 う つ の 発 生 ・ 維 持 メ カ ニ ズ ム が 想 定 さ れ て お り ， そ の ス ト レ ス イ ベ ン

ト の 発 生 時 点 に お け る 何 ら か の 個 人 内 要 因 に つ い て は 記 述 さ れ て い な い 。

Hammen（ 1991） は ， ス ト レ ス イ ベ ン ト を Independent（ た と え ば 親

し い 者 の 死 な ど ， 個 人 の コ ン ト ロ ー ル 外 で 起 こ る 不 運 な 出 来 事 ） と

Dependent（ た と え ば 配 偶 者 と の 喧 嘩 や 友 人 と の 口 論 と い っ た 対 人 関 係

の イ ベ ン ト な ど ， 部 分 的 で あ っ て も 個 人 の 行 動 に 起 因 す る 出 来 事 ） と い

う 対 極 軸 で 捉 え ， う つ 病 の 者 は そ う で な い 者 と 比 較 し て Dependent な

出 来 事 ， 特 に 対 人 関 係 の ス ト レ ス イ ベ ン ト を 多 く 経 験 し て い る こ と を 示

し た 。  

 こ の よ う に ， 近 年 ， 抑 う つ の 脆 弱 性 要 因 や う つ 症 状 を 持 つ 者 は そ れ ら

に よ っ て ス ト レ ス を 作 り 出 す こ と で 抑 う つ を 高 め る こ と を 仮 定 し た 「 ス

ト レ ス 生 成 モ デ ル 」 （ Figure1 -2； Hammen,  2006） が 注 目 さ れ て い る 。

ス ト レ ス 生 成 モ デ ル で は ， ス ト レ ス を 発 生 さ せ う る よ う な 個 人 の 脆 弱 性

が 仮 定 さ れ て お り ， こ の 個 人 内 の 脆 弱 性 に よ っ て ス ト レ ス イ ベ ン ト の 生

起 頻 度 自 体 が 異 な る こ と を 説 明 す る モ デ ル で あ る 。 ま ず ， ス ト レ ス と う

つ 病 と の 関 連 を 検 討 し た 先 行 研 究 に お い て は ， ス ト レ ス が う つ 病 を 引 き

起 こ す 方 向 の 影 響 性 し か 仮 定 さ れ て こ な か っ た 。 し か し な が ら ，

Hammen（ 1991） は ， 抑 う つ 状 態 で あ る こ と が ス ト レ ス を 引 き 起 こ す

と い う 逆 方 向 の 関 係 性 も あ り 両 者 の 影 響 関 係 は 双 方 向 性 で あ る こ と を 指

摘 し た 。 特 に ， 抑 う つ 状 態 の 者 は 自 身 の 振 る 舞 い に よ っ て 周 囲 の 者 と の

口 論 や 不 和 ， 関 係 性 の 悪 化 と い っ た 対 人 関 係 ス ト レ ス を 引 き 起 こ し や す

い た め ， そ の 結 果 と し て 抑 う つ が 悪 化 し や す い こ と が 指 摘 さ れ て い る

（ Hammen,  1991） 。 こ の よ う に 当 初 は 抑 う つ が ス ト レ ス を 引 き 起 こ す

プ ロ セ ス が ス ト レ ス 生 成 モ デ ル と 呼 ば れ ， そ の た め こ の モ デ ル は 抑 う つ

状 態 で あ る こ と を 脆 弱 性 と し て 捉 え た 上 で 抑 う つ の 悪 化 の プ ロ セ ス を 記
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F igure1 -2  ス ト レ ス 生 成 モ デ ル （ Hammen(2006 )を 参 考 に 作 成 ）  
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述 す る モ デ ル で あ っ た 。 し か し な が ら ， 近 年 に お い て は こ の ス ト レ ス 生

成 モ デ ル は ， 抑 う つ 状 態 以 外 の 個 人 内 要 因 も 脆 弱 性 と し て 捉 え ， 抑 う つ

の 悪 化 だ け で な く 発 生 メ カ ニ ズ ム に つ い て の 説 明 に も 用 い ら れ て い る 。

抑 う つ に 陥 っ て い る 者 で な く て も ， 対 人 関 係 に お い て 脆 弱 性 と な る 要 因

を 有 す る 者 は ， 対 人 ス ト レ ス を 作 り 出 す こ と で 抑 う つ に 陥 る と い う プ ロ

セ ス で あ り ， こ の ス ト レ ス 生 成 モ デ ル は ， う つ 病 の み な ら ず ， 軽 度 の 抑

う つ の 発 生 や 悪 化 の 記 述 に も 適 用 さ れ て い る 。 た と え ば ， 脆 弱 性 要 因 と

し て 社 会 的 ス キ ル が 欠 如 し て い る 者 は ， 対 人 場 面 に お い て う ま く 振 る 舞

う こ と が で き ず ， 対 人 ス ト レ ス を 感 じ る こ と で ， 抑 う つ に 陥 る こ と が 示

さ れ て い る （ た と え ば ， Herzberg ,  Hammen,  Burge ,  Da ley ,  Dav i la ,  &  

L indberg ,  1998） 。 ま た ， 他 に も ， 完 璧 主 義 傾 向 の 高 い 者 は ， 対 人 ス ト

レ ス の 経 験 頻 度 が 高 く ， こ れ ら が 抑 う つ を 予 測 す る こ と が 報 告 さ れ て い

る （ Flet t ,  Hewi t t ,  Garshowi tz ,  &  Mar t in ,  1997） 。 つ ま り ， 素 因 ス ト

レ ス モ デ ル で 想 定 さ れ て い る よ う に ， 生 じ た ス ト レ ス に 対 す る 脆 弱 性 だ

け で な く ， 個 人 の 持 つ 対 人 的 脆 弱 性 が ス ト レ ス を 作 り 出 す と い う 視 点 を

取 り 入 れ る こ と で ， 抑 う つ の 発 生 お よ び 維 持 に 関 す る 理 解 が よ り 深 ま る

と 考 え ら れ る 。 ま た ， こ の ス ト レ ス 生 成 モ デ ル に つ い て は ， Hammen

（ 2006） に よ り ， 対 人 関 係 に 関 す る ス ト レ ス が 抑 う つ に 最 も 影 響 す る

と 述 べ ら れ た う え で ， ス ト レ ス の 生 成 に 関 連 す る 対 人 関 係 上 の 問 題 が レ

ビ ュ ー さ れ て い る 。 し か し な が ら ， ス ト レ ス 生 成 モ デ ル の 立 場 で 抑 う つ

へ の 影 響 を 実 証 的 に 検 討 し た 研 究 は 見 当 た ら な い 。  
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第２節  拒絶  

 

第 １ 項  対 人 ス ト レ ス と し て の 拒 絶  

 こ れ ま で の さ ま ざ ま な 抑 う つ の 発 生 メ カ ニ ズ ム の 研 究 に お い て ， 外 的

な 出 来 事 ， つ ま り 心 理 的 ス ト レ ス が 抑 う つ 発 生 の き っ か け と な る こ と は

共 通 見 解 と み な さ れ て い る 。 そ し て ， 日 常 生 活 で 経 験 さ れ る さ ま ざ ま な

ス ト レ ッ サ ー の 中 で ， 対 人 関 係 に お け る ス ト レ ッ サ ー が 特 に 抑 う つ と 強

く 関 連 す る こ と が 指 摘 さ れ て い る 。  

Kendler ,  Karkowski ,  &  Presco t t（ 1999） で は ， 経 験 し た イ ベ ン ト が

Dependent で あ る ほ ど そ の 後 う つ 病 を 発 症 し や す い こ と を 示 し た 。

Cole ,  Mart in ,  Powers ,  &  Trug l i o（ 1996） が 小 学 生 を 対 象 に 実 施 し た 6

ヶ 月 間 隔 の 縦 断 調 査 で は ， 1 回 目 の 調 査 時 点 に お け る 社 会 的 能 力 の 低 さ

が ， 同 時 点 に お け る 抑 う つ を 統 制 し た 後 も 6 ヶ 月 後 の 抑 う つ を 有 意 に 予

測 し た こ と ， 一 方 で 学 業 の 能 力 の 低 さ は 抑 う つ を 予 測 し な か っ た こ と を

報 告 し て い る 。 同 様 に ， Rudo lgh ,  Hammen,  &  Burge（ 1994） に お い て

も ， 友 人 と の 関 係 性 と い っ た 対 人 関 係 に よ る ス ト レ ス が 抑 う つ と 関 連 す

る こ と が 示 さ れ て い る 。 Eley  & Steavenson（ 2000） に よ る 双 生 児 研 究

で は ， 学 業 の 問 題 や 喪 失 と い っ た ス ト レ ッ サ ー の 経 験 は 両 者 に 共 通 し て

お り ， こ れ ら も 抑 う つ と 関 連 す る が ， 両 者 で 経 験 が 異 な っ た 友 人 関 係 や

家 族 関 係 に お け る 問 題 が ， 両 者 の 抑 う つ の 差 を 説 明 す る こ と が 明 ら か と

な っ た 。 高 倉 ・ 新 屋 ・ 平 良 （ 1995） で は ， 大 学 生 を 対 象 に 質 問 紙 調 査

を 実 施 し ， 対 人 関 係 に お け る 不 満 足 度 が 高 い ほ ど 抑 う つ が 高 く な る こ と

を 報 告 し て い る 。 Jo iner  &  Coyne（ 1999） に お い て も ， 対 人 関 係 の ス

ト レ ス が 抑 う つ の 発 生 ， 維 持 ， 悪 化 に 強 く 影 響 す る こ と が 示 さ れ ， 抑 う

つ の 文 脈 に お い て 対 人 関 係 に お け る 脆 弱 性 を 取 り 扱 う こ と の 重 要 性 が 述
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べ ら れ て い る 。  

 ま た ， 対 人 ス ト レ ス の な か で も 対 人 関 係 の 喪 失 は ， 温 か い 配 慮 や 社 会

的 な 関 係 性 と い っ た 重 要 な 恩 恵 の 喪 失 を 意 味 す る こ と か ら ， 重 要 な 関 係

性 を 断 つ よ う な ス ト レ ッ サ ー は ， 即 時 的 か つ 激 し い 苦 痛 を 生 じ さ せ る と

考 え ら れ て い る （ Bowlby ,  1980 ;  Gi lber t ,  1992） 。 対 人 関 係 の 喪 失 と い

っ て も ， 自 分 か ら 関 係 を 断 っ た 場 合 に は そ の よ う な 経 験 が な い 場 合 と 比

較 し て う つ の 発 生 リ ス ク が 約 10 倍 で あ る の に 対 し ， 相 手 か ら 拒 絶 さ れ

た 場 合 は 約 22 倍 と ， 特 に 高 い こ と が 示 さ れ て い る （ Kendler ,  Het tema,  

Butera ,  Gardner ,  &  Presco t t， 2003） 。 ま た ， 拒 絶 は う つ の リ ス ク を

増 大 さ せ る だ け で な く ， 拒 絶 の 含 ま れ な い ネ ガ テ ィ ブ な ラ イ フ イ ベ ン ト

と 比 較 し て ， う つ を よ り 早 く 引 き 起 こ す こ と が 示 さ れ て い る 。 Slav i c h

（ 2009） で は ， 積 極 的 な 拒 絶 を 受 け た 個 人 は ， 拒 絶 の 含 ま れ な い 深 刻

な イ ベ ン ト を 体 験 し た 個 人 と 比 較 し て 約 3 倍 の 早 さ で 抑 う つ 状 態 に な っ

た こ と が 報 告 さ れ て い る 。 拒 絶 か ら う つ へ の 影 響 に つ い て ， Monroe

（ 2007） は 拒 絶 イ ベ ン ト は 自 己 価 値 や 自 尊 感 情 と 関 連 す る 否 定 的 な 自

己 関 連 認 知 （ e .g . ,私 は 嫌 わ れ て い る ， 私 は 魅 力 的 で な い ） を 引 き 起 こ

す と 報 告 し て い る 。 そ し て こ の 認 知 が 恥 や 劣 等 感 と い っ た 情 動 を 喚 起 し ，

炎 症 反 応 な ど の 生 理 学 的 プ ロ セ ス や 活 動 低 下 と い っ た 行 動 に 影 響 を 与 え

る と い う 過 程 に よ り 抑 う つ に 影 響 を 与 え て い る 可 能 性 が 示 唆 さ れ て い る

（ Kemeny ,  2009） 。 ま た ， こ の よ う な 結 果 は 他 の タ イ プ の ス ト レ ス に

よ っ て も 起 こ り う る が ， 拒 絶 に 関 連 し た ス ト レ ス は こ れ ら の 否 定 的 な 認

知 や 情 動 を 最 も 引 き 起 こ す だ ろ う と 述 べ ら れ て い る （ Slav i ch ,  2009） 。  

 

第 ２ 項  拒 絶 の 定 義  

 主 に 1990 年 代 半 ば か ら ， 社 会 心 理 学 の 分 野 に お い て ， 他 者 か ら 拒 絶
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さ れ る こ と に よ り 個 人 に も た ら さ れ る 認 知 的 ， 行 動 的 ， 感 情 的 影 響 に つ

い て 着 目 し た 研 究 が 行 わ れ ， 拒 絶 さ れ る こ と に 対 す る 反 応 に つ い て 明 ら

か に さ れ つ つ あ る 。  

 こ れ ま で ， 拒 絶 と 同 様 の 現 象 に つ い て ， 拒 絶 の 他 に も 「 排 斥

（ exc lus ion） 」 ， 「 追 放 （ os trac i sm） 」 ， 「 放 棄 （ abandonment） 」

な ど ， さ ま ざ ま な 用 語 を 用 い て 研 究 が な さ れ て き た 。 こ れ ら の 用 語 の 中

で 最 も 多 く 用 い ら れ て き た の は ， 拒 絶 ， 排 斥 ， 追 放 の 3 つ で あ る

（ Leary ,  2005） 。 Leary（ 2001） は ， こ れ ら の 概 念 に 共 通 す る 要 素 と

し て ， 相 手 か ら の 関 係 性 評 価 （ re la t i ona l  eva luat ion） の 低 さ を 挙 げ て

い る 。 関 係 性 評 価 と は ， 相 手 と の 関 係 に 価 値 を 置 き ， 重 要 で 親 密 度 の 高

い も の と み な し て い る 程 度 を 指 す 。 つ ま り ， 他 者 か ら 拒 ま れ る ， 無 視 さ

れ る ， 仲 間 外 れ に さ れ る と い っ た 場 合 は ど れ も ， 相 手 が 自 分 に 対 し て 価

値 や 重 要 度 ， 親 密 性 を 感 じ て い な い と い う 点 で 共 通 し て い る 。 さ ら に

Leary（ 2001） は ， 拒 絶 － 受 容 を 両 極 と し ， 最 大 限 の 拒 絶 （ 排 斥 ） か ら

最 大 限 の 受 容 （ 包 含 ） ま で を 7 段 階 で 設 定 し た 。 こ の 基 準 に 基 づ き ， 拒

絶 か ら 受 容 ま で の 条 件 を 段 階 的 に 操 作 し た 研 究 も 見 受 け ら れ る

（ Buckley  e t  a l . ,  2004 ;  Wi l l iams  e t  a l . ,  2000） 。 こ の よ う に 拒 絶 に 関

す る 現 象 を 関 係 評 価 の 観 点 か ら 捉 え る こ と の 利 点 と し て ， 岡 田 ・ 中 山

（ 2008） は 拒 絶 に 関 す る 現 象 に 程 度 と い う 幅 を 持 た せ る こ と が で き る

こ と ， つ ま り 「 拒 絶 さ れ た か 否 か 」 で は な く 「 ど の 程 度 拒 絶 さ れ た か 」

と い う 議 論 が 可 能 に な る 点 を 挙 げ て い る 。 そ こ で 本 研 究 に お い て も ，

Leary（ 2001） の 定 義 に 則 り ， 7 段 階 の う ち 消 極 的 な 拒 絶 （ 無 視 ） か ら

最 大 限 の 拒 絶 （ 物 理 的 な 拒 絶 ） ま で を 包 括 的 に 拒 絶 と 定 義 す る 。 ま た ，

相 手 か ら の 関 係 性 評 価 の 観 点 か ら 拒 絶 を 捉 え た 場 合 ， 相 手 が 自 分 と の 関

係 を 重 要 視 し て い な い と 知 覚 し な け れ ば ， 個 人 の 行 動 や 感 情 に 対 し て 影
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響 は 生 じ な い と 考 え ら れ る 。 こ の こ と か ら ， 拒 絶 に つ い て は ， 客 観 的 な

出 来 事 で は な く ， 他 者 か ら の 拒 絶 を 主 観 的 に 知 覚 し た 状 態 と し て 扱 わ れ

て い る （ 岡 田 ・ 中 山 ， 2008） 。  

 

第 ３ 項  拒 絶 に 関 わ る 理 論 お よ び 拒 絶 が 個 人 内 に 及 ぼ す 影 響  

 拒 絶 に 関 わ る 理 論 や ， 拒 絶 さ れ る こ と に よ っ て 生 じ る 反 応 に つ い て ，

岡 田 ・ 中 山 （ 2008） を 参 考 に 述 べ る 。  

１ ． 所 属 欲 求 理 論  

 ヒ ト は 原 始 か ら 社 会 集 団 を 形 成 す る 社 会 的 動 物 で あ り ， 生 存 確 率 を 高

め る た め に 集 団 に 所 属 す る こ と が 重 要 で あ っ た 。 こ の 「 最 低 限 の 対 人 関

係 を 形 成 ， 維 持 し た い 」 と い う 欲 求 は 所 属 欲 求 （ need  to  be long） と 呼

ば れ （ Baumeis ter  &  Leary， 1995） ， 時 代 や 文 化 に 依 ら な い 普 遍 的 な

も の で あ る と み な さ れ て い る 。 集 団 か ら 排 除 さ れ る こ と は ， 自 身 の 生 存

が 危 う く な る た め ， 他 者 か ら の 拒 絶 は そ の 警 告 と し て 感 情 を は じ め と し

た さ ま ざ ま な 反 応 を 引 き 起 こ す と さ れ て い る 。  

２ ． ソ シ オ メ ー タ ー 理 論  

 他 者 か ら の 拒 絶 は ， こ の 所 属 欲 求 を 脅 か す も の で あ る た め ， 他 者 と の

関 係 性 （ 他 者 か ら の 拒 絶 ／ 受 容 ） を モ ニ タ ー す る シ ス テ ム を 進 化 さ せ て

き た 。 近 年 ， 自 尊 感 情 が こ の シ ス テ ム を 担 っ て い る と し て ， 社 会 的 視 点

を 導 入 し て 新 た に 自 尊 感 情 を 捉 え 直 し た Soc iometer（ ソ シ オ メ ー タ ー ）

理 論 が 提 唱 さ れ て い る （ Leary ,  Tambor ,  Terda l ,  &  Downs ,  1995） 。 ソ

シ オ メ ー タ ー 理 論 で は ， 「 相 手 が ， 自 身 と の 関 係 性 を 重 要 で あ る と 考 え

て い る か （ 関 係 性 評 価 ） 」 の 程 度 を 自 尊 感 情 が モ ニ タ ー し て い る と 考 え

ら れ て い る 。 自 尊 感 情 に は ， 状 態 的 ・ 特 性 的 の ２ つ の 側 面 が あ り ， 状 態

的 自 尊 感 情 の 水 準 は そ の 時 点 に お け る 相 手 か ら の 拒 絶 ／ 受 容 の 程 度 に よ
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っ て 上 下 す る こ と か ら 現 在 の 拒 絶 ／ 受 容 を 表 す メ ー タ ー と し て ， そ し て

特 性 的 自 尊 感 情 は そ れ ま で 経 験 し た 拒 絶 ／ 受 容 の 程 度 に よ っ て 形 成 さ れ

る こ と か ら ， 過 去 の 拒 絶 ／ 受 容 さ れ て き た 程 度 を 表 す と さ れ て い る 。 状

態 的 自 尊 心 が 低 下 し ， 拒 絶 を 知 覚 し た 場 合 に は ， 所 属 欲 求 を 充 足 さ せ る

べ く ， 自 己 高 揚 的 に 振 る 舞 う こ と が 確 認 さ れ て い る （ Leary ,  2008） 。

ま た ， ソ シ オ メ ー タ ー 理 論 で は ， 自 尊 心 自 体 に 対 す る 欲 求 は 仮 定 さ れ て

お ら ず ， あ く ま で 拒 絶 の 程 度 に よ り 生 じ る 心 理 状 態 で あ る 点 が 特 徴 で あ

る （ 岡 田 ・ 中 山 ， 2008） 。  

３ ． 社 会 的 モ ニ タ リ ン グ シ ス テ ム  

 ソ シ オ メ ー タ ー 理 論 を 発 展 さ せ た 理 論 と し て 社 会 的 モ ニ タ リ ン グ シ ス

テ ム が 提 唱 さ れ て い る （ Picket t  &  Gardner ,  2005） 。 従 来 の ソ シ オ メ

ー タ ー 理 論 で は 常 に 所 属 の 状 態 を モ ニ タ リ ン グ す る こ と が 仮 定 さ れ て い

る が ， 社 会 的 モ ニ タ リ ン グ シ ス テ ム で は ， 状 態 的 自 尊 感 情 の 低 下 に よ り

拒 絶 が 知 覚 さ れ て い る 場 合 に 活 性 化 さ れ ， 所 属 欲 求 回 復 の た め の 補 償 行

動 （ 社 会 的 表 象 を 通 し て 絆 を 再 確 認 す る 社 会 的 軽 食 ； 幻 想 や 代 用 対 象 を

用 い て 所 属 感 を 維 持 す る 社 会 的 防 御 ） に 注 力 す る よ う 働 く と い う も の で

あ る 。 し か し な が ら ， こ の モ デ ル を 支 持 す る 研 究 は 現 在 の と こ ろ 少 な く ，

更 な る 知 見 が 必 要 で あ る と さ れ て い る （ 岡 田 ・ 中 山 ， 2008） 。  

４ ． 自 我 脅 威 モ デ ル  

 Baumeis ter ,  Smart ,  &  Boden  （ 1996） は ， 拒 絶 を 他 者 評 価 と 自 己 評

価 の ズ レ に よ る 自 我 脅 威 と し て 捉 え ， 自 我 脅 威 モ デ ル を 提 唱 し て い る 。

こ こ で は ， 自 己 評 価 に 反 し て 低 い 他 者 評 価 を 検 知 し た 場 合 に ， そ れ を 受

け 入 れ る か 否 定 す る か の 選 択 が 仮 定 さ れ て い る 。 こ こ で 低 い 他 者 評 価 を

受 け 入 れ た 場 合 に は ， そ の 他 者 評 価 に 合 わ せ て 自 己 評 価 が 低 下 し ， 一 方

で 自 我 を 防 衛 す る た め に 他 者 評 価 を 否 定 し た 場 合 に は ， 相 手 に 対 す る 怒



 第 1 章 拒絶過敏性に関する研究動向と課題  

15 
 

り や ネ ガ テ ィ ブ 感 情 が 引 き 起 こ さ れ る こ と で 攻 撃 な ど の 行 動 的 反 応 が 生

じ る と 述 べ ら れ て い る 。  

５ ． 排 斥 の モ デ ル  

 Wil l iams  & Zadro（ 2005） は ， 排 斥 （ Ostrac i sm） に よ っ て 先 述 の 所

属 （ Belongness ） の 他 に ， 環 境 や 周 囲 と の 関 係 性 の コ ン ト ロ ー ル

（ Contro l） ， 自 身 の 存 在 意 義 （ Meaning fu l  ex i s tance） ， 自 尊 （ Sel f -

es teem） の ４ つ の 基 本 的 欲 求 が 阻 害 さ れ る と 仮 定 し ， こ の 仮 定 を 軸 に

排 斥 の モ デ ル を 提 唱 し て い る 。 こ の モ デ ル で は ， 排 斥 の 特 徴 を 可 視 性 ，

動 機 ， 程 度 ， 原 因 の 明 確 性 に よ っ て 分 類 す る こ と を 提 案 し て い る と と も

に ， 排 斥 に よ る 影 響 に つ い て も 即 時 的 反 応 （ 基 本 的 欲 求 の 阻 害 に よ る 感

情 反 応 ， 身 体 的 覚 醒 ） と 中 長 期 的 反 応 （ 基 本 的 欲 求 回 復 の た め の 認 知 行

動 的 方 略 ， 基 本 的 欲 求 阻 害 の 内 在 化 ） に 分 類 し て い る 。 排 斥 の 先 行 事 象

か ら 結 果 ま で の 過 程 を 記 述 し て い る 点 が 特 徴 的 で あ る 。  

６ ． 社 会 的 痛 み 理 論  

 神 経 心 理 学 的 観 点 か ら は ， 社 会 的 痛 み 理 論 が 提 唱 さ れ て い る 。 所 属 欲

求 の 阻 害 は 苦 痛 を 生 じ さ せ る も の で あ る こ と か ら ， MacDonald  &  

Leary（ 2005） は 拒 絶 を 知 覚 し た 際 の 情 動 的 反 応 を 「 社 会 的 痛 み 」 と し ，

社 会 的 痛 み 理 論 を 構 築 し た 。 こ の 理 論 に お い て は ， 拒 絶 は 物 理 的 な 損 傷

に よ る 身 体 的 痛 み の 感 覚 と 同 じ シ ス テ ム を 共 有 す る た め ， 拒 絶 を 経 験 し

た 際 に 苦 痛 な 情 動 反 応 が 生 じ る と し て い る 。 身 体 的 痛 み は ， 感 覚 的 痛 み

（ pain  sensat ion） と 情 動 的 痛 み （ pain  a f f e c t） の 2 つ の 要 素 か ら 構 成

さ れ る 。 感 覚 的 痛 み は ， 特 定 の 痛 覚 受 容 器 に よ り 収 集 さ れ ， 脊 髄 後 角 を

通 じ て 脳 に 送 ら れ る 感 覚 で あ り ， 組 織 の 損 傷 に 関 す る 情 報 を 与 え る 。 情

動 的 痛 み は ， 疼 痛 感 覚 に 付 随 し て 生 じ る 不 快 感 情 や 予 想 さ れ る 疼 痛 感 覚

に 対 し て 生 じ る 不 快 感 情 で あ り ， 嫌 悪 的 な 状 態 を 知 ら せ る 役 割 が あ る 。
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こ の 感 情 は ， 嫌 悪 的 な 状 態 の 要 因 を 特 定 し ， そ れ に 対 す る 攻 撃 や そ こ か

ら の 回 避 と い っ た 行 動 を 動 機 付 け る 機 能 を 有 し て い る 。 拒 絶 は ， こ の 情

動 的 痛 み を 刺 激 す る こ と で ， ネ ガ テ ィ ブ 感 情 を 生 起 さ せ る 。 拒 絶 に よ る

痛 み と 物 理 的 損 傷 に よ る 痛 み は ， 生 理 的 な メ カ ニ ズ ム が 共 有 さ れ て い る

こ と に よ る 類 似 性 が 示 さ れ て い る 。 Eisenberger  e t  a l .（ 2003） は ， PC

上 で 2 名 の 架 空 プ レ イ ヤ ー （ プ ロ グ ラ ム ） と キ ャ ッ チ ボ ー ル を 行 な う 課

題 で あ る サ イ バ ー ボ ー ル 課 題 を 実 施 し ， 課 題 中 の 脳 活 動 を 測 定 し た 。 サ

イ バ ー ボ ー ル 課 題 で は ， 参 加 者 は 他 の 2 名 の プ レ イ ヤ ー は 別 室 で 自 身 と

同 様 に 実 験 に 協 力 し て い る 参 加 者 で あ る と 信 じ て い る が ， 実 際 に は 2 名

の 架 空 プ レ イ ヤ ー の 動 き は 全 て プ ロ グ ラ ミ ン グ さ れ て お り ， や が て 参 加

者 に は ボ ー ル が 回 っ て こ な く な る こ と で 排 斥 さ れ て い る と 知 覚 す る 状 況

を 作 り 出 す 課 題 で あ る 。 こ の 実 験 に よ り ， 拒 絶 を 知 覚 し た 際 に は ， 前 部

帯 状 回 背 側 部 が 活 性 化 す る こ と を 報 告 し て い る 。 そ の 後 も ， 拒 絶 刺 激 に

対 し て 情 動 刺 激 や 認 知 的 統 制 の 処 理 に 関 わ る 脳 部 位 （ 情 動 刺 激 ： 後 帯 状

回 ， 島 ； 認 知 的 統 制 ： 前 部 帯 状 回 背 側 部 ， 内 側 前 頭 皮 質 ） の 活 動 が 賦 活

す る こ と （ Kross  e t  a l . ,  2007） ， 鎮 痛 剤 を 服 用 す る こ と で 自 己 報 告 に

よ る 社 会 的 痛 み お よ び 社 会 的 痛 み に 関 連 す る 脳 領 域 （ 背 側 前 帯 状 回 ， 前

島 ） の 反 応 が 減 弱 す る こ と （ Dewal l  e t  a l . ,  2010） ， 拒 絶 刺 激 に 対 し て

感 覚 的 痛 み に 関 連 す る 脳 部 位 （ 第 二 次 体 性 感 覚 皮 質 ， 後 島 (dpINS)） が

活 性 化 す る こ と （ Kross  e t  a l . ,  2011） な ど ， さ ま ざ ま な 研 究 に お い て

社 会 的 痛 み と 身 体 的 痛 み の 共 通 性 が 示 さ れ て い る 。 社 会 的 痛 み 理 論 は ，

内 的 過 程 で あ る 拒 絶 を 生 理 学 的 観 点 か ら 記 述 し て い る 点 が 特 徴 的 で あ る 。  

 い ず れ の 理 論 に お い て も ， 他 者 か ら の 拒 絶 に 対 す る 反 応 と し て ， 社 会

的 痛 み や 自 尊 感 情 の 低 下 と い っ た ， ネ ガ テ ィ ブ 感 情 の 生 起 が 仮 定 さ れ て

い る 。  
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６ ． 拒 絶 に 対 す る 感 情 反 応  

 Leary ,  Koch ,  & Hechenb le ikner（ 2001） は ， 他 者 か ら の 拒 絶 に よ り

生 じ る 感 情 と し て ， 「 悲 し さ 」 ， 「 孤 独 感 」 ， 「 傷 つ き 」 ， 「 嫉 妬 」 ，

「 罪 悪 感 」 ， 「 恥 」 ， 「 困 惑 」 ， 「 社 会 不 安 」 を 挙 げ て い る 。 こ れ ら の

よ う に 具 体 的 な 感 情 を 扱 っ た 研 究 に お い て は 拒 絶 に よ る 効 果 が 示 さ れ て

い る が （ Bourgo is  &  Leary ,  2001 ;  Buck ley  e t  a l . ,  2004 ;  Chow e t  a l . ,  

Rudman,  Dohn ,  &  Fa irch i ld ,  2007 ;  Zadro  e t  a l . ,  2004） ， 全 般 的 な ネ

ガ テ ィ ブ 感 情 を 扱 っ た 研 究 で は ， 拒 絶 体 験 の 有 無 で 有 意 差 が 認 め ら れ な

い と い う 結 果 も 得 ら れ て い る （ Baumeis ter  e t  a l . ,  2002 ;  Br iones ,  

Tabernero ,  &  Arenas ,  2007 ;  Manner  e t  a l . ,  2007 ;  Twenge ,  Baumeis ter  

e t  a l . ,  2007 ;  Twenge  e t  a l . ,  2007 ;  Zadro  e t  a l . ,  2004） 。 本 邦 に お い て ，

岡 田 （ 2010） は 快 － 不 快 と い っ た 全 般 的 な 感 情 で は な く 具 体 的 な 感 情

に 注 目 す べ き と し て ， 拒 絶 と 感 情 の 関 連 に つ い て 検 討 を 行 な っ て い る 。

そ の 結 果 ， 拒 絶 体 験 を 想 起 し た 群 と そ う で な い 群 で 有 意 差 が 認 め ら れ た

の は 主 に 不 安 に 関 す る 感 情 で あ っ た 。  

 一 方 で ， 拒 絶 が 痛 み の 感 覚 を 麻 痺 さ せ る 可 能 性 が 指 摘 さ れ て い る 。 分

離 や 孤 立 に よ っ て 身 体 的 な 痛 み が 麻 痺 す る こ と や （ MacDonald  &  

Leary ,  2005） ， 排 斥 に よ り 引 き 起 こ さ れ る 社 会 的 痛 み と 身 体 的 痛 み が

共 通 の メ カ ニ ズ ム を 共 有 す る こ と が 明 ら か に さ れ て お り （ Eisenberger  

e t  a l . ,  2003） ， DeWal l  &  Baumeis ter（ 2006） は 拒 絶 が 両 方 の 過 敏 さ

を 低 下 さ せ る 可 能 性 を 指 摘 し て い る 。 実 際 に ， 将 来 他 者 か ら 拒 絶 さ れ る

こ と を 予 期 さ せ ら れ た 参 加 者 は ， 感 情 シ ス テ ム を 遮 断 し ， 無 感 情 状 態 に

な る こ と が 明 ら か に さ れ て い る （ Twenge ,  Catanase ,  &  Baumeis ter ,  

2003） 。 ま た ， パ ー ソ ナ リ テ ィ テ ス ト に よ り 拒 絶 を 経 験 し た 者 は ， 身

体 的 な 痛 み に 対 す る 閾 値 と 耐 性 が 高 ま る と 同 時 に ， 自 信 に と っ て 重 要 な
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出 来 事 に 対 す る 感 情 反 応 が 低 下 し た と い う 報 告 も さ れ て い る （ DeWal l  

&  Baumeis ter ,  2006） 。  

 

第３節  拒絶過敏性  

 

 こ の よ う に ， 拒 絶 や 排 斥 に 代 表 さ れ る ， 相 手 か ら の 関 係 性 評 価 の 低 さ

を 認 識 す る こ と は 誰 に と っ て も ネ ガ テ ィ ブ な 出 来 事 で あ り ， 心 身 に 影 響

を 与 え う る が ， な か で も 特 に 拒 絶 さ れ る こ と に 過 敏 な 傾 向 を 有 す る 者 が

い る 。 こ の よ う な 傾 向 を 拒 絶 過 敏 性 と い う 。  

 

第 １ 項  心 理 学 に お け る 拒 絶 過 敏 性  

拒 絶 過 敏 性 は ， 古 く は Horney（ 1937） に お い て 敵 意 と の 関 連 が 提 唱

さ れ た 概 念 で あ り ， 現 在 で は 大 き く 分 け て ２ つ の グ ル ー プ に よ っ て 定 義

さ れ て い る 。 第 一 に ， Downey  & Fe ldman（ 1996） は 拒 絶 過 敏 性 を 愛 着

理 論 の 立 場 か ら 捉 え ， 「 重 要 な 他 者 か ら の 拒 絶 を 不 安 と と も に 予 期 し ，

敏 感 に 知 覚 し ， 過 剰 に 反 応 す る 傾 向 」 と 定 義 し て い る 。 愛 着 理 論 で は ，

幼 少 期 に 受 容 ま た は 拒 絶 さ れ た 経 験 が 表 象 と し て 内 在 化 さ れ 内 的 作 業 モ

デ ル と な り ， 成 人 後 に お い て も 社 会 的 場 面 で の 情 報 処 理 を 制 御 し て い る

と 考 え て い る 。 幼 少 期 に 拒 絶 さ れ て き た 者 は ， 拒 絶 に 対 し て 防 衛 的 な 情

報 処 理 や 情 動 制 御 を 行 う よ う に な る 。 つ ま り ， 拒 絶 を 避 け る こ と に 最 大

の 価 値 を 置 き ， あ ら か じ め 拒 絶 を 予 期 し ， そ れ を 回 避 す る こ と に 最 大 限

の 情 報 処 理 資 源 を 割 く 。 こ の 定 義 で の 拒 絶 過 敏 性 は ， 関 係 性 ス キ ー マ に

つ い て の 愛 着 理 論 と 帰 属 理 論 の 説 明 を 選 択 的 に 援 用 し て 定 義 さ れ た 構 成

概 念 で あ る （ Ayduk e t  a l . ,  1999） 。  

第 二 に Boyce  &  Parker（ 1989） は ， 長 年 に わ た る 臨 床 観 察 に 基 づ き ，
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う つ 病 の 病 前 性 格 と し て 対 人 関 係 過 敏 性 （ Interpersona l  sens i t iv i ty）

と い う 概 念 を 提 唱 し た 。 対 人 関 係 過 敏 性 は 「 他 者 の 行 動 や 感 情 に 対 す る

過 度 の 意 識 と 過 敏 さ 」 と 定 義 さ れ て お り ， Boyce  &  Parker（ 1989） に

よ り 開 発 さ れ た 尺 度 （ Interpersona l  sens i t iv i ty  measure； IPSM） に

よ り 測 定 さ れ る 。 下 位 尺 度 と し て は ， （ 1） 対 人 意 識 ， （ 2） 称 賛 欲 求 ，

（ 3） 分 離 不 安 ， （ 4） 臆 病 さ ， （ 5） 内 的 自 己 の 脆 弱 性 の 5 つ に 分 か れ

る こ と が 示 さ れ て い る 。  

こ れ ら ２ つ の 定 義 が 指 す 概 念 に つ い て ， Harb  e t  a l . （ 2002 ） は ，

「 こ れ ら の 指 す 概 念 は ど ち ら も ， 他 者 か ら 拒 絶 さ れ る こ と に 対 す る 不 安

と い う 点 で ほ ぼ 同 義 で あ る と 考 え ら れ る 」 と し て ， 対 人 関 係 過 敏 性 と 拒

絶 過 敏 性 を 統 一 し て “ Interpersona l  Re jec t i on  Sens i t iv i ty” と 再 定 義

し て い る 。 本 研 究 に お い て も ， Harb（ 2002） の 見 解 に 依 拠 し ， 両 者 を

統 一 し て 「 拒 絶 過 敏 性 」 と 一 貫 し て 表 記 す る 。  

 

第 ２ 項  精 神 医 学 に お け る 拒 絶 過 敏 性  

精 神 医 学 に お い て ， 拒 絶 過 敏 性 は 非 定 型 の 特 徴 を 伴 う う つ 病 （ 以 下 ，

非 定 型 う つ 病 ） の 診 断 基 準 の 副 項 目 の 一 つ に 挙 げ ら れ て い る 。 D S M - V

（ Amer i can  Psych iatr i c  Assoc ia t i on ,  2013） に お け る 「 非 定 型 の 特 徴 」

の 基 準 は ， 気 分 の 反 応 性 （ 現 実 の ま た は 可 能 性 の あ る 楽 し い 出 来 事 に 反

応 し て 気 分 が 明 る く な る ） を 満 た し ， か つ 以 下 の 特 徴 の う ち ２ つ 以 上 に

該 当 す る こ と で あ る ： （ 1） 著 明 な 体 重 増 加 ま た は 食 欲 の 増 加 ， （ 2） 過

眠 ， （ 3） 鉛 様 の 麻 痺 （ 手 や 足 の 重 い ， 鉛 の よ う な 感 覚 ） ， （ 4） 長 期 間

に わ た る ， 対 人 関 係 の 拒 絶 に 敏 感 で あ る と い う 様 式 （ 気 分 障 害 の エ ピ ソ

ー ド の 間 に 限 定 さ れ る も の で は な い ） で ， 著 し い 社 会 的 ま た は 職 業 的 障

害 を 引 き 起 こ し て い る （ R e j e c t i o n  s e n s i t i v i t y； 拒 絶 過 敏 性 ） 。 こ れ ら に
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該 当 し ， か つ 同 一 エ ピ ソ ー ド の 間 に メ ラ ン コ リ ー 型 の 特 徴 を 伴 う も の ，

ま た は 緊 張 病 性 の 特 徴 を 伴 う も の の 診 断 基 準 を 満 た さ な い 場 合 ， 非 定 型

の 特 徴 を 伴 う も の と 診 断 さ れ る 。  

Stewart  e t  a l .（ 1993） は ， 先 行 研 究 を 概 観 し ， 非 定 型 う つ 病 を 診 断

す る 面 接 項 目 で あ る Atyp ic a l  Depress ion  Diagnost i c  Sca le（ ADDS）

を 作 成 し た 。 そ の 中 で 拒 絶 過 敏 性 に つ い て 「 他 人 と の 付 き 合 い で 拒 絶 さ

れ る こ と に 敏 感 に な り ， 日 常 生 活 に 支 障 を き た す 」 と 記 述 し ， 下 位 項 目

と し て ， （ 1） 人 間 関 係 に お け る 過 敏 性 （ 拒 絶 や 批 判 へ の 感 情 的 過 反

応 ） ， （ 2） 人 間 関 係 に お け る 特 質 （ 拒 絶 や 批 判 に 対 し て 過 度 に 反 応 し ，

激 昂 し た り ， 荒 れ 狂 っ た 態 度 を 取 る こ と が あ る ） ， （ 3） 生 活 機 能 障 害

（ 批 判 や 拒 絶 に 過 剰 に 反 応 し て 職 場 や 学 校 に 支 障 が 出 て い る ） ， （ 4）

人 間 関 係 の 回 避 （ 拒 絶 を 恐 れ て 他 人 と 交 際 し な い ） ， （ 5） そ の 他 の 拒

絶 回 避 （ 拒 絶 回 避 の た め に そ の 他 の 人 生 の 重 要 な 役 割 を 回 避 し て い る ）

を 挙 げ て い る 。  

DSM-V に 採 用 さ れ て い る 診 断 基 準 は 概 ね Columbia 大 学 グ ル ー プ に

よ り 提 案 さ れ た 原 案 が 採 用 さ れ て い る が ， Columbia グ ル ー プ に よ る 非

定 型 う つ 病 概 念 に 対 し て ， 非 定 型 症 状 群 内 部 の 関 連 性 が い ず れ も 乏 し い ，

つ ま り 症 状 学 的 ま と ま り を 欠 く と い う 大 き く 2 点 の 批 判 が あ る 。 こ の 背

景 と し て ， こ の グ ル ー プ の 唱 え る 非 定 型 の 病 態 の 妥 当 性 が 「 MAOI が

TCA や プ ラ セ ボ に 対 し て プ ラ イ オ リ テ ィ を 有 す る 状 態 」 に よ り 担 保 さ

れ て い る 点 が 挙 げ ら れ る 。 つ ま り ， 非 定 型 う つ 病 の 診 断 基 準 に お い て は ，

精 神 病 理 学 的 な ま と ま り や 症 状 構 造 的 仮 説 な ど は 重 視 さ れ て い な い こ と

に な る （ 大 前 ， 2011） 。  

Parker  e t  a l .（ 2002） は ， 160 名 の 大 う つ 病 患 者 を 気 分 反 応 性 の 有 無

で 2 群 に 分 け ， 副 症 状 の 有 無 に つ い て 比 較 を 行 っ た と こ ろ ， 有 意 差 は 認
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め ら れ な か っ た 。 そ の 上 で ， 非 定 型 う つ 病 が ス ペ ク ト ラ ム 障 害 で あ る な

ら ば 大 部 分 の う つ 症 状 の 決 定 因 は ， パ ー ソ ナ リ テ ィ で あ る 拒 絶 過 敏 性 で

あ る だ ろ う と い う 仮 定 の も と に 拒 絶 過 敏 性 の 有 無 で 検 討 を 行 っ た 。 そ の

結 果 ， 有 意 差 が 認 め ら れ た の は 過 眠 の み で あ っ た 。 Posternak  & 

Z immerman（ 2002） で は ， 非 定 型 う つ 病 患 者 の 症 状 分 析 が な さ れ ， 非

定 型 う つ 病 の 副 症 状 （ 過 食 ， 過 眠 ， 鉛 様 麻 痺 ， 拒 絶 過 敏 性 ） 間 に は 有 意

な 相 関 関 係 が 認 め ら れ た が ， 一 方 で 必 須 症 状 で あ る 気 分 反 応 性 と 副 症 状

の 間 に は ど れ も 相 関 が み ら れ な か っ た 。 さ ら に ， 気 分 反 応 性 の 有 無 で 副

症 状 を ２ つ 以 上 持 つ 割 合 は 差 が な く ， 非 定 型 う つ 病 に お け る 気 分 反 応 性

の 特 異 性 に つ い て は 示 さ れ な か っ た 。 同 様 に ， Benazz i（ 2002 ;  2003）

や Angst  e t  a l .（ 2006） も 気 分 反 応 性 に つ い て は 非 定 型 う つ 病 診 断 に お

け る 特 異 性 が 乏 し い と し ， 診 断 基 準 か ら の 除 外 を 提 案 し て い る 。  

Parker（ 2008） は ， 拒 絶 過 敏 性 と 他 の 症 状 の 関 係 性 に 関 す る 症 状 構

造 的 仮 説 を 述 べ た 唯 一 の 先 行 研 究 で あ る 。 こ の 論 文 で は ， 非 定 型 う つ 病

の 他 の 症 状 は 拒 絶 体 験 後 の 自 己 慰 安 方 略 で あ る と 述 べ て い る 。 例 え ば ，

過 眠 は ス ト レ ス 時 の 徐 波 睡 眠 を 回 復 さ せ る ， 過 食 は L-ト リ プ ト フ ァ ン

成 分 の 多 い 食 物 を 摂 取 す る こ と で 脳 内 の 5‐ HT 水 準 を 高 め ， 報 酬 系 の

神 経 伝 達 物 質 で あ る エ ン ド ル フ ィ ン を 放 出 さ せ る な ど と い っ た よ う に ，

恒 常 性 を 維 持 す る た め の 反 応 で あ る 。 ま た ， 拒 絶 過 敏 性 は ， 糖 分 を 多 く

含 む 食 べ 物 （ 炭 水 化 物 ） に よ っ て 充 足 さ れ る と 考 え ら れ る と 述 べ ら れ て

い る 。 こ れ ら は ， 認 知 の 変 化 に 関 わ る こ と で 知 ら れ て い る コ レ シ ス ト キ

ニ ン や 副 腎 皮 質 刺 激 ホ ル モ ン 放 出 ホ ル モ ン を 含 む 脳 内 ペ プ チ ド を 放 出 さ

せ る も の で あ る 。 し か し な が ら ， こ の 仮 説 を 実 証 す る 研 究 は 実 施 さ れ て

お ら ず ， メ ラ ン コ リ 型 ／ 非 メ ラ ン コ リ 型 う つ 病 患 者 で 拒 絶 過 敏 性 を 比 較

し た 研 究 で は ， 非 定 型 を は じ め と す る 非 メ ラ ン コ リ 型 の 患 者 に お い て 有
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意 に 高 い こ と を 示 し た 知 見 も あ る 一 方 で （ 例 え ば ， Boyce ,  Hick ie ,  

Parker ,  Mi t che l l ,  Wi lhe lm,  &  Brodaty ,  1993） ， メ ラ ン コ リ 型 と 非 メ

ラ ン コ リ 型 ， 非 定 型 の サ ブ タ イ プ 間 に お い て IPSM に よ っ て 測 定 さ れ る

拒 絶 過 敏 性 の 高 さ に 有 意 差 が 認 め ら れ な い と い う 知 見 も 得 ら れ て い る

（ Luty ,  Joyce ,  Mulder ,  Su l l i van ,  &  McKenz ie ,  2002） 。 本 邦 に お い て

精 神 科 ク リ ニ ッ ク に 通 院 中 の う つ 病 患 者 を 対 象 に 実 施 さ れ た 調 査 に お い

て も ， 非 定 型 う つ 病 患 者 と ， メ ラ ン コ リ 型 を 中 心 と し た 非 定 型 以 外 の タ

イ プ の う つ 病 患 者 に お い て ， 拒 絶 過 敏 性 の 高 さ に 有 意 差 が 認 め ら れ な い

と い う 知 見 が 得 ら れ て い る （ 巣 山 ・ 兼 子 ・ 伊 藤 ・ 野 口 ・ 貝 谷 ・ 鈴 木 ，

2 0 1 5） 。 こ れ ら の こ と か ら ， 拒 絶 過 敏 性 は 健 常 者 と 比 較 し て う つ 病 患 者

に お い て 高 い こ と は 考 え ら れ る が ， メ ラ ン コ リ 型 に 対 し て 非 定 型 う つ 病

に 特 異 的 で あ る と は い え な い 。  

 こ れ ら に 加 え ， 対 人 ス ト レ ス が 抑 う つ 全 般 の リ ス ク と な る こ と を 鑑 み

て も ， 現 時 点 に お い て は 拒 絶 過 敏 性 を 非 定 型 う つ 病 に 特 化 し た 特 徴 と す

る に は 知 見 が 不 十 分 で あ る 。 そ こ で 本 研 究 に お い て は ， 拒 絶 過 敏 性 を 非

定 型 に 限 定 し な い ， 抑 う つ 全 般 の リ ス ク 要 因 と し て 位 置 づ け る 。  

 

第 ３ 項  拒 絶 過 敏 性 の 認 知 行 動 的 特 徴 を 説 明 す る モ デ ル  

 こ れ ま で さ ま ざ ま な 研 究 に お い て ， パ ー ソ ナ リ テ ィ と し て の 拒 絶 過 敏

性 の 観 点 か ら ， 知 覚 の し や す さ に つ い て 論 じ ら れ て き た 。  

Downey  & Fe ldman（ 1996） は ， 拒 絶 へ の 反 応 性 の 個 人 差 の 要 因 と し

て 養 育 者 と の 関 係 を 挙 げ て い る 。 具 体 的 に は ， 拒 絶 過 敏 性 が 高 い 者 は ，

養 育 者 へ の 要 求 場 面 に お い て 要 求 を 拒 絶 さ れ る と い う 過 程 を 繰 り 返 し 体

験 し ， そ れ を 一 般 化 す る こ と で ， 他 者 は 自 分 の 要 求 に 対 し て 拒 絶 的 に 反

応 す る と い う 予 期 を 形 成 し て い る ， と い う も の で あ る 。 こ の 点 は 愛 着 理
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論 の 研 究 で 得 ら れ た 知 見 と も 一 致 す る （ 宮 崎 ， 2008） 。 Bowlby（ 1973）

に よ る と ， 個 人 が 有 す る 愛 着 ス タ イ ル は 乳 幼 児 期 に 愛 着 他 者 （ 主 に 母 親 ）

が 自 己 の 必 要 時 に 利 用 可 能 で あ っ た か ， 自 己 の 要 求 に 適 切 に 応 答 し た か

と い う 経 験 に 大 き く 左 右 さ れ る 。 愛 着 他 者 が 受 容 的 で あ っ た か 拒 絶 的 で

あ っ た か の 相 互 作 用 を 一 般 化 し ， 対 人 関 係 へ の 特 性 的 な 予 期 が 形 成 さ れ

る こ と で ， 対 人 関 係 に お け る 情 動 ， 認 知 ， 行 動 に 特 有 の パ タ ー ン が 生 じ

る と 考 え ら れ て い る （ Mikul incer  &  Shaver ,  2007） 。 愛 着 ス タ イ ル の

個 人 差 は ， 愛 着 不 安 と 愛 着 回 避 の 二 次 元 で 捉 え ら れ て お り ， 愛 着 不 安 の

強 い 者 は 他 者 と の 関 係 に お い て 自 己 の 価 値 を 低 く 評 価 し ， 他 者 か ら 受 容

さ れ る こ と を 確 信 で き ず ， 拒 絶 さ れ る こ と を 強 く 警 戒 す る 。 愛 着 回 避 の

強 い 者 は ， 対 人 関 係 の 中 で 他 者 に 不 信 感 を 抱 き ， 他 者 と 親 密 な 関 係 を 築

く こ と を 回 避 す る 。 愛 着 不 安 と 愛 着 回 避 の ど ち ら か ま た は 両 方 が 強 い 不

安 定 な 愛 着 ス タ イ ル を 有 す る 者 は ， 拒 絶 の 手 が か り へ の 過 敏 性 が 高 い こ

と が 明 ら か に さ れ て い る （ Campbe l l ,  S impson ,  Bo ldry ,  &  Kashy ,  2005 ;  

Co l l ins ,  Ford ,  Guichard ,  &  Al lard ,  2006 ;  金 政 ， 2005） 。  

ま た ， 特 性 的 自 尊 心 は ， 相 手 に と っ て の 自 己 の 一 般 的 な 価 値 評 価 を

表 す と い わ れ て い る （ Leary  e t  a l . ,  1995） 。 状 態 自 尊 心 が 特 定 の 他 者

か ら の 受 容 や 拒 絶 に よ っ て 一 時 的 に 変 動 す る の に 対 し ， 特 性 的 自 尊 心 は

過 去 の 受 容 ， 拒 絶 体 験 を 通 し て 形 成 さ れ た 恒 常 的 な 価 値 評 価 で あ る

（ Leary  & Baumeis ter ,  2000） 。 特 性 的 自 尊 心 の 高 い 者 は 他 者 か ら の 受

容 を 多 く 経 験 し ， こ れ ら の 体 験 を 一 般 化 し て 自 己 の 価 値 を 高 く 評 価 し て

い る 。 一 方 で 特 性 的 自 尊 心 の 低 い 者 は ， 多 く の 拒 絶 体 験 に 伴 い 自 己 の 価

値 を 常 に 低 く 評 価 し て い る と い え る 。 そ の た め 特 性 的 自 尊 心 の 低 い 者 は

拒 絶 の 手 が か り を 検 知 す る 際 の 閾 値 が 低 い こ と が 示 さ れ て い る

（ Nez lek ,  Kowalsk i ,  Leary ,  B lev insm & Holgate ,  1997 ;  Murray ,  
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Be l lav ia ,  Rose ,  &  Gr i f f in ,  2003 ;  Murray ,  Rose ,  Be l l ev ia ,  Ho lmes ,  &  

Kusche ,  2002） 。 つ ま り ， 特 性 的 自 尊 心 の 低 い 者 は 他 者 に と っ て の 自

己 を 恒 常 的 に 低 く 認 知 し て い る こ と か ら ， 他 者 と の 相 互 作 用 過 程 の 中 で

相 手 か ら 拒 絶 さ れ る こ と を 常 に 警 戒 し て い る （ Murray  e t  a l . ,  2002） 。

こ の た め ， 他 者 の 行 為 に 関 す る 情 報 処 理 過 程 で 拒 絶 の 手 が か り を 看 過 し

な い よ う に ， そ の 過 敏 性 が 高 ま っ て い る と 考 え ら れ て い る （ Murray  e t  

a l . ,  2003） 。  

 以 上 の よ う に ， さ ま ざ ま な 対 人 関 係 に お け る 拒 絶 体 験 の 蓄 積 に よ っ て

自 己 の 価 値 を 低 く 見 積 も り ， 拒 絶 さ れ る こ と へ の 警 戒 か ら ， 拒 絶 の 手 が

か り に 敏 感 に な っ て い る と 説 明 さ れ て い る 。 つ ま り ， あ る 社 会 的 状 況 に

お い て 「 拒 絶 さ れ る か も し れ な い 」 と い う 予 期 を 持 つ こ と か ら 拒 絶 の サ

イ ン を 知 覚 し や す く な る こ と が 考 え ら れ る 。 こ の よ う に 被 拒 絶 体 験 の 蓄

積 を 説 明 す る モ デ ル と し て ， Lev i ,  Ayduk ,  &  Downey （ 2001 ） は ，

Rejec t i on  sens i t iv i ty  mode l を 提 唱 し て い る 。 こ の モ デ ル で は ， 過 去 の

拒 絶 経 験 等 に よ り 拒 絶 さ れ る こ と に 対 す る 予 期 不 安 が 形 成 さ れ ， そ れ に

よ り 拒 絶 の 知 覚 し や す さ や ， 不 適 応 的 な 認 知 ， 感 情 ， 行 動 的 反 応 が 生 じ

る こ と に よ り ， 拒 絶 過 敏 性 が 自 己 充 足 的 に 強 化 さ れ る こ と が 説 明 さ れ て

い る 。 つ ま り ， 拒 絶 体 験 に つ い て は ， 拒 絶 過 敏 性 が 高 い ほ ど 拒 絶 を 予 期

し ， 知 覚 し や す い こ と で 循 環 す る 認 知 的 な 特 徴 が 想 定 さ れ る 。 こ の モ デ

ル を も と に ， ス ト レ ス 生 成 モ デ ル お よ び 素 因 ス ト レ ス モ デ ル に 当 て は め ，

拒 絶 体 験 の 蓄 積 を 記 述 し た 認 知 モ デ ル を 示 す （ Figure1 -3） 。 し か し な

が ら ， 社 会 的 場 面 に お い て 予 期 ， 知 覚 ， 反 応 を 測 定 し 認 知 モ デ ル の 妥 当

性 を 実 証 し た 研 究 は 見 当 た ら な い 。  

 脳 画 像 研 究 に お い て は 実 験 に お い て 拒 絶 の 予 期 を 扱 っ た 研 究 が あ る

（ Somervi l l e ,  Her ther ton ,  &  Ke l l ey， 2006； Bol l ing ,  P i t ske l ,  Deen ,  
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F igure1 -3  拒 絶 過 敏 性 の 認 知 モ デ ル （ Levy ,  e t  a l .  ( 2001 )を も と に 作 成 ）  
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James ,  McPart land ,  Mayes ,  &  Pe lphrey， 2011； Kawam oto .  Onoda ,  

Nakash ima,  Ni t tono ,  Yamaguch i ,  &  Ura， 2012） 。 こ れ ら の 研 究 に お

い て は ， 社 会 的 状 況 に お け る 拒 絶 に は 「 公 平 な 扱 い を 受 け る だ ろ う ， 受

容 さ れ る だ ろ う 」 と い っ た 暗 黙 の 了 解 に 反 す る ， つ ま り 予 期 違 反 の 要 素

が 含 ま れ る と し ， 排 斥 と 予 期 違 反 を 分 け て 測 定 す る こ と を 目 的 と し て い

る 。 分 析 の 結 果 ， 3 つ の 研 究 と も 排 斥 と 予 期 違 反 は 脳 の 活 動 領 域 が 異 な

る と 結 論 付 け て お り ， Somerv i l l e  e t  a l .（ 2006） に お い て は 前 部 帯 状 回

背 側 部 が 予 期 違 反 に 関 連 し ， 前 部 帯 状 回 腹 側 部 が 社 会 的 フ ィ ー ド バ ッ ク

（ 拒 絶 ） に 関 連 す る こ と が 示 さ れ て い る 。 ま た ， Kawamoto  e t  a l .

（ 2012） に お い て は 右 腹 外 側 前 頭 前 皮 質 は 社 会 的 痛 み の 制 御 に 関 連

し ， 前 部 帯 状 回 背 側 部 は 排 斥 の 検 知 に 関 連 す る こ と が 示 唆 さ れ て い る 。

こ れ ら の こ と か ら ， 拒 絶 過 敏 性 が 高 い 者 に お け る 拒 絶 の 知 覚 し や す さ は

必 ず し も 予 期 違 反 つ ま り 予 期 と 結 果 の 差 異 に よ る 期 待 外 れ に よ る も の で

は な く ， 先 行 研 究 に お い て 述 べ ら れ て い る よ う に ， 予 期 が 高 ま る こ と に

よ り 拒 絶 の 手 が か り に 敏 感 に な っ て い る 可 能 性 が 考 え ら れ る 。 し か し な

が ら ， 予 期 を 測 定 し ， 予 期 が 知 覚 を 高 め る 可 能 性 に つ い て 実 証 す る 研 究

は 行 わ れ て い な い 。 ま た ， 先 述 の よ う に ， こ の よ う な 拒 絶 体 験 の プ ロ セ

ス は 拒 絶 過 敏 性 の 高 い 者 ほ ど 経 験 し や す い こ と が 考 え ら れ る が ， そ の よ

う な 検 討 は な さ れ て い な い 。 そ こ で ， 本 研 究 で は ， 拒 絶 過 敏 性 の 高 低 に

よ る Rejec t i on  sens i t iv i ty  mode l を 構 成 す る 認 知 的 要 因 の 各 要 素 の 差

異 に つ い て も 検 討 す る 。  

 一 方 で ， 主 に 健 常 者 を 対 象 と し た 先 行 研 究 に よ っ て ， 拒 絶 を 知 覚 し た

後 の 行 動 と し て ， 所 属 欲 求 を 再 充 足 す る た め の 行 動 や 受 容 を 求 め る 行 動

が と ら れ る こ と が 明 ら か に さ れ て い る 。 た と え ば ， 社 会 的 追 放 の モ デ ル

（ Wil l iams  & Zadro ,  2005） ， 社 会 的 モ ニ タ リ ン グ シ ス テ ム （ Picket t  
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&  Gardner ,  2005） に お い て ， 拒 絶 を 経 験 し た 後 に 所 属 の 状 態 を 回 復 し

よ う と 動 機 づ け ら れ 関 係 回 復 的 な 行 動 を 導 く こ と が 想 定 さ れ て い る 。 ま

た ， Maner ,  DeWal l ,  Baumeis ter ,  &  Scha l l e r（ 2007） は ， 拒 絶 が 新 た

な 他 者 と の 関 係 形 成 へ の 動 機 づ け を 導 く と す る 社 会 的 再 結 合 仮 説

（ soc ia l  reconnec t i on  hypothes i s） を 検 討 し て い る 。 他 者 か ら の 選 択

や パ ー ソ ナ リ テ ィ 検 査 ， 過 去 の 拒 絶 体 験 の 想 起 な ど に よ り 拒 絶 を 経 験 し

た 者 は ， 新 た な 対 人 関 係 を 築 く 機 会 に 興 味 を 示 し ， 対 面 す る 可 能 性 の あ

る 他 者 に 報 酬 を 多 く 分 配 す る な ど と い っ た 向 社 会 的 な 行 動 を と る こ と が

報 告 さ れ て い る 。 こ れ ら の 向 社 会 的 行 動 と し て ， （ 1） 関 係 志 向 的 行 動

（ 自 己 の 利 益 よ り も 相 手 や 相 手 と の 関 係 性 の 利 益 を 優 先 す る ） ， （ 2）

同 調 行 動 （ 好 意 の 獲 得 の た め に 自 分 の 意 見 や 行 動 を 他 者 に 合 わ せ る ） ，

（ 3） 行 動 模 倣 （ 他 者 と の 円 滑 な 相 互 作 用 を 可 能 に す る た め ） が 挙 げ ら

れ ， こ れ ら 他 者 か ら の 受 容 を 促 進 す る よ う な 行 動 が 導 か れ る こ と が 明 ら

か に な っ て い る （ Lakin  & Chartrand ,  2003 ;  Maner ,  e t  a l . ,  2007 ;  

Wi l l iams ,  Cheung ,  &  Cho i ,  2000 ;  Wi l l i ams  & Sommer ,  1997） 。  

 こ こ で ， 拒 絶 過 敏 性 を 測 定 す る 尺 度 で あ る Interpersona l  Sens i t iv i t y  

Measure（ 以 下 ， IPSM； Boyce  &  Parker ,  1989） の 下 位 因 子 と し て ，

「 拒 絶 さ れ る の が 恐 い た め ， 自 分 の 意 見 を 言 わ な い よ う に し て い る 」 ，

「 他 の 人 を 傷 つ け た り 動 揺 さ せ る く ら い な ら ， や り た く な い こ と で も や

っ た ほ う が ま し だ 」 と い っ た 項 目 に よ り 「 Timid i ty； 臆 病 さ 」 が 構 成

さ れ る こ と が 示 さ れ て い る （ Boyce  &  Parker ,  1989） 。  

 つ ま り ， 拒 絶 過 敏 性 が 高 い 者 は ， た だ 主 観 的 な 拒 絶 体 験 を 多 く 積 み 続

け る わ け で は な く ， 拒 絶 さ れ る 可 能 性 の あ る 社 会 的 状 況 に お い て ， こ れ

ら の よ う な 拒 絶 を 避 け る た め の 方 略 と な る 行 動 を 予 防 的 に 選 択 し て い る

可 能 性 が 考 え ら れ る 。 し か し な が ら ， Rejec t ion  sens i t i v i ty  mode l は 拒
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絶 の 知 覚 に よ る 拒 絶 過 敏 性 の 自 己 充 足 的 強 化 を 説 明 す る モ デ ル で あ り ，

拒 絶 を 避 け る た め の 行 動 の 維 持 に つ い て は 言 及 さ れ て い な い 。 拒 絶 過 敏

性 と い う 概 念 が あ ら わ す 現 象 に つ い て 理 解 す る た め に は ， 拒 絶 を 知 覚 す

る 場 合 に つ い て だ け で は な く ， 拒 絶 を 避 け る た め に 試 み る 行 動 に つ い て

も 扱 い 包 括 的 ， 実 証 的 に 検 討 す る こ と が 必 要 で あ る 。 そ こ で ， 本 研 究 で

は ， 拒 絶 を 阻 止 す る た め の 行 動 に つ い て 明 ら か に す る と と も に ， 拒 絶 過

敏 性 の 高 低 に よ る 頻 度 の 差 に つ い て も 検 討 す る 。 ま た ， 拒 絶 阻 止 の 行 動

は ， 短 期 的 に は 拒 絶 さ れ に く い ， あ る い は 気 に 入 ら れ る と い っ た 良 い 結

果 が 得 ら れ る 可 能 性 も あ る が ， そ れ と 同 時 に 気 疲 れ ， 自 分 を 偽 ら な け れ  

ば な ら な い と い っ た 葛 藤 や 不 全 感 が 生 じ る こ と か ら ， こ の よ う な 対 人 ス

ト レ ス の 長 期 的 な 蓄 積 が 抑 う つ に 影 響 を 与 え て い る こ と が 考 え ら れ る 。

そ こ で ， こ の よ う な 拒 絶 を 阻 止 す る た め の 方 略 を 取 り や す い 行 動 的 特 徴

が 対 人 ス ト レ ス を 高 め 抑 う つ に 影 響 を 与 え る こ と を 仮 定 し た 行 動 モ デ ル

（ Figure1 -4） に つ い て 検 討 す る 。  

 

第 ４ 項  拒 絶 過 敏 性 の 測 定 方 法  

 Boyce  &  Parker（ 1989） と Downey  & Fe ldman（ 1996） に よ る ２ つ

の 定 義 に つ い て ， 先 述 の よ う に 両 定 義 の 指 す 概 念 は 同 義 で あ る が ， そ の

測 定 パ ラ ダ イ ム は 異 な っ て い る 。 対 人 関 係 過 敏 性 を 測 定 す る 尺 度 と し て

作 成 さ れ た IPSM（ Boyce  &  Parker ,  1989） で は ， 「 あ な た が 普 段 ， あ

な た 自 身 や 周 囲 の 人 々 に つ い て ど の よ う に 感 じ て い る か に 関 す る 項 目 が

挙 げ ら れ て い ま す 。 −中 略 − い ま 現 在 当 て は ま る か ど う か と い う よ り ，

『 普 段 』 ど の よ う に 感 じ て い る か に つ い て 答 え て く だ さ い 。 」 と 教 示 し ，

「 も し 他 の 人 が 本 当 の 私 を 知 っ た ら ， 私 の こ と を 嫌 い に な る だ ろ う 」 や

「 良 い こ と を し た と 他 の 人 に 言 わ れ た 時 の み ， そ う 信 じ ら れ る 」 と い っ
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F igure1 -4  拒 絶 過 敏 性 の 行 動 モ デ ル  
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た 自 己 や 他 者 の 考 え を 記 述 し た 項 目 に 対 す る 回 答 を 求 め て い る 。 つ ま り ，

IPSM で 測 定 さ れ る 拒 絶 過 敏 性 は ， 個 人 の あ る 程 度 安 定 的 な 認 知 ・ 行 動

傾 向 を 測 定 し て い る と 考 え ら れ る 。  

 一 方 で Rejec t i on  Sens i t iv i ty  Quest ionna ire（ 以 下 ， RSQ； Downey  

& Fe ldman,  1996） で は ， 大 学 生 が 日 常 的 に 経 験 す る 状 況 と し て 友 人 ，

親 ， 恋 人 ， 先 生 に 対 す る 依 頼 場 面 を 18 項 目 挙 げ ， 各 場 面 に 対 す る 拒 絶

の 期 待 （ 予 測 ： 相 手 か ら の 受 容 -拒 絶 の 可 能 性 は ど の 程 度 だ と 思 う か ）

と 価 値 （ 脅 威 ： 相 手 か ら 受 容 -拒 絶 さ れ る と い う 結 果 を ど の く ら い 心 配

に 思 う か ） を 測 定 し ， そ れ ら の 乗 算 に よ っ て 過 敏 性 得 点 を 算 出 す る 。 そ

し て ， 個 々 の 場 面 に 対 す る 過 敏 性 得 点 の 総 和 に よ っ て 個 人 の 傾 向 を 記 述

し て い る 。 こ の 尺 度 を 用 い た 研 究 に お い て ， 価 値 得 点 は 対 象 と す る 相 手

に 依 存 す る こ と （ 親 や 友 人 と 比 較 し て 恋 人 に 対 し て 有 意 に 価 値 得 点 が 高

い ） ， 依 頼 内 容 に よ っ て 因 子 を 構 成 す る 傾 向 に あ る こ と が 明 ら か に さ れ

て お り （ 本 多 ・ 桜 井 ， 2000） ， RSQ に よ り 測 定 さ れ る 過 敏 性 得 点 は 状

況 に よ り 異 な る こ と が 示 さ れ て い る 。  

 つ ま り ， 対 人 関 係 過 敏 性 と 拒 絶 過 敏 性 は ， そ の 定 義 が 表 す 概 念 は 同 義

で あ り ， ど ち ら も そ の 定 義 に 則 っ て 特 性 的 側 面 と し て 扱 わ れ て き た が ，

測 定 パ ラ ダ イ ム の 違 い に よ り ， 前 者 は 個 人 の こ れ ま で の 体 験 の 蓄 積 と し

て の 特 性 的 側 面 ， 後 者 は あ る 状 況 下 に お け る 状 態 的 側 面 を 記 述 し て き た

と 考 え ら れ る 。 ま た ， 状 態 的 側 面 と い っ て も ， あ る 程 度 個 人 の 特 性 的 な

側 面 を 基 準 と し て の 変 動 で あ る こ と が 考 え ら れ る 。 本 研 究 に お い て は ，

質 問 紙 に よ り 測 定 す る 拒 絶 過 敏 性 を そ の 定 義 に 則 り 個 人 の 特 性 的 側 面 と

し て 扱 う た め に も ， 拒 絶 過 敏 性 の 測 定 に は IPSM を 用 い る 。  
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第 ５ 項  拒 絶 過 敏 性 と 他 の 類 似 概 念 と の 異 同  

 こ れ ま で 述 べ て き た よ う に ， 相 手 か ら ど う 思 わ れ る か と い っ た 評 価 を

気 に す る 点 は 拒 絶 過 敏 性 を 構 成 す る 重 要 な 特 徴 で あ る 。 こ の 特 徴 と 類 似

す る 概 念 と し て ， 他 者 評 価 懸 念 が 挙 げ ら れ る 。 他 者 評 価 懸 念 （ 他 者 か ら

の 否 定 的 評 価 に 対 す る 恐 れ ） は ， 社 交 不 安 の 維 持 に か か わ る 認 知 的 特 徴

で あ り ， 拒 絶 過 敏 性 と 類 似 す る 概 念 で あ る 。 一 方 で ， 重 複 し な い 点 と し

て は ， 以 下 の 3 つ の 側 面 が 挙 げ ら れ る 。 一 点 目 は ， 評 価 者 と な る 対 象 と

の 関 係 性 で あ る 。 拒 絶 過 敏 性 は 愛 着 理 論 か ら も そ の 定 義 が な さ れ て い る

よ う に ， 基 本 的 に は 相 手 と の 個 人 的 な 相 互 作 用 場 面 を 想 定 し て い る 。 一

方 で 他 者 評 価 懸 念 で は ， そ れ に 加 え て 「 人 前 で 失 敗 す る と ひ ど く う ろ た

え て し ま う 」 と い う よ う に ， パ フ ォ ー マ ン ス 場 面 に お け る 評 価 懸 念 を 含

む 点 が 挙 げ ら れ る 。 二 点 目 と し て ， 拒 絶 過 敏 性 は 「 相 手 が 自 身 と の 関 係

性 を ど の 程 度 重 要 で あ る と 考 え て い る か 」 と い う 関 係 性 評 価 に 限 定 し た

概 念 で あ る 一 方 で ， 他 者 評 価 懸 念 は 例 え ば 「 目 上 の 人 が 私 を 評 価 し て い

る と わ か る と 緊 張 し て 神 経 過 敏 に な る 」 ， 「 人 に 馬 鹿 だ と 思 わ れ る の で

は な い か と 心 配 す る こ と は ， ほ と ん ど な い （ 逆 転 項 目 ） 」 と い っ た よ う

に ， 能 力 評 価 を 含 む 他 者 か ら の 評 価 全 般 を 含 む 点 が 挙 げ ら れ る 。 三 点 目

と し て ， 拒 絶 過 敏 性 は 関 係 性 評 価 の 低 下 に 対 す る 恐 れ に 加 え て ， 自 己 主

張 を 抑 え る ， 他 者 に 合 わ せ る な ど 拒 絶 さ れ な い た め の 行 動 的 傾 向 を 含 む

の に 対 し て ， 他 者 評 価 懸 念 は あ く ま で も 否 定 的 評 価 を 受 け る こ と へ の 恐

れ に 限 定 し て い る 点 が 挙 げ ら れ る 。  

 つ ま り ， 拒 絶 過 敏 性 は 関 係 性 評 価 に 対 象 を 限 定 し て ， 恐 れ と い っ た 認

知 的 特 徴 に 加 え 回 避 的 な 行 動 的 傾 向 を 含 む 個 人 の 過 敏 性 の 傾 向 を 指 し て

お り ， 他 者 評 価 懸 念 は 関 係 性 評 価 を 含 む 評 価 全 般 を 対 象 と す る が あ く ま

で も 恐 れ に 限 定 し て い る と い え る 。 他 者 評 価 懸 念 は 拒 絶 を 恐 れ る 認 知 的
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特 徴 と は 類 似 す る 点 が 多 い が ， あ く ま で も 懸 念 の み を 指 す 概 念 で あ り ，

拒 絶 過 敏 性 と い う 概 念 を 用 い た ほ う が ， 拒 絶 を 避 け よ う と す る 行 動 的 な

側 面 を 含 む 個 人 の 特 徴 を 包 括 的 に 捉 え る こ と が で き る 。 以 上 の こ と か ら ，

本 研 究 で は 拒 絶 過 敏 性 を 扱 う こ と と す る 。  

 

 

第４節  本研究の目的  

 

第 １ 項  従 来 の 研 究 に お け る 問 題 点 の 整 理  

 第 1～ 3 節 に お い て ， 拒 絶 過 敏 性 に 関 す る こ れ ま で の 研 究 を 概 観 す る

中 で ， 拒 絶 過 敏 性 を 認 知 行 動 的 特 徴 と し て 捉 え 直 す こ と や ， 抑 う つ と の

関 連 に つ い て 明 ら か に す る 必 要 性 が 述 べ ら れ た 。 つ ま り ， こ れ ま で パ ー

ソ ナ リ テ ィ 特 性 と さ れ 治 療 変 数 と さ れ て こ な か っ た 拒 絶 過 敏 性 に つ い て ，

認 知 行 動 的 特 徴 を 記 述 す る こ と で ， 対 人 関 係 に お け る 脆 弱 性 を 扱 っ た 抑

う つ の 心 理 的 支 援 に 関 す る 知 見 を 積 み 重 ね て い く 必 要 が あ る と 考 え ら れ

る 。 具 体 的 に は ， う つ の リ ス ク と し て の 拒 絶 過 敏 性 に 関 す る 研 究 に は ，

以 下 の よ う な 問 題 点 が 残 さ れ て い る こ と が 指 摘 さ れ た 。  

 ま ず 一 点 目 は ， 臨 床 知 見 か ら 抑 う つ の リ ス ク と な る パ ー ソ ナ リ テ ィ と

し て 拒 絶 過 敏 性 が 定 義 さ れ た が ， 抑 う つ と の 関 連 に つ い て は い ま だ 十 分

に 明 ら か に さ れ て い な い 点 が 挙 げ ら れ る 。 先 行 研 究 に お い て ， 拒 絶 過 敏

性 は 複 数 の 下 位 因 子 に よ り 構 成 さ れ る 概 念 で あ る こ と が 示 さ れ て い る が ，

拒 絶 過 敏 性 の 各 側 面 と 抑 う つ の 関 連 に 関 す る 検 討 は ほ と ん ど な さ れ て い

な い の が 現 状 で あ る 。 こ こ で ， 抑 う つ の メ カ ニ ズ ム を 説 明 す る 従 来 の 理

論 は そ の ほ と ん ど が 素 因 ス ト レ ス モ デ ル に 基 づ き ス ト レ ス イ ベ ン ト を 体

験 し た 際 の 認 知 行 動 的 反 応 を 抑 う つ の 発 生 ・ 維 持 の 要 因 と す る も の で あ
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る 。 一 方 で ， 拒 絶 過 敏 性 が 高 い と い う こ と は ， 拒 絶 や 侮 辱 と い っ た 相 手

か ら の 関 係 性 評 価 の 低 さ を 表 す サ イ ン に 敏 感 で あ り ， 客 観 的 に は そ う 捉

え ら れ な い よ う な 相 手 の 態 度 や 言 動 に そ れ ら を 見 出 す こ と で ， 主 観 的 な

被 拒 絶 体 験 を 生 成 す る こ と が 仮 定 さ れ て い る 。 つ ま り ， 対 人 ス ト レ ス が

抑 う つ の 主 要 な 要 因 で あ る と い う 知 見 に 基 づ け ば ， 拒 絶 過 敏 性 は ス ト レ

ス 生 成 モ デ ル の 脆 弱 要 因 と し て 対 人 ス ト レ ス の 主 観 的 経 験 頻 度 を 高 め る

こ と で ， 抑 う つ の 発 生 ・ 維 持 に 寄 与 す る こ と が 考 え ら れ る 。 し か し な が

ら ， こ の 点 に 関 し て は こ れ ま で 十 分 な 検 討 が な さ れ て い な い 。 抑 う つ の

心 理 的 援 助 に お い て 拒 絶 過 敏 性 を 扱 う こ と の 意 義 を 明 ら か に す る と と も

に ， そ の 要 点 に 関 す る 示 唆 を 得 る た め に も ， こ の 点 に 関 す る 検 討 が 必 要

で あ ろ う 。  

 そ し て 二 点 目 は ， 拒 絶 過 敏 性 の 認 知 行 動 的 特 徴 に 関 す る 実 証 的 な 検 討

が な さ れ て い な い 点 が 挙 げ ら れ る 。 認 知 的 特 徴 を あ ら わ す モ デ ル と し て ，

Levy  e t  a l .（ 2001） に よ り ， あ る 場 面 に お い て 拒 絶 を 知 覚 ， 体 験 す る こ

と で 次 の 場 面 に お け る 拒 絶 予 期 が さ ら に 高 ま り ， 拒 絶 の サ イ ン を 知 覚 し

や す く な る と い う 循 環 を 記 述 し た 「 Rejec t i on  sens i t iv i ty  mode l」 が 提

唱 さ れ て い る 。 つ ま り ， 拒 絶 過 敏 性 が 高 い 者 は ， 拒 絶 体 験 を 積 む こ と で

さ ら に 過 敏 性 が 高 ま り ， 主 観 的 な 拒 絶 体 験 を 繰 り 返 し 経 験 す る 可 能 性 が

考 え ら れ る 。 こ の こ と が ， 拒 絶 過 敏 性 を パ ー ソ ナ リ テ ィ た ら し め る 要 因

で あ る と 考 え ら れ る が ， 実 際 に こ の メ カ ニ ズ ム を 検 討 し た 研 究 は 見 当 た

ら な い 。 拒 絶 過 敏 性 の 自 己 充 足 的 強 化 に よ る 悪 循 環 を 断 ち 切 る た め に は ，

拒 絶 過 敏 性 を 特 性 的 な 要 因 と し て 捉 え る だ け で は な く ， あ る 状 況 刺 激 に

対 す る 予 期 ， 知 覚 ， 反 応 を 測 定 し ， 認 知 行 動 的 特 徴 と し て 捉 え 直 す 必 要

が あ る と 考 え ら れ る 。  

 行 動 的 特 徴 に つ い て は ， 拒 絶 過 敏 性 の 高 い 者 は た だ 拒 絶 体 験 を 繰 り 返
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し て い る わ け で は な く ， 拒 絶 さ れ る こ と を 避 け る た め に 相 手 の 望 む で あ

ろ う 行 動 を 予 防 的 に 選 択 す る こ と で 拒 絶 さ れ る こ と を 避 け て い る と 考 え

ら れ る が ， そ の よ う な 検 討 は な さ れ て い な い 点 が 挙 げ ら れ る 。 日 常 生 活

に お い て は ， 明 確 に 相 手 を 拒 絶 す る 場 面 は む し ろ 少 な く ， こ の よ う な 傾

向 は 対 人 ス ト レ ス を 高 め る と 考 え ら れ る こ と か ら ， 拒 絶 過 敏 性 が 抑 う つ

に 与 え る 影 響 を 検 討 す る 際 に は ， 拒 絶 過 敏 性 の も う 一 つ の 側 面 と し て ，

明 確 な 拒 絶 手 が か り が な い 状 況 下 に お け る 予 防 的 な 行 動 的 特 徴 を 検 討 す

る こ と が 重 要 で あ る と 考 え ら れ る 。 こ れ に よ っ て ， よ り 日 常 生 活 の 対 人

関 係 に 即 し た 知 見 を 得 る こ と が で き る と 考 え ら れ る 。  

 

第 ２ 項  本 研 究 の 目 的 と 意 義  

 先 行 研 究 の 問 題 点 を 踏 ま え ， 本 研 究 に お い て は ， 以 下 の 三 点 を 主 な 目

的 と す る 。 第 一 に ， 拒 絶 過 敏 性 と い う 概 念 に つ い て ， 構 成 要 素 や 要 素 間

の 関 係 性 に つ い て 検 討 を 行 う （ 研 究 1） 。 そ し て 第 二 に ， 拒 絶 過 敏 性 と

抑 う つ の 関 連 に つ い て 詳 細 に 明 ら か に す る こ と を 目 的 と す る （ 研 究 2） 。

さ ら に ， 具 体 的 に は ， 本 研 究 に お い て は Figure1 -5 を 仮 説 モ デ ル と し ，

拒 絶 過 敏 性 の 高 い 者 が 抑 う つ に 至 る プ ロ セ ス に つ い て ， 拒 絶 の 手 が か り

が あ る 場 合 の 知 覚 プ ロ セ ス （ 研 究 3） お よ び ， 明 確 な 手 が か り が な い 場

合 の 予 防 的 な 行 動 （ 研 究 4） の 両 方 の 観 点 か ら 検 証 す る こ と を 目 的 と す

る 。  

 本 研 究 の 意 義 は ， パ ー ソ ナ リ テ ィ 特 性 と し て 従 来 治 療 で 扱 わ れ て こ な

か っ た 拒 絶 過 敏 性 の 認 知 行 動 的 特 徴 を 記 述 し そ の 維 持 ・ 亢 進 の メ カ ニ ズ

ム を 示 す こ と で ， 抑 う つ の リ ス ク と な る 対 人 的 脆 弱 性 に 関 す る 基 礎 的 な

知 見 を 提 供 で き る 点 が 挙 げ ら れ る 。 さ ら に ， 抑 う つ に 関 す る 従 来 の 理 論

は 素 因 ス ト レ ス モ デ ル に 基 づ き ， ス ト レ ス イ ベ ン ト を 経 験 し た 後 の 個 人
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  F igure1 -5  本 研 究 の 仮 説 モ デ ル  
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の 認 知 行 動 的 反 応 を 抑 う つ の 発 生 ・ 維 持 の 要 因 と し て 位 置 づ け て い る 。

本 研 究 で ス ト レ ス 生 成 モ デ ル の 観 点 か ら 拒 絶 過 敏 性 を 扱 い ， 拒 絶 過 敏 性

の 高 さ が 主 観 的 ス ト レ ス の 頻 度 お よ び 強 度 を 高 め る と い う 視 点 を 取 り 入

れ る こ と で ， 従 来 の 素 因 ス ト レ ス モ デ ル に 基 づ く 諸 理 論 を 補 完 す る 形 で

抑 う つ の 発 生 ・ 維 持 メ カ ニ ズ ム に 関 す る 理 解 が 深 ま る と 考 え ら れ る 。  

 

 

第５節  本研究の構成  

 

 本 研 究 の 背 景 と な る 拒 絶 過 敏 性 や 抑 う つ に 関 す る 従 来 の 研 究 の 展 望 に

も と づ き ， 問 題 点 を 明 ら か に す る と と も に ， 本 研 究 の 目 的 と 意 義 に つ い

て 論 じ た 本 章 を 受 け て ， 本 研 究 は 以 下 に 示 す 構 成 で 展 開 さ れ る

（ Figure1 -6） 。  

 ま ず ， 問 題 点 １ を 解 決 す る た め に ， 第 ２ 章 で は ， 拒 絶 過 敏 性 が 抑 う つ

に 与 え る 影 響 を 検 討 す る 。 次 に ， 問 題 点 ２ を 解 決 す る た め に ， 第 ３ 〜 ４  

章 に お い て ， 拒 絶 過 敏 性 の 高 さ が 抑 う つ の リ ス ク と な る 背 景 に あ る 要 因

や そ の 過 程 の 特 徴 に つ い て 検 討 を 行 う 。 具 体 的 に は ， 第 ３ 章 で は ， ま ず

拒 絶 体 験 を 認 知 的 に 説 明 し た Rejec t i on  sens i t iv i ty  mode l（ Levy ,  e t  a l . ,  

2001） を 実 証 的 に 検 討 す る こ と で ， 拒 絶 体 験 を 構 成 す る 拒 絶 予 期 お よ

び 拒 絶 知 覚 が 気 分 に 与 え る 影 響 に つ い て 明 ら か に す る 。 次 に ， 拒 絶 過 敏

性 の 高 い 者 に お け る 拒 絶 体 験 の プ ロ セ ス を 構 成 す る 各 要 素 に つ い て ， 拒

絶 過 敏 性 の 低 い 者 と の 比 較 を 通 し て 検 討 す る 。 続 い て ， 第 ４ 章 で は ， 相

手 か ら の 拒 絶 を 予 期 し た 際 に そ れ を 回 避 ・ 阻 止 す る た め の 行 動 を 収 集 し ，

生 起 頻 度 が 気 分 ， 対 人 ス ト レ ス ， お よ び 抑 う つ に 与 え る 影 響 に つ い て 検

討 を 行 な う 。 ま た ， 拒 絶 過 敏 性 の 高 い 者 の 拒 絶 阻 止 の 行 動 の 特 徴 に つ い
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第 3 章  拒 絶 に 対 す る 恐 れ が 被 拒

絶 場 面 に お け る 気 分 に 与 え る 影 響

の 検 討  

【 研 究 3 -1 】 Re jec t i on  sens i t i v i ty  

mo de l の 実 証 的 検 討  

【 研 究 3-2 】 拒 絶 に 対 す る 恐 れ と

Re je c t i o n  sens i t i v i ty  mo de l の 各 構

成 要 素 の 関 連 の 検 討  

第 2 章  抑 う つ 研 究 に お け る 拒 絶 過 敏 性 の 重 要 性  

【 研 究 1】 本 邦 に お け る 拒 絶 過 敏 性 の 特 徴 の 検 討  

【 研 究 2】 拒 絶 過 敏 性 が 抑 う つ に 与 え る 影 響 の 検 討  

第 ５ 章  総 合 考 察  

第 4 章  拒 絶 に 対 す る 回 避 的 態 度

が 気 分 に 与 え る 影 響 の 検 討  

【 研 究 4 - 1】 拒 絶 阻 止 の 行 動 の 種 類

の 検 討  

【 研 究 4 - 2】 拒 絶 阻 止 の 行 動 と 気 分

の 関 連 の 検 討  

【 研 究 4 - 3】 拒 絶 に 対 す る 回 避 的 態

度 と 拒 絶 阻 止 の 行 動 ， 気 分 の 関 連

の 検 討  

第 1 章  抑 う つ お よ び 拒 絶 過 敏 性 に 関 す る 研 究 動 向 と 課 題  

（ 1） 拒 絶 過 敏 性 が 抑 う つ に 与 え る 影 響 が 十 分 に 明 ら か で な い 。→第 2 章  

（ 2） 拒 絶 過 敏 性 の 高 さ に よ っ て 抑 う つ の リ ス ク が 高 ま る と い う 背 景 に あ

る 認 知 行 動 的 要 因 が 明 ら か に さ れ て お ら ず ， 抑 う つ の 発 生 に 至 る ま で

の 過 程 が 明 ら か に さ れ て い な い 。 → 第 3・ 4 章  

F igure1 -6  本 研 究 の 構 成  
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て ， 拒 絶 過 敏 性 の 低 い 者 と の 比 較 を 通 し て 検 討 を 行 な う 。 最 後 の 第 ５ 章

で は ， 第 ２ 章 か ら 第 ４ 章 ま で の 結 果 を 受 け て ， 本 研 究 に お い て 得 ら れ た

成 果 に つ い て ま と め る 。 さ ら に ， こ れ ら の 知 見 に 基 づ き ， 拒 絶 過 敏 性 の

高 さ が ゆ え に 抑 う つ が 高 い 者 に 対 す る 支 援 の 方 向 性 に つ い て 考 察 を 述 べ

る 。 そ し て 最 後 に ， 本 研 究 の 課 題 と 今 後 の 展 望 に つ い て 考 察 す る 。  

 な お ， 本 研 究 は ， 早 稲 田 大 学 人 を 対 象 と す る 研 究 に 関 す る 倫 理 審 査 委

員 会 の 承 認 を 得 て 実 施 さ れ た （ 承 認 番 号 2010-250， 2011 -224， 2013 -

251， 2014-283， 2015 -291） 。  
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第２章 抑うつ研究における拒絶過敏性の重要性  
 

 

第１節  本章のねらい  

 

こ れ ま で の 研 究 に お い て ， さ ま ざ ま な 研 究 に よ っ て 抑 う つ の 発 生 ・

維 持 の メ カ ニ ズ ム が 検 討 さ れ て き た 。 そ し て こ れ ま で 提 唱 さ れ て き た 理

論 の ほ と ん ど は ， 素 因 ス ト レ ス モ デ ル に 該 当 し ， 外 的 な ス ト レ ス の 体 験

を 前 提 と し て ， 個 人 の 有 す る 抑 う つ の 脆 弱 性 の 相 互 作 用 か ら 抑 う つ の 発

生 ・ 維 持 を 説 明 し て お り ， 抑 う つ が 外 的 な ス ト レ ス を き っ か け と し て 発

生 す る こ と に つ い て は 共 通 見 解 が 得 ら れ て い る と い え る 。  

ま た ， 日 常 生 活 で 経 験 し う る さ ま ざ ま な ス ト レ ス の う ち ， 特 に 対 人

関 係 に お け る ス ト レ ス が 抑 う つ に 強 く 影 響 す る こ と （ た と え ば ， Eley  

& Steavenson， 2000） ， こ の 対 人 ス ト レ ス の な か で も ， 拒 絶 を 含 む イ

ベ ン ト が 特 に 抑 う つ の 発 症 に 影 響 す る こ と が 示 さ れ て い る （ Slav i ch，

2009） 。 こ の よ う に 他 者 に 拒 絶 さ れ る こ と は 誰 に と っ て も ネ ガ テ ィ ブ

な 出 来 事 で あ り ， 心 身 に 影 響 を 与 え う る 。 し か し な が ら ， 拒 絶 過 敏 性 の

高 い 者 は 特 に ， 人 間 関 係 の な か で こ の よ う な 拒 絶 に 過 敏 で あ り ， 拒 絶 さ

れ た と 知 覚 し や す い 傾 向 を 示 す 。 つ ま り ， ス ト レ ス 生 成 モ デ ル の 観 点 か

ら ， 拒 絶 過 敏 性 の 高 さ は 対 人 ス ト レ ス の 経 験 と 関 連 し ， 抑 う つ の 高 さ に

影 響 す る こ と が 考 え ら れ る 。 ま た ， 海 外 に お い て は ， 拒 絶 過 敏 性 は （ 1）

対 人 意 識 ， （ 2） 称 賛 欲 求 ， （ 3） 分 離 不 安 ， （ 4） 臆 病 さ ， （ 5） 内 的

自 己 の 脆 弱 性 の 5 つ の 下 位 因 子 に よ り 構 成 さ れ る 概 念 で あ る こ と が 示 さ

れ て い る （ Boyce  & Parker ,  1989） 。 し か し な が ら ， 本 邦 に お け る 拒 絶

過 敏 性 の 特 徴 に つ い て は 明 ら か に さ れ て お ら ず ， 測 定 尺 度 も 未 整 備 で あ
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る こ と か ら ， こ れ ら 拒 絶 過 敏 性 の 各 特 徴 と 対 人 ス ト レ ス ， 抑 う つ と の 関

連 に つ い て は 明 ら か に さ れ て い な い 。  

そ こ で 研 究 1 で は ， ま ず 拒 絶 過 敏 性 の 測 定 ツ ー ル を 整 備 す る と と も に ，

本 邦 に お け る 拒 絶 過 敏 性 の 特 徴 を 明 ら か に す る 。 次 に ， 研 究 2 と し て ，

研 究 1 で 明 ら か に さ れ た 拒 絶 過 敏 性 の 各 特 徴 お よ び 対 人 ス ト レ ス が 抑 う

つ に 与 え る 影 響 に つ い て 検 討 を 行 う 。 以 上 に よ り ， 抑 う つ に 影 響 を 与 え

る 要 因 と し て 拒 絶 過 敏 性 を 扱 う こ と の 重 要 性 に つ い て 検 討 す る こ と を 本

章 の ね ら い と す る 。  

 

 

第２節  本邦における拒絶過敏性の特徴の検討【研究１】  

 

第 １ 項  背 景 と 目 的  

 DSM-IV（ APA， 1994） に お い て 非 定 型 の 特 徴 が 大 う つ 病 の 下 位 分 類

と し て 導 入 さ れ て 以 降 ， そ れ ま で 幼 少 期 の 養 育 者 か ら の 拒 絶 に よ り 形 成

さ れ る パ ー ソ ナ リ テ ィ と し て 定 義 さ れ た Rejec t i on  sens i t iv i ty

（ Downey  & Fe ldman,  1996） ， あ る い は 抑 う つ の リ ス ク と な る パ ー ソ

ナ リ テ ィ と し て 臨 床 経 験 か ら 定 義 さ れ た Interpersona l  sens i t iv i ty

（ Boyce  & Parker ,  1989） が 着 目 さ れ ， こ れ ら の 「 自 身 の 不 十 分 さ の 知

覚 と ， 他 者 の 行 動 の 誤 解 を 特 徴 と し ， 拒 絶 に 対 す る 恐 れ や 不 快 感 を 引 き

起 こ す 」 （ Harb  e t  a l . ,  2002 ） と す る Interpersona l  re j ec t i on  

sens i t iv i ty に 包 括 さ れ る こ れ ら の 概 念 を 扱 っ た 研 究 数 が 急 増 し た 。 た

と え ば ， 先 行 研 究 に お い て ， 拒 絶 過 敏 性 の 高 さ は ， 社 会 的 場 面 と 学 習 場

面 に お け る 自 己 肯 定 感 や 学 習 場 面 に お け る パ フ ォ ー マ ン ス の 低 さ ， う つ

症 状 の 高 さ と 関 連 す る こ と （ McCabe ,  B lanks te in ,  &  Mi l l s ,  1999） ， う
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つ 症 状 の リ ス ク を 増 大 さ せ る こ と （ Ayduk,  Downey ,  &  Kim,  2001） な

ど の 知 見 が 得 ら れ て い る 。 し か し な が ら ， 前 述 の 研 究 を は じ め と し た 実

証 的 研 究 は 全 て 海 外 で 行 わ れ た も の で あ り ， 本 邦 に お け る 知 見 は 限 ら れ

て い る 。  

そ の 一 因 と し て ， 拒 絶 過 敏 性 を 測 定 す る こ と の で き る 尺 度 の 未 整 備

が 挙 げ ら れ る 。 海 外 に お い て は ， 拒 絶 過 敏 性 を 測 定 す る 尺 度 と し て

IPSM（ Boyce  & Parker ,  1989） や RSQ（ Downey  & Fe ldman,  1996）

が あ り ， 下 位 因 子 に 拒 絶 過 敏 性 を 含 む 尺 度 と し て は The  Hopkins  

Symptom Check l i s t  (Derogat i s ,  L ipman,  R i cke l s ,  Uhlenhuth ,  &  Covi ,  

1974 ) や Temperament  & Persona l i ty  Quest ionna ire  (Parker ,  

Manicavasagar ,  Craw- ford ,  Tu l ly ,  &  Gladstone ,  2006 )な ど が 開 発 さ れ

て お り ， 中 で も IPSM が 広 く 用 い ら れ て い る 。 IPSM は ５ つ の 下 位 因 子

（ 対 人 関 係 に 対 す る 意 識 ， 賞 賛 欲 求 ， 分 離 不 安 ， 臆 病 さ ， 内 面 の 脆 弱 性 ）

に よ り 構 成 さ れ ， う つ 発 症 の リ ス ク を 測 定 す る た め に 開 発 さ れ た ， 対 人

関 係 に お け る 拒 絶 過 敏 性 を 測 定 す る 自 己 記 入 式 尺 度 で あ る 。 IPSM は

1994 年 に 短 縮 版 が 作 成 さ れ て お り （ Todd ,  Boyce ,  Heath ,  &  Mart in ,  

1994） ， 短 縮 版 で は 原 版 か ら 臆 病 さ を 除 い た ４ 因 子 構 造 で あ る こ と が

示 さ れ て い る 。  

本 邦 に お い て は ， 拒 絶 過 敏 性 と 類 似 し た 概 念 と し て 対 人 的 傷 つ き や

す さ 尺 度 の 開 発 が 試 み ら れ て い る が （ 鈴 木 ・ 小 塩 ， 2002） ， 項 目 数 が

10 項 目 と 不 十 分 で 拒 絶 過 敏 性 の 概 念 を 網 羅 し て い る と は 言 い 難 い 。 例

え ば ， 臆 病 さ や 非 主 張 性 ， 賞 賛 欲 求 に 相 当 す る 項 目 は 設 け ら れ て い な い 。

そ の た め ， 拒 絶 過 敏 性 に つ い て の 理 解 を 深 め ， 治 療 の 際 に 適 切 に 扱 う た

め に は ， 拒 絶 過 敏 性 と い う 概 念 の 内 容 を 十 分 に 反 映 し た ， 日 本 語 版

IPSM が 必 要 で あ る と い え る 。  
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そ こ で ， 研 究 1 で は ， 本 邦 に お け る IPSM の 因 子 構 造 に つ い て 明 ら か

に す る と と も に ， 信 頼 性 に つ い て 検 討 す る こ と で ， 本 邦 に お け る 拒 絶 過

敏 性 の 特 徴 に つ い て 明 ら か に す る こ と を 目 的 と す る 。 な お ， 原 版 を 作 成

し た Boyce  &  Parker（ 1989） に 倣 い ， 拒 絶 過 敏 性 は 抑 う つ 状 態 へ の リ

ス ク と し て 広 く 指 摘 さ れ て お り ， あ る 疾 患 を 有 す る 者 の み に 特 異 的 に み

ら れ る 特 性 で は な い こ と か ら ， 本 研 究 に お い て も 因 子 構 造 お よ び 信 頼 性

の 検 討 に は 非 臨 床 群 の デ ー タ を 用 い る 。  

 

第 ２ 項  方 法  

１ ．  調 査 対 象 者  

 4 年 制 大 学 に 通 う 大 学 生 326 名 （ 男 性 164 名 ， 女 性 159 名 ， 不 明 3

名 ， 平 均 年 齢 20 .02 歳 ， SD＝ 1 .38） 。 除 外 基 準 は ， 精 神 科 通 院 歴 が あ

る こ と ， カ ウ ン セ リ ン グ 歴 が あ る こ と ， 向 精 神 薬 服 用 中 で あ る こ と ， の

い ず れ か に 該 当 す る 者 と し た 。  

２ ．  調 査 期 間  

 調 査 は 2011 年 6 月 ～ 2012 年 5 月 の 間 に 実 施 さ れ た 。  

３ ．  調 査 手 続 き  

 調 査 は 講 義 終 了 後 の 時 間 を 用 い て 一 斉 に 無 記 名 式 で 行 わ れ た 。 ま ず ，

調 査 の 主 旨 を 説 明 し ， 調 査 協 力 は 任 意 で あ る こ と や い つ で も や め る こ と

が で き る こ と ， 回 答 の 有 無 お よ び 内 容 は 学 業 成 績 に 影 響 し な い こ と が 伝

え ら れ た 。 調 査 協 力 に 同 意 が 得 ら れ た 者 に 対 し て ， 質 問 紙 へ の 回 答 が 求

め ら れ た 。 さ ら に ， 回 答 後 に は ， 否 定 的 な 気 分 状 態 な ど が 持 続 し た 場 合

に 備 え ， 研 究 実 施 者 の 連 絡 先 ， リ ラ ク セ ー シ ョ ン の 実 施 方 法 が 解 説 さ れ

た 用 紙 が 配 布 さ れ た 。 さ ら に ， 連 絡 が あ っ た 場 合 に は ， 臨 床 心 理 士 で あ

る 研 究 実 施 者 が 早 急 に 対 応 で き る よ う に 配 慮 し た 。 な お ， 調 査 実 施 中 ，
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実 施 後 と も に 想 定 さ れ 得 た 問 題 は 生 じ な か っ た 。  

４ ．  調 査 材 料  

（ 1）  人 口 統 計 学 デ ー タ ：  性 別 お よ び 年 齢 の 記 入 を 求 め た 。  

（ 2）  拒 絶 過 敏 性 ： 日 本 語 版 IPSM 暫 定 版 。 日 本 語 訳 は 筆 頭 著 者 が 作

成 し ， 米 国 で の 生 活 経 験 が あ り か つ 臨 床 心 理 学 を 専 攻 す る 大 学 院 生

2 名 に よ り ， 日 本 語 表 現 の 修 正 お よ び バ ッ ク ト ラ ン ス レ ー シ ョ ン が

行 わ れ た 。 そ の 後 ， 原 著 者 に よ り バ ッ ク ト ラ ン ス レ ー シ ョ ン の 内 容

に つ い て 確 認 が 行 わ れ ， 邦 訳 が 完 成 し た 。 日 本 語 版 IPSM は 全 36 項

目 か ら な り ， 4 件 法 （ 1： 全 然 あ て は ま ら な い ， 2： や や あ て は ま ら

な い ， 3： や や あ て は ま る ， 4： と て も あ て は ま る ） で 回 答 を 求 め た 。  

（ 3）  対 人 的 傷 つ き や す さ ： 対 人 的 傷 つ き や す さ 尺 度 （ 小 塩 ・ 鈴 木 ，

2002） 。 10 項 目 か ら な り ， 「 全 く あ て は ま ら な い 」 ～ 「 と て も 当 て

は ま る 」 の 4 件 法 で 回 答 を 求 め た 。 な お ， こ の 尺 度 の 出 典 は 発 表 論

文 集 で あ る が ， 信 頼 性 お よ び 妥 当 性 が 十 分 に 検 証 さ れ て い る と と も

に ， 項 目 の 内 容 が 拒 絶 過 敏 性 の 併 存 的 妥 当 性 の 検 討 に 適 し て い る と

判 断 し た 。  

５ ．  倫 理 審 査  

 本 研 究 は ， 調 査 を 実 施 し た 大 学 （ 承 認 番 号 ： 2010 -250， 2011 -042；

総 -第 4-12 号 ） お よ び 対 象 患 者 を 診 療 す る 機 関 の 倫 理 審 査 委 員 会 に よ り

承 認 を 得 て 実 施 さ れ た 。  

６ ．  分 析 方 法  

 ま ず ， 研 究 の 除 外 基 準 に 該 当 す る 対 象 者 の デ ー タ を 削 除 し ， 最 終 的 な

分 析 対 象 者 を 選 出 し た 。 欠 損 値 の 個 数 が 尺 度 項 目 数 の 10%を 超 え る 回 答

は 尺 度 ご と に 分 析 か ら 除 い た 。 そ の 上 で ， 項 目 分 析 と し て I -T 分 析 を 行

っ た 。 次 に ， 尺 度 の 因 子 構 造 に つ い て 明 ら か に す る た め ， 探 索 的 因 子 分
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析 を 行 っ た 。 続 い て ， 尺 度 の 信 頼 性 を 検 討 す る た め ， Cronbac h の α 係

数 を 算 出 し た 。 ま た ， 併 存 的 妥 当 性 の 検 討 の た め ， IPSM の 下 位 因 子 得

点 お よ び 合 計 得 点 と 対 人 的 傷 つ き や す さ 尺 度 得 点 の 相 関 係 数 を 算 出 し た 。

そ の 後 ， 高 次 因 子 を 仮 定 し ， 確 証 的 因 子 分 析 を 実 施 し た 。  

 分 析 に は ， IBM SPSS20 .0  f or  Windows お よ び Amos21 .0  f o r  

Windows を 用 い た 。  

 

第 ３ 項  結 果  

 研 究 の 除 外 基 準 に 該 当 す る 対 象 者 の デ ー タ を 削 除 し ， 最 終 的 に 301 名

（ 男 性 151 名 ， 女 性 147 名 ， 不 明 3 名 ， 平 均 年 齢 19 .67 歳 ， SD＝ 1 .57）

が 分 析 対 象 と な っ た 。  

１ ． 項 目 分 析  

 全 36 項 目 の う ち ， 天 井 効 果 の み ら れ た 1 項 目 ， お よ び I -T 分 析 の 結

果 ， 項 目 と ， そ の 項 目 を 除 い た 合 計 得 点 と の 間 に 有 意 な 相 関 が 認 め ら れ

な か っ た 2 項 目 を 除 外 し ， 最 終 的 に 33 項 目 を 因 子 分 析 の 対 象 と し た 。  

２ ． 尺 度 の 因 子 構 造  

 日 本 語 版 IPSM の 因 子 構 造 を 明 ら か に す る た め ， 健 常 者 の デ ー タ に つ

い て ， 最 尤 法 に よ る 探 索 的 因 子 分 析 を 行 っ た 。 原 版 IPSM が 5 因 子 で あ

る こ と に 加 え ， ス ク リ ー プ ロ ッ ト の 形 状 か ら も ， 5 因 子 解 が 妥 当 で あ る

と 考 え ら れ た た め ， 因 子 数 を 5 因 子 に 指 定 し ， プ ロ マ ッ ク ス 回 転 を 用 い

た 最 尤 法 に よ る 因 子 分 析 を 行 っ た 。 共 通 性 の 低 い 項 目 ， 因 子 負 荷 量 が 基

準 値 （ 0 .40） に 満 た な い 項 目 ， 複 数 の 因 子 に 基 準 値 （ 0 .35） を 超 え る 因

子 負 荷 量 を 示 し た 項 目 を 除 外 し ， 同 様 の 手 続 き に て 因 子 分 析 を 繰 り 返 し

た 結 果 ， 最 終 的 に 5 因 子 27 項 目 が 抽 出 さ れ た （ Table2 -1） 。 除 外 さ れ

た 3 項 目 は ， そ の う ち 2 項 目 が 原 版 で は 「 対 人 関 係 の 意 識 」 ， 4 項 目 が
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Tab le2 -1  日 本 語 版 Interpersona l  Sens i t iv i ty  Measure の 探 索 的 因 子 分 析 結 果 （ N =  301）  

I II III IV V

6 誰かに怒られると，心が傷つく 0.73 0.11 -0.06 0.02 -0.12
4 自分のしたことをもし誰かに批判されたら，いやな気分になる 0.70 0.04 0.01 -0.10 0.04

10 もし誰かが私を動揺させたら，それを気にせずにはいられない 0.63 -0.09 -0.04 0.04 0.15
28 友人とけんかをした後は，仲直りするまで落ち着かない 0.59 0.26 0.12 -0.08 -0.23
7 誰かに無視されたときは，いつでもそれに気が付く 0.56 -0.02 -0.08 0.01 0.21
9 親密な他者を失ってしまうのではないかと心配である 0.43 -0.19 0.02 0.11 0.28

22 他の人に対して怒ることは難しいことだと思う 0.06 0.81 -0.05 0.02 -0.10
26 相手を傷つけてしまうことが心配なため，人に怒ることはしない -0.05 0.66 0.08 -0.04 0.15
23 他の人の心を傷つけてしまっていないか心配である 0.18 0.49 0.11 0.06 0.01
27 他の人を批判してしまっていないか心配である 0.05 0.47 -0.06 0.01 0.34
24 他の人を傷つけたり動揺させるくらいなら，やりたくないことでもやったほう 0.06 0.46 -0.11 0.14 0.08
25 私は誰に対しても礼儀正しい -0.04 0.41 0.01 -0.03 -0.08

1 他の人から自分がどう思われているか，心配である 0.02 -0.05 1.07 0.04 -0.16
2 みなが自分のことをどう感じているか気になる -0.08 0.03 1.04 -0.02 -0.07

29 他の人がどう感じているかを常に気にしている 0.10 0.04 0.47 0.01 0.30
5 自分の言動や行動が批判されるのではないかと心配である 0.28 0.10 0.42 -0.04 0.28

13 もし他の人が本当の私を知ったら，私のことを嫌いになるだろう 0.09 0.03 -0.01 1.05 -0.15
12 本当の私がどんな人物か知ったら，他の人はわたしを見下すだろう -0.07 0.06 0.02 0.78 0.10
14 本当の自分を他の人に知ってほしくない -0.10 -0.01 -0.01 0.55 0.12
36 他の人は私のことを分かっていないと思う -0.12 -0.01 0.05 0.48 0.17

32 拒絶されることが怖いため，自分の意見を言わないようにしている -0.26 0.30 -0.02 0.01 0.66
18 批判されるのではないかと常に恐れている 0.15 0.09 0.03 0.00 0.58
8 良いことをしたと他の人に言われた時のみ，そう信じられる 0.15 -0.13 -0.12 0.03 0.56

11 知り合いから賞賛されなければ，心から幸せを感じることはない 0.26 -0.13 -0.13 0.04 0.52
35 他の人から気に入られていると確信できたことはない -0.09 -0.08 0.21 0.17 0.45
33 自分の親しい相手をよろこばせるためなら，私は自分のやり方も変えるだろう 0.00 0.14 -0.10 -0.06 0.43
3 他の人にどう思われているかによって，自分の価値が決まると思う 0.25 -0.18 0.24 0.01 0.41

I II III IV V
I -
II 0.45 -
III 0.65 0.55 -
IV 0.46 0.41 0.53 -
V 0.60 0.47 0.66 0.63 -

Factor correlation

Items (Total of the : α=.93) Factor loadings

I．関係破綻の不安（α=.79）

II．他者を傷つける不安による非主張性（α=.79）

III．批判されることへの懸念（α=.91）

V．他者評価追従（α=.78）

IV．社会的自己像と真の自己像の不一致（α=.81）
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「 賞 賛 欲 求 」 ， 3 項 目 が 「 分 離 不 安 」 に 該 当 し た 。  

 第 I 因 子 に 因 子 負 荷 量 の 高 い ６ 項 目 は ， 「 誰 か に 怒 ら れ る と 心 が 傷 つ

く 」 ， 「 も し 誰 か が 私 を 動 揺 さ せ た ら ， そ れ を 気 に せ ず に は い ら れ な い 」

な ど ， 対 人 関 係 に お け る 否 定 的 な 出 来 事 や 関 係 性 の 悪 化 に 対 し て 意 識 が

向 く こ と を 表 す 項 目 で あ っ た 。 そ の た め 第 I 因 子 を 「 関 係 破 綻 の 不 安 」

と 命 名 し た 。  

 第 I I 因 子 に 因 子 負 荷 量 の 高 い ６ 項 目 は ， 「 他 の 人 に 対 し て 怒 る こ と

は 難 し い こ と で あ る 」 ， 「 他 の 人 の 心 を 傷 つ け て し ま っ て い な い か 心 配

で あ る 」 な ど ， 自 分 が 相 手 を 傷 つ け て し ま う こ と へ の 懸 念 と ， そ れ に よ

る 自 己 主 張 の 困 難 お よ び 消 極 性 を 表 す 項 目 で あ っ た 。 そ の た め 第 I I 因

子 を 「 他 者 を 傷 つ け る 不 安 に よ る 非 主 張 性 」 と 命 名 し た 。  

 第 I I I 因 子 に 因 子 負 荷 量 の 高 い ４ 項 目 は ， 「 他 の 人 か ら 自 分 が ど う 思

わ れ て い る か 心 配 で あ る 」 ， 「 自 分 の 言 動 や 行 動 が 批 判 さ れ る の で は な

い か と 心 配 に な る 」 な ど ， 自 分 が 相 手 に 悪 く 思 わ れ て い な い か ど う か に

対 す る 意 識 を 表 す 項 目 で あ っ た 。 そ の た め 第 I I I 因 子 を 「 批 判 さ れ る こ

と へ の 懸 念 」 と 命 名 し た 。  

 第 IV 因 子 に 因 子 負 荷 量 の 高 い ４ 項 目 は ， 「 も し 他 の 人 が 本 当 の 私 を

知 っ た ら ， 私 の こ と を 嫌 い に な る だ ろ う 」 ， 「 本 当 の 自 分 を 他 の 人 に 知

っ て ほ し く な い 」 な ど ， 社 会 的 場 面 で 振 る 舞 っ て い る 自 己 像 と 真 の 自 己

像 に 相 違 が あ る こ と ， そ し て 真 の 自 己 像 に 対 す る 評 価 が 低 い こ と を 表 す

項 目 で あ っ た 。 そ の た め 第 IV 因 子 を 「 社 会 的 自 己 像 と 真 の 自 己 像 の 不

一 致 」 と 命 名 し た 。  

 第 V 因 子 に 因 子 負 荷 量 の 高 い ４ 項 目 は ， 「 拒 絶 さ れ る こ と が 怖 い た

め ， 自 分 の 意 見 を 言 わ な い よ う に し て い る 」 ， 「 よ い こ と を し た と 人 に

言 わ れ た 時 の み ， そ う 信 じ ら れ る 」 な ど ， 自 己 に 価 値 の 判 断 基 準 が な く
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他 者 か ら の 保 障 が な い と 判 断 に 確 信 が 持 て な い こ と ， ま た は 他 者 か ら 拒

絶 さ れ る こ と を 避 け る た め に 他 者 の 意 見 に 従 う こ と を 表 す 項 目 で あ っ た 。

そ の た め 第 V 因 子 を 「 他 者 評 価 追 従 」 と 命 名 し た 。 各 因 子 間 の 相 関 は ，

中 程 度 か ら 強 い 正 の 相 関 （ r  =  .41～ . 66） を 示 し た 。  

３ ． 信 頼 性 の 検 討  

 日 本 語 版 IPSM の 信 頼 性 を 検 討 す る た め ， Cronbac h の α 係 数 を 算 出

し た 。 そ の 結 果 ， 第 Ⅰ 因 子 は α =.79， 第 Ⅱ 因 子 は α =.79， 第 Ⅲ 因 子 は α

=.91， 第 Ⅳ 因 子 は α =.81， 第 Ⅴ 因 子 は α =.78， さ ら に 尺 度 全 体 で は α

=.93 と い う 値 が 得 ら れ た 。  

４ ． 高 次 因 子 構 造 の 検 討  

 得 ら れ た 5 つ の 下 位 因 子 は ， 「 関 係 破 綻 の 不 安 」 ， 「 社 会 的 自 己 像 と

真 の 自 己 像 の 不 一 致 」 ， 「 批 判 さ れ る こ と へ の 懸 念 」 の よ う に 主 に 拒 絶

を 恐 れ る 認 知 的 特 徴 と ， 「 他 者 を 傷 つ け る 不 安 に よ る 非 主 張 性 」 ， 「 他

者 評 価 追 従 」 の よ う に 主 に 拒 絶 を 避 け る 態 度 を 表 す 内 容 の 2 つ に 大 別 さ

れ る と 考 え ら れ た た め ， こ の よ う な 高 次 因 子 構 造 を 仮 定 し ， 確 証 的 因 子

分 析 を 実 施 し た （ Figure2 -1） 。 そ の 結 果 ， モ デ ル 適 合 度 は ， GFI=0 .99，

AGFI＝ 0 . 95， CFI＝ 1 .00， RMSEA=0 .07 で あ り ， 十 分 に 高 い 適 合 性 を

示 し た 。  

５ ． 併 存 的 妥 当 性 の 検 討  

 日 本 語 版 IPSM の 併 存 的 妥 当 性 を 検 討 す る た め ， 健 常 者 の デ ー タ に つ

い て ， IPSM の 合 計 得 点 お よ び 各 因 子 得 点 ， 対 人 的 傷 つ き や す さ 尺 度 の

合 計 得 点 に つ い て Pearson の 相 関 係 数 を 算 出 し た （ Table2 -2） 。 そ の 結

果 ， r  =  .68 の 高 い 相 関 が 認 め ら れ た ． さ ら に ， 下 位 因 子 に つ い て も ，

そ れ ぞ れ 高 い 正 の 相 関 を 示 し た （ r  =  .40～ . 64） 。  
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F igure2 -1  確 証 的 因 子 分 析 結 果  

注 ： 図 の 煩 雑 さ を 避 け る た め ， 誤 差 変 数 は 省 略  
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第 ４ 項  考 察  

 研 究 1 の 目 的 は ， IPSM の 日 本 語 版 を 作 成 し ， そ の 信 頼 性 ， 妥 当 性 を

検 討 す る こ と で あ っ た 。 そ の 結 果 ， 日 本 語 版 IPSM は 「 関 係 破 綻 の 不

安 」 ， 「 他 者 を 傷 つ け る 不 安 に よ る 非 主 張 性 」 ， 「 批 判 さ れ る こ と へ の

懸 念 」 ， 「 社 会 的 自 己 像 と 真 の 自 己 像 の 不 一 致 」 ， 「 他 者 評 価 追 従 」 の

５ 因 子 ， 27 項 目 か ら 構 成 さ れ る こ と が 明 ら か と な っ た 。 ５ 因 子 と い う

因 子 数 は 原 版 と 同 じ で あ る が ， そ の 下 位 因 子 の 解 釈 は 完 全 に 一 致 す る も

の で は な か っ た 。  

 原 版 IPSM と 日 本 語 版 IPSM の 因 子 構 造 を 比 較 す る と 「 他 者 を 傷 つ け

る 不 安 に よ る 非 主 張 性 」 ， 「 批 判 さ れ る こ と へ の 懸 念 」 ， 「 社 会 的 自 己

像 と 真 の 自 己 像 の 不 一 致 」 は そ れ ぞ れ 原 版 に お け る 「 臆 病 さ 」 ， 「 対 人

関 係 に 対 す る 意 識 」 ， 「 内 面 の 脆 弱 性 」 と 項 目 の 内 容 が 概 ね 共 通 し て い

る が ， 他 の ２ 因 子 は 因 子 の ま と ま り を 構 成 す る 項 目 が そ れ ぞ れ 数 項 目 ず

つ 異 な る 。 日 本 語 版 IPSM の 「 関 係 破 綻 の 不 安 」 は 原 版 の 「 対 人 関 係 に

対 す る 意 識 」 と 「 賞 賛 欲 求 」 の 項 目 か ら 構 成 さ れ ， 主 に 「 対 人 関 係 に 対

す る 意 識 」 の 項 目 で 構 成 さ れ る 「 批 判 さ れ る こ と へ の 懸 念 」 と の 因 子 間

相 関 は r  =  .65 と 高 い 値 で あ っ た 。 ま た ， 日 本 語 版 IPSM を 作 成 す る 因

子 分 析 の 過 程 で 原 版 の 「 分 離 不 安 」 （ e .g .  人 に 別 れ を 告 げ る 時 ， 不 安

に な る ） お よ び 「 賞 賛 欲 求 」 （ e .g .  誰 か か ら お 世 辞 を 言 わ れ る と う れ

し い ） に 含 ま れ た 項 目 の 約 半 数 が 削 除 さ れ ， 新 た に 「 他 者 評 価 追 従 」 と

解 釈 さ れ る 因 子 が 構 成 さ れ た 。 こ の 因 子 は ， 「 良 い こ と を し た と 人 に 言

わ れ た 時 の み ， そ う 信 じ ら れ る 」 に 代 表 さ れ る よ う に 価 値 の 判 断 基 準 に

お け る 依 存 を 表 す 項 目 で あ り ， 日 本 と 欧 米 の 文 化 差 を 表 す と 考 え ら れ る 。  

 文 化 比 較 研 究 で は ， 欧 米 に お い て は 個 人 は 他 者 か ら 独 立 し 独 自 性 を 主

張 す る こ と が 大 切 で あ る と い う 立 場 の 「 相 互 独 立 的 自 己 観 」 ， ア ジ ア に
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お い て は 個 人 は 個 別 的 で は な く さ ま ざ ま な 人 間 関 係 の 一 部 で あ る と い う

立 場 の 「 相 互 依 存 的 自 己 観 」 が 特 徴 的 に 見 ら れ る と い わ れ て い る

（ Markus  & Ki tayama,  1991） 。 後 者 で は ， 日 本 を 含 む ア ジ ア の 文 化 に

お い て 認 め ら れ る た め の 必 要 条 件 は ， 社 会 的 関 係 に 所 属 し ， 周 囲 と 相 互

依 存 的 ・ 協 調 的 な 関 係 を 持 続 す る こ と に よ り ， 自 己 の 社 会 的 存 在 を 確 認

す る こ と か ら ， 自 己 実 現 を 図 る こ と で あ る ， と 述 べ ら れ て い る 。 つ ま り ，

今 回 新 た に 「 他 者 評 価 追 従 」 因 子 が 構 成 さ れ た こ と に は こ う し た 文 化 的

背 景 が 関 係 し て い る と 考 え ら れ る 。  

 日 本 語 版 IPSM の 信 頼 性 に つ い て は ， こ の 尺 度 は 十 分 な 内 的 一 貫 性 を

備 え た 尺 度 で あ る こ と が 示 さ れ た ． ま た 類 似 概 念 と し て 発 展 し た ， 対 人

関 係 に お け る 傷 つ き や す さ を 測 定 す る 「 対 人 的 傷 つ き や す さ 尺 度 」 と 強

い 相 関 関 係 に あ っ た 。 以 上 の こ と か ら ， 日 本 語 版 IPSM は ， 拒 絶 過 敏 性

を 測 定 す る 主 観 的 評 定 尺 度 と し て 十 分 な 信 頼 性 お よ び 妥 当 性 を 有 す る 尺

度 で あ る と 考 え ら れ る 。  

 さ ら に ， 拒 絶 過 敏 性 を 構 成 す る 5 つ の 下 位 因 子 は ， 大 き く 2 つ の 高 次

因 子 に 大 別 さ れ る こ と が 示 さ れ た 。 「 拒 絶 に 対 す る 恐 れ 」 を 構 成 す る 因

子 は ， 「 関 係 破 綻 の 不 安 」 ， 「 批 判 さ れ る こ と へ の 懸 念 」 ， 「 社 会 的 自

己 像 と 真 の 自 己 像 の 不 一 致 」 で あ り ， こ れ ら は 恐 れ や 懸 念 ， 自 己 像 と い

っ た 個 人 の 内 的 な 現 象 ， つ ま り 拒 絶 さ れ る こ と を 恐 れ る 認 知 的 な 特 徴 を

表 し て い る と い え る 。 一 方 で ， 「 拒 絶 に 対 す る 回 避 的 態 度 」 を 構 成 す る

因 子 は ， 「 他 者 を 傷 つ け る 不 安 に よ る 非 主 張 性 」 と 「 他 者 評 価 追 従 」 で

あ っ た 。 こ れ ら は い ず れ も ， 他 者 と の 不 和 を 避 け 受 容 さ れ る た め に 自 己

の 行 動 を 選 択 す る 傾 向 を 指 す も の で あ り ， つ ま り 自 己 の 意 見 を 主 張 せ ず

に 相 手 に 合 わ せ た り ， 相 手 の 望 む 振 る 舞 い を す る と い っ た 行 動 的 特 徴 や ，

こ れ ら の 行 動 を 良 し と 考 え る な ど 行 動 に つ な が る 態 度 を 表 し て い る と 捉
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え る こ と が で き る 。  

 最 後 に ， 本 研 究 の 限 界 点 と し て ， 併 存 的 妥 当 性 の 検 討 に 用 い た 対 人 的

傷 つ き や す さ 尺 度 が 学 術 性 の 高 い 論 文 の 引 用 で な い 点 が 挙 げ ら れ る 。 尺

度 作 成 に あ た り 適 切 な 方 法 論 が 用 い ら れ て お り ， 表 す 内 容 に つ い て も 慎

重 に 吟 味 し た も の で は あ る が ， 学 術 性 が 担 保 さ れ た 尺 度 を 用 い て 複 数 の

角 度 か ら IPSM の 妥 当 性 を 検 討 す る こ と は 今 後 の 課 題 で あ る 。  
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第３節  拒絶過敏性が抑うつに与える影響の検討【研究２】  

 

第 １ 項  背 景 と 目 的  

近 年 ， 心 理 的 問 題 の 中 で も 抑 う つ は ， 日 常 的 に も 経 験 さ れ や す い も

の で あ る と み な さ れ （ た と え ば ， Roberts ,  1999） ， そ の 発 症 ・ 維 持 メ

カ ニ ズ ム や 広 義 の 予 防 に つ い て ， 基 礎 研 究 か ら 臨 床 研 究 に 至 る ま で 多 く

の 研 究 が な さ れ て い る 。  

抑 う つ の 発 生 ・ 維 持 に つ い て は ， こ れ ま で の と こ ろ 主 に 素 因 ス ト レ

ス モ デ ル に 基 づ き ， ス ト レ ス フ ル な イ ベ ン ト の 経 験 を 前 提 に ， そ れ に 対

す る 各 抑 う つ の 理 論 に 挙 げ ら れ る 認 知 行 動 的 反 応 を 抑 う つ の 脆 弱 性 と し

て 扱 っ た さ ま ざ ま な 研 究 が 蓄 積 さ れ て き た （ た と え ば ， Beck の 認 知 理

論 ： Beck ,  Rush ,  Shaw,  &  Em ery ,  1979； 坂 野 監 訳 ， 2007） 。 抑 う つ の

代 表 的 な 心 理 的 要 因 の な か で も ， た と え ば 抑 う つ の 持 続 ・ 重 症 化 を 取 り

上 げ た 理 論 で あ る 自 己 意 識 理 論 （ Pyszczynsk i  &  Greenberg ,  1987） ，

反 応 ス タ イ ル 理 論 （ Nolen -Hoeksema,  1991） ， 抑 う つ 的 処 理 活 性 化 仮

説 （ Teasda le ,  1985） は ， あ る 対 象 に つ い て 持 続 的 に 繰 り 返 し 考 え る こ

と ， つ ま り 「 反 す う 」 が 共 通 す る 要 素 で あ る 。 ま た ， そ の ほ か の 抑 う つ

の 心 理 的 要 因 に つ い て は ， 上 記 の 抑 う つ の 持 続 ・ 重 症 化 を 説 明 す る 理 論

と 異 な り 必 ず し も 反 す う 的 な 要 因 が 強 調 さ れ て い る わ け で は な い 。 し か

し な が ら ， た と え ば 認 知 モ デ ル に お い て は ， う つ 病 初 期 の 患 者 が 抑 う つ

に 特 異 的 な 考 え を 反 す う す る こ と で 他 の 刺 激 に 注 意 を 向 け る こ と が で き

な く な り ， 抑 う つ が 悪 化 す る こ と が 考 え ら れ て い る （ Kovacs  &  Beck，

1978） 。 ま た ， 原 因 帰 属 に つ い て は ， 帰 属 様 式 が 内 的 ・ 持 続 的 ・ 全 体

的 と い っ た 特 徴 を 持 つ い わ ゆ る 悲 観 主 義 の 者 も ， だ か ら と い っ て す ぐ に

抑 う つ に 陥 る わ け で は な く ， そ の 結 果 と し て 無 力 感 が 頻 繁 に 予 期 さ れ る
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場 合 に 抑 う つ に 至 る こ と が 述 べ ら れ て い る （ Sel igman,  1990） 。 こ れ

ら の こ と か ら ， 認 知 が ネ ガ テ ィ ブ で あ る こ と に 加 え て ， そ の 認 知 を 繰 り

返 し 考 え る こ と （ 反 す う す る こ と ） が 抑 う つ を 引 き 起 こ し ， 悪 化 さ せ る

と 考 え ら れ る 。 つ ま り ， 反 す う が 素 因 ス ト レ ス モ デ ル の 脆 弱 性 の 共 通 点

で あ る と い え る 。 こ の こ と か ら ， 反 す う 傾 向 の 高 さ は ， ス ト レ ス を 経 験

し た 後 に 抑 う つ を 引 き 起 こ し 悪 化 さ せ る プ ロ セ ス に お け る ， 主 要 な 要 因

で あ る と 考 え ら れ る 。  

そ れ に 加 え て 近 年 ， そ も そ も ス ト レ ス を 作 り 出 し や す い 個 人 の 特 徴

が あ る こ と が 指 摘 さ れ ， そ の よ う な 特 徴 が 高 い 者 は ス ト レ ス の 経 験 頻 度

自 体 が 多 い こ と で 抑 う つ に 至 る と い う モ デ ル が 示 さ れ て い る 。 こ の 現 象

を 記 述 し た 理 論 は 「 ス ト レ ス 生 成 モ デ ル 」 （ Hammen， 2006） と 呼 ば

れ ， ス ト レ ス の 生 成 に 至 る ま で の プ ロ セ ス に 着 目 し ， 抑 う つ の 個 人 差 は

そ の 個 人 内 の 脆 弱 性 に よ っ て 引 き 起 こ さ れ る ス ト レ ス イ ベ ン ト ， な か で

も 対 人 ス ト レ ス イ ベ ン ト の 頻 度 自 体 が 異 な る こ と に よ っ て 生 じ て い る こ

と を 指 摘 し て い る 。 実 際 に ， 抑 う つ 的 な 個 人 は そ う で な い 者 と 比 較 し て

対 人 ス ト レ ス を 中 心 と し た Dependent な ス ト レ ス を 経 験 し て い る こ と

や （ Hammen,  1991） ， 完 璧 主 義 傾 向 の 高 い 者 は ， 対 人 ス ト レ ス の 経 験

頻 度 が 高 く ， こ れ ら が 抑 う つ を 予 測 す る こ と が 報 告 さ れ て い る （ Fle t t ,  

Hewi t t ,  Garshowi tz ,  &  Mart in ,  1997） 。 対 人 ス ト レ ス に つ い て は ， さ

ま ざ ま な 研 究 に お い て ， 日 常 生 活 で 経 験 さ れ る 種 々 の ス ト レ ッ サ ー の 中

で も こ の 対 人 関 係 に 関 す る ス ト レ ッ サ ー が 特 に 強 く 抑 う つ に 影 響 す る こ

と が 報 告 さ れ て お り （ た と え ば ， Eley  & Steavenson， 2000） ， 対 人 ス

ト レ ス の な か で も 拒 絶 さ れ る と い う 経 験 が 特 に う つ の リ ス ク と な る こ と

が い わ れ て い る 。 こ こ で ， 拒 絶 過 敏 性 の 高 い 個 人 は ， 拒 絶 を 予 期 ・ 知 覚

し や す い と い う 特 徴 を 有 す る こ と か ら ， 主 観 的 な 拒 絶 体 験 を 多 く 経 験 し
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て い る と 考 え ら れ ， 拒 絶 過 敏 性 の 高 さ は ス ト レ ス 生 成 モ デ ル に お け る 重

要 な 脆 弱 性 と な る こ と が 予 想 さ れ る 。  

以 上 の こ と か ら ， 抑 う つ の 発 生 ・ 維 持 に つ い て 理 解 を 深 め る た め に

は ， ス ト レ ス 生 成 モ デ ル で 取 り 上 げ ら れ て い る 対 人 ス ト レ ス お よ び そ の

背 景 と し て の 拒 絶 過 敏 性 と ， 素 因 ス ト レ ス モ デ ル で 扱 わ れ て い る 反 す う

の 両 方 の 観 点 か ら 抑 う つ へ の 影 響 を 多 角 的 に 検 討 す る こ と が 重 要 で あ る

と 考 え ら れ る 。  

そ こ で 研 究 2 で は ， こ れ ま で 抑 う つ へ の 影 響 が 検 討 さ れ て き た 素 因 ス

ト レ ス モ デ ル の 各 脆 弱 性 の 共 通 要 因 で あ る 反 す う に 加 え ， ス ト レ ス 生 成

モ デ ル の 脆 弱 性 と し て の 拒 絶 過 敏 性 ， お よ び 経 験 さ れ た 対 人 ス ト レ ス を

包 括 的 に 扱 い ， 抑 う つ に 対 す る こ れ ら の 影 響 に つ い て 検 討 す る こ と を 目

的 と す る 。  

 

第 ２ 項  方 法  

１ ． 調 査 対 象 者  

 4 年 制 大 学 に 通 う 大 学 生 70 名 （ 男 性 23 名 ， 女 性 45 名 ， 不 明 2 名 ，

平 均 年 齢 20 .41 歳 ， SD＝ 2 .28） 。 除 外 基 準 は ， 精 神 科 通 院 歴 が あ る こ

と ， カ ウ ン セ リ ン グ 歴 が あ る こ と ， 医 師 に よ る 処 方 薬 を 服 用 中 で あ る こ

と ， の い ず れ か に 該 当 す る 者 と し た 。  

２ ． 調 査 期 間  

 調 査 は 2015 年 12 月 ～ 2016 年 1 月 の 間 に 実 施 さ れ た 。  

３ ． 調 査 手 続 き  

 調 査 は 講 義 終 了 後 の 時 間 を 用 い て 一 斉 に 無 記 名 式 で 行 わ れ た 。 ま ず ，

調 査 の 主 旨 を 説 明 し ， 調 査 協 力 は 任 意 で あ る こ と や い つ で も や め る こ と

が で き る こ と ， 回 答 の 有 無 お よ び 内 容 は 学 業 成 績 に 影 響 し な い こ と が 伝
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え ら れ た 。 調 査 協 力 に 同 意 が 得 ら れ た 者 に 対 し て ， 質 問 紙 へ の 回 答 が 求

め ら れ た 。 さ ら に ， 回 答 後 に は ， 否 定 的 な 気 分 状 態 な ど が 持 続 し た 場 合

に 備 え ， 研 究 実 施 者 の 連 絡 先 ， リ ラ ク セ ー シ ョ ン の 実 施 方 法 が 解 説 さ れ

た 用 紙 が 配 布 さ れ た 。 さ ら に ， 連 絡 が あ っ た 場 合 に は ， 臨 床 心 理 士 で あ

る 研 究 実 施 者 が 早 急 に 対 応 で き る よ う に 配 慮 し た 。 な お ， 調 査 実 施 中 ，

実 施 後 と も に 想 定 さ れ 得 た 問 題 は 生 じ な か っ た 。  

４ ． 調 査 材 料  

（ 1）  人 口 統 計 学 デ ー タ ：  性 別 お よ び 年 齢 の 記 入 を 求 め た 。  

（ 2）  拒 絶 過 敏 性 ： 研 究 1 で 作 成 さ れ た 日 本 語 版 IPSM を 使 用 し た 。

全 27 項 目 に つ い て ， 4 件 法 （ 1： 全 然 あ て は ま ら な い ， 2： や や あ て

は ま ら な い ， 3： や や あ て は ま る ， 4： と て も あ て は ま る ） で 回 答 を

求 め た 。  

（ 3）  抑 う つ ： 日 本 語 版 Beck  Depress ion  Inventory - I I（ BDI- I I； 小

嶋 ・ 古 川 ， 2003） 。 21 項 目 か ら な り ， 4 件 法 で 回 答 を 求 め た 。  

（ 4）  反 す う 傾 向 ：  Ruminat ion -Re f l ec t i on  Quest i onna ire（ RRQ；

高 野 ， 2008） の 反 芻 因 子 を 使 用 し た 。 12 項 目 か ら な り ， 4 件 法 で 回

答 を 求 め た 。  

（ 5）  対 人 ス ト レ ス ： 対 人 ス ト レ ス イ ベ ン ト 尺 度 （ 橋 本 ， 1997） の ス

ト レ ス 度 を 使 用 し た 。 対 人 ス ト レ ッ サ ー 30 項 目 を 挙 げ ， 各 出 来 事 に

つ い て ， 最 近 3 ヶ 月 間 に 経 験 し た 場 合 に 感 じ た ス ト レ ス の 程 度 を そ

れ ぞ れ 4 件 法 で 尋 ね た 。  

５ ． 倫 理 審 査  

 本 研 究 は ， 調 査 を 実 施 し た 大 学 （ 承 認 番 号 ： 2015-291） の 倫 理 審 査

委 員 会 に よ り 承 認 を 得 て 実 施 さ れ た 。  

６ ． 分 析 方 法  
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 ま ず ， 研 究 の 除 外 基 準 に 該 当 す る 対 象 者 の デ ー タ を 削 除 し ， 最 終 的 な

分 析 対 象 者 を 選 出 し た 。 欠 損 値 の 個 数 が 尺 度 項 目 数 の 10%を 超 え る 回 答

は 尺 度 ご と に 分 析 か ら 除 い た 。 次 に ， 各 変 数 の 関 連 に つ い て 検 討 す る た

め ， IPSM の 各 下 位 因 子 ， 高 次 因 子 お よ び 合 計 得 点 ， RRQ の 反 す う 得 点 ，

対 人 ス ト レ ス イ ベ ン ト 尺 度 の ス ト レ ス 度 （ 以 下 ， 対 人 ス ト レ ス ） 得 点 ，

BDI- I I 合 計 得 点 に つ い て ， 二 変 数 の 相 関 係 数 を 算 出 し た 。 続 い て ， 拒

絶 過 敏 性 ， 反 す う ， お よ び 対 人 ス ト レ ス が 抑 う つ に 与 え る 影 響 に つ い て

検 討 す る た め ， BDI- I I 合 計 得 点 を 目 的 変 数 と し ， IPSM 合 計 得 点 ， 対 人

ス ト レ ス 得 点 ， RRQ の 反 す う 得 点 を 予 測 変 数 と し た ， ス テ ッ プ ワ イ ズ

法 に よ る 重 回 帰 分 析 を 実 施 し た 。  

 

第 ３ 項  結 果  

 研 究 の 除 外 基 準 に 該 当 す る 者 は 認 め ら れ な か っ た た め ， 回 答 が 得 ら れ

た 70 名 （ 男 性 23 名 ， 女 性 45 名 ， 不 明 2 名 ， 平 均 年 齢 20 .41 歳 ， SD＝

2 .28 ） を 分 析 対 象 と し た 。 IPSM 合 計 得 点 の ヒ ス ト グ ラ ム を 示 す

（ Figure2 -2） 。  

 ま ず ， 各 変 数 の 関 連 に つ い て 検 討 す る た め ， IPSM の 各 下 位 因 子 ， 高

次 因 子 お よ び 合 計 得 点 ， RRQ の 反 す う 得 点 ， 対 人 ス ト レ ス 得 点 ， BDI-

I I 合 計 得 点 に つ い て ， 二 変 数 の 相 関 係 数 を 算 出 し た （ Table2 -3） 。 そ

の 結 果 ， BDI- I I と 各 変 数 と の 相 関 は ， IPSM の 「 拒 絶 に 対 す る 恐 れ 」 が

r  =  .59（ p  <  .01） と 高 く ， 他 は 「 拒 絶 に 対 す る 回 避 的 態 度 」 が r  =  .43

（ p  <  .01） ， RRQ の 「 反 す う 」 と は r  =  .34（ p  <  .01） ， 対 人 ス ト レ ス

得 点 と は r  =  .40（ p  <  .01） と い ず れ も 中 程 度 の 相 関 が 認 め ら れ た 。 ま



 第 2 章 抑うつ研究における拒絶過敏性の重要性  

58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
F igure2 -2  拒 絶 過 敏 性 の 得 点 分 布 （ N =  66）  
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た ， IPSM と 対 人 ス ト レ ス の 相 関 に つ い て は ， 「 拒 絶 に 対 す る 恐 れ 」 は

対 人 ス ト レ ス と r  =  .46（ p  <  .01） と 中 程 度 で あ っ た の に 対 し ， 「 拒 絶

に 対 す る 回 避 的 態 度 」 と 対 人 ス ト レ ス と の 間 に は 有 意 な 相 関 は 認 め ら れ

な か っ た 。 IPSM と 反 す う の 相 関 は r  =  .53（ p  <  .01） と 高 い 値 で あ っ

た 。 反 す う と 対 人 ス ト レ ス の 間 に は 有 意 な 相 関 は 認 め ら れ な か っ た 。  

 次 に ， 拒 絶 過 敏 性 ， 対 人 ス ト レ ス ， 反 す う が 抑 う つ に 与 え る 影 響 に つ

い て 検 討 す る た め ， BDI- I I 合 計 得 点 を 目 的 変 数 と し ， IPSM 合 計 得 点 ，

対 人 ス ト レ ス 得 点 ， RRQ の 反 す う 得 点 を 予 測 変 数 と し た ， ス テ ッ プ ワ

イ ズ 法 に よ る 重 回 帰 分 析 を 実 施 し た （ Table2 -4） 。 そ の 結 果 ， 重 決 定

係 数 が 有 意 で あ り （ Adjusted  R 2  =  0 . 32 ,  p  <  .001） ， IPSM 合 計 得 点

（ β = 0 .42 ,  p  <  .001） お よ び 対 人 ス ト レ ス 得 点 （ β = 0 .26 ,  p  <  .05） が

BDI- I I 得 点 を 有 意 に 予 測 す る こ と が 示 さ れ た 。  

 

第 ４ 項  考 察  

 研 究 2 の 目 的 は ， こ れ ま で 抑 う つ へ の 影 響 が 検 討 さ れ て き た 素 因 ス ト

レ ス モ デ ル の 各 脆 弱 性 の 共 通 要 因 で あ る 反 す う に 加 え ， ス ト レ ス 生 成 モ

デ ル の 脆 弱 性 と し て の 拒 絶 過 敏 性 ， お よ び 経 験 さ れ た 対 人 ス ト レ ス を 包

括 的 に 扱 い ， 抑 う つ に 対 す る こ れ ら の 影 響 に つ い て 検 討 す る こ と で あ っ

た 。  

ま ず 相 関 分 析 か ら ， 本 研 究 で 取 り 上 げ た ， 拒 絶 過 敏 性 （ 拒 絶 に 対 す

る 恐 れ ， 拒 絶 に 対 す る 回 避 的 態 度 ） ， 対 人 ス ト レ ス ， 反 す う は ど れ も 抑

う つ と 中 程 度 以 上 の 関 連 を 示 し た 。 ま た ， 拒 絶 過 敏 性 の う ち 「 拒 絶 に 対

す る 恐 れ 」 は 対 人 ス ト レ ス と 関 連 す る こ と が 示 さ れ た 一 方 で ， 「 拒 絶 に

対 す る 回 避 的 態 度 」 と の 間 に は 有 意 な 関 連 は 認 め ら れ な か っ た 。 こ の 点
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Tab le2 -4  拒 絶 過 敏 性 ， 対 人 ス ト レ ス ，

反 す う が 抑 う つ に 与 え る 影 響 （ N =  66）  

IPSM合計 0.42 ***

対人ストレスイベント合計 0.26 *

RRQ　反すう

R 2 0.57 ***

Adjusted R 2 0.32 ***

BDI-II
合計

**p <.01, *p <.05
Note.  IPSM: Interpersonal
Sensitivity Measure, RRQ:
Rumination-Reflection
Questionnaire, BDI-II：Beck
Depression Inventory.
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に つ い て は ， 対 人 ス ト レ ス イ ベ ン ト 尺 度 に 挙 げ ら れ た 項 目 は そ の ほ と ん

ど が ， 「 知 人 と 喧 嘩 し た 」 ， 「 知 人 と 意 見 が 食 い 違 っ た 」 と い っ た 顕 在

的 な 出 来 事 を 表 す 項 目 や ， 「 知 人 が 自 分 の こ と を ど う 思 っ て い る の か 気

に な っ た 」 ， 「 相 手 が 嫌 な 思 い を し て い な い か 気 に な っ た 」 と い っ た よ

う に 主 に 認 知 的 な 解 釈 に よ る 出 来 事 で 構 成 さ れ て い る こ と に よ る と 考 え

ら れ る 。 拒 絶 に 対 す る 恐 れ ， つ ま り 拒 絶 を 恐 れ る 認 知 的 特 徴 が 高 い ほ ど

こ れ ら の 認 知 的 解 釈 の 介 在 を 想 定 し た 項 目 を 脅 威 的 に 知 覚 し ， 一 方 で 拒

絶 に 対 す る 回 避 的 態 度 ， つ ま り 拒 絶 や 相 手 と の 不 和 を 避 け る た め の 予 防

的 な 行 動 を 肯 定 的 に 捉 え た り 実 際 に そ の よ う な 行 動 を 多 く 取 る こ と は ，

実 際 に 顕 在 的 な ト ラ ブ ル を 予 防 で き る 場 合 や 個 人 に と っ て の 安 心 感 に つ

な が る 場 合 も 考 え ら れ る こ と か ら ， こ の よ う な 対 人 ス ト レ ス と の 間 に は

有 意 な 相 関 が 認 め ら れ な か っ た と 考 え ら れ る 。 拒 絶 に 対 す る 恐 れ が 対 人

ス ト レ ス と 関 連 し た こ と に つ い て は ， 他 者 か ら 拒 絶 さ れ る こ と へ の 恐 れ ，

つ ま り 予 期 が 高 い こ と で 対 人 関 係 に お け る 手 が か り に 敏 感 に な る と と も

に ， サ イ ン を 検 出 し た 際 の イ ン パ ク ト を 高 く 認 識 す る 可 能 性 が 考 え ら れ

る 。 Rejec t i on  sens i t iv i ty  mo de l（ Levy ,  e t  a l . ,  2001） に お い て ， こ の

よ う に 拒 絶 さ れ る こ と を 予 期 す る こ と で 手 が か り を 知 覚 し や す く な り ，

過 剰 に 反 応 す る と い う 一 連 の 拒 絶 体 験 の プ ロ セ ス が 記 述 さ れ て い る 。 本

研 究 に お け る 結 果 は ， こ の 知 見 を 支 持 す る も の と 考 え ら れ る 。  

一 方 で ， 拒 絶 に 対 す る 回 避 的 態 度 の 高 さ は 抑 う つ と は 関 連 を 示 し た 。

つ ま り ， 回 避 的 態 度 を 取 り 自 己 を 抑 え て 相 手 の 望 み に 合 わ せ た 行 動 を 取

る 傾 向 の 高 さ は ， 上 記 の よ う な 主 に 顕 在 的 な 項 目 に よ り 構 成 さ れ る 対 人

ス ト レ ス イ ベ ン ト と の 関 連 が 認 め ら れ な か っ た か ら と い っ て 必 ず し も

「 ス ト レ ス や 抑 う つ に 関 連 し な い 良 い 行 動 で あ る 」 と い う わ け で は な く ，

何 ら か の 経 路 で 抑 う つ に 影 響 を 与 え て い る と 考 え ら れ る 。 抑 う つ へ の 影
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響 と し て は ， 直 接 的 な 経 路 の 他 に ， た と え ば 気 疲 れ と い っ た よ り 潜 在 的

な 個 人 内 の 対 人 ス ト レ ス を 引 き 起 こ す こ と に よ っ て ， 間 接 的 な 影 響 を 与

え て い る 可 能 性 が 考 え ら れ る 。  

ま た ， 重 回 帰 分 析 の 結 果 か ら ， 拒 絶 過 敏 性 は ， 従 来 の 抑 う つ 研 究 で

扱 わ れ て き た 諸 変 数 の 共 通 要 素 で あ る 反 す う と 同 時 に 扱 っ た 場 合 に も ，

抑 う つ に 対 し て 十 分 な 説 明 力 を 有 す る こ と が 示 さ れ た 。 拒 絶 過 敏 性 ， 特

に 拒 絶 に 対 す る 恐 れ が 高 い こ と と ， 日 常 生 活 に お い て 経 験 し て い る 対 人

ス ト レ ス の 多 さ は ， 抑 う つ を 高 め る こ と が 考 え ら れ ， こ れ は Hammen

（ 2006） に よ り 提 唱 さ れ た ス ト レ ス 生 成 モ デ ル の 考 え 方 を 支 持 す る も

の で あ っ た 。  

重 回 帰 分 析 に お い て 反 す う が 除 外 さ れ た 理 由 と し て は ， 拒 絶 過 敏 性

と の 相 関 の 高 さ に よ る 多 重 共 線 性 が 考 え ら れ る 。 本 研 究 に お い て は 拒 絶

過 敏 性 ， 対 人 ス ト レ ス ， 反 す う の そ れ ぞ れ が 抑 う つ に 与 え る 影 響 を 検 討

す る こ と を 目 的 と し た た め ， 各 変 数 か ら 抑 う つ へ の 直 接 効 果 を 検 証 す る

目 的 で 各 分 析 を 実 施 し た 。 し か し な が ら ， 拒 絶 過 敏 性 と 反 す う の 関 連 に

つ い て は ， 縦 断 調 査 に よ っ て 拒 絶 過 敏 性 が 反 す う の 増 加 を 予 測 す る と い

う 知 見 も 報 告 さ れ て お り （ Pearson ,  Watk ins ,  &  Mul lan ,  2011） ， 本 研

究 に お い て も 相 関 分 析 で 両 者 の 間 に は 強 い 関 連 が 認 め ら れ て い る 。

Nolen-Hoeksema & Jackson（ 2001） は ， 関 係 性 の 維 持 を 過 度 に 気 に し

て い る 者 つ ま り 拒 絶 過 敏 性 の 高 い 者 は ， 相 手 と の 関 係 性 が ど の よ う に 進

ん で い る か を モ ニ タ ー す る た め に 反 す う を し や す く な る と 述 べ て い る 。

ま た ， ネ ガ テ ィ ブ な 事 柄 の 再 生 や 活 性 化 は ， 拒 絶 に 関 す る ネ ガ テ ィ ブ な

記 憶 へ の ア ク セ シ ビ リ テ ィ を 高 め ， 反 復 的 ・ 反 す う 的 思 考 を 引 き 起 こ す

と 考 え ら れ て い る （ Pearson ,  e t  a l . ,  2011） 。 つ ま り ， 拒 絶 過 敏 性 が 対

人 ス ト レ ス を 引 き 起 こ し ， 反 す う 傾 向 の 高 さ が 抑 う つ に 影 響 す る と い う
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直 線 的 な 影 響 だ け で な く ， 拒 絶 過 敏 性 が 反 す う を 高 め る 経 路 も 想 定 さ れ

る 。 そ の た め 今 後 は ， 縦 断 研 究 な ど で ス ト レ ス 生 成 モ デ ル か ら 素 因 ス ト

レ ス モ デ ル へ の つ な が り を 想 定 し た モ デ ル の 検 討 を 行 う こ と で ， 抑 う つ

の 発 生 ・ 維 持 メ カ ニ ズ ム を よ り 詳 細 に 理 解 す る こ と が で き る と 考 え ら れ

る 。  

以 上 の 結 果 か ら ， 抑 う つ の 高 さ を 説 明 す る 際 に は 従 来 の 素 因 ス ト レ

ス モ デ ル に よ る 理 解 に 加 え ， ス ト レ ス 生 成 モ デ ル ， つ ま り 拒 絶 過 敏 性 と

い っ た 本 人 の 認 知 行 動 的 特 徴 に よ っ て ス ト レ ッ サ ー を 作 り 出 し て い る と

い う 視 点 を 取 り 入 れ る こ と で ， よ り 多 角 的 な 理 解 が 可 能 に な る と 考 え ら

れ る 。  

 

 

第４節  本章のまとめ  

 

 第 2 章 の 目 的 は ， 本 邦 に お け る 拒 絶 過 敏 性 の 特 徴 を 明 ら か に し ， 各 特

徴 が 抑 う つ に 与 え る 影 響 に つ い て 明 ら か に す る こ と で ， 抑 う つ 研 究 に お

け る 拒 絶 過 敏 性 の 重 要 性 に つ い て 検 討 す る こ と で あ っ た 。  

 研 究 1 の 結 果 か ら ， 本 邦 に お け る 拒 絶 過 敏 性 は 「 関 係 破 綻 の 不 安 」 ，

「 他 者 を 傷 つ け る 不 安 に よ る 非 主 張 性 」 ， 「 批 判 さ れ る こ と へ の 懸 念 」 ，

「 社 会 的 自 己 像 と 真 の 自 己 像 の 不 一 致 」 ， 「 他 者 評 価 追 従 」 の ５ つ の 下

位 因 子 に よ り 構 成 さ れ る 概 念 で あ り ， さ ら に こ れ ら は 他 者 か ら 拒 絶 さ れ

る こ と を 恐 れ る 認 知 的 特 徴 を あ ら わ す 「 拒 絶 に 対 す る 恐 れ 」 と ， 他 者 か

ら 拒 絶 さ れ る こ と を 避 け る た め に 相 手 に 合 わ せ て 行 動 を 選 択 し た り ， そ

う す る こ と を 良 し と 考 え る 傾 向 を あ ら わ す 「 拒 絶 に 対 す る 回 避 的 態 度 」

の ２ つ の 特 徴 に 大 別 さ れ る こ と が 示 さ れ た 。  
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 さ ら に 研 究 2 の 結 果 か ら ， 拒 絶 過 敏 性 や 対 人 ス ト レ ス の 高 さ は 抑 う つ

に 対 し て 十 分 な 予 測 力 を 有 す る こ と が 示 さ れ た 。  

 以 上 の こ と か ら ， 抑 う つ の 発 生 ・ 維 持 を 説 明 す る 際 に は 拒 絶 過 敏 性 と

い っ た 本 人 の 認 知 行 動 的 特 徴 に よ っ て 対 人 ス ト レ ス を 作 り 出 し て い る と

い う ス ト レ ス 生 成 モ デ ル の 視 点 を 取 り 入 れ る こ と で ， 従 来 の 素 因 ス ト レ

ス モ デ ル に よ る 理 解 を 補 完 す る 形 で よ り 精 緻 に 理 解 す る こ と が 可 能 に な

る と 考 え ら れ る 。  

 さ ら に ， 拒 絶 過 敏 性 の な か で も 他 者 か ら 拒 絶 さ れ る こ と に 対 す る 予 期

や 脅 威 と い っ た 認 知 的 な 特 徴 を あ ら わ す 「 拒 絶 に 対 す る 恐 れ 」 が 対 人 ス

ト レ ス と 関 連 を 示 し た こ と は ， Levy  e t  a l .（ 2001） に よ る Rejec t i on  

sens i t iv i ty  mode l に あ る よ う に ， 拒 絶 さ れ る こ と へ の 予 期 が 知 覚 を 高

め る プ ロ セ ス を 支 持 す る 結 果 で あ っ た と 考 え ら れ る 。  

 ま た ， 拒 絶 さ れ る こ と を 避 け る た め に 周 囲 に 合 わ せ る な ど の 予 防 的 対

応 を 取 る 行 動 的 特 徴 や ， そ の よ う な 行 動 を 肯 定 す る 姿 勢 を あ ら わ す 「 拒

絶 に 対 す る 回 避 的 態 度 」 は ， こ の 特 徴 が 高 い こ と に よ っ て 顕 在 的 な ス ト

レ ス と な り う る 出 来 事 を 阻 止 で き る 可 能 性 が あ る こ と か ら 対 人 ス ト レ ス

と は 関 連 し な か っ た が ， 抑 う つ と は 関 連 を 示 し た 。 つ ま り ， 拒 絶 さ れ な

い た め と い う 目 的 で 相 手 に 合 わ せ る 傾 向 の 高 さ は ， 客 観 的 な ス ト レ ッ サ

ー と な る 出 来 事 で は 測 定 し き れ な い ， た と え ば 気 疲 れ と い っ た 潜 在 的 な

対 人 ス ト レ ス を 生 じ さ せ る こ と で 抑 う つ を 高 め る 可 能 性 が 考 え ら れ る 。
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第３章 拒絶に対する恐れが被拒絶場面における

気分に与える影響の検討  
 

 

第１節  本章のねらい  

 

抑 う つ に 影 響 を 与 え る 対 人 ス ト レ ス と し て は ， 「 拒 絶 」 ， 「 軽 蔑 」 ，

「 排 斥 」 な ど さ ま ざ ま な 現 象 が 取 り 上 げ ら れ て い る が ， Leary（ 2001）

は ， こ れ ら に は 「 相 手 が 自 分 と の 関 係 を 低 く 評 価 し た と 捉 え る 」 認 知 的

特 徴 に 共 通 点 が あ る と 指 摘 し ， こ れ ら の 体 験 を ま と め て 拒 絶 体 験 と し て

扱 っ て い る 。 ス ト レ ス に つ い て は ， 客 観 的 に は ネ ガ テ ィ ブ と 判 断 さ れ な

い 出 来 事 で あ っ て も ， 個 人 の 内 側 で ネ ガ テ ィ ブ な 出 来 事 と し て 知 覚 さ れ

れ ば ， そ の 出 来 事 は ス ト レ ス と み な さ れ る こ と が 指 摘 さ れ て い る こ と か

ら （ Cohen  e t  a l . ,  1997  小 杉 監 訳 1999） ， 対 人 関 係 に お け る 出 来 事 の

客 観 的 な 種 類 や 強 度 の み な ら ず ， 拒 絶 さ れ た と 捉 え や す い 個 人 の 特 徴 を

扱 う 必 要 が あ る 。  

拒 絶 過 敏 性 が 高 い 者 は 主 観 的 な 対 人 ス ト レ ス を 多 く 経 験 す る た め ，

抑 う つ を は じ め と し た ス ト レ ス 反 応 を 多 く 生 じ や す い と 考 え ら れ る 。 し

か し な が ら ， 拒 絶 過 敏 性 は パ ー ソ ナ リ テ ィ 特 性 と し て 定 義 さ れ て お り ，

パ ー ソ ナ リ テ ィ と い っ た 個 人 の 特 性 的 側 面 は 変 容 が 困 難 で あ る と さ れ て

い る こ と か ら ， 有 効 な 介 入 方 法 は 提 案 さ れ て こ な か っ た 。 拒 絶 過 敏 性 が

個 人 の 抑 う つ に 与 え る 影 響 に つ い て 理 解 を 深 め ， 心 理 療 法 に お い て 適 切

に 扱 わ れ る た め に は ， 個 人 の あ る 程 度 安 定 的 な 認 知 行 動 的 特 徴 と し て の

拒 絶 過 敏 性 の 高 さ が あ ら わ す 具 体 的 な 現 象 や ， 拒 絶 過 敏 性 が 高 い 者 の 被

拒 絶 場 面 に お け る 認 知 行 動 的 特 徴 に つ い て 記 述 す る こ と が 重 要 で あ る 。  
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第 3 章 で は ， 拒 絶 過 敏 性 の 認 知 行 動 的 特 徴 を 説 明 し た Rejec t i on  

sens i t iv i ty  mode l（ Levy  e t  a l .， 2001） に 基 づ き ， 拒 絶 の 主 観 的 な 体 験

に か か わ る 拒 絶 予 期 ， 拒 絶 知 覚 と い っ た 認 知 的 プ ロ セ ス に つ い て ， 拒 絶

過 敏 性 の 高 い 者 の 特 徴 に つ い て 明 ら か に す る こ と を 目 的 と す る

（ Figure3 -1） 。  

 

 

第２節  Reject ion sensi t iv i ty model の実証的検討【研究３ -１】  

 

第 １ 項  背 景 と 目 的  

 拒 絶 体 験 を 認 知 行 動 的 に 説 明 す る モ デ ル と し て ， Levy  e t  a l .（ 2001）

は ， 「 拒 絶 予 期 が 高 い こ と で 拒 絶 の 手 が か り に 敏 感 に な り ， 拒 絶 を 知 覚

し た 際 の 反 応 が 大 き く ， 一 連 の 拒 絶 体 験 に よ り 次 の 予 期 が 高 く な る 」 循

環 を あ ら わ し た Rejec t i on  sens i t iv i ty  mode l を 提 唱 し て い る 。 こ の モ デ

ル で は ， 拒 絶 体 験 を 拒 絶 予 期 ， 拒 絶 知 覚 と い っ た 認 知 的 要 素 と 反 応 の 3

つ に 分 け ， 過 去 の 拒 絶 経 験 等 に よ り 拒 絶 さ れ る こ と に 対 す る 予 期 が 形 成

さ れ ， そ れ に よ り 拒 絶 の 知 覚 し や す さ や ， 不 適 応 的 な 認 知 ， 感 情 ， 行 動

的 反 応 が 生 じ る こ と に よ り ， さ ら に 次 の 状 況 に お け る 拒 絶 予 期 が 高 ま る

と い う 悪 循 環 に よ り ， 拒 絶 予 期 が 自 己 充 足 的 に 強 化 さ れ る 認 知 的 プ ロ セ

ス が 説 明 さ れ て い る 。 拒 絶 体 験 を こ の 3 要 素 で 捉 え る こ と で ， 拒 絶 過 敏

性 の 高 い 者 の ， 被 拒 絶 場 面 に お け る 特 徴 や ， 過 敏 性 の 亢 進 に つ い て よ り

具 体 的 に 検 討 す る こ と が で き る と 考 え ら れ る 。  

し か し な が ら ， 社 会 心 理 学 の 領 域 で 主 に 検 討 さ れ て き た ， 拒 絶 を テ

ー マ と し た 実 験 的 研 究 で は ， そ の ほ と ん ど に お い て 拒 絶 予 期 は 扱 わ れ て

お ら ず ， 実 験 操 作 に よ り 被 験 者 に 拒 絶 体 験 を さ せ た 上 で 拒 絶 さ れ た 後 の
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F igure3 -1  研 究 3 の 仮 説 モ デ ル  



 第 3 章 拒絶に対する恐れが気分に与える影響  

69 
 

反 応 に つ い て 検 討 を 行 っ て い る 。 脳 画 像 研 究 に お い て は 実 験 に お い て 拒

絶 予 期 に つ い て 言 及 し た 研 究 が あ り ， Somervi l l e ,  Her ther ton ,  &  

Ke l l ey（ 2006） ， Bol l ing ,  P i t ske l ,  Deen ,  James ,  McPart land ,  Mayes ,  

&  Pe lphrey （ 2011 ） ， Kawamoto .  Onoda ,  Nakashima,  Ni t tono ,  

Yamaguc hi ,  &  Ura（ 2012） が 挙 げ ら れ る 。 こ れ ら の 研 究 に お い て は ，

社 会 的 状 況 に お け る 拒 絶 に は 「 公 平 な 扱 い を 受 け る だ ろ う ， 受 容 さ れ る

だ ろ う 」 と い っ た 暗 黙 の 了 解 に 反 す る ， つ ま り 予 期 違 反 の 要 素 が 含 ま れ

る と し ， 排 斥 と 予 期 違 反 を 分 け て 測 定 す る こ と を 目 的 と し て い る 。

Somerv i l l e  e t  a l .（ 2006） に お い て は ， 別 の 参 加 者 と さ れ る 人 物 の 顔 写

真 を 呈 示 し ， そ の 人 物 が 自 分 の こ と を 好 む と 思 う か を 尋 ね ， そ れ に 対 す

る 正 誤 の フ ィ ー ド バ ッ ク を 行 う こ と で ， 予 期 違 反 と 拒 絶 を 分 け て い る 。

Bol l ing  e t  a l .（ 2011） で は ， サ イ バ ー ボ ー ル の 対 照 課 題 と し て サ イ バ

ー シ ェ イ プ 課 題 を 実 施 し て い る 。 サ イ バ ー シ ェ イ プ 課 題 は サ イ バ ー ボ ー

ル と 同 様 3 名 で 行 う ゲ ー ム で あ る が ， ボ ー ル の 代 わ り に シ ェ イ プ （ 図 形 ）

を 用 い ， 一 球 ご と に 変 形 す る 図 形 を ， 受 け 取 っ た ら 図 形 に 対 応 す る 相 手

に 投 げ る 課 題 で あ る 。 予 期 違 反 条 件 に お い て は ， PC プ レ イ ヤ ー が ル ー

ル と は 異 な る 相 手 に 図 形 を 投 げ る こ と で 予 期 違 反 を 体 験 さ せ て い る 。

Kawamoto  e t  a l .（ 2012） で は サ イ バ ー ボ ー ル 課 題 に お い て ， 予 期 に 反

し て ボ ー ル が 多 く 回 っ て く る 過 剰 受 容 条 件 を 設 け て い る 。 し か し な が ら ，

こ れ ら の 研 究 に お い て も 拒 絶 場 面 に お け る 予 期 ， 知 覚 ， 反 応 は 測 定 さ れ

て お ら ず ， Rejec t ion  sens i t i v i ty  mode l を 実 証 し た 研 究 は 見 当 た ら な い 。  

特 に ， 拒 絶 予 期 と 拒 絶 知 覚 に つ い て は ， 先 述 の 脳 画 像 研 究 に お け る

分 析 の 結 果 ， 3 本 と も 排 斥 と 予 期 違 反 は 脳 の 活 動 領 域 が 異 な る と 結 論 付

け て い る 。 具 体 的 に は ， Somerv i l l e  e t  a l .（ 2006） に お い て は 前 部 帯 状

回 背 側 部 が 予 期 違 反 を ， 前 部 帯 状 回 腹 側 部 が 社 会 的 フ ィ ー ド バ ッ ク （ 拒
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絶 ） に 関 連 ， Kawamoto  e t  a l .（ 2012） に お い て は 右 腹 外 側 前 頭 前 皮 質

は 社 会 的 痛 み の 制 御 に ， 前 部 帯 状 回 背 側 部 は 排 斥 の 検 知 に 関 連 す る こ と

が 示 唆 さ れ て い る 。 こ れ ら の こ と か ら ， 拒 絶 過 敏 性 が 高 い 者 に お け る 拒

絶 の 知 覚 し や す さ は 必 ず し も 予 期 違 反 つ ま り 予 期 と 結 果 の 差 異 に よ る 期

待 外 れ に よ る も の で は な く ， 先 行 研 究 に お い て 述 べ ら れ て い る よ う に ，

予 期 が 高 ま る こ と に よ り 拒 絶 の 手 が か り に 敏 感 に な っ て い る 可 能 性 が 考

え ら れ る 。 し か し な が ら ， 予 期 を 測 定 し ， 予 期 が 知 覚 を 高 め る 可 能 性 に

つ い て 実 証 す る 研 究 は 行 わ れ て い な い 。  

そ こ で ， 研 究 3-1 で は ， 実 験 場 面 に お い て 拒 絶 状 況 を 設 定 し ， 設 定 し

た 拒 絶 場 面 に お け る 拒 絶 予 期 ， 拒 絶 知 覚 ， 気 分 反 応 を 測 定 し ， そ れ ら の

関 連 を 明 ら か に す る （ Figure3 -2） 。  

 

第 ２ 項  方 法  

１ ． 対 象 者  

 実 験 参 加 者 は ， 健 常 者 37 名 （ 男 性 12 名 ， 女 性 25 名 ， 19 .32±1 .29

歳 ） で あ っ た 。 参 加 者 に は ， 実 験 参 加 へ の 謝 礼 と し て 1500 円 が 支 払 わ

れ た 。 参 加 者 に 対 し て は ， 実 験 の 詳 細 に つ い て 口 頭 お よ び 書 面 に て 説 明

を 行 い ， 書 面 に て 同 意 を 得 た 。  

２ ． 調 査 材 料  

（ 1）  人 口 統 計 学 デ ー タ ：  性 別 お よ び 年 齢 の 記 入 を 求 め た 。  

（ 2）  気 分 ：  日 本 語 版 Pos i t ive  and  Negat ive  Af fec t  Schedule

（ PANAS； 川 人 ・ 大 塚 ・ 甲 斐 田 ・ 中 田 ， 2011）  

（ 3）  拒 絶 知 覚 ：  「 3 人 に 均 等 に 回 っ た 時 を 33％ と す る と ， 直 前 の

ブ ロ ッ ク で 何 ％ 自 分 に 回 っ て き た と 思 う か 」 に つ い て 整 数 で 回 答 を

求 め た 。   
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F igure3 -2  研 究 3-1 の 仮 説 モ デ ル  
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（ 4）  拒 絶 予 期 ：  「 3 人 に 均 等 に 回 っ た 時 を 33％ と す る と ， 次 の ブ

ロ ッ ク で 何 ％ 自 分 に 回 っ て く る と 思 う か 」 に つ い て 整 数 で 回 答 を 求

め た 。  

（ 5）  被 拒 絶 感 ：  社 会 的 痛 み （ Kawamoto  e t  a l . ,  2012 ;  Wi l l i ams  e t   

a l . ,  2000） 。 （ a） 所 属 感 「 ど の 程 度 拒 絶 さ れ た と 感 じ ま す か 」 ，

（ b） 存 在 意 義 「 人 生 に 意 味 が あ る と ど の 程 度 感 じ ま す か 」 ， （ c）

統 制 感 「 自 分 の 人 生 を コ ン ト ロ ー ル で き る と ど の 程 度 感 じ ま す か 」 ，

（ d） 自 尊 感 情 「 相 手 の 人 か ら あ な た が ど の く ら い 価 値 の あ る 人 間

だ と 思 わ れ て い る と 感 じ ま す か 」 の 4 項 目 に つ い て 9 件 法 で 回 答 を

求 め た 。  

（ 6）  パ ー ソ ナ リ テ ィ テ ス ト ：  NEO-Five  Factor  Inventory（ NEO-

FFI； 下 仲 ・ 中 里 ・ 権 藤 ・ 高 山 ， 1999）  

３ ． 実 験 課 題  

 サ イ バ ー ボ ー ル 課 題 （ Wil l iams ,  2000） を 用 い た 。 参 加 者 に は ， 課 題

を 行 う 相 手 は 別 の 参 加 者 で あ る と 教 示 し た 。 実 際 に は 他 の 参 加 者 は お ら

ず ， 他 の ２ 名 の 動 き は 全 て あ ら か じ め 決 め ら れ て い た 。  

 参 加 者 は ， 左 上 の プ レ イ ヤ ー に ボ ー ル を 投 げ る 時 は 反 応 装 置 の 左 ボ タ

ン を 左 手 の 人 差 し 指 で 押 し ， 右 上 の プ レ イ ヤ に ボ ー ル を 投 げ る と き は 反

応 装 置 の 右 ボ タ ン を 右 手 の 人 差 し 指 で 押 し た 。 ボ ー ル が 飛 ん で い る 時 間

は 1000m s と し ， コ ン ピ ュ ー タ プ レ イ ヤ が 受 け 取 っ て か ら ボ ー ル を 投 げ

る ま で は 500〜 1500ms  間 で ラ ン ダ ム と し た 。 参 加 者 に は ボ ー ル の 動 き

が 確 実 に 止 ま っ て か ら ボ タ ン を 押 す よ う に 教 示 し た 。 ま た ， 投 げ る 相 手

を 固 定 し な い よ う に 教 示 し た 。  

４ ． 実 験 手 順  

 実 験 手 続 き は Eisenberger（ 2003） を 参 考 に し た （ Figure3 -3） 。  
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F igure3 -3  実 験 手 順  

ベースライン質問紙
PANAS，NEO-FFI

Cyberball課題

質問紙
ボールが来る割合

第1ブロック
受容条件

質問紙
ボールが来た・来る割合，社会的痛み，PANAS

NEO-FFI結果交換

第2ブロック
（減少）

質問紙
ボールが来た・来る割合

第3ブロック
排斥条件

質問紙
ボールが来た・来る割合，社会的痛み，PANAS

第4ブロック
（増加）

質問紙
ボールが来た・来る割合，社会的痛み，PANAS

第5ブロック
再受容試行

質問紙
ボールが来た・来る割合，社会的痛み，PANAS
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 参 加 者 は 個 室 に 案 内 さ れ た 。 ま ず 実 験 の 概 要 に つ い て 説 明 が な さ れ た 。

ベ ー ス ラ イ ン の 測 定 と し て ， PANAS へ の 回 答 を 求 め ら れ た 。 そ の 後 ，

一 緒 に 実 験 に 参 加 す る 他 の ２ 名 に 与 え る 情 報 と し て ， （ パ ー ソ ナ リ テ ィ

テ ス ト ） ， お よ び へ の 記 入 を 求 め ら れ た 。 続 い て ， サ イ バ ー ボ ー ル 課 題

を 実 施 し た 。 サ イ バ ー ボ ー ル 課 題 は 全 部 で 5 ブ ロ ッ ク か ら な り ， １ ブ ロ

ッ ク は 約 2 分 間 で あ っ た 。 画 面 上 方 の 左 右 に 他 の ２ 名 の プ レ イ ヤ （ コ ン

ピ ュ ー タ プ レ イ ヤ ） ， 中 央 下 に 参 加 者 が 表 示 さ れ た 。 画 面 右 上 の プ レ イ

ヤ が ど ち ら か の 相 手 に ボ ー ル を 投 げ る こ と で ゲ ー ム が 開 始 し た 。 参 加 者

は ， 反 応 装 置 の ２ つ の ボ タ ン の う ち ど ち ら か を 押 す こ と で ， 対 応 す る 相

手 に ボ ー ル を 投 げ る こ と が で き た 。 サ イ バ ー ボ ー ル は １ ブ ロ ッ ク あ た り

45 回 投 球 さ れ る よ う プ ロ グ ラ ミ ン グ さ れ て お り ， 実 際 に 他 の 参 加 者 が

プ レ イ し て い る と い う 感 覚 を 強 め る た め ， コ ン ピ ュ ー タ プ レ イ ヤ が ボ ー

ル を 受 け 取 っ て か ら 投 げ る ま で の 時 間 は 500〜 1500m s 間 で ラ ン ダ ム と

し た 。 第 １ ブ ロ ッ ク で は ， 参 加 者 に も 均 等 に ボ ー ル が 回 っ て き た （ 受 容

条 件 ） 。 つ ま り ， こ の ブ ロ ッ ク で は ， コ ン ピ ュ ー タ プ レ イ ヤ か ら 参 加 者

へ の 投 球 が 15 球 ， 参 加 者 か ら コ ン ピ ュ ー タ プ レ イ ヤ へ の 投 球 が 15 球 ，

コ ン ピ ュ ー タ プ レ イ ヤ 間 の 投 球 が 15 球 で あ っ た 。 受 容 条 件 終 了 後 ， 参

加 者 に は 他 の ２ 名 に 関 す る 架 空 の 情 報 が 与 え ら れ た 。 第 ２ ブ ロ ッ ク で は ，

参 加 者 に 回 る ボ ー ル が 減 少 し ， コ ン ピ ュ ー タ プ レ イ ヤ か ら 参 加 者 へ の 投

球 が 10 球 ， 参 加 者 か ら コ ン ピ ュ ー タ プ レ イ ヤ へ の 投 球 が 10 球 ， コ ン ピ

ュ ー タ プ レ イ ヤ 間 の 投 球 が 25 球 で あ っ た 。 第 ３ ブ ロ ッ ク で は ， 参 加 者

に ラ ン ダ ム で 6 球 の み ボ ー ル が 回 る よ う 設 定 し た （ 拒 絶 条 件 ） 。 第 ４ ブ

ロ ッ ク で は ， 参 加 者 に 回 る ボ ー ル が 増 加 し ， 第 ２ ブ ロ ッ ク と 同 様 に コ ン

ピ ュ ー タ プ レ イ ヤ か ら 参 加 者 へ の 投 球 が 10 球 ， 参 加 者 か ら コ ン ピ ュ ー

タ プ レ イ ヤ へ の 投 球 が 10 球 ， コ ン ピ ュ ー タ プ レ イ ヤ 間 の 投 球 が 25 球 で
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あ っ た 。 第 ５ ブ ロ ッ ク で は ， 第 １ ブ ロ ッ ク と 同 様 に 参 加 者 に も 均 等 に ボ

ー ル が 回 っ て き た （ 受 容 条 件 ） 。 つ ま り ， コ ン ピ ュ ー タ プ レ イ ヤ か ら 参

加 者 へ の 投 球 が 15 球 ， 参 加 者 か ら コ ン ピ ュ ー タ プ レ イ ヤ へ の 投 球 が 15

球 ， コ ン ピ ュ ー タ プ レ イ ヤ 間 の 投 球 が 15 球 で あ っ た 。 各 ブ ロ ッ ク 間 で

は 直 前 の ブ ロ ッ ク で 自 分 に ボ ー ル が 回 っ て き た 割 合 ， 次 の ブ ロ ッ ク で 自

分 に ボ ー ル が 回 っ て く る 割 合 ， 社 会 的 痛 み ， PANAS に つ い て の 回 答 を

求 め た 。  

 サ イ バ ー シ ェ イ プ 課 題 終 了 後 ， デ ィ ブ リ ー フ ィ ン グ が 行 わ れ た 。  

５ ． 倫 理 審 査  

 本 研 究 は ， 調 査 を 実 施 し た 大 学 （ 承 認 番 号 ： 2013-251） の 倫 理 審 査

委 員 会 に よ り 承 認 を 得 て 実 施 さ れ た 。  

６ ． 分 析 方 法  

 操 作 チ ェ ッ ク と し て ， 排 斥 条 件 後 の 被 拒 絶 感 に 1 と 回 答 し た 者 を 以 降

の 分 析 か ら 除 外 し ， 最 終 的 な 分 析 対 象 者 を 算 出 し た 。 ま ず ， ボ ー ル が 回

っ て き た と 知 覚 さ れ た 割 合 が 気 分 に 影 響 を 与 え る か ど う か を 検 討 す る た

め ， 測 定 時 点 （ 受 容 ， 排 斥 ） を レ ベ ル 1， 個 人 を レ ベ ル 2 と し ， 拒 絶 知

覚 得 点 を 予 測 変 数 ， PANAS の ネ ガ テ ィ ブ ， ポ ジ テ ィ ブ 項 目 の 合 計 得 点

を そ れ ぞ れ 目 的 変 数 と し た 線 形 混 合 モ デ ル に よ る 回 帰 分 析 を 実 施 し た 。

PANAS の ネ ガ テ ィ ブ ， ポ ジ テ ィ ブ 項 目 そ れ ぞ れ の 合 計 得 点 に つ い て ，

拒 絶 知 覚 得 点 の 変 量 効 果 を 算 出 し た 。 次 に ， ボ ー ル が 回 っ て く る 割 合 の

予 期 が 知 覚 に 影 響 を 与 え る か ど う か を 検 討 す る た め ， 各 条 件 （ 受 容 ， 排

斥 ） を レ ベ ル 1， 個 人 を レ ベ ル 2 と し ， 予 期 得 点 を 予 測 変 数 ， 拒 絶 知 覚

の 素 点 か ら 実 際 に 参 加 者 に ボ ー ル が 回 っ た 割 合 を 引 い た 値 で あ る 知 覚 バ

イ ア ス 得 点 を 目 的 変 数 と し た 線 形 混 合 モ デ ル に よ る 回 帰 分 析 を 実 施 し た 。

知 覚 バ イ ア ス 得 点 に つ い て ， 予 期 得 点 の 変 量 効 果 を 算 出 し た 。 続 い て ，
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排 斥 ブ ロ ッ ク に お い て ボ ー ル が 回 っ て き た と 知 覚 さ れ た 割 合 お よ び 気 分

が ， 次 の ブ ロ ッ ク の 予 期 に 与 え る 影 響 を 検 討 す る た め ， 排 斥 ブ ロ ッ ク に

お け る PANAS の ネ ガ テ ィ ブ 得 点 ， ポ ジ テ ィ ブ 得 点 ， お よ び 知 覚 を 予 測

変 数 ， 再 受 容 ブ ロ ッ ク の 予 期 得 点 を 目 的 変 数 と し た ス テ ッ プ ワ イ ズ 法 に

よ る 回 帰 分 析 を 実 施 し た 。  

 

第 ３ 項  結 果  

 排 斥 条 件 に お け る 被 拒 絶 感 が 1 で あ っ た 者 を 分 析 か ら 除 外 し ， 最 終 的

に 31 名 （ 男 性 8 名 ， 女 性 23 名 ， 19 .32±1 .30 歳 ） を 分 析 対 象 と し た 。  

ま ず ， ボ ー ル が 回 っ て き た と 知 覚 さ れ た 割 合 が 気 分 に 影 響 を 与 え る

か ど う か を 検 討 す る た め ， 測 定 時 点 （ 受 容 ， 排 斥 ） を レ ベ ル 1， 個 人 を

レ ベ ル 2 と し ， 拒 絶 知 覚 得 点 を 予 測 変 数 ， PANAS の ネ ガ テ ィ ブ ， ポ ジ

テ ィ ブ 項 目 の 合 計 得 点 を そ れ ぞ れ 目 的 変 数 と し た 線 形 混 合 モ デ ル に よ る

回 帰 分 析 を 実 施 し た 。 PANAS の ネ ガ テ ィ ブ ， ポ ジ テ ィ ブ 項 目 そ れ ぞ れ

の 合 計 得 点 に つ い て ， 拒 絶 知 覚 得 点 の 変 量 効 果 を 算 出 し た （ Table3 -

1） 。 そ の 結 果 ， 拒 絶 知 覚 得 点 は ネ ガ テ ィ ブ 得 点 に 負 の 推 定 値 が 有 意 で

あ っ た （ es t imate  =  0 .39， p  <  .001， 95%CI： 0 . 17  -  0 . 60） 。 次 に ， ボ

ー ル が 回 っ て く る 割 合 の 予 期 が 知 覚 に 影 響 を 与 え る か ど う か を 検 討 す る

た め ， 各 条 件 （ 受 容 ， 排 斥 ） を レ ベ ル 1， 個 人 を レ ベ ル 2 と し ， 予 期 得

点 を 予 測 変 数 ， 拒 絶 知 覚 の 素 点 か ら 実 際 に 参 加 者 に ボ ー ル が 回 っ た 割 合

を 引 い た 値 で あ る 知 覚 バ イ ア ス 得 点 を 目 的 変 数 と し た 線 形 混 合 モ デ ル に

よ る 回 帰 分 析 を 実 施 し た 。 知 覚 バ イ ア ス 得 点 に つ い て ， 予 期 得 点 の 変 量

効 果 を 算 出 し た （ Table3 -2） 。 そ の 結 果 ， 正 の 推 定 値 が 有 意 で あ っ た

（ es t imate  =  0 .30， p  <  .01， 95％ CI： 0 .07  -  0 .52） 。 続 い て ， 排 斥 ブ
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推定値 標準誤差 t

切片 -0.13 0.09 -0.30 - 0.05 -1.41
拒絶予期 0.30 ** 0.11 0.07 - 0.52 2.68

**p  < .01

95%信頼区間

Table3 -2  拒 絶 予 期 が 拒 絶 知 覚 バ イ ア ス に 与 え る

影 響 （ N =  31）  
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ロ ッ ク に お い て ボ ー ル が 回 っ て き た と 知 覚 さ れ た 割 合 お よ び 気 分 が ， 次

の ブ ロ ッ ク の 予 期 に 与 え る 影 響 を 検 討 す る た め ， 排 斥 ブ ロ ッ ク に お け る

PANAS の ネ ガ テ ィ ブ 得 点 ， ポ ジ テ ィ ブ 得 点 ， お よ び 知 覚 を 予 測 変 数 ，

再 受 容 ブ ロ ッ ク の 予 期 得 点 を 目 的 変 数 と し た ス テ ッ プ ワ イ ズ 法 に よ る 回

帰 分 析 を 実 施 し た （ Table3 -3） 。 そ の 結 果 ， 拒 絶 知 覚 得 点 の 重 決 定 係

数 が 有 意 で あ り （ Adjus ted  R 2  =  .18， p  <  .05） ， 標 準 偏 回 帰 係 数 は ，

β  =  0 .46（ p  <  .01） で あ っ た 。 PANAS は ネ ガ テ ィ ブ 気 分 ， ポ ジ テ ィ

ブ 気 分 と も に 標 準 偏 回 帰 係 数 は 有 意 で な か っ た 。  

 

第 ４ 項  考 察  

 研 究 3-1 の 目 的 は ， 被 拒 絶 場 面 に お け る 予 期 ， 知 覚 ， お よ び 気 分 反 応

の 関 連 に つ い て 明 ら か に す る と と も に ， そ れ ら 一 連 の 拒 絶 体 験 が 次 の 状

況 に お け る 予 期 を 高 め る と い っ た 循 環 モ デ ル が 実 証 さ れ る か ど う か に つ

い て 検 討 す る こ と で あ っ た 。  

 分 析 の 結 果 ， 拒 絶 知 覚 と 気 分 の 関 連 に つ い て は ， 拒 絶 知 覚 得 点 が ネ ガ

テ ィ ブ 気 分 を 予 測 す る こ と が 示 さ れ た 。 つ ま り ， 拒 絶 さ れ た と 感 じ た 程

度 が 大 き い ほ ど ， ネ ガ テ ィ ブ 気 分 が 高 い こ と が 明 ら か に さ れ た 。  

ま た ， ボ ー ル が 回 っ て く る 割 合 の 予 期 が 低 い （ 「 次 の ブ ロ ッ ク で 自

分 に ボ ー ル が 回 っ て く る 割 合 が 少 な い だ ろ う 」 と 予 測 す る ） ほ ど ， ボ ー

ル が 回 っ て き た 割 合 を 低 く 知 覚 し や す く な る （ 「 あ ま り ボ ー ル が 回 っ て

こ な か っ た 」 と 感 じ や す く な る ） こ と が 示 さ れ ， 拒 絶 予 期 の 高 さ に よ っ

て 知 覚 に バ イ ア ス が 生 じ る こ と が 明 ら か に さ れ た 。 つ ま り ， 拒 絶 さ れ る

だ ろ う と い う 予 測 が 大 き い ほ ど ， 実 際 に 参 加 者 が 経 験 し た 客 観 的 な 拒 絶

の 程 度 と ， 参 加 者 が 拒 絶 さ れ た と 知 覚 し た 程 度 が 乖 離 す る こ と が 明 ら か

に な っ た 。   
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Table3 -3  排 斥 ブ ロ ッ ク に お け る 拒 絶 知 覚 お よ び 気

分 が 次 の ブ ロ ッ ク の 予 期 に 与 え る 影 響 （ N =  31）  

B 標準誤差

PANAS - ネガティブ

PANAS - ポジティブ

拒絶知覚 1.20 0.43 0.31 - 2.09 0.46 **

R 2 0.21
Adjusted R 2 0.18 **

**p < .01

β95%信頼区間

次のブロックの拒絶予期
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拒 絶 体 験 が 次 の 状 況 に お け る 拒 絶 予 期 に 与 え る 影 響 に つ い て は ， 拒

絶 知 覚 得 点 の み の 影 響 が 示 さ れ ， 排 斥 さ れ た 際 の 気 分 反 応 の 大 き さ は 次

の 状 況 に お け る 拒 絶 予 期 と は 関 連 し な か っ た 。 つ ま り ， 一 度 排 斥 を 知 覚

す る と ， そ の 知 覚 の 程 度 が 大 き い ほ ど 次 の 拒 絶 予 期 が 高 く な る こ と が 示

さ れ た 。  

以 上 の こ と か ら ， 拒 絶 予 期 と 拒 絶 知 覚 は ， 拒 絶 予 期 が 拒 絶 知 覚 を 高

め ， 次 の 状 況 に お け る 予 期 が 高 ま る 循 環 モ デ ル を 取 り ， 拒 絶 知 覚 が 気 分

反 応 に 影 響 を 与 え る こ と が 明 ら か と な っ た 。 Rejec t i on  sens i t iv i ty  

mode l は ， 概 ね 支 持 さ れ た と 考 え ら れ る （ Figure3 -4） 。   
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F igure3 -4  研 究 3-1 に よ り 得 ら れ た 結 果  

Note： 太 線 は 因 果 関 係 が 認 め ら れ た こ と を 示 す  
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第３節  拒絶に対する恐れと Reject ion sensi t iv i ty model の各

構成要素の関連の検討【研究３ -２】  

 

第 １ 項  背 景 と 目 的  

 一 般 的 に 対 人 関 係 に お い て 拒 絶 を 受 け る こ と は 所 属 欲 求 を 阻 害 し ， 健

常 者 を 対 象 と し た 研 究 に お い て も 拒 絶 体 験 は ネ ガ テ ィ ブ 感 情 の 生 起 （ た

と え ば ， Gonsa lkora le  &  Wi l l iams ,  2007 ;  van  Beest  &  Wi l l iams ,  2006）

や 自 尊 感 情 の 低 下 （ た と え ば ， Leary ,  Tambor ,  Terda l ,  &  Downs ,  1995）

な ど を 引 き 起 こ し ， 精 神 的 健 康 を 阻 害 す る こ と が 示 さ れ て い る 。 実 際 に

拒 絶 を 知 覚 し た 程 度 を 測 定 し た 研 究 3-1 に お い て も ， 拒 絶 さ れ た と 知 覚

し た 程 度 が ネ ガ テ ィ ブ 気 分 の 高 さ を 予 測 す る こ と が 示 さ れ た 。  

そ し て こ の よ う な 認 知 的 プ ロ セ ス は ， 拒 絶 過 敏 性 の な か で も そ の 高

次 因 子 で あ る 「 拒 絶 に 対 す る 恐 れ 」 が 高 い 者 に お い て は さ ら に 顕 著 に な

る と 考 え ら れ る 。 Rejec t i on  sens i t iv i ty  mode l に 従 い 拒 絶 体 験 を 拒 絶 予

期 ， 拒 絶 知 覚 ， 反 応 と 記 述 し た 場 合 に ， 拒 絶 に 対 す る 恐 れ の 高 い 者 に お

い て は ， 過 去 の 学 習 歴 に よ り 拒 絶 予 期 が 高 い こ と か ら ， 拒 絶 の 手 が か り

を 知 覚 し や す く な り ， ま た 拒 絶 を 知 覚 し た 際 の 反 応 も 大 き く な る こ と が

予 想 さ れ る 。 そ の 点 に つ い て も 明 ら か に す る た め ， 研 究 3-2 で は ， 個 人

特 性 と し て の 拒 絶 に 対 す る 恐 れ が 高 い 者 と 低 い 者 の 比 較 を 通 し て ， 拒 絶

に 対 す る 恐 れ が 高 い 者 に お け る 拒 絶 体 験 の 特 徴 に つ い て 検 討 す る 。  

 

第 ２ 項  方 法  

１ ． 対 象 者  

 実 験 参 加 者 は ， 健 常 者 37 名 （ 男 性 12 名 ， 女 性 25 名 ， 19 .32±1 .29

歳 ） で あ っ た 。 参 加 者 に は ， 実 験 参 加 へ の 謝 礼 と し て 1500 円 が 支 払 わ
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れ た 。 参 加 者 に 対 し て は ， 実 験 の 詳 細 に つ い て 口 頭 お よ び 書 面 に て 説 明

を 行 い ， 書 面 に て 同 意 を 得 た 。  

２ ． 調 査 材 料  

（ 1）  人 口 統 計 学 デ ー タ ：  性 別 お よ び 年 齢 の 記 入 を 求 め た 。  

（ 2）  拒 絶 過 敏 性 ：  研 究 1 で 作 成 さ れ た 日 本 語 版 IPSM を 使 用 し た 。

全 27 項 目 に つ い て ， 4 件 法 （ 1： 全 然 あ て は ま ら な い ， 2： や や あ て

は ま ら な い ， 3： や や あ て は ま る ， 4： と て も あ て は ま る ） で 回 答 を

求 め た 。  

（ 3）  気 分 ：  日 本 語 版 Pos i t ive  and  Negat ive  Af fec t  Schedule

（ PANAS； 川 人 ・ 大 塚 ・ 甲 斐 田 ・ 中 田 ， 2011）  

（ 4）  拒 絶 知 覚 ：  「 3 人 に 均 等 に 回 っ た 時 を 33％ と す る と ， 直 前 の

ブ ロ ッ ク で 何 ％ 自 分 に 回 っ て き た と 思 う か 」 に つ い て 整 数 で 回 答 を

求 め た 。  

（ 5）  拒 絶 予 期 ：  「 3 人 に 均 等 に 回 っ た 時 を 33％ と す る と ， 次 の ブ

ロ ッ ク で 何 ％ 自 分 に 回 っ て く る と 思 う か 」 に つ い て 整 数 で 回 答 を 求

め た 。  

（ 6）  被 拒 絶 感 ：  社 会 的 痛 み （ Kawamoto  e t  a l . ,  2012 ;  Wi l l i ams  e t  

a l . ,  2000） 。 （ a） 所 属 感 「 ど の 程 度 拒 絶 さ れ た と 感 じ ま す か 」 ，

（ b） 存 在 意 義 「 人 生 に 意 味 が あ る と ど の 程 度 感 じ ま す か 」 ， （ c）

統 制 感 「 自 分 の 人 生 を コ ン ト ロ ー ル で き る と ど の 程 度 感 じ ま す か 」 ，

（ d） 自 尊 感 情 「 相 手 の 人 か ら あ な た が ど の く ら い 価 値 の あ る 人 間

だ と 思 わ れ て い る と 感 じ ま す か 」 の 4 項 目 に つ い て 9 件 法 で 回 答 を

求 め た 。  

（ 7）  パ ー ソ ナ リ テ ィ テ ス ト ：  NEO-Five  Factor  Inventory（ NEO-

FFI； 下 仲 ・ 中 里 ・ 権 藤 ・ 高 山 ， 1999）  
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３ ． 実 験 課 題  

 サ イ バ ー ボ ー ル 課 題 （ Wil l iams ,  2000） を 用 い た 。 参 加 者 に は ， 課 題

を 行 う 相 手 は 別 の 参 加 者 で あ る と 教 示 し た 。 実 際 に は 他 の 参 加 者 は お ら

ず ， 他 の ２ 名 の 動 き は 全 て あ ら か じ め 決 め ら れ て い た 。  

 参 加 者 は ， 左 上 の プ レ イ ヤ ー に ボ ー ル を 投 げ る 時 は 反 応 装 置 の 左 ボ タ

ン を 左 手 の 人 差 し 指 で 押 し ， 右 上 の プ レ イ ヤ に ボ ー ル を 投 げ る と き は 反

応 装 置 の 右 ボ タ ン を 右 手 の 人 差 し 指 で 押 し た 。 ボ ー ル が 飛 ん で い る 時 間

は 1000m s と し ， コ ン ピ ュ ー タ プ レ イ ヤ が 受 け 取 っ て か ら ボ ー ル を 投 げ

る ま で は 500〜 1500ms  間 で ラ ン ダ ム と し た 。 参 加 者 に は ボ ー ル の 動 き

が 確 実 に 止 ま っ て か ら ボ タ ン を 押 す よ う に 教 示 し た 。 ま た ， 投 げ る 相 手

を 固 定 し な い よ う に 教 示 し た 。  

４ ． 実 験 手 順  

 実 験 手 続 き は Eisenberger（ 2003） に 基 づ い た （ Figure3 -5） 。  

 参 加 者 は 個 室 に 案 内 さ れ た 。 ま ず 実 験 の 概 要 に つ い て 説 明 が な さ れ た 。

ベ ー ス ラ イ ン の 測 定 と し て ， IPSM， PANAS へ の 回 答 を 求 め ら れ た 。 そ

の 後 ， 一 緒 に 実 験 に 参 加 す る 他 の ２ 名 に 与 え る 情 報 と し て ， （ パ ー ソ ナ

リ テ ィ テ ス ト ） ， お よ び へ の 記 入 を 求 め ら れ た 。 続 い て ， サ イ バ ー ボ ー

ル 課 題 を 実 施 し た 。 サ イ バ ー ボ ー ル 課 題 は 全 部 で 5 ブ ロ ッ ク か ら な り ，

１ ブ ロ ッ ク は 約 2 分 間 で あ っ た 。 画 面 上 方 の 左 右 に 他 の ２ 名 の プ レ イ ヤ

（ コ ン ピ ュ ー タ プ レ イ ヤ ） ， 中 央 下 に 参 加 者 が 表 示 さ れ た 。 画 面 右 上 の

プ レ イ ヤ が ど ち ら か の 相 手 に ボ ー ル を 投 げ る こ と で ゲ ー ム が 開 始 し た 。

参 加 者 は ， 反 応 装 置 の ２ つ の ボ タ ン の う ち ど ち ら か を 押 す こ と で ， 対 応

す る 相 手 に ボ ー ル を 投 げ る こ と が で き た 。 サ イ バ ー ボ ー ル は １ ブ ロ ッ ク

あ た り 45 回 投 球 さ れ る よ う プ ロ グ ラ ミ ン グ さ れ て お り ， 実 際 に 他 の 参

加 者 が プ レ イ し て い る と い う 感 覚 を 強 め る た め ， コ ン ピ ュ ー タ プ レ イ ヤ
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F igure3 -5  実 験 手 順  

ベースライン質問紙
IPSM, PANAS，NEO-FFI

Cyberball課題

質問紙
ボールが来る割合

第1ブロック
受容条件

質問紙
ボールが来た・来る割合，社会的痛み，PANAS

NEO-FFI結果交換

第2ブロック
（減少）

質問紙
ボールが来た・来る割合

第3ブロック
排斥条件

質問紙
ボールが来た・来る割合，社会的痛み，PANAS

第4ブロック
（増加）

質問紙
ボールが来た・来る割合，社会的痛み，PANAS

第5ブロック
再受容試行

質問紙
ボールが来た・来る割合，社会的痛み，PANAS
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が ボ ー ル を 受 け 取 っ て か ら 投 げ る ま で の 時 間 は 500〜 1500ms 間 で ラ ン

ダ ム と し た 。 第 １ ブ ロ ッ ク で は ， 参 加 者 に も 均 等 に ボ ー ル が 回 っ て き た

（ 受 容 条 件 ） 。 つ ま り ， こ の ブ ロ ッ ク で は ， コ ン ピ ュ ー タ プ レ イ ヤ か ら

参 加 者 へ の 投 球 が 15 球 ， 参 加 者 か ら コ ン ピ ュ ー タ プ レ イ ヤ へ の 投 球 が

15 球 ， コ ン ピ ュ ー タ プ レ イ ヤ 間 の 投 球 が 15 球 で あ っ た 。 受 容 条 件 終 了

後 ， 参 加 者 に は 他 の ２ 名 に 関 す る 架 空 の 情 報 が 与 え ら れ た 。 第 ２ ブ ロ ッ

ク で は ， 参 加 者 に 回 る ボ ー ル が 減 少 し ， コ ン ピ ュ ー タ プ レ イ ヤ か ら 参 加

者 へ の 投 球 が 10 球 ， 参 加 者 か ら コ ン ピ ュ ー タ プ レ イ ヤ へ の 投 球 が 10 球 ，

コ ン ピ ュ ー タ プ レ イ ヤ 間 の 投 球 が 25 球 で あ っ た 。 第 ３ ブ ロ ッ ク で は ，

参 加 者 に ラ ン ダ ム で 6 球 の み ボ ー ル が 回 る よ う 設 定 し た （ 拒 絶 条 件 ） 。

第 ４ ブ ロ ッ ク で は ， 参 加 者 に 回 る ボ ー ル が 増 加 し ， 第 ２ ブ ロ ッ ク と 同 様

に コ ン ピ ュ ー タ プ レ イ ヤ か ら 参 加 者 へ の 投 球 が 10 球 ， 参 加 者 か ら コ ン

ピ ュ ー タ プ レ イ ヤ へ の 投 球 が 10 球 ， コ ン ピ ュ ー タ プ レ イ ヤ 間 の 投 球 が

25 球 で あ っ た 。 第 ５ ブ ロ ッ ク で は ， 第 １ ブ ロ ッ ク と 同 様 に 参 加 者 に も

均 等 に ボ ー ル が 回 っ て き た （ 受 容 条 件 ） 。 つ ま り ， コ ン ピ ュ ー タ プ レ イ

ヤ か ら 参 加 者 へ の 投 球 が 15 球 ， 参 加 者 か ら コ ン ピ ュ ー タ プ レ イ ヤ へ の

投 球 が 15 球 ， コ ン ピ ュ ー タ プ レ イ ヤ 間 の 投 球 が 15 球 で あ っ た 。 各 ブ ロ

ッ ク 間 で は 直 前 の ブ ロ ッ ク で 自 分 に ボ ー ル が 回 っ て き た 割 合 ， 次 の ブ ロ

ッ ク で 自 分 に ボ ー ル が 回 っ て く る 割 合 ， 社 会 的 痛 み ， PANAS に つ い て

の 回 答 を 求 め た 。  

 サ イ バ ー シ ェ イ プ 課 題 終 了 後 ， デ ィ ブ リ ー フ ィ ン グ が 行 わ れ た 。  

５ ． 倫 理 審 査  

 本 研 究 は ， 調 査 を 実 施 し た 大 学 （ 承 認 番 号 ： 2013-251） の 倫 理 審 査

委 員 会 に よ り 承 認 を 得 て 実 施 さ れ た 。  

６ ． 分 析 方 法  
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 操 作 チ ェ ッ ク と し て ， 排 斥 条 件 後 の 被 拒 絶 感 に 1 と 回 答 し た 者 を 以 降

の 分 析 か ら 除 外 し ， 最 終 的 な 分 析 対 象 者 を 算 出 し た 。 ま ず ， 拒 絶 に 対 す

る 恐 れ の 合 計 得 点 の 平 均 値 を 基 準 に ， 2 群 に 分 け た （ 拒 絶 に 対 す る 恐 れ

高 群 ， 低 群 ） 。 次 に ， 拒 絶 に 対 す る 恐 れ の 高 低 で 気 分 に 差 異 が 認 め ら れ

る か ど う か を 検 討 す る た め ， 群 （ 高 群 ， 低 群 ） お よ び 条 件 （ 受 容 ， 排 斥 ）

を 独 立 変 数 ， ポ ジ テ ィ ブ お よ び ネ ガ テ ィ ブ 気 分 の 合 計 得 点 を そ れ ぞ れ 従

属 変 数 と し た 二 要 因 分 散 分 析 を 実 施 し た 。 続 い て ， 交 互 作 用 ま た は 群 の

主 効 果 が 認 め ら れ た 変 数 を 目 的 変 数 ， 拒 絶 に 対 す る 恐 れ の 各 下 位 因 子 得

点 を ス テ ッ プ 1， 拒 絶 知 覚 得 点 を ス テ ッ プ 2 に 投 入 し た ス テ ッ プ ワ イ ズ

法 に よ る 階 層 的 重 回 帰 分 析 を 実 施 し た 。 次 に ， 拒 絶 に 対 す る 恐 れ の 高 低

で 拒 絶 知 覚 お よ び 次 の ブ ロ ッ ク の 拒 絶 予 期 に 差 異 が 認 め ら れ る か ど う か

を 検 討 す る た め ， 群 （ 高 群 ， 低 群 ） お よ び 条 件 （ 受 容 ， 排 斥 ） を 独 立 変

数 ， 拒 絶 知 覚 得 点 お よ び 次 の ブ ロ ッ ク の 拒 絶 予 期 得 点 を そ れ ぞ れ 従 属 変

数 と し た 二 要 因 分 散 分 析 を 実 施 し た 。 続 い て ， 交 互 作 用 ま た は 群 の 主 効

果 が 認 め ら れ た 変 数 を 目 的 変 数 ， 拒 絶 に 対 す る 恐 れ の 各 下 位 因 子 得 点 を

ス テ ッ プ 1， 拒 絶 知 覚 得 点 を ス テ ッ プ 2 に 投 入 し た ス テ ッ プ ワ イ ズ 法 に

よ る 階 層 的 重 回 帰 分 析 を 実 施 し た 。  

 

第 ３ 項  結 果  

 排 斥 条 件 に お け る 被 拒 絶 感 が 1 で あ っ た 者 を 分 析 か ら 除 外 し ， 最 終

的 に 31 名 （ 男 性 8 名 ， 女 性 23 名 ， 19 .32±1 .30 歳 ） を 分 析 対 象 と し

た 。 記 述 統 計 を Table3 -4 に 示 す 。 ま ず ， 拒 絶 に 対 す る 恐 れ の 合 計 得 点

の 平 均 値 を 基 準 に ， 2 群 に 分 け た （ 拒 絶 に 対 す る 恐 れ 高 群 ， 低 群 ） 。 次

に ， 拒 絶 に 対 す る 恐 れ の 高 低 で 気 分 に 差 異 が 認 め ら れ る か ど う か を 検 討

す る た め ， 群 （ 高 群 ， 低 群 ） お よ び 条 件 （ 受 容 ， 排 斥 ） を 独 立 変 数 ， ポ  
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ジ テ ィ ブ お よ び ネ ガ テ ィ ブ 気 分 の 合 計 得 点 を そ れ ぞ れ 従 属 変 数 と し た 二

要 因 分 散 分 析 を 実 施 し た （ Table3 -5） 。 そ の 結 果 ， ネ ガ テ ィ ブ 気 分 に

つ い て は 群 の 主 効 果 が 有 意 で あ り （ F =  6 .19 ,  p  <  .05） ， 高 群 に お い て

有 意 に ネ ガ テ ィ ブ 気 分 が 高 か っ た 。 続 い て ， 群 の 主 効 果 が 認 め ら れ た ネ

ガ テ ィ ブ 気 分 に つ い て ， ネ ガ テ ィ ブ 気 分 を 目 的 変 数 ， 拒 絶 に 対 す る 恐 れ

の 各 下 位 因 子 得 点 を ス テ ッ プ 1， 拒 絶 知 覚 得 点 を ス テ ッ プ 2 に 投 入 し た

ス テ ッ プ ワ イ ズ 法 に よ る 階 層 的 重 回 帰 分 析 を 実 施 し た （ Table3 -6） 。

重 決 定 係 数 が 有 意 で あ り （ Adjus ted  R 2  =  0 .21 ,  p  <  .01） ， 拒 絶 に 対 す

る 恐 れ の う ち 「 社 会 的 自 己 像 と 真 の 自 己 像 の 不 一 致 」 が ネ ガ テ ィ ブ 気 分

を 有 意 に 予 測 す る こ と が 示 さ れ た （ β = 0 .49 ,  p  <  .01） 。 次 に ， 拒 絶 に

対 す る 恐 れ の 高 低 で 拒 絶 知 覚 お よ び 次 の ブ ロ ッ ク の 拒 絶 予 期 に 差 異 が 認

め ら れ る か ど う か を 検 討 す る た め ， 群 （ 高 群 ， 低 群 ） お よ び 条 件 （ 受

容 ， 排 斥 ） を 独 立 変 数 ， 拒 絶 知 覚 得 点 お よ び 次 の ブ ロ ッ ク の 拒 絶 予 期 得

点 を そ れ ぞ れ 従 属 変 数 と し た 二 要 因 分 散 分 析 を 実 施 し た （ Table3 -

7） 。 そ の 結 果 ， 次 の ブ ロ ッ ク の 拒 絶 予 期 に つ い て 交 互 作 用 が 有 意 で あ

り ， 単 純 主 効 果 の 検 定 の 結 果 ， 排 斥 ブ ロ ッ ク 後 の ブ ロ ッ ク に お け る 拒 絶

予 期 に つ い て ， 低 群 と 比 較 し て 高 群 が 有 意 に 高 い こ と が 示 さ れ た （ F =  

6 .77 ,  p  <  .05） 。 続 い て ， 次 の ブ ロ ッ ク の 拒 絶 予 期 に つ い て ， 次 の ブ ロ

ッ ク の 拒 絶 予 期 得 点 を 目 的 変 数 ， 拒 絶 に 対 す る 恐 れ の 各 下 位 因 子 を ス テ

ッ プ 1， 拒 絶 知 覚 得 点 を ス テ ッ プ 2 に 投 入 し た ス テ ッ プ ワ イ ズ 法 に よ る

階 層 的 重 回 帰 分 析 を 実 施 し た （ Table3 -8） 。 重 決 定 係 数 が 有 意 で あ り

（ Adjusted  R 2  =  0 .21 ,  p  <  .01） ， 拒 絶 知 覚 （ β = 0 .33 ,  p  <  . 05） お よ

び ， 拒 絶 に 対 す る 恐 れ の う ち 「 社 会 的 自 己 像 と 真 の 自 己 像 の 不 一 致 」 が

次 の ブ ロ ッ ク の 拒 絶 予 期 得 点 を 有 意 に 予 測 す る こ と が 示 さ れ た （ β = 

0 .43 ,  p  <  .01） 。   
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受容 排斥 受容 排斥 F

M 23.18 29.06 17.43 24.36 6.19 * 26.20 *** 0.18
SD 6.05 8.41 5.42 6.57
M 33.65 28.82 31.21 26.64 0.56 15.35 *** 0.01
SD 8.60 10.16 9.50 8.31

群

F
条件

F
PANAS
ネガティブ

PANAS
ポジティブ

***p <.001, *p <.05

拒絶に対する恐れ
主効果

高群　(N =17) 低群　(N =14) 交互作用

Table3 -5  拒 絶 に 対 す る 恐 れ の 高 低 に よ る 気 分 の 差 異 （ N =  31）  
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４ ． 考 察  

 研 究 3-2 の 目 的 は ， 拒 絶 に 対 す る 恐 れ の 傾 向 が 高 い 者 ほ ど ， 拒 絶 場 面  

に お け る 拒 絶 の 予 期 ， 知 覚 ， 反 応 の 程 度 が 大 き い だ ろ う と い う 仮 説 に つ

い て 検 討 す る こ と で あ っ た 。  

 分 析 の 結 果 ， ま ず ， 条 件 に か か わ ら ず ， 拒 絶 過 敏 性 の 高 次 因 子 で あ る

「 拒 絶 に 対 す る 恐 れ 」 の 傾 向 が 高 い 者 ほ ど 課 題 中 を 通 し て ネ ガ テ ィ ブ 気

分 が 高 い こ と が 示 さ れ た 。 ま た ， 拒 絶 に 対 す る 恐 れ の な か で も 特 に ，

「 社 会 的 自 己 像 と 真 の 自 己 像 の 不 一 致 」 因 子 が ネ ガ テ ィ ブ 気 分 に 影 響 を

与 え る こ と が 示 さ れ た こ と か ら ， 相 手 か ら 拒 絶 さ れ な い た め に ， 本 当 の

自 己 を 抑 え て 相 手 の 望 む 自 己 を 振 る 舞 う 傾 向 が 高 い 者 ほ ど ， 少 な く と も

社 会 的 状 況 に お け る ネ ガ テ ィ ブ 気 分 が 高 い こ と が 考 え ら れ る 。 次 に ， 拒

絶 知 覚 に つ い て は ， 拒 絶 に 対 す る 恐 れ の 高 低 に よ る 差 異 は 認 め ら れ な か

っ た 。 こ の 点 に つ い て は ， 研 究 3-1 に お い て 拒 絶 知 覚 は 拒 絶 予 期 の 影 響

を 受 け る こ と が 示 さ れ て い る こ と か ら ， 拒 絶 に 対 す る 恐 れ は 拒 絶 予 期 を

高 め る こ と で ， 間 接 的 に 拒 絶 知 覚 に 影 響 を 与 え て い る 可 能 性 が 考 え ら れ

る 。 続 い て ， 拒 絶 予 期 に つ い て は ， 拒 絶 に 対 す る 恐 れ が 高 い 者 は 低 い 者

と 比 較 し て ， 排 斥 条 件 の 次 の ブ ロ ッ ク に お け る 拒 絶 予 期 が 高 い こ と が 示

さ れ た 。 ま た ， 拒 絶 を 経 験 し た 後 の 拒 絶 予 期 は ， 拒 絶 に 対 す る 恐 れ の な

か で も 「 社 会 的 自 己 像 と 真 の 自 己 像 の 不 一 致 」 因 子 と ， 拒 絶 知 覚 の 影 響

を 受 け る こ と が 示 さ れ た 。 つ ま り ， 先 述 の よ う に ， 拒 絶 さ れ な い た め に

本 当 の 自 己 を 抑 え て 相 手 の 望 む 自 己 を 振 る 舞 う 傾 向 や ， 拒 絶 さ れ た と 感

じ た 程 度 が 高 い ほ ど ， 次 の 状 況 に お い て 「 拒 絶 さ れ る だ ろ う 」 と 感 じ や

す く な る こ と が 示 唆 さ れ た 。  

こ れ ら の こ と か ら ， 拒 絶 に 対 す る 恐 れ が 高 い 者 は ネ ガ テ ィ ブ 気 分 が

高 い こ と ， そ し て 一 度 拒 絶 を 経 験 し た 場 合 に は そ の 後 の 状 況 に お け る 拒
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絶 予 期 が 高 ま り や す い こ と が 示 さ れ た 。  

 

 

第４節  本章のまとめ  

 研 究 3-1 に よ っ て ， 拒 絶 さ れ る だ ろ う と い う 予 期 が 高 い ほ ど 拒 絶 を 表

す 手 が か り に 敏 感 に な り ， 拒 絶 さ れ た と 感 じ る ほ ど 次 の 状 況 に お け る 拒

絶 予 期 が 高 ま る と い う 悪 循 環 ， さ ら に 拒 絶 さ れ た と 感 じ る ほ ど ネ ガ テ ィ

ブ 気 分 が 高 く な る こ と が 明 ら か と な っ た 。 さ ら に ， 研 究 3-2 に お い て 拒

絶 過 敏 性 の 高 次 因 子 で あ る 「 拒 絶 に 対 す る 恐 れ 」 の 高 さ を 考 慮 し た 場 合

に は ， 拒 絶 を 知 覚 し た 際 の ネ ガ テ ィ ブ 気 分 は ， 拒 絶 知 覚 の 程 度 に よ ら ず ，

拒 絶 に 対 す る 恐 れ の 高 さ に よ っ て 予 測 さ れ る こ と が 示 さ れ た 。 つ ま り ，

拒 絶 に 対 す る 恐 れ が 高 い 者 に お い て も ， 排 斥 さ れ る 可 能 性 を 積 極 的 に 想

定 し て い な い 状 況 で は ， 予 期 や 知 覚 と い っ た 認 知 的 な 特 徴 に は 違 い が 認

め ら れ ず ， そ の 状 況 や 相 手 か ら 一 度 排 斥 さ れ る な ど に よ っ て 潜 在 的 な 拒

絶 や 排 斥 の 可 能 性 を 認 識 し た 場 合 に お い て ， 拒 絶 予 期 が 高 ま り や す く ，

間 接 的 に 拒 絶 を 知 覚 し や す く な る 可 能 性 が 考 え ら れ る 。 ま た ， 拒 絶 に 対

す る 恐 れ を 考 慮 し た 場 合 に は 拒 絶 知 覚 が ネ ガ テ ィ ブ 気 分 を 予 測 し な か っ

た こ と か ら ， 拒 絶 を 知 覚 さ え す れ ば ， そ の 程 度 の 大 小 に か か わ ら ず ， 社

会 的 状 況 に お い て 本 来 の 自 己 を 抑 え て 相 手 に と っ て 望 ま し い で あ ろ う 自

己 を 振 る 舞 う 傾 向 の 高 い 者 ほ ど 高 い ネ ガ テ ィ ブ 気 分 を 感 じ る と 考 え ら れ

る 。 ま た ， そ の よ う な 特 徴 が 高 く ， 拒 絶 さ れ た と 感 じ た 程 度 が 大 き い ほ

ど ， 次 の 状 況 に お い て 拒 絶 さ れ る 可 能 性 を 高 く 見 積 も る こ と が 明 ら か に

な っ た 。 こ れ ら の 結 果 か ら ， 拒 絶 に 対 す る 恐 れ は ， Figure3 -6 の よ う に ，

Rejec t i on  sens i t iv i ty  mode l を 構 成 す る 各 要 素 と 関 連 す る こ と が 示 唆 さ

れ た 。   
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  F igure3 -6  研 究 3 に よ り 得 ら れ た 結 果  

Note： 太 線 は 因 果 関 係 が 認 め ら れ た こ と を 示 す  
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第４章 拒絶に対する回避的態度が気分に与える

影響の検討  
 

 

第１節  本章のねらい  

 先 行 研 究 に よ り ， 拒 絶 を 知 覚 し た 後 に 行 わ れ る 行 動 に つ い て は ，

健 常 者 を 対 象 と し た 先 行 研 究 に よ り 検 討 さ れ て き た 。 そ の 中 で は ， 社 会

的 再 結 合 仮 説 と し て ， 新 た な 他 者 と の 関 係 形 成 に 対 す る 動 機 づ け が 高 ま

る こ と が 示 さ れ て い る （ Maner  e t  a l . ,  2007） 。 そ の 他 に も ， 拒 絶 を 経

験 し た あ と に 所 属 欲 求 を 満 た し ， 受 容 を 導 く た め の 行 動 と し て ， 自 己 の

利 益 よ り も 相 手 や 相 手 と の 関 係 性 の 利 益 を 優 先 す る 「 関 係 志 向 的 行 動 」 ，

好 意 の 獲 得 の た め に 自 分 の 意 見 や 行 動 を 他 者 に 合 わ せ る 「 同 調 行 動 」 ，

他 者 と の 円 滑 な 相 互 作 用 を 可 能 に す る た め 「 行 動 模 倣 」 の 3 つ が 挙 げ ら

れ ， 健 常 者 に お い て も 拒 絶 を 知 覚 し た 後 に は 他 者 か ら の 受 容 を 促 進 す る

よ う な 行 動 が 導 か れ る こ と が 明 ら か に な っ て い る （ 例 え ば ， Maner  e t  

a l . ,  2007， 宮 崎 ・ 池 上 ， 2011） 。 特 に ， 関 係 志 向 的 行 動 に つ い て は ，

そ の 相 手 と の 関 係 性 へ の 愛 着 ， 関 係 性 へ の 長 期 的 な 展 望 ， 関 係 性 継 続 の

意 図 か ら な る ， 関 係 性 へ の コ ミ ッ ト メ ン ト が 強 い ほ ど ， 相 手 か ら の 拒 絶

に 対 し て 関 係 志 向 的 行 動 を 取 り や す い こ と が 報 告 さ れ て お り （ Rusbul t ,  

Vere t te ,  Whi tney ,  S lov ik ,  &  L ipkus ,  1991） ， 同 じ 拒 絶 で あ っ て も ， そ

の 相 手 と の 関 係 性 が 親 密 で あ る か ど う か に よ っ て 異 な る と 考 え ら れ る 。

実 際 に ， 実 験 に お い て 初 対 面 の 見 知 ら ぬ 相 手 か ら 拒 絶 さ れ た 場 合 に は ，

相 手 に 対 し て 攻 撃 行 動 を 行 い や す い こ と が 示 さ れ て い る （ Buckley ,  

Winke l ,  &  Leary ,  2004） 。  

こ こ で ， 拒 絶 過 敏 性 が 高 い 者 の 特 徴 と し て は ， 客 観 的 に 拒 絶 と 捉 え
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ら れ る 状 況 だ け で な く と も 主 観 的 な 判 断 に よ り 気 分 の 落 ち 込 み や さ ま ざ

ま な 認 知 的 ・ 行 動 的 反 応 が 生 起 す る と い わ れ て い る 。 そ の た め ， 拒 絶 過

敏 性 が 高 い 者 に お い て は ， た だ 主 観 的 な 拒 絶 体 験 を 多 く 積 み 続 け る わ け

で は な く ， 拒 絶 さ れ る 可 能 性 の あ る 社 会 的 状 況 に お い て ， 拒 絶 を 避 け る

た め の 方 略 と し て 上 記 の よ う な 行 動 （ 拒 絶 阻 止 の 行 動 ） を 予 防 的 に 選 択

す る よ う に な る 可 能 性 が 考 え ら れ る 。 し か し な が ら ， 拒 絶 阻 止 の 行 動 を

扱 っ た 研 究 は 見 当 た ら な い 。 拒 絶 阻 止 の 行 動 は ， 相 手 に 拒 絶 さ れ な い

（ ま た は 受 容 さ れ る ） こ と を 目 的 と す る こ と か ら ， 客 観 的 に は 向 社 会

的 ・ 適 応 的 で あ る 一 方 で ， 行 動 の 選 択 基 準 が 個 人 の 推 察 す る 相 手 の 意 見

に あ る た め ， 自 己 の 意 見 や 感 情 を 抑 制 す る 形 で 選 択 さ れ た 行 動 が 多 い 場

合 に は ， 個 人 内 で 気 疲 れ や ス ト レ ス を 感 じ る 可 能 性 が 考 え ら れ る 。 ま た ，

拒 絶 阻 止 の 行 動 は ， 拒 絶 過 敏 性 の 低 い 者 に お い て も 認 め ら れ う る が ， 拒

絶 過 敏 性 の う ち そ の 高 次 因 子 で あ る 「 拒 絶 に 対 す る 回 避 的 態 度 」 の 高 い

者 に お い て 特 に 多 く 認 め ら れ る 行 動 的 特 徴 で あ る と 考 え ら れ る 。 そ こ で ，

研 究 4 で は ， 拒 絶 阻 止 の 行 動 を 「 拒 絶 を 予 期 し た 状 況 下 で ， 拒 絶 を 阻 止

す る と い う 意 図 を 持 っ て 選 択 さ れ た 行 動 」 と 定 義 し ， ま ず そ の 種 類 に つ

い て 検 討 す る 。 そ の 上 で ， 収 集 し た 行 動 の 生 起 頻 度 と 気 分 の 関 連 に つ い

て 明 ら か に す る 。 さ ら に ， 拒 絶 に 対 す る 回 避 的 態 度 の 高 低 に よ っ て ， 拒

絶 阻 止 の 行 動 の 生 起 頻 度 に 差 が 認 め ら れ る か ど う か に つ い て も 検 討 す る 。

研 究 4 の 仮 説 モ デ ル を Figure4 -1 に 示 す 。  

 

 

第２節  拒絶阻止の行動の種類の検討【研究４ -１】  

 

第 １ 項  背 景 と 目 的  
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Figure4 -1  研 究 4 の 仮 説 モ デ ル  
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 拒 絶 阻 止 の 行 動 は ， 短 期 的 に は 向 社 会 的 な 行 動 で あ り ， 相 手 か ら 拒 絶

さ れ に く い ， あ る い は 気 に 入 ら れ る と い っ た 良 い 結 果 が 得 ら れ る 可 能 性

も あ る が ， そ れ と 同 時 に 気 疲 れ ， 自 分 を 偽 ら な け れ ば な ら な い と い っ た

葛 藤 や 不 全 感 が 生 じ る こ と か ら ， こ の よ う な 対 人 ス ト レ ス の 長 期 的 な 蓄

積 が 抑 う つ に 影 響 を 与 え て い る こ と が 考 え ら れ る 。 し か し な が ら ， 拒 絶

場 面 に お け る 認 知 行 動 的 特 徴 を 記 述 し た Rejec t i on  sens i t iv i ty  mode l は ，

拒 絶 体 験 を す る こ と で 次 の 状 況 に お け る 予 期 が 高 ま り ， 拒 絶 の 手 が か り

に 敏 感 に な る と い う ， 拒 絶 過 敏 性 の 自 己 充 足 的 強 化 を 説 明 す る モ デ ル で

あ り ， 拒 絶 が 予 期 さ れ る 状 況 に お い て 上 記 の よ う な 拒 絶 を 避 け る た め の

行 動 に つ い て は 言 及 さ れ て い な い 。 こ れ ま で 拒 絶 阻 止 の 行 動 を 扱 っ た 研

究 は 認 め ら れ ず ， そ の た め 拒 絶 阻 止 の 行 動 の 種 類 や 頻 度 ， 気 分 の 変 化 に

つ い て も 明 ら か に さ れ て い な い 。 そ こ で ， ま ず は 拒 絶 を 予 期 す る 場 面 を

設 定 し ， 拒 絶 さ れ る こ と を 避 け る た め の 行 動 の 内 容 を 検 討 す る 。  

 

第 ２ 項  方 法  

１ ． 対 象 者  

 健 常 者 32 名 （ 男 性 10 名 ， 女 性 22 名 ， 平 均 年 齢 18 .81 歳 ， SD=0.74）  

２ ． 調 査 材 料  

互 い の 短 所 に つ い て の 会 話 後 ， 「 会 話 中 ， 自 分 が 傷 つ か な い た め に

（ 相 手 か ら ひ ど い こ と を 言 わ れ な い た め に ） 意 識 し た り 工 夫 し た 点 が あ

れ ば お 書 き く だ さ い 」 と 教 示 し ， 自 由 記 述 に よ る 回 答 を 求 め た 。  

３ ． 実 験 手 順  

 実 験 手 続 き は 木 村 （ 2005； 2010； 2012） お よ び 中 島 （ 2014） を 参 考

に し た 。 友 人 同 士 の 被 験 者 が ， 互 い の 短 所 に つ い て 5 分 間 の 会 話 を 行 っ

た 。 会 話 後 に 自 由 記 述 に よ る 質 問 紙 を 実 施 し た 。  
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４ ． 倫 理 審 査  

 本 研 究 は ， 早 稲 田 大 学 人 を 対 象 と す る 研 究 に 関 す る 倫 理 審 査 委 員 会

（ 承 認 番 号 ： 2014-283） に よ り 承 認 を 得 て 実 施 さ れ た 。  

５ ． 分 析 方 法  

 得 ら れ た 回 答 か ら ， 拒 絶 阻 止 の 行 動 の 定 義 に 則 り ， 「 意 図 的 」 か つ ，

「 客 観 的 な 評 価 が 可 能 」 ， 「 能 動 的 」 な 顕 在 行 動 を あ ら わ し た 項 目 を 収

集 し ， 条 件 を 満 た さ な い 回 答 は 以 降 の 分 析 か ら 除 外 し た 。 拒 絶 阻 止 の 行

動 の 種 類 に つ い て 整 理 す る た め ， 臨 床 心 理 学 を 専 攻 す る 大 学 院 生 お よ び

大 学 生 の 計 3 名 で ， KJ 法 （ 川 喜 田 ， 1967） に よ る 評 定 を 実 施 し た 。  

 

第 ３ 項  結 果 ・ 考 察  

 研 究 4-1 の 目 的 は ， 拒 絶 阻 止 の 行 動 の 項 目 を 収 集 し ， そ の 種 類 を 明 ら

か に す る こ と で あ っ た 。  

 自 由 記 述 に よ り 得 ら れ た 112 項 目 を ， 臨 床 心 理 学 を 専 攻 す る 大 学 院 生

お よ び 大 学 生 計 3 名 が KJ 法 に て 分 類 し た （ Table4 -1） 。 最 終 的 に ，

「 う な ず く 」 ， 「 ジ ェ ス チ ャ ー を 積 極 的 に 用 い る 」 ， 「 声 を あ げ て 笑

う 」 ， か ら な る 「 非 言 語 項 目 」 ， 「 あ い づ ち を 打 つ 」 ， 「 自 身 の 短 所 を

自 分 で 話 す 」 ， 「 相 手 の 短 所 を フ ォ ロ ー す る 」 ， 「 自 身 の 短 所 に 同 意 す

る 」 ， 「 自 身 の 短 所 に 弁 明 す る 」 ， 「 推 量 ・ 疑 問 形 の 語 尾 を 用 い る 」 か

ら な る 「 言 語 項 目 」 に 大 別 さ れ た 。 こ の こ と か ら ， 必 要 以 上 に 傷 つ く こ

と を 阻 止 す る た め に 意 識 さ れ た 項 目 と し て ， う な ず き や ジ ェ ス チ ャ ー と

い っ た 会 話 を ス ム ー ズ に 進 め る た め の 一 般 的 な 項 目 に 加 え て ， 自 分 を 低

め ， 相 手 を 持 ち 上 げ る 内 容 が 意 識 さ れ て い た こ と が 明 ら か に な っ た 。 挙

げ ら れ た 項 目 の 多 く は ， 自 分 が ひ ど い こ と を 言 わ れ な い た め に 「 相 手 に

不 快 な 思 い を さ せ な い 」 た め に 取 ら れ た 方 略 で あ っ た 。 つ ま り ， 自 分 が



 第 4 章 拒絶に対する回避的態度が気分に与える影響  

104 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

非言語 うなずく

ジェスチャーを積極的に用いる

声を出して笑う

言語 あいづちを打つ

自分の短所を自分で話す

（短所を言われた時）理解を示す

（自分の短所について）弁明する

（短所を伝える時）フォローする

推量・疑問形の語尾を用いる

Table4 -1  拒 絶 阻 止 の 行 動 （ N =  32）  
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傷 つ か な い た め に ， 相 手 の 様 子 を 伺 い ， 不 快 な 思 い を さ せ な い よ う に と

い う 基 準 で 自 己 の 振 る 舞 い や 発 言 に 気 を 配 る こ と が 示 唆 さ れ た 。  

 本 研 究 に お い て 抽 出 さ れ た こ れ ら の 行 動 は ， 先 行 研 究 （ Maner  e t  a l . ,  

2007， 宮 崎 ・ 池 上 ， 2011） に お い て 拒 絶 を 経 験 し た 後 に 所 属 欲 求 を 満

た す た め に 受 容 を 求 め て 行 う 行 動 の う ち ， 自 己 の 利 益 よ り も 相 手 や 相 手

と の 関 係 性 を 優 先 す る 関 係 志 向 的 行 動 や ， 相 手 か ら の 行 為 の 獲 得 の た め

に 自 分 の 意 見 や 行 動 を 相 手 に 合 わ せ る 同 調 行 動 に あ た る と 考 え ら れ る 。

つ ま り ， 拒 絶 を 経 験 し て い な く と も ， 拒 絶 を 予 期 し た 状 況 下 に お い て ，  

拒 絶 さ れ る こ と を 阻 止 す る た め に 予 防 的 に こ れ ら の 行 動 が 選 択 さ れ る こ

と が 示 唆 さ れ た 。  

 

 

第３節  拒絶阻止の行動と気分の関連の検討【研究４ -２】  

 

第 １ 項  背 景 と 目 的  

 拒 絶 阻 止 の 行 動 は ， 相 手 に 拒 絶 さ れ な い （ ま た は 受 容 さ れ る ） こ と を

目 的 と す る こ と か ら ， 客 観 的 に は 適 応 的 で あ る 一 方 で ， 行 動 の 選 択 基 準

が 個 人 の 思 う 相 手 に あ る た め ， 自 己 の 意 見 や 感 情 を 抑 制 す る 形 で 選 択 さ

れ た 行 動 が 多 い 場 合 に は ， 個 人 内 で 気 疲 れ や ス ト レ ス を 感 じ る 可 能 性 が

考 え ら れ る 。  

 そ こ で 研 究 4-2 で は ， 会 話 中 に 取 ら れ た 拒 絶 阻 止 の た め の 各 行 動 の 頻

度 が ， 会 話 前 後 の 気 分 の 変 化 に 与 え る 影 響 を 検 討 す る こ と を 目 的 と す る 。  

 

第 ２ 項  方 法  

１ ． 対 象 者  
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 健 常 者 32 名 （ 男 性 10 名 ， 女 性 22 名 ， 平 均 年 齢 18 .81 歳 ， SD=0.74） 。

同 性 の 友 人 同 士 の ペ ア で 募 集 を 行 っ た 。  

２ ． 調 査 材 料  

（ 1）  日 本 語 版 PANAS（ 川 人 ら ， 2011）  

（ 2）  対 人 ス ト レ ス ： 「 い ま の 会 話 で 相 手 に 気 を 遣 い ， 気 疲 れ を 感 じ

て い る 」 に つ い て ， Visua l  Analog  Sca le（ VAS） に て 回 答 を 求 め た 。  

（ 3）  BDI- I I（ 小 嶋 ・ 古 川 ， 2003）  

（ 4）  研 究 4-1 で 得 ら れ た 拒 絶 阻 止 の 行 動 （ う な ず き ， ジ ェ ス チ ャ ー ，

笑 い ， あ い づ ち ， 自 身 の 短 所 を 自 分 で 話 す ， 自 身 の 短 所 に 同 意 す る ，

自 身 の 短 所 に 弁 明 す る ， 相 手 の 短 所 を フ ォ ロ ー す る ， 推 量 ・ 疑 問 形

の 語 尾 を 用 い る ； 後 日 実 験 従 事 者 2 名 に よ り ， 録 画 映 像 お よ び 逐 語

テ キ ス ト か ら 頻 度 を カ ウ ン ト ）  

３ ． 実 験 手 順  

 実 験 手 続 き は 木 村 （ 2005； 2010； 2012） お よ び 中 島 （ 2014） を 参 考

に し た 。 実 験 手 順 を Figure4 -2 に 示 す 。 被 験 者 2 名 は 個 室 に 案 内 さ れ

た 。 ま ず ， 質 問 紙 回 答 用 の 席 に 案 内 さ れ ， 実 験 の 概 要 に つ い て 説 明 が な

さ れ た 。 研 究 目 的 は 「 性 格 特 性 ， 接 触 頻 度 と 会 話 の 評 価 の 関 連 を 調 べ る

た め の 実 験 」 で あ る と 伝 え た 。 質 問 紙 へ 回 答 し た 後 に い く つ か の テ ー マ

に つ い て 会 話 を す る こ と ， 各 テ ー マ の 会 話 の 後 に 会 話 の 評 価 を 行 い ， そ

の 変 化 を 調 べ る こ と が 目 的 で あ る と 教 示 し た 。 ま ず は じ め に ，  PAN AS

お よ び BDI- I I へ の 回 答 を 求 め ら れ た 。 次 に ， 会 話 ブ ー ス に 移 動 し ， 簡

単 な 自 己 紹 介 を 3 分 間 ず つ 自 由 に 行 っ た 。 会 話 ブ ー ス は ， カ メ ラ を 向 い

て ハ の 字 型 に 内 側 向 き 45 度 に 配 置 し ， 椅 子 間 の 距 離 は 100cm と し た 。

会 話 の 様 子 は 5m 離 れ た 位 置 か ら デ ジ タ ル ビ デ オ カ メ ラ で 被 験 者 2 人 の

全 身 が 写 る よ う 撮 影 し た 。 は じ め の 3 分 間 の 自 己 紹 介 は ， カ メ ラ に 慣 れ
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F igure4 -2  研 究 4-2 実 験 手 順  
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る こ と が 目 的 で あ る と 伝 え た 。 続 い て ， 1 回 目 の 会 話 の テ ー マ を 教 示 し ，

PANAS， 拒 絶 予 期 へ の 回 答 を 求 め た 。 会 話 ブ ー ス に 移 動 し ， 互 い の 長

所 に つ い て 5 分 間 の 会 話 を 行 っ た （ 拒 絶 予 期 な し 条 件 ） 。 そ の 後 ，

PANAS， 対 人 ス ト レ ス へ の 回 答 を 行 っ た 。 次 に ， 2 回 目 の 会 話 の テ ー

マ を 教 示 し ， PANAS， 拒 絶 予 期 へ の 回 答 を 求 め た 。 互 い の 短 所 に つ い

て 5 分 間 会 話 を 行 っ た （ 拒 絶 予 期 あ り 条 件 ） 。 そ の 後 ， 質 問 紙 回 答 用 の

席 に 戻 り ， PANAS， 対 人 ス ト レ ス ， 1 回 目 の 会 話 で 相 手 に 言 わ れ た 自

分 の 長 所 へ の 回 答 を 行 っ た 。 最 後 に デ ィ ブ リ ー フ ィ ン グ を 行 い ， 被 験 者

に 「 本 研 究 で は ポ ジ テ ィ ブ な 話 題 と ネ ガ テ ィ ブ な 話 題 に お い て 会 話 中 の

態 度 が ど う 変 化 す る か を 検 討 す る こ と を 目 的 と し て い た こ と ， 録 画 し た

映 像 か ら 後 日 行 動 評 定 を 行 う こ と 」 を 告 げ た 。 さ ら に 実 験 内 容 の 詳 細 と

意 義 に つ い て 口 頭 で 説 明 し ， 被 験 者 か ら デ ー タ 使 用 に 関 す る 同 意 を 得 た 。  

 実 験 実 施 か ら 約 3 カ 月 後 に 再 度 質 問 紙 調 査 を 実 施 し ， BDI- I I を 測 定

し た 。  

４ ． 倫 理 審 査  

 本 研 究 は ， 早 稲 田 大 学 人 を 対 象 と す る 研 究 に 関 す る 倫 理 審 査 委 員 会

（ 承 認 番 号 ： 2014-283） に よ り 承 認 を 得 て 実 施 さ れ た 。  

５ ． 分 析 方 法  

拒 絶 予 期 あ り 条 件 に お い て 拒 絶 予 期 が 0 で あ っ た 者 は 拒 絶 予 期 喚 起 の

操 作 が 適 切 に な さ れ な か っ た と み な し ， 以 降 の 分 析 か ら 除 外 し ， 最 終 的

な 分 析 対 象 者 を 算 出 し た 。 ま ず ， 操 作 チ ェ ッ ク と し て ， 拒 絶 予 期 喚 起 の

操 作 が 妥 当 で あ っ た か ど う か 確 認 す る 目 的 で ， 条 件 （ 拒 絶 予 期 な し ， あ

り ） を 独 立 変 数 ， 会 話 前 の 拒 絶 予 期 得 点 を 従 属 変 数 と し た 対 応 の あ る ｔ

検 定 を 実 施 し た 。 そ の 後 ， ま ず 実 験 開 始 時 の BDI- I I と 拒 絶 予 期 あ り 条

件 に お け る 対 人 ス ト レ ス に つ い て 二 変 数 の 相 関 係 数 を 算 出 し た 。 次 に ，
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対 人 ス ト レ ス が 抑 う つ に 与 え る 影 響 を 検 討 す る た め ， 拒 絶 予 期 あ り 条 件

に お け る 対 人 ス ト レ ス 得 点 を 予 測 変 数 ， 実 験 か ら 3 ヶ 月 間 の BDI- I I 変

化 量 を 従 属 変 数 と し た 回 帰 分 析 を 実 施 し た 。 続 い て ， 拒 絶 阻 止 の 行 動 の

頻 度 が 気 分 反 応 お よ び 対 人 ス ト レ ス に 与 え る 影 響 を 検 討 す る た め ， ま ず

拒 絶 予 期 な し 条 件 に つ い て ， 会 話 前 後 の PANAS ポ ジ テ ィ ブ 得 点 ， ネ ガ

テ ィ ブ 得 点 ， お よ び 会 話 後 の 対 人 ス ト レ ス を そ れ ぞ れ 目 的 変 数 ， 会 話 中

の 各 非 言 語 行 動 の 頻 度 を 説 明 変 数 と し た 回 帰 分 析 を 実 施 し た 。 次 に ， 拒

絶 予 期 あ り 条 件 に つ い て ， 会 話 前 後 の PANAS ポ ジ テ ィ ブ 得 点 ， ネ ガ テ

ィ ブ 得 点 ， お よ び 会 話 後 の 対 人 ス ト レ ス を そ れ ぞ れ 目 的 変 数 ， 会 話 中 の

各 行 動 の 頻 度 を 説 明 変 数 と し た 回 帰 分 析 を 実 施 し た 。 な お ， 拒 絶 阻 止 の

行 動 の 頻 度 は ， 非 言 語 項 目 に つ い て は 個 人 差 に よ る 影 響 を 統 制 す る た め

に 拒 絶 予 期 あ り 条 件 の 会 話 中 に 観 測 さ れ た 各 行 動 の 回 数 か ら 予 期 な し 条

件 の 会 話 中 に 観 測 さ れ た 回 数 を 引 い た 変 化 量 を 用 い ， 言 語 項 目 に つ い て

は 言 語 項 目 の 内 容 が 拒 絶 予 期 あ り 条 件 に お け る 会 話 の テ ー マ に 関 連 し た

も の で あ る た め ， 拒 絶 予 期 あ り 条 件 に お け る 各 言 語 項 目 の 文 字 数 を ， 発

話 量 の 差 に よ る 影 響 を 統 制 す る た め に 個 人 の 発 言 文 字 数 で 除 し た 値 （ %）

を 使 用 し た 。  

 

第 ３ 項  結 果  

 拒 絶 予 期 あ り 条 件 に お い て 拒 絶 予 期 が 0 で あ っ た 1 名 を 以 降 の 分 析 か

ら 除 外 し ， 最 終 的 な 分 析 対 象 者 は 31 名 （ 男 性 10 名 ， 女 性 21 名 ， 18 .84

±0 .73 歳 ） で あ っ た 。  

１ ． 操 作 チ ェ ッ ク  

拒 絶 予 期 喚 起 の 操 作 が 妥 当 で あ っ た か ど う か 確 認 す る 目 的 で ， 条 件

（ 拒 絶 予 期 な し ， あ り ） を 独 立 変 数 ， 会 話 前 の 拒 絶 予 期 得 点 を 従 属 変 数
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と し た 対 応 の あ る ｔ 検 定 を 実 施 し た （ Table4 -2） 。 そ の 結 果 ， 拒 絶 予

期 な し 条 件 と 比 較 し て 拒 絶 予 期 あ り 条 件 に お い て 拒 絶 予 期 得 点 が 有 意 に

高 か っ た （ ｔ (30 )＝ 4 .09， p  =  0 .00） 。  

２ ． 対 人 ス ト レ ス が 抑 う つ の 変 化 量 に 与 え る 影 響  

対 人 ス ト レ ス が 抑 う つ の 変 化 量 に 与 え る 影 響 を 検 討 す る た め ， ま ず

実 験 開 始 時 に 測 定 し た BDI- I I 合 計 得 点 と 拒 絶 予 期 あ り 条 件 に お け る 対

人 ス ト レ ス の 相 関 係 数 を 算 出 し た 。 そ の 結 果 ， 有 意 な 相 関 関 係 は 認 め ら

れ な か っ た （ r  =  .08 ,  n . s .） 。 そ の た め ， 拒 絶 予 期 あ り 条 件 に お け る 対

人 ス ト レ ス 得 点 を 予 測 変 数 ， 実 験 か ら 3 ヶ 月 間 の BDI- I I 変 化 量 を 従 属

変 数 と し た 回 帰 分 析 を 実 施 し た 。 そ の 結 果 ， 重 決 定 係 数 が 有 意 で あ り

（ Adjusted  R 2  =  0 .49） ， 標 準 偏 回 帰 係 数 は β = 0 .70 で あ っ た 。  

３ ． 拒 絶 阻 止 の 行 動 が 気 分 お よ び 対 人 ス ト レ ス に 与 え る 影 響  

拒 絶 阻 止 の 行 動 の 頻 度 が 会 話 後 の 気 分 お よ び 対 人 ス ト レ ス に 与 え る

影 響 に つ い て 検 討 す る た め ， ま ず 拒 絶 予 期 な し 条 件 の 会 話 前 後 の

PANAS ポ ジ テ ィ ブ 得 点 の 変 化 量 （ Table4 -3） ， ネ ガ テ ィ ブ 得 点 の 変 化

量 （ Table4 -4） ， 会 話 後 の 対 人 ス ト レ ス （ Table4 -5） を 目 的 変 数 ， 会

話 中 の 拒 絶 阻 止 の 行 動 の 回 数 を 予 測 変 数 と し た 回 帰 分 析 を 実 施 し た 。 そ

の 結 果 ， 拒 絶 予 期 な し 条 件 に お い て は ， 拒 絶 阻 止 の 行 動 の 頻 度 と 気 分 お

よ び 対 人 ス ト レ ス と の 間 に は 有 意 な 関 連 は 認 め ら れ な か っ た 。 続 い て ，

拒 絶 予 期 あ り 条 件 に つ い て ， 会 話 前 後 の PANAS ポ ジ テ ィ ブ 得 点 の 変 化

量 を 目 的 変 数 ， 会 話 中 の 各 行 動 の 頻 度 を 説 明 変 数 と し た 回 帰 分 析 を 実 施

し た （ Table4 -6） 。 そ の 結 果 ， 非 言 語 項 目 で は う な ず き （ Adjusted  R 2  

=  0 .15 ,  p  <  .05 ,  β  =  0 .42 ,  p  <  .05 ） ， 言 語 項 目 で は あ い づ ち

（ Adjusted  R 2  =  0 .15 ,  p  <  . 05 ,  β  =  0 .43 ,  p  <  . 05） が 有 意 で あ っ た 。

次 に ， 予 期 あ り 条 件 の 会 話 前 後 の PANAS ネ ガ テ ィ ブ 得 点 の 変 化 量 を 目
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Tab le4 -2  条 件 に よ る 拒 絶 予 期 の 差 異 （ 操 作 チ ェ ッ ク ； N =  31）  

M SD M SD
会話前拒絶予期 26.65 17.06 90.68 17.12 17.96 ***

拒絶予期なし条件 拒絶予期あり条件 t

***p  < .001
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Tab le4 -3  拒 絶 予 期 な し 条 件 前 後 の ポ ジ テ ィ ブ 気 分 の

変 化 量 に 拒 絶 阻 止 の 行 動 が 与 え る 影 響 （ N =  31）  

説明変数

β 0.05 0.17 -0.18 0.05 0.12
R 2 0.00 0.03 0.03 0.00 0.01

Adjusted R 2 -0.03 0.00 0.00 -0.03 -0.02

非言語項目

うなずき
ジェス
チャー

笑い
疑問・推
量の語尾

あいづち

言語項目
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Tab le4 -4  拒 絶 予 期 な し 条 件 前 後 の ネ ガ テ ィ ブ 気 分

の 変 化 量 に 拒 絶 阻 止 の 行 動 が 与 え る 影 響 （ N =  31）  

説明変数

β -0.11 0.01 -0.07 -0.08 0.02
R 2 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00

Adjusted R 2 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03

非言語項目

うなずき
ジェス
チャー

笑い あいづち
疑問・推
量の語尾

言語項目
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Tab le4 -5  拒 絶 予 期 な し 条 件 後 の 対 人 ス ト レ ス に 拒

絶 阻 止 の 行 動 が 与 え る 影 響 （ N =  31）  

説明変数

β 0.18 0.02 0.15 0.00 -0.28
R 2 0.03 0.00 0.02 0.00 0.08

Adjusted R 2 0.00 -0.03 -0.01 -0.03 0.03

非言語項目

うなずき
ジェス
チャー

笑い
疑問・推
量の語尾

あいづち

言語項目
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的 変 数 ， 会 話 中 の 各 行 動 の 頻 度 を 説 明 変 数 と し た 回 帰 分 析 を 実 施 し た

（ Table4 -7） 。 そ の 結 果 ， 拒 絶 阻 止 の 行 動 の 頻 度 と ネ ガ テ ィ ブ 気 分 の

変 化 量 に は 有 意 な 関 連 が 認 め ら れ な か っ た 。 続 い て ， 予 期 あ り 条 件 の 会

話 後 の 対 人 ス ト レ ス 得 点 を 目 的 変 数 ， 会 話 中 の 各 行 動 の 頻 度 を 説 明 変 数

と し た 回 帰 分 析 を 実 施 し た （ Table4 -8） 。 そ の 結 果 ， 非 言 語 項 目 で は

有 意 な 関 連 が 認 め ら れ ず ， 言 語 項 目 で は ， あ い づ ち （ Adjus ted  R 2  =  

0 .14 ,  p  <  .05 ,  β  =  0 .42 ,  p  <  . 05） ， 自 身 の 短 所 に 同 意 す る （ Adjuste d  

R 2  =  0 .32 ,  p  <  .001 ,  β  =  0 .59 ,  p  <  .001） お よ び 相 手 の 短 所 を フ ォ ロ ー

す る （ Adjusted  R 2  =  0 .20 ,  p  <  .01 ,  β  =  0 .47 ,  p  <  .01） が 有 意 で あ っ

た 。  

 

第 ４ 項  考 察  

 研 究 4-2 の 目 的 は ， 対 人 ス ト レ ス が そ の 後 の 抑 う つ の 変 化 に 与 え る 影

響 に つ い て 明 ら か に す る こ と ， そ し て 拒 絶 阻 止 の 行 動 の 頻 度 と ， 会 話 前

後 の 気 分 の 変 化 ， お よ び 対 人 ス ト レ ス の 関 連 に つ い て 検 討 す る こ と で あ

っ た 。 本 研 究 に よ り 得 ら れ た 知 見 を Figure4 -3 に 示 す 。  

 ま ず ， 拒 絶 予 期 あ り 条 件 に お い て 相 手 に 気 を 遣 い ， 会 話 後 に 気 疲 れ を

感 じ て い る 者 ほ ど ， そ の 後 3 ヶ 月 の 間 の 抑 う つ 反 応 が 高 ま り や す い 可 能

性 が 示 さ れ た 。 実 験 に 参 加 し た 相 手 は 日 頃 か ら 親 し く し て い る 友 人 同 士

で あ り ， そ の 後 の 生 活 で も 日 常 的 に 接 触 す る こ と が 想 定 さ れ る 。 そ の た

め ， 実 験 時 に お い て 互 い の 短 所 を 話 題 と し た 会 話 で ， 気 疲 れ を 強 く 感 じ

る よ う な ， つ ま り 相 手 の 気 を 悪 く し な い よ う 自 身 の 言 動 に 気 を 遣 い ， 相

手 か ら 拒 絶 の サ イ ン が 出 て い な い か ど う か と い う 視 点 を 持 ち な が ら か か

わ る こ と で ， そ の 後 の 相 手 と の 関 係 性 の 中 で も そ れ ら の 点 に つ い て 意 識

し た り ， 実 験 時 に 相 手 か ら 言 わ れ た 自 身 の 短 所 に つ い て 気 に す る 機 会 が
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F igure4 -3  研 究 4-2 で 得 ら れ た 知 見  
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頻 回 に 生 じ る こ と が 考 え ら れ る 。 そ し て ， こ の よ う に 相 手 と の 関 係 性 に

お い て 持 続 的 に ス ト レ ス を 感 じ る こ と に よ っ て ， 抑 う つ が 高 ま っ た 可 能

性 が 考 え ら れ る 。  

 こ の 気 疲 れ は ， 拒 絶 阻 止 の 行 動 の な か で も 言 語 項 目 に 該 当 す る ， あ い

づ ち ， 相 手 を 持 ち 上 げ 相 手 の 短 所 を フ ォ ロ ー す る 発 言 や ， 相 手 か ら 自 己

の 短 所 を 言 わ れ た 際 に 積 極 的 な 同 意 を 表 し た り ， 自 身 を 低 め る 発 言 が 多

い 者 ほ ど 高 い こ と が 示 さ れ た 。 拒 絶 を 予 期 し た 状 況 下 に お い て み ら れ た

相 手 を 不 快 に さ せ な い た め の こ の よ う な 発 言 は ， 自 身 の 意 見 で は な く 相

手 が ど う 捉 え る か を 基 準 に 選 択 さ れ て い る と 考 え ら れ る こ と か ら ， 結 果

と し て 会 話 が 意 図 し た 通 り に 進 ん だ 場 合 で あ っ て も ， 気 疲 れ を 生 じ さ せ

た と 考 え ら れ る 。 一 方 で ， う な ず き や ジ ェ ス チ ャ ー ， 笑 い と い っ た ， 会

話 を 円 滑 に 進 め る た め に 一 般 的 に 用 い ら れ る 非 言 語 項 目 の 頻 度 は 気 疲 れ

に は 影 響 を 与 え な か っ た 。  

 ポ ジ テ ィ ブ 気 分 に つ い て は ， 相 手 か ら の 拒 絶 を 予 期 し た 条 件 下 に お い

て ， う な ず き と あ い づ ち が 多 く 用 い ら れ る ほ ど 会 話 前 後 で ポ ジ テ ィ ブ 気

分 が 高 ま る こ と が 示 さ れ た 。 相 手 の 発 言 に 対 し て あ い づ ち を 打 つ こ と は ，

話 を 「 聞 い て い る こ と 」 お よ び 話 の 内 容 を 「 理 解 し て い る こ と 」 を あ ら

わ す と さ れ る （ 例 え ば ， 堀 口 ， 1991） 。 う な ず き に つ い て も ， 木 村 ・

磯 ・ 桜 木 ・ 大 坊 （ 2005） に お い て ， 会 話 中 の う な ず き の 多 か っ た 者 ほ

ど 討 論 に お け る 会 話 満 足 度 が 高 い と い う 結 果 が 得 ら れ て お り ， Bave las ,  

Coates ,  &  Johnson（ 2000） に お い て も う な ず き は 2 者 間 コ ミ ュ ニ ケ ー

シ ョ ン を 盛 り 上 げ る と い う 報 告 が さ れ て い る 。 つ ま り ， 本 研 究 の 結 果 は

こ れ ら の 知 見 を 支 持 す る も の で あ り ， 拒 絶 を 予 期 し た 状 況 下 に お い て こ

れ ら を 意 識 的 に 用 い る こ と に よ っ て ， 会 話 が 円 滑 に 進 む こ と で ， ポ ジ テ

ィ ブ 気 分 が 高 ま る と 考 え ら れ る 。 そ し て ， こ れ ら の 拒 絶 阻 止 の 行 動 は ，



 第 4 章 拒絶に対する回避的態度が気分に与える影響  

121 
 

拒 絶 予 期 が な い 状 況 に お い て 取 ら れ た 場 合 は ， 気 分 や 対 人 ス ト レ ス と の

関 連 を 示 さ な い こ と が 明 ら か と な っ た 。 そ の た め ， 相 手 か ら の 拒 絶 を 予

期 し た 状 況 に お い て 拒 絶 阻 止 の た め に 取 ら れ た 行 動 は ， 会 話 が 友 好 的 な

雰 囲 気 で 進 み 拒 絶 を 知 覚 し な か っ た 場 合 に は 「 そ の 結 果 と し て 成 功 し た 」

と い う 主 観 的 体 験 が 強 化 子 と し て 機 能 し て い る 可 能 性 も 考 え ら れ る 。  

以 上 の こ と か ら ， 相 手 か ら の 拒 絶 を 予 期 し た 状 況 下 で ， 相 手 か ら の

拒 絶 や 批 判 を 避 け る た め に 自 己 の 意 見 で は な く 相 手 に と っ て の 受 け 入 れ

や す さ を 優 先 さ せ ， 相 手 の 発 言 内 容 ， な か で も 自 己 に 向 け ら れ た ネ ガ テ

ィ ブ な 情 報 を た だ 肯 定 す る こ と や ， 相 手 の 短 所 を フ ォ ロ ー す る 内 容 ， さ

ら に は 相 手 を 持 ち 上 げ る 内 容 を 多 く 話 す な ど の 言 語 的 な 気 遣 い を 多 く す

る こ と が ， 相 手 と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に お い て 気 疲 れ を 生 じ さ せ る こ

と が 示 さ れ た 。 日 常 的 に 接 触 頻 度 の 高 い 相 手 と の 間 で 相 手 か ら の 拒 絶 を

予 期 し ， 拒 絶 の サ イ ン が 認 め ら れ な い か と い う 視 点 を 持 ち な が ら 言 語

的 ・ 非 言 語 的 に 気 を 遣 う こ と で ， 持 続 的 に ス ト レ ス を 経 験 し ， そ の 後 の

抑 う つ が 高 ま る 可 能 性 が 考 え ら れ る 。 日 常 体 験 し う る 主 観 的 な 拒 絶 予 期

場 面 に お い て ， 抑 う つ の 発 生 を 予 防 す る た め に は ， 対 人 関 係 に お い て 相

手 か ら 拒 絶 さ れ な い こ と を 基 準 に 行 動 を 選 択 す る の で は な く ， 特 に 自 己

概 念 や 自 尊 感 情 に か か わ る 内 容 に つ い て ， 個 人 内 の 対 人 ス ト レ ス を 生 じ

さ せ な い よ う 意 見 や 立 場 を 表 出 す る こ と が 重 要 で あ る と 考 え ら れ る 。  

 本 研 究 に お い て は ， 拒 絶 阻 止 の 行 動 を 「 拒 絶 を 予 期 し た 状 況 下 で ， 拒

絶 を 阻 止 す る と い う 意 図 を 持 っ て 選 択 さ れ た 行 動 」 と い う 定 義 の も と ，

そ の 頻 度 に よ る 対 人 ス ト レ ス お よ び 気 分 へ の 影 響 を 検 討 し た 。 そ の た め ，

拒 絶 阻 止 の 行 動 と し て 挙 げ ら れ た 各 項 目 の 機 能 ， つ ま り 行 動 直 後 に も た

ら さ れ る 結 果 を 直 接 的 に 扱 っ て い な い 点 は 本 研 究 の 限 界 点 と し て 挙 げ ら

れ る 。 ま た ， 対 人 ス ト レ ス と 抑 う つ の 関 係 性 に つ い て ， 本 研 究 に お い て
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は 実 験 時 に 生 じ た 対 人 ス ト レ ス の 高 さ が 実 験 開 始 時 に 測 定 し て い た 抑 う

つ と は 関 連 せ ず に そ の 後 の 抑 う つ の 高 ま り を 予 測 し た こ と か ら ， 対 人 ス

ト レ ス を 抑 う つ の 要 因 と 位 置 づ け 考 察 し た 。 し か し な が ら ， 現 実 的 に は ，

抑 う つ が 悪 化 傾 向 に あ る 場 合 に 対 人 ス ト レ ス を 感 じ や す く な る と い っ た

双 方 向 性 も 十 分 に 想 定 さ れ る 。 実 際 に ， 本 研 究 を 解 釈 す る 上 で の 二 点 目

の 限 界 点 と し て ， 2 回 目 の 調 査 ま で の 3 か 月 間 の 対 人 ス ト レ ス は 測 定 し

て い な い 点 が 挙 げ ら れ る 。 3 ヶ 月 の 間 に ， 実 験 に 参 加 し た ペ ア の 間 で ど

の よ う な 相 互 作 用 が 経 験 さ れ ， そ れ に 伴 い 対 人 ス ト レ ス と 抑 う つ の 両 者

が ど の よ う に 変 化 し た か と い っ た 継 時 的 な 検 討 に つ い て は ， 今 後 の 重 要

な 課 題 と な る で あ ろ う 。 し か し な が ら ， 本 研 究 は あ く ま で も 「 拒 絶 予 期

の あ る 状 況 下 に お い て 拒 絶 阻 止 の 行 動 が 形 態 と し て 観 察 さ れ た 場 合 に ，

本 研 究 で 示 さ れ た よ う に 対 人 ス ト レ ス を 引 き 起 こ し 得 る 」 と い う 前 提 に

立 っ て お り ， 参 加 者 の 意 図 に よ る 定 義 に 則 り 収 集 さ れ た 項 目 を 客 観 的 な

行 動 評 定 に よ り 測 定 し ， 「 拒 絶 さ れ な い 」 つ ま り 自 身 を 守 る と い う 意 図

で 選 択 し た 行 動 が 対 人 ス ト レ ス ， ひ い て は 抑 う つ に 影 響 を 与 え て い る 可

能 性 を 示 し た 点 で ， 本 研 究 の 知 見 に は 意 義 が あ る と 考 え る 。  

 

 

第 ４ 節  拒 絶 に 対 す る 回 避 的 態 度 と 拒 絶 阻 止 の 行 動 ， 気 分 の 関

連の検討【研究４ -３】  

 

第 １ 項  背 景 と 目 的  

 拒 絶 阻 止 の 行 動 は ， 拒 絶 過 敏 性 の 低 い 者 に お い て も 認 め ら れ う る が ，

拒 絶 過 敏 性 の う ち 拒 絶 に 対 す る 回 避 的 態 度 の 高 い 者 に お い て 特 に 多 く 認

め ら れ る 行 動 的 特 徴 で あ る と 考 え ら れ る 。 そ こ で 研 究 4-3 で は ， 拒 絶 過
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敏 性 の 高 次 因 子 で あ る 「 拒 絶 に 対 す る 回 避 的 態 度 」 の 高 低 に よ り ， 拒 絶

阻 止 の 行 動 の 頻 度 に 差 異 が 認 め ら れ る か ど う か を 検 討 す る 。  

 

第 ２ 項  方 法  

１ ． 対 象 者  

 健 常 者 32 名 （ 男 性 10 名 ， 女 性 22 名 ， 平 均 年 齢 18 .81 歳 ， SD=0.74） 。

同 性 の 友 人 同 士 の ペ ア で 募 集 を 行 っ た 。  

２ ． 調 査 材 料  

（ 1）  拒 絶 過 敏 性 ：  研 究 1 で 作 成 さ れ た 日 本 語 版 IPSM を 使 用 し た 。

全 27 項 目 に つ い て ， 4 件 法 （ 1： 全 然 あ て は ま ら な い ， 2： や や あ て

は ま ら な い ， 3： や や あ て は ま る ， 4： と て も あ て は ま る ） で 回 答 を

求 め た 。   

（ 2）  日 本 語 版 PANAS（ 川 人 ら ， 2011）  

（ 3）  対 人 ス ト レ ス ： 「 い ま の 会 話 で 相 手 に 気 を 遣 い ， 気 疲 れ を 感 じ

て い る 」 に つ い て ， Visua l  Analog  Sca le（ VAS） に て 回 答 を 求 め た 。  

（ 4）  う つ 症 状 ：  日 本 語 版 Beck  Depress ion  Inve ntory - I I （ BDI-

I I； 小 嶋 ・ 古 川 ， 2003） 。 21 項 目 か ら な り ， 4 件 法 で 回 答 を 求 め た 。  

（ 5）  研 究 4-1 で 得 ら れ た 拒 絶 阻 止 の 行 動 （ う な ず き ， ジ ェ ス チ ャ ー ，

笑 い ， あ い づ ち ， 自 身 の 短 所 を 自 分 で 話 す ， 自 身 の 短 所 に 同 意 す る ，

自 身 の 短 所 に 弁 明 す る ， 相 手 の 短 所 を フ ォ ロ ー す る ， 推 量 ・ 疑 問 形

の 語 尾 を 用 い る ； 後 日 実 験 従 事 者 2 名 に よ り ， 録 画 映 像 お よ び 逐 語

テ キ ス ト か ら 頻 度 を カ ウ ン ト ）  

３ ． 実 験 手 順  

 実 験 手 続 き は 木 村 （ 2005； 2010； 2012） お よ び 中 島 （ 2014） を 参 考

に し た 。 実 験 手 順 を Figure4 -4 に 示 す 。 被 験 者 2 名 は 個 室 に 案 内 さ れ
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F igure4 -4  研 究 4-3 実 験 手 順  
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た 。 ま ず ， 質 問 紙 回 答 用 の 席 に 案 内 さ れ ， 実 験 の 概 要 に つ い て 説 明 が な

さ れ た 。 研 究 目 的 は 「 性 格 特 性 ， 接 触 頻 度 と 会 話 の 評 価 の 関 連 を 調 べ る

た め の 実 験 」 で あ る と 伝 え た 。 質 問 紙 へ 回 答 し た 後 に い く つ か の テ ー マ

に つ い て 会 話 を す る こ と ， 各 テ ー マ の 会 話 の 後 に 会 話 の 評 価 を 行 い ， そ

の 変 化 を 調 べ る こ と が 目 的 で あ る と 教 示 し た 。 ま ず は じ め に ， IPSM，

PANAS， BDI- I I へ の 回 答 を 求 め ら れ た 。 次 に ， 会 話 ブ ー ス に 移 動 し ，

簡 単 な 自 己 紹 介 を 5 分 間 自 由 に 行 っ た 。 会 話 ブ ー ス は ， カ メ ラ を 向 い て

ハ の 字 型 に 内 側 向 き 45 度 に 配 置 し ， 椅 子 間 の 距 離 は 100cm と し た 。 会  

話 の 様 子 は 5m 離 れ た 位 置 か ら デ ジ タ ル ビ デ オ カ メ ラ で 被 験 者 2 人 の 全

身 が 写 る よ う 撮 影 し た 。 は じ め の 3 分 間 の 自 己 紹 介 は ， カ メ ラ に 慣 れ る

こ と が 目 的 で あ る と 伝 え た 。 続 い て ， 1 回 目 の 会 話 の テ ー マ を 教 示 し ，

PANAS， 拒 絶 予 期 へ の 回 答 を 求 め た 。 会 話 ブ ー ス に 移 動 し ， 互 い の 長  

所 に つ い て 5 分 間 の 会 話 を 行 っ た （ 拒 絶 予 期 な し 条 件 ） 。 そ の 後 ，  

PANAS， 対 人 ス ト レ ス へ の 回 答 を 行 っ た 。 次 に ， 2 回 目 の 会 話 の テ ー

マ を 教 示 し ， PANAS， 拒 絶 予 期 へ の 回 答 を 求 め た 。 互 い の 短 所 に つ い

て 5 分 間 会 話 を 行 っ た （ 拒 絶 予 期 あ り 条 件 ） 。 そ の 後 ， 質 問 紙 回 答 用 の

席 に 戻 り ， PANAS， 対 人 ス ト レ ス ， 1 回 目 の 会 話 で 相 手 に 言 わ れ た 自

分 の 長 所 へ の 回 答 を 行 っ た 。 最 後 に デ ィ ブ リ ー フ ィ ン グ を 行 い ， 被 験 者

に 「 本 研 究 で は ポ ジ テ ィ ブ な 話 題 と ネ ガ テ ィ ブ な 話 題 に お い て 会 話 中 の

態 度 が ど う 変 化 す る か を 検 討 す る こ と を 目 的 と し て い た こ と ， 録 画 し た

映 像 か ら 後 日 行 動 評 定 を 行 う こ と 」 を 告 げ た 。 さ ら に 実 験 内 容 の 詳 細 と

意 義 に つ い て 口 頭 で 説 明 し ， 被 験 者 か ら デ ー タ 使 用 に 関 す る 同 意 を 得 た 。  

実 験 実 施 か ら 約 3 カ 月 後 に 再 度 質 問 紙 調 査 を 実 施 し ， BDI- I I を 測 定

し た 。  
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４ ． 倫 理 審 査  

 本 研 究 は ， 早 稲 田 大 学 人 を 対 象 と す る 研 究 に 関 す る 倫 理 審 査 委 員 会

（ 承 認 番 号 ： 2014-283） に よ り 承 認 を 得 て 実 施 さ れ た 。  

 

５ ． 分 析 方 法  

拒 絶 予 期 あ り 条 件 に お い て 拒 絶 予 期 が 0 で あ っ た 者 は 拒 絶 予 期 喚 起 の

操 作 が 適 切 に な さ れ な か っ た と み な し ， 以 降 の 分 析 か ら 除 外 し ， 最 終 的

な 分 析 対 象 者 を 算 出 し た 。  

ま ず ， 拒 絶 阻 止 の 行 動 の 非 言 語 項 目 お よ び あ い づ ち に つ い て は ， 予

期 あ り 条 件 に お け る 会 話 中 の 各 行 動 の 回 数 か ら 予 期 な し 条 件 に お け る 各

行 動 の 回 数 を 引 い た 変 化 量 を 算 出 し た 。 次 に ， 拒 絶 阻 止 の 行 動 の う ち あ

い づ ち を 除 い た 言 語 項 目 に つ い て は ， 個 人 の 発 話 量 の 影 響 を 除 く た め ，

各 項 目 に 該 当 す る 文 字 数 を ， 会 話 中 の 個 人 の 総 発 話 文 字 数 で 割 っ た 値 を

算 出 し た 。 被 験 者 を IPSM の 拒 絶 に 対 す る 回 避 的 態 度 合 計 得 点 の 平 均 値

を 基 準 に 2 群 （ 回 避 的 態 度 高 群 ， 低 群 ） に 分 け た 。 そ の 後 ， 拒 絶 に 対 す

る 回 避 的 態 度 の 高 低 で 拒 絶 阻 止 の 行 動 の 頻 度 お よ び 気 分 反 応 ， 対 人 ス ト

レ ス ， 抑 う つ 気 分 に 差 異 が 認 め ら れ る か ど う か を 検 討 す る た め ， 群 （ 回

避 的 態 度 高 群 ， 低 群 ） を 独 立 変 数 ， 拒 絶 予 期 あ り 条 件 ， な し 条 件 そ れ ぞ

れ に お け る 拒 絶 阻 止 の た め の 各 行 動 の 頻 度 ， PANAS ポ ジ テ ィ ブ 得 点 ，

ネ ガ テ ィ ブ 得 点 ， 対 人 ス ト レ ス 得 点 ， そ し て 実 験 時 お よ び 実 験 か ら 3 カ

月 後 の BDI- I I 得 点 ， 3 か 月 間 の BDI 得 点 の 変 化 量 を 従 属 変 数 と し た 対

応 の な い ｔ 検 定 を 実 施 し た 。 続 い て ， 拒 絶 に 対 す る 回 避 的 態 度 と 会 話 中

の 拒 絶 阻 止 の 行 動 の 頻 度 ， 対 人 ス ト レ ス の 関 連 を 検 討 す る た め ， 二 変 数

の 相 関 係 数 を 算 出 し た 。 最 後 に ， 回 避 的 態 度 お よ び 拒 絶 予 期 あ り 条 件 会

話 中 の 拒 絶 阻 止 の 行 動 が 対 人 ス ト レ ス に 与 え る 影 響 に つ い て 検 討 す る た
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め ， 回 避 的 態 度 を 構 成 す る 「 他 者 を 傷 つ け る 不 安 に よ る 非 主 張 性 」 ，

「 他 者 評 価 追 従 」 を ス テ ッ プ 1， 拒 絶 阻 止 の 行 動 の う ち 回 避 的 態 度 と の

間 に 有 意 な 相 関 が 認 め ら れ た 項 目 を ス テ ッ プ 2 に 投 入 し ， 対 人 ス ト レ ス

得 点 を 目 的 変 数 と し た ス テ ッ プ ワ イ ズ 法 に よ る 階 層 的 重 回 帰 分 析 を 実 施

し た 。  

 

第 ３ 項  結 果  

 拒 絶 予 期 あ り 条 件 に お い て 拒 絶 予 期 が 0 で あ っ た 1 名 を 以 降 の 分 析 か

ら 除 外 し ， 最 終 的 な 分 析 対 象 者 は 31 名 （ 男 性 10 名 ， 女 性 21 名 ， 18 .84

±0 .73 歳 ） で あ っ た 。  

ま ず ， 被 験 者 を IPSM の 「 拒 絶 に 対 す る 回 避 的 態 度 」 の 合 計 得 点 に つ い

て 平 均 値 を 基 準 に 2 群 （ 回 避 的 態 度 高 群 ， 低 群 ） に 分 け た 。 各 群 の 記 述

統 計 量 を Table4 -9 に 示 す 。 そ の 後 ， 拒 絶 に 対 す る 回 避 的 態 度 の 高 低 で

拒 絶 阻 止 の 行 動 の 頻 度 お よ び 気 分 反 応 ， 対 人 ス ト レ ス ， 抑 う つ 気 分 に 差

異 が 認 め ら れ る か ど う か を 検 討 す る た め ， 群 （ 回 避 的 態 度 高 群 ， 低 群 ）

を 独 立 変 数 と し ， 拒 絶 予 期 あ り 条 件 お よ び 拒 絶 予 期 な し 条 件 そ れ ぞ れ に

お け る 拒 絶 阻 止 の た め の 各 行 動 の 頻 度 ， PANAS ポ ジ テ ィ ブ 得 点 ， ネ ガ

テ ィ ブ 得 点 ， 対 人 ス ト レ ス 得 点 ， BDI- I I 得 点 を 従 属 変 数 と し た 対 応 の

な い ｔ 検 定 を 実 施 し た （ Table4 -9） 。 そ の 結 果 ， 拒 絶 予 期 な し 条 件 に

お け る 各 指 標 に は 有 意 差 は 認 め ら れ な か っ た 。 拒 絶 予 期 あ り 条 件 に つ い

て は ， 拒 絶 阻 止 の 行 動 の う ち 相 手 の 短 所 を フ ォ ロ ー す る 発 言 （ ｔ (30 )＝

-2 .80， p  <  .01） ， お よ び 対 人 ス ト レ ス （ ｔ (30 )＝ -3 .29， p  <  .01） に 有

意 差 が 認 め ら れ ， ど ち ら も 回 避 的 態 度 高 群 に お い て 高 得 点 で あ っ た 。 ま

た ， 3 カ 月 間 の BDI- I I 得 点 の 変 化 量 に も 有 意 差 が 認 め ら れ ， 回 避 的 態

度 高 群 に お い て 上 昇 し て い た （ ｔ (30 )＝ -2 .33， p  <  .05） 。   
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M SD M SD
IPSM 回避的態度合計 35.69 3.52 26.07 4.03

他者を傷つける不安による非主張性 18.25 2.02 13.40 2.44
17.43 3.37 12.67 2.79

阻止の行動 うなずき （回） 拒絶予期なし 38.94 22.01 28.13 20.34 -1.44
拒絶予期あり 40.06 21.69 31.33 15.85 -1.31

非言語 変化量

ジェスチャー （回） 拒絶予期なし 17.59 15.46 24.00 14.30 1.22
拒絶予期あり 18.12 14.77 22.87 14.65 0.91

変化量

笑い （回） 拒絶予期なし 9.12 7.10 7.93 9.45 -0.40
拒絶予期あり 8.29 6.41 8.27 8.96 -0.01

変化量

阻止の行動 あいづち （回） 拒絶予期なし 17.94 10.95 25.93 13.94 1.79 †

言語 拒絶予期あり 24.00 14.38 25.47 13.77 0.29
自身の短所を話す （%） 拒絶予期あり 17.21 15.45 15.29 12.97 -0.38

自身の短所に同意する （%） 拒絶予期あり 10.84 7.28 6.46 5.55 -1.89 †

自身の短所に弁明する （%） 拒絶予期あり 11.09 11.41 8.99 8.48 -0.59
相手の短所をフォローする （%） 拒絶予期あり 12.96 5.27 7.60 5.37 -2.80 **

PANAS 拒絶予期なし前 26.53 6.13 29.93 7.95 1.34
ポジティブ 拒絶予期なし後 27.24 7.29 31.00 6.55 1.54

前後変化量 0.71 4.28 1.07 3.85 0.25
拒絶予期あり前 22.35 7.13 27.33 7.00 1.99 †

拒絶予期あり後 21.82 5.94 25.07 8.71 1.22
前後変化量 -0.53 4.11 -2.27 4.88 -1.08

PANAS 拒絶予期なし前 23.12 6.29 22.73 9.66 -0.14
ネガティブ 拒絶予期なし後 18.94 6.90 19.60 9.02 0.23

前後変化量 -4.18 3.89 -3.13 4.73 0.68
拒絶予期あり前 24.65 6.50 20.67 6.33 -1.75 †

拒絶予期あり後 19.88 5.84 19.47 8.15 -0.16
前後変化量 -4.76 5.96 -1.20 4.49 1.92 †

対人ストレス 拒絶予期なし 35.29 30.85 43.64 36.87 0.69
拒絶予期あり 56.17 31.14 23.57 24.88 -3.29 **

BDI-II 実験時 10.76 7.42 8.67 6.18 -0.87
3ヶ月後 12.82 8.61 7.87 4.76 -2.05 †

3ヶ月間変化量 3.18 4.05 -1.89 5.41 -2.33 *

回避的態度高群
（N =17）

回避的態度低群
（N =14） t

他者評価追従

†p  < .10, *p  < .05,　**p  < .01
Note . 言語項目の%は該当文字数/発話文字数で算出

Table4 -9  記 述 統 計 （ N =  31）  
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続 い て ， 拒 絶 に 対 す る 回 避 的 態 度 と 会 話 中 の 拒 絶 阻 止 の 行 動 の 頻 度 ，

お よ び 対 人 ス ト レ ス の 関 連 を 検 討 す る た め ， 二 変 数 の 相 関 係 数 を 算 出 し

た （ Table4 -10） 。 そ の 結 果 ， 拒 絶 に 対 す る 回 避 的 態 度 と 会 話 中 に お け

る 拒 絶 阻 止 の 行 動 の 頻 度 に つ い て は ， 拒 絶 予 期 な し 条 件 で は 有 意 な 関 連

が 認 め ら れ な か っ た が ， 拒 絶 予 期 あ り 条 件 で は う な ず き （ r  =  0 .37 ,  p  

<  .05） ， 自 身 の 短 所 に 同 意 す る （ r  =  0 .52 ,  p  <  .01） ， 相 手 の 短 所 を フ

ォ ロ ー す る （ r  =  0 .41 ,  p  <  . 05） が 有 意 な 正 の 相 関 を 示 し た 。 ま た ， 会

話 中 に お け る 拒 絶 阻 止 の 行 動 の 頻 度 と 対 人 ス ト レ ス と の 関 連 に つ い て は ，

拒 絶 阻 止 の 行 動 の う ち ， 拒 絶 予 期 な し 条 件 に お け る う な ず き （ r  =  0 .43 ,  

p  <  .05） に 加 え ， 拒 絶 に 対 す る 回 避 的 態 度 と 相 関 を 示 し た 3 つ の 行 動 ，

つ ま り 拒 絶 予 期 あ り 条 件 に お け る う な ず き （ r  =  0 .40 ,  p  <  .05） ， 自 身

の 短 所 に 同 意 す る （ r  =  0 .59 ,  p  <  .01） ， 相 手 の 短 所 を フ ォ ロ ー す る （ r  

=  0 .47 ,  p  <  .01） と の 間 に 有 意 な 正 の 相 関 が 認 め ら れ た 。  

最 後 に ， 拒 絶 に 対 す る 回 避 的 態 度 お よ び 拒 絶 予 期 あ り 条 件 会 話 中 の 拒 絶

阻 止 の 行 動 が 対 人 ス ト レ ス に 与 え る 影 響 に つ い て 検 討 す る た め ， 拒 絶 に

対 す る 回 避 的 態 度 を 構 成 す る 「 他 者 を 傷 つ け る 不 安 に よ る 非 主 張 性 」 ，

「 他 者 評 価 追 従 」 を ス テ ッ プ 1， 拒 絶 阻 止 の 行 動 の う ち 拒 絶 に 対 す る 回

避 的 態 度 と 有 意 な 相 関 が 認 め ら れ た 「 う な ず き 」 ， 「 自 身 の 短 所 に 同 意

す る 」 ， 「 相 手 の 短 所 を フ ォ ロ ー す る 」 を ス テ ッ プ 2 に 投 入 し ， 対 人 ス

ト レ ス 得 点 を 目 的 変 数 と し た ス テ ッ プ ワ イ ズ 法 に よ る 階 層 的 重 回 帰 分 析

を 実 施 し た （ Table4 -11） 。 そ の 結 果 ， 重 決 定 係 数 が 有 意 で あ り （ R 2  =  

0 .52 ,  p  <  .001） ， 拒 絶 に 対 す る 回 避 的 態 度 を 構 成 す る 「 他 者 評 価 追 従 」

（ β = 0 .59 ,  p  <  .001） ， お よ び 「 相 手 の 短 所 を フ ォ ロ ー す る 」 （ β =  

0 .32 ,  p  <  .05） の 標 準 偏 回 帰 係 数 が 有 意 で あ っ た 。  
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第 ４ 項  考 察  

 研 究 4-3 の 目 的 は ， 拒 絶 過 敏 性 の う ち 拒 絶 に 対 す る 回 避 的 態 度 と ， 実

際 の 会 話 場 面 に お け る 拒 絶 阻 止 の 行 動 の 頻 度 の 関 連 に つ い て 明 ら か に す

る こ と で あ っ た 。  

 分 析 の 結 果 ， 拒 絶 に 対 す る 回 避 的 態 度 が 高 い 者 ほ ど ， 拒 絶 を 予 期 し た

場 面 に お い て 自 身 の 短 所 を 積 極 的 に 認 め ， 相 手 の 発 言 に う な ず き ， 相 手

を 持 ち 上 げ ， 相 手 の 短 所 に つ い て は フ ォ ロ ー す る 発 言 を 多 く 用 い る こ と

が 明 ら か と な っ た 。 ま た ， そ の よ う な 者 ほ ど ， 拒 絶 を 予 期 し た 状 況 後 の

対 人 ス ト レ ス が 高 く ， 実 験 か ら 3 ヶ 月 間 の 抑 う つ の 変 化 量 が 大 き か っ た 。

相 関 分 析 の 結 果 か ら も わ か る よ う に ， 拒 絶 阻 止 の 行 動 の う ち ， 拒 絶 に 対

す る 回 避 的 態 度 の 高 さ と 関 連 し た う な ず き ， 自 身 の 短 所 へ の 同 意 ， 相 手

の 短 所 の フ ォ ロ ー は ， ど れ も 会 話 後 の 対 人 ス ト レ ス の 高 さ と も 関 連 を 示

し た 。 重 回 帰 分 析 の 結 果 か ら は ， 拒 絶 に 対 す る 回 避 的 態 度 の な か で も 特

に 他 者 評 価 追 従 の 高 さ と ， 拒 絶 阻 止 の 行 動 の な か で も 実 際 に 会 話 場 面 に

お け る 相 手 の 短 所 を フ ォ ロ ー す る 発 言 の 多 さ が 会 話 後 の 対 人 ス ト レ ス に  

影 響 を 与 え る と い う 結 果 が 得 ら れ た 。  

 つ ま り ， コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 場 面 に お い て 拒 絶 を 避 け る た め に 自 己 の

意 見 を 抑 え た り ， 相 手 の 顔 色 を 伺 い 意 見 を 合 わ せ る と い っ た 特 徴 が 高 い

者 は ， 拒 絶 を 予 期 し た 場 面 に お い て 「 相 手 か ら の 拒 絶 を 避 け る た め に 」

自 身 の 短 所 を 積 極 的 に 話 題 に 挙 げ ， 相 手 を 持 ち 上 げ ， 相 手 の 短 所 に も 共

感 を 示 し 一 般 化 す る よ う 努 め る と と も に ， 相 手 の 言 葉 や 態 度 に 拒 絶 さ れ

て い な い こ と の 根 拠 を 求 め る 傾 向 が 高 い こ と に よ っ て ， 結 果 と し て 相 手

か ら の 拒 絶 を 知 覚 し な か っ た 場 合 で あ っ て も ， 会 話 が 終 了 し た 後 に 気 疲

れ を 感 じ て い る こ と が 考 え ら れ る 。  

 こ れ ら の 行 動 的 特 徴 は ， 本 研 究 で は 仮 説 生 成 的 に 導 き 出 さ れ た も の で
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あ る が ， う つ 病 の 者 と そ う で な い 者 を ペ ア に し て 会 話 を 実 施 さ せ ， 会 話

の 内 容 を い く つ か の カ テ ゴ リ ー に 分 け 各 カ テ ゴ リ ー の 生 起 頻 度 を 調 べ た

研 究 （ Jacobson  & Anderson ,  1982） で は ， ほ と ん ど の カ テ ゴ リ ー に お

い て ， そ の 内 容 の 発 言 頻 度 は う つ 病 か ど う か で 差 が 認 め ら れ な か っ た が ，

自 己 に 関 す る 否 定 的 な 発 言 に つ い て は う つ 病 の 者 に お い て 多 い こ と が 示

さ れ て い る 。 ま た ， う つ 病 の 者 は ， 相 手 か ら 聞 か れ て い な い に も 関 わ ら

ず 否 定 的 な 様 式 で 自 己 開 示 す る こ と が 報 告 さ れ て い る 。 研 究 4 に お い て ，

上 記 の 言 葉 が 対 人 ス ト レ ス を 高 め た と い う 結 果 は ， こ の 知 見 を 支 持 す る

も の で あ る と 考 え ら れ る 。  

 

 

第５節  本章のまとめ  

 研 究 4 で 得 ら れ た 知 見 を Figure4 -5 に 示 す 。 研 究 4-1 に よ っ て ， 拒 絶

を 予 期 し た 場 面 に お い て 相 手 か ら の 拒 絶 を 阻 止 す る こ と を 意 識 し て 取 ら

れ た 行 動 の 種 類 が 挙 げ ら れ ， 会 話 を 円 滑 に 進 め る た め の 一 般 的 な 配 慮 を

表 す 非 言 語 項 目 と ， 相 手 を 持 ち 上 げ 自 分 を 低 め る 発 言 を 心 が け る 言 語 的

項 目 に 整 理 さ れ た 。 研 究 4-2 で は ， 対 人 関 係 に お け る イ ベ ン ト を き っ か

け と し た 抑 う つ に 発 生 に 対 人 ス ト レ ス が 関 連 す る こ と を 想 定 し ， 対 人 ス

ト レ ス が そ の 後 の 抑 う つ の 変 化 に 与 え る 影 響 を 示 し た う え で ， 研 究 4 -1

に よ り 挙 げ ら れ た 拒 絶 阻 止 の 行 動 の 各 項 目 の 頻 度 が コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン

前 後 の 気 分 の 変 化 や 対 人 ス ト レ ス に 与 え る 影 響 に つ い て 検 討 し た 。 そ の

結 果 ， 拒 絶 予 期 が あ る 状 況 に お い て 相 手 を 持 ち 上 げ る 発 言 や ， 自 身 に 対

す る ネ ガ テ ィ ブ な 情 報 を 積 極 的 に 肯 定 す る 態 度 が 多 い 者 ほ ど ， 会 話 後 に

対 人 ス ト レ ス を 感 じ て い る こ と が 明 ら か と な っ た 。 一 方 で ， 会 話 中 に う

な ず き や あ い づ ち を 多 く 用 い る 者 ほ ど ， 会 話 後 に ポ ジ テ ィ ブ 感 情 が 増 加
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F igure4 -5  研 究 4 で 得 ら れ た 知 見  
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し て い た 。  

 研 究 4-3 に お い て は ， 拒 絶 過 敏 性 の う ち 拒 絶 に 対 す る 回 避 的 態 度 と ，

拒 絶 を 予 期 し た 実 際 の 会 話 場 面 に お け る 拒 絶 阻 止 の 行 動 の 頻 度 の 関 連 ，

お よ び そ れ ら が 対 人 ス ト レ ス に 与 え る 影 響 に つ い て 検 討 し た 。 そ の 結 果 ，

拒 絶 に 対 す る 回 避 的 態 度 が 高 い 者 は ， 研 究 4−2 に お い て 対 人 ス ト レ ス に

影 響 を 与 え る こ と が 示 さ れ て い る ， 拒 絶 を 予 期 し た 状 況 に お け る 相 手 を

持 ち 上 げ る 発 言 ， う な ず き ， 自 己 の 短 所 を 積 極 的 に 認 め る 発 言 が 多 く ，

結 果 と し て 会 話 終 了 後 に 気 疲 れ を 感 じ や す い こ と に 加 え ， 3 ヶ 月 後 の 抑

う つ が 高 ま り や す い こ と が 示 さ れ た 。 ま た ， 拒 絶 に 対 す る 回 避 的 態 度 を

考 慮 し た 場 合 に は ， 拒 絶 阻 止 の 行 動 の う ち 特 に 相 手 を 持 ち 上 げ る 発 言 の

多 さ が 対 人 ス ト レ ス の 高 さ を 予 測 す る こ と が 明 ら か と な っ た 。 拒 絶 に 対

す る 回 避 的 態 度 は ， 言 い 換 え れ ば 対 人 行 動 の 選 択 や 自 身 が と っ た 行 動 の

評 価 基 準 が 相 手 の 態 度 や 意 見 に 置 か れ て い る 状 態 を 指 す 。 そ の よ う な 傾

向 が 強 い 者 は ， 拒 絶 を 予 期 し た 場 合 に そ れ を 避 け る た め に 相 手 を 不 快 に

さ せ な い よ う 振 る 舞 う と と も に ， そ の 結 果 と し て 拒 絶 を 表 す サ イ ン が 表

れ て い な い か ど う か 相 手 の 言 葉 や 態 度 に 過 敏 に な る こ と で ， 結 果 的 に そ

の よ う な 傾 向 の 低 い 者 と 比 較 し て 高 い 対 人 ス ト レ ス が 生 じ ， 抑 う つ が 高

ま る こ と が 示 唆 さ れ た 。 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 場 面 に お い て ， 相 手 の 感 情

や 思 考 を 推 し 量 り 対 人 行 動 を 選 択 す る こ と は 個 人 間 の 顕 在 的 な ス ト レ ス

を 避 け ， 関 係 性 を 良 好 に 保 つ た め に 重 要 で あ る が ， 一 方 で 個 人 間 ス ト レ

ス の 予 防 を 優 先 さ せ た 場 合 に 個 人 内 ス ト レ ス が 高 ま る 可 能 性 が 指 摘 さ れ

て い る （ 橋 本 ， 2003） 。 相 手 と の 関 係 性 を 良 好 に 保 つ こ と と 自 身 の 中

で ス ト レ ス を 生 じ な い よ う 振 る 舞 う こ と が 一 致 し た 場 合 に は 問 題 は 発 生

し な い が ， 一 致 し な い 場 合 （ 相 手 か ら の 拒 絶 が 予 期 さ れ た 状 況 下 ） に お

い て ， 個 人 間 の 関 係 性 （ 相 手 か ら 嫌 わ れ な い こ と ） を 優 先 さ せ る こ と で
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行 動 の 評 価 基 準 を 相 手 の 言 葉 や 態 度 に 置 く 傾 向 の 高 さ は ， 結 果 と し て 個

人 内 の 対 人 ス ト レ ス を 引 き 起 こ し ， 抑 う つ に つ な が る 可 能 性 が 考 え ら れ

る 。 ま た ， 本 研 究 で は ， 友 人 同 士 で 実 験 を 実 施 し た た め ， 日 常 的 な 接 触

頻 度 お よ び 重 要 度 の 高 い 関 係 性 で あ っ た た め に ， 相 手 と の 間 に そ の よ う

な ス ト レ ス を 抱 え る こ と で ， 抑 う つ 反 応 が 高 ま り や す か っ た 可 能 性 が 考

え ら れ る 。  

 日 常 の 対 人 関 係 に お い て ， 大 小 の 拒 絶 を 予 期 す る 状 況 は 経 験 し う る が ，

そ の よ う な 状 況 下 に お い て 相 手 の 意 見 や 感 情 を 推 し 量 っ た 上 で 自 己 が あ

る 対 人 行 動 を 選 択 し た 場 合 に ， そ の 評 価 基 準 は 相 手 の 反 応 ば か り に 依 存

せ ず 自 己 強 化 で き る こ と が 重 要 で あ る と 考 え ら れ る 。  
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第５章 総合考察  
 

 

第１節  本研究で得られた成果と臨床的示唆  

 

 第 １ 章 に お い て ， 拒 絶 過 敏 性 や 抑 う つ に 関 す る 国 内 外 の 研 究 が 展 望 さ

れ ， 問 題 点 と し て ， （ 1） 臨 床 知 見 か ら う つ の リ ス ク と な る パ ー ソ ナ リ

テ ィ と し て 拒 絶 過 敏 性 が 定 義 さ れ ， ス ト レ ス 生 成 モ デ ル に お け る 脆 弱 要

因 で あ る と 考 え ら れ る が 十 分 な 検 討 が な さ れ て い な い 点 ， （ 2） 拒 絶 過

敏 性 の 認 知 的 ・ 行 動 的 特 徴 に 関 す る 実 証 的 な 検 討 が な さ れ て い な い 点 が

挙 げ ら れ た 。 認 知 的 特 徴 に つ い て は ， 拒 絶 に 対 す る 予 期 ， 知 覚 ， 反 応 の

循 環 に よ る 自 己 充 足 的 強 化 を 説 明 し た Rejec t i on  sens i t iv i ty  mode l

（ Levy ,  e t  a l . ,  2001） が 提 唱 さ れ て い る が ， 実 証 的 な 検 討 は な さ れ て い

な い 。 行 動 的 特 徴 に つ い て は ， 拒 絶 過 敏 性 の 高 い 者 は た だ 拒 絶 体 験 を 繰

り 返 し て い る わ け で は な く ， 拒 絶 さ れ る こ と を 避 け る た め に 相 手 の 望 む

で あ ろ う 行 動 を 予 防 的 に 選 択 す る こ と で 拒 絶 さ れ る こ と を 避 け て い る と

考 え ら れ る が ， そ の よ う な 検 討 は な さ れ て い な い 。 そ の た め ， こ れ ま で

ほ と ん ど の 研 究 に お い て 抑 う つ の 発 生 ・ 維 持 メ カ ニ ズ ム は そ の ほ と ん ど

が 素 因 ス ト レ ス モ デ ル の 枠 組 み に 当 て は め ら れ 理 解 さ れ て き た 。 そ こ で ，

さ ま ざ ま な ス ト レ ス の な か で も 抑 う つ と の 関 連 が 特 に 指 摘 さ れ て い る 対

人 ス ト レ ス を 取 り 上 げ ， 抑 う つ の 発 生 ・ 維 持 メ カ ニ ズ ム を よ り 精 緻 に 理

解 す る た め ， 本 研 究 が 実 施 さ れ た 。 本 研 究 に よ り 検 討 さ れ た ， 拒 絶 過 敏

性 の 認 知 行 動 的 側 面 と 抑 う つ の 関 連 を Figure5 -1 に 示 す 。  

 第 2 章 に お い て ， 拒 絶 過 敏 性 に は 拒 絶 さ れ る こ と を 恐 れ る 認 知 的 特 徴

を あ ら わ す 「 拒 絶 に 対 す る 恐 れ 」 と 拒 絶 さ れ な い た め に 行 動 を 選 択 し た
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F igure5 -1  拒 絶 過 敏 性 の 認 知 ・ 行 動 的 側 面 と 抑 う つ の 関 連  
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り そ れ を 良 し と 考 え る 姿 勢 を あ ら わ す 「 拒 絶 に 対 す る 回 避 的 態 度 」 の 二

つ の 側 面 が あ る こ と が 明 ら か と な っ た 。 ま た ， 本 研 究 で 対 象 と し た 健 常

大 学 生 の な か に も ， 拒 絶 過 敏 性 の 高 い 者 は 一 定 数 存 在 す る こ と ， そ し て

拒 絶 過 敏 性 が 高 い 者 ほ ど 日 常 生 活 の な か で 高 い 対 人 ス ト レ ス を 感 じ ， こ

れ ら が 抑 う つ を 高 め て い る こ と が 示 さ れ た 。  

 第 3 章 に お い て ， 拒 絶 体 験 の プ ロ セ ス を 記 述 し た Rejec t i on  

sens i t iv i ty  mode l（ Levy ,  e t  a l . ,  2001） の 検 討 が 行 な わ れ ， 一 般 的 に 拒

絶 さ れ る こ と の 予 期 と 知 覚 は ， 予 期 が 高 い こ と に よ り わ ず か な サ イ ン に

対 し て も 拒 絶 を 知 覚 し や す く な り ， 知 覚 す る こ と で 次 の 状 況 に お け る 予

期 が 高 ま る と い っ た 循 環 の 形 を と る こ と が 示 さ れ た 。 ま た ， 拒 絶 過 敏 性

の う ち 拒 絶 に 対 す る 恐 れ が 高 い ほ ど ， 一 度 拒 絶 を 知 覚 し た 後 の 拒 絶 予 期

が 高 く ， 予 期 を 介 し て 間 接 的 に 拒 絶 の 知 覚 を 高 め る と と も に ， 知 覚 し た

際 に そ の 程 度 に か か わ ら ず 高 い ネ ガ テ ィ ブ 気 分 が 引 き 起 こ さ れ る こ と が

示 さ れ た 。  

 第 4 章 に お い て ， 拒 絶 阻 止 の た め に 取 ら れ る 行 動 に は う な ず き ， ジ ェ

ス チ ャ ー の よ う に 会 話 を 円 滑 に 進 め る た め の 一 般 的 な 非 言 語 項 目 と ， 相

手 を 持 ち 上 げ 自 分 を 低 め る 言 語 項 目 が あ る こ と が 明 ら か に さ れ た 。 ま た ，

友 人 と の 会 話 場 面 で 相 手 か ら の 拒 絶 の サ イ ン を 予 期 し た 状 況 下 に お い て ，

こ の 拒 絶 阻 止 の 行 動 の う ち う な ず き と あ い づ ち を 多 く 用 い る ほ ど 会 話 後

の ポ ジ テ ィ ブ 気 分 が 高 い こ と ， そ し て 自 分 自 身 の 短 所 に つ い て 話 し た り

相 手 の 短 所 を フ ォ ロ ー す る よ う な 言 語 項 目 を 多 く 用 い る 者 ほ ど ， 最 終 的

に 拒 絶 を 知 覚 し な か っ た 場 合 で あ っ て も ， 会 話 後 に 対 人 ス ト レ ス を 高 く

感 じ ， 3 ヶ 月 後 の 抑 う つ が 高 い こ と が 示 さ れ た 。 ま た ， 拒 絶 に 対 す る 回

避 的 態 度 が 高 い 者 ほ ど ， 相 手 か ら の 拒 絶 を 予 期 し た 状 況 に お い て ， 拒 絶

阻 止 の 行 動 の う ち 対 人 ス ト レ ス に つ な が る 非 言 語 行 動 を 多 く と る こ と が
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示 さ れ た 。  

 こ れ ら の こ と か ら ， 拒 絶 過 敏 性 の 高 い 者 は ， 拒 絶 さ れ る 可 能 性 を 認 識

し て い な い 状 況 に お い て は ， 拒 絶 さ れ る の で は な い か と い う 予 期 や ， 相

手 の 言 葉 や 態 度 に 拒 絶 の サ イ ン を 検 出 し や す い こ と も な く ， 拒 絶 さ れ な

い た め に 相 手 を 不 快 に さ せ な い よ う な 行 動 を 積 極 的 に 選 択 す る こ と も な

く ， 拒 絶 過 敏 性 の 低 い 者 と 変 わ ら な い コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 取 っ て い る

と 考 え ら れ る 。 一 方 で ， 一 度 拒 絶 の 可 能 性 を 認 識 し た 場 合 に は ， 上 記 の

よ う な 認 知 的 ・ 行 動 的 特 徴 を 示 し ， 拒 絶 を 知 覚 す る こ と で 拒 絶 予 期 −拒

絶 知 覚 の 循 環 に 陥 り 過 敏 性 が 亢 進 す る ， あ る い は 拒 絶 さ れ な い た め に 自

己 を 抑 え ， 相 手 の 望 む よ う に 振 る 舞 う こ と で 対 人 ス ト レ ス を 感 じ や す く

な る こ と が 抑 う つ の 発 生 ・ 維 持 に つ な が る と 考 え ら れ る 。  

 以 下 に ， 本 研 究 か ら 得 ら れ た 知 見 や こ れ ま で の 先 行 研 究 を 踏 ま え て ，

ス ト レ ス 生 成 モ デ ル の 観 点 か ら の 抑 う つ の 理 解 や 心 理 的 支 援 の 可 能 性 に

つ い て 考 察 を 述 べ る 。  

 

第 １ 項  抑 う つ に 関 連 す る 対 人 ス ト レ ス の 拒 絶 過 敏 性 の 観 点 か ら の 理

解  

 本 研 究 で 得 ら れ た 一 連 の 知 見 か ら ， 拒 絶 過 敏 性 が 高 い 者 の 対 人 関 係 に

お け る 特 徴 と し て 大 き く 3 点 が 挙 げ ら れ る 。 ま ず 一 つ 目 は ， 対 人 関 係 上

の 些 細 な 手 が か り に 敏 感 で あ る こ と で あ る 。 拒 絶 過 敏 性 が 高 い 者 は ， 拒

絶 を 予 期 し た 場 合 に 相 手 の 発 言 や 態 度 に 拒 絶 の サ イ ン を 見 出 し や す い こ

と ， そ し て 拒 絶 を 予 期 し て い な い 場 合 で あ っ て も ， 拒 絶 を 知 覚 し た 場 合

に は そ の 反 応 が 大 き い こ と が 示 さ れ た 。 こ の 特 徴 に よ っ て ， 家 族 や 友 人

の 何 気 な い 一 言 や 些 細 な 態 度 を 批 判 や 軽 蔑 ， 拒 絶 の サ イ ン と 受 け 取 り ，

ひ ど く 傷 つ い て し ま う と い っ た こ と が 考 え ら れ る 。 二 点 目 は ， 個 人 内 の
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ス ト レ ス よ り も ， 個 人 間 の 関 係 性 を 優 先 さ せ る こ と で あ る 。 拒 絶 過 敏 性

が 高 い 者 は ， 拒 絶 を 予 期 し た 場 合 に ， 相 手 を 不 快 に さ せ な い こ と と 自 己

の 意 見 を 主 張 す る こ と を ト レ ー ド オ フ と 認 識 し ， 両 立 さ せ ら れ な い こ と

が 考 え ら れ る 。 ま た ， そ の 結 果 と し て 気 疲 れ と い っ た 対 人 ス ト レ ス を 感

じ や す い こ と が 示 さ れ た 。 こ の 特 徴 に よ っ て ， 苦 手 な 相 手 と も 良 い 関 係

を 結 ぶ た め に 気 を 遣 い ス ト レ ス を 感 じ て い る と い っ た 状 態 や ， 表 面 的 に

は 適 応 し て い る よ う に 見 え る が 実 は 本 人 は 苦 慮 し て い る と い っ た 困 難 が

考 え ら れ る 。 そ し て 三 点 目 と し て ， 行 動 の 良 し 悪 し の 判 断 基 準 が 外 （ 自

身 が 思 う 相 手 の 反 応 ） に あ る 点 で あ る 。 相 手 か ら 拒 絶 さ れ な い た め に ，

本 来 の 自 己 と は 異 な る ， 相 手 が 望 ん で い る で あ ろ う 自 己 を 振 る 舞 う 傾 向

が あ る こ と ， そ し て こ の よ う に 基 準 が 外 に あ る た め 自 身 の 行 動 を 自 己 強

化 で き ず ， 他 者 か ら の 意 見 に よ っ て 自 己 概 念 が 揺 ら ぎ や す い 可 能 性 が 考

え ら れ る 。 こ の 特 徴 に よ っ て ， 相 手 か ら の 指 摘 や 注 意 に よ っ て 自 己 概 念

が 影 響 を 受 け ， 過 剰 に 落 ち 込 ん で し ま う と い っ た こ と が 考 え ら れ る 。  

 こ の よ う に ， 抑 う つ に 関 連 す る さ ま ざ ま な 対 人 関 係 上 の 問 題 に つ い て ，

拒 絶 過 敏 性 の 特 徴 に よ る 理 解 が 可 能 な の で は な い か と 考 え ら れ る 。  

 

第 ２ 項  認 知 行 動 的 観 点 か ら の 拒 絶 過 敏 性 の 再 理 解  

 本 研 究 に お い て ， 従 来 パ ー ソ ナ リ テ ィ 特 性 と さ れ て き た 拒 絶 過 敏 性 を ，

質 問 紙 に よ り 「 自 分 に ど の 程 度 当 て は ま る か ～ 」 と 教 示 さ れ た 質 問 へ の

回 答 に よ っ て 得 ら れ た ， ス ト レ ッ サ ー の 生 成 に か か わ る ， あ る 程 度 安 定

的 な 個 人 の 認 知 行 動 的 特 徴 に 加 え て ， 実 験 場 面 に お い て 測 定 さ れ た ， ス

ト レ ッ サ ー の 増 幅 に か か わ る ， 状 況 に 対 応 し た 認 知 や 行 動 の 二 つ の 水 準

で 捉 え 直 し た 。 ま た ， そ の 上 で 安 定 的 な 個 人 の 認 知 行 動 的 特 徴 が 状 況 依

存 的 な 認 知 や 行 動 を 予 測 す る こ と を 示 し た 。  
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 こ こ で い う 個 人 の 認 知 行 動 的 特 徴 と は ， 質 問 紙 で 測 定 さ れ た 拒 絶 過 敏

性 ， つ ま り 従 来 パ ー ソ ナ リ テ ィ と さ れ て き た 概 念 を 指 し て い る が ， こ れ

は こ の 拒 絶 過 敏 性 の 高 さ と 状 況 依 存 的 な 認 知 行 動 の 関 連 が ， 拒 絶 予 期 の

あ る 場 合 の み で 認 め ら れ た こ と に よ る 。 拒 絶 過 敏 性 が 高 い 者 も ， 拒 絶 さ

れ る 可 能 性 を 認 識 し て い な い 状 況 で は ， 拒 絶 予 期 の 高 さ や 拒 絶 阻 止 の 行

動 の 頻 度 は 低 い 者 と 変 わ ら な い こ と が 示 さ れ た 。 こ れ は ， 拒 絶 過 敏 性 が

高 い か ら と い っ て 常 に 拒 絶 を 恐 れ 予 期 し て い る わ け で は な く ， 対 人 場 面

で い つ で も 自 己 を 抑 え 相 手 に 迎 合 し て い る わ け で は な い と い う こ と を 示

唆 す る 結 果 と い え る 。 つ ま り ， 拒 絶 過 敏 性 が あ ら わ す 認 知 や 行 動 に は 少

な く と も 空 間 的 一 貫 性 は 成 立 し な い と 考 え ら れ る 。 拒 絶 過 敏 性 は 変 容 が

前 提 と さ れ な い パ ー ソ ナ リ テ ィ と し て 扱 う の で は な く ， 状 況 依 存 的 な 認

知 や 行 動 と ， そ れ ら よ り は 高 次 の 水 準 で 捉 え た ， 拒 絶 の 予 期 が あ る 状 況

に お い て あ る 程 度 安 定 的 な 認 知 行 動 的 特 徴 と い っ た 二 つ の 水 準 に 分 け て

捉 え る こ と が 妥 当 で あ る と 考 え ら れ る 。 そ れ に よ り ， 拒 絶 過 敏 性 を 構 成

す る こ の 二 つ の 水 準 の 認 知 や 行 動 は ， 日 々 の 対 人 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に

お け る 随 伴 性 や ， な か で も 繰 り 返 さ れ る 拒 絶 体 験 な ど に よ っ て 学 習 さ れ

て き た も の で あ る と 捉 え る こ と が 可 能 と な る 。  

そ の 上 で ， 拒 絶 過 敏 性 を 構 成 す る こ の 二 つ の 水 準 の 認 知 や 行 動 の 関

係 性 に つ い て 述 べ る 。 高 次 の 水 準 で あ る 認 知 行 動 的 特 徴 と は ， 自 身 の 普

段 の 対 人 行 動 に つ い て ， た と え ば 「 他 の 人 を 傷 つ け た り 動 揺 さ せ る く ら

い な ら 、 や り た く な い こ と で も や っ た ほ う が ま し だ 」 ， 「 拒 絶 さ れ る こ

と が 怖 い た め ， 自 分 の 意 見 を 言 わ な い よ う に し て い る 」 と い っ た 態 度 を

表 し ， そ の よ う な 個 人 は ， た と え ば 相 手 か ら 自 身 の 短 所 を 改 め て 考 え 言

語 化 さ れ る と い っ た あ る 特 定 の 状 況 に お い て は ， 自 身 の 短 所 に つ い て 必

要 以 上 に 傷 つ く こ と を 言 わ れ な い よ う 相 手 を 不 快 に さ せ な い こ と を 目 的
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と し て ， た と え 自 己 概 念 と 異 な る と し て も 自 身 を 低 め る 内 容 の 発 言 や ，

相 手 の 短 所 に つ い て は 意 識 的 に 一 般 化 や 共 感 を 示 す と い っ た ， 低 次 の 水

準 と し て の 状 況 依 存 的 な 行 動 を と り や す い こ と が 考 え ら れ る 。 こ の 場 合 ，

自 身 の 気 持 ち を 抑 え 無 理 に 相 手 に 合 わ せ る と い っ た 状 況 依 存 的 な 行 動 は ，

そ の 直 後 の 相 手 の 反 応 が 好 意 的 で あ る こ と や ， 必 要 以 上 に ネ ガ テ ィ ブ な

こ と を 言 わ れ た り 批 判 的 な 態 度 を 取 ら れ た り せ ず に 済 ん だ と い っ た 結 果

を 強 化 子 と し て 強 化 さ れ て い る 可 能 性 が 考 え ら れ る 。 ま た ， こ の よ う な

経 験 を 積 み 重 ね る こ と で ， あ る 程 度 安 定 的 に 捉 え ら れ て い る 特 徴 で あ る

「 他 の 人 を 傷 つ け た り 動 揺 さ せ る く ら い な ら ， や り た く な い こ と で も や

っ た ほ う が ま し だ 」 ， 「 拒 絶 さ れ な い た め に ， 自 分 の 意 見 を 抑 え る べ き

だ 」 と い っ た 認 知 が 一 層 支 持 さ れ ， 強 ま る こ と が 考 え ら れ る 。 あ る 状 況

に お け る 認 知 や 行 動 に よ っ て そ の 一 つ 上 位 の 水 準 の 認 知 や 行 動 が 強 化 さ

れ る と い っ た 方 向 性 に つ い て は ， た と え ば 「 も し 他 の 人 が 本 当 の 私 を 知

っ た ら ， 私 の こ と を 嫌 い に な る だ ろ う 」 と い う 認 知 的 特 徴 を 持 つ 者 が 相

手 の 態 度 に 拒 絶 の サ イ ン を 知 覚 し た 場 合 に は ， こ の 認 知 的 特 徴 が 強 化 さ

れ る だ ろ う 。  

 こ の よ う に ， 「 拒 絶 過 敏 性 が 高 い 」 こ と の 維 持 ， 亢 進 の 背 景 に は ， あ

る 程 度 安 定 的 な 個 人 の 認 知 行 動 的 特 徴 が ， あ る 状 況 に お け る 認 知 や 行 動

を 予 測 す る と い う 方 向 だ け で な く ， そ の よ う な 拒 絶 体 験 あ る い は 拒 絶 阻

止 に よ る 対 人 ス ト レ ス の 経 験 の 蓄 積 に よ っ て 認 知 行 動 的 特 徴 が 一 層 強 化

さ れ る と い っ た 循 環 プ ロ セ ス が 想 定 さ れ る 。  

 両 者 を 併 せ て 理 解 し 扱 う こ と で ， 拒 絶 過 敏 性 の 高 い 個 人 が あ る 程 度 一

貫 し て 拒 絶 の 知 覚 や 対 人 ス ト レ ス を 感 じ や す い 状 況 を あ ら か じ め 想 定 し

た ， 予 防 的 な 対 応 が 可 能 に な る と 考 え ら れ る 。  
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第 ３ 項  拒 絶 過 敏 性 を 脆 弱 性 要 因 に 据 え た ス ト レ ス 生 成 モ デ ル の 観 点

を 取 り 入 れ た 抑 う つ の 理 解  

 研 究 1 と 研 究 2 の 結 果 か ら ， 拒 絶 過 敏 性 の 高 い 者 は 対 人 ス ト レ ス を 感

じ や す く ， こ れ ら が 抑 う つ と 関 連 す る こ と が 示 さ れ た 。 従 来 抑 う つ の 発

生 ・ 維 持 の メ カ ニ ズ ム に つ い て 説 明 し た 諸 理 論 は ス ト レ ス の 経 験 を 前 提

と し て ， ス ト レ ス を 経 験 し た 後 の 認 知 行 動 的 対 処 を 中 心 的 な 要 因 に 据 え

る こ と で ， 素 因 ス ト レ ス モ デ ル に 当 て は め 理 解 さ れ て き た 。 し か し な が

ら ， 実 際 に は ， 本 研 究 で 示 さ れ た よ う に ， 拒 絶 過 敏 性 の 認 知 的 ・ 行 動 的

特 徴 が ス ト レ ッ サ ー の 知 覚 自 体 を 高 め ， 抑 う つ を 高 め る こ と は 決 し て 少

な く な い 。 こ の よ う な 知 見 は ， 近 年 に な り ， ス ト レ ス 生 成 モ デ ル と し て

提 唱 さ れ （ Hammen,  2006） ， Beck の 認 知 モ デ ル に お け る 要 因 の ひ と

つ で あ る 抑 う つ ス キ ー マ の い く つ か も ， 実 際 に は ス ト レ ス を 生 成 す る 機

能 を 有 す る と し て ス ト レ ス 生 成 モ デ ル の 枠 組 み で 理 解 で き る こ と が 指 摘

さ れ て い る こ と か ら も （ 黒 田 ， 2011） ， こ の 理 解 自 体 に は 一 定 の コ ン

セ ン サ ス が あ る と 考 え ら れ る 。 し た が っ て ， 今 後 は ， 抑 う つ の 発 生 ・ 維

持 に つ い て ス ト レ ス 生 成 モ デ ル の 視 点 か ら 主 観 的 ス ト レ ス の 生 成 の 時 点

の 個 人 差 に つ い て も 仮 定 す る 必 要 が あ る だ ろ う 。 こ れ に よ り ， ス ト レ ッ

サ ー の 生 成 に か か わ る 個 人 内 要 因 と ， ス ト レ ス の 維 持 ・ 悪 化 に か か わ る

個 人 内 要 因 を そ れ ぞ れ 考 慮 す る こ と で ， 従 来 の 素 因 ス ト レ ス 理 論 に よ る

理 解 を 補 完 す る 形 で よ り 精 緻 に 理 解 す る こ と が 可 能 に な る と 考 え ら れ る 。  

 

第 ４ 項  拒 絶 過 敏 性 の 認 知 行 動 的 特 徴 の 再 理 解 に 基 づ い た 抑 う つ の 心

理 的 援 助 の 示 唆  

 う つ 病 患 者 を 対 象 と し た 基 礎 研 究 や 臨 床 研 究 は ， こ れ ま で に 比 較 的 多

く 知 見 が 蓄 積 さ れ て い る 。 そ の た め ， こ れ ま で の 知 見 を 踏 ま え た う え で ，
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抑 う つ 状 態 の 改 善 に 対 し て 本 研 究 の 結 果 が ど の よ う に 貢 献 で き た か を 述

べ る こ と と す る 。  

 う つ 病 に 対 し て は ， す で に 効 果 の 実 証 さ れ た 心 理 療 法 が 存 在 し ， な か

で も 認 知 行 動 療 法 が 他 の 心 理 療 法 と 比 較 し て 高 い 効 果 を 有 す る こ と が 報

告 さ れ て い る と と も に ， 各 国 の う つ 病 治 療 ガ イ ド ラ イ ン に お い て ， 認 知

行 動 療 法 が 挙 げ ら れ て い る （ Amer i can  Psycho log i ca l  Assoc ia t i on ,  

2001 ;  NICE,  2009 ;  Amer i can  Psych ia tr i c  Assoc ia t i on ,  2010） 。 薬 物 療

法 と 比 較 し て も ， う つ 病 に 対 す る 認 知 行 動 療 法 は 同 等 の 治 療 効 果 が あ る

と と も に （ Dre issen  & Hol lon ,  2010） ， 効 果 の 維 持 と い う 点 で は よ り

優 れ て い る と い う 報 告 が さ れ て い る （ Hol lon ,  DeRube i s ,  She l ton ,  

Amsterdam,  Sa lomon ,  O ’Reardon ,  Lovet t ,  Young ,  Haman,  Freeman,  &  

Gal lo p ,  2005） 。 本 邦 に お い て も う つ 病 に 対 す る 認 知 行 動 療 法 が 実 施 さ

れ ， 系 統 的 レ ビ ュ ー に お い て い ず れ も 中 程 度 以 上 の 効 果 を 有 す る こ と が

報 告 さ れ て い る （ 佐 藤 ・ 丹 野 ， 2012） 。 こ れ ら の 介 入 研 究 で 用 い ら れ

た コ ン ポ ー ネ ン ト は ， 心 理 教 育 ， 認 知 的 技 法 で あ る 認 知 再 構 成 法 ， 行 動

的 技 法 で あ る 行 動 活 性 化 ， 問 題 解 決 療 法 ， 社 会 的 ス キ ル 訓 練 が 中 心 で あ

っ た 。  

 本 研 究 で 示 さ れ た よ う に ， 拒 絶 過 敏 性 の 高 い 者 は 自 ら 対 人 ス ト レ ス を

作 り 出 し て い る と 考 え ら れ る 。 つ ま り ， 起 こ っ た ス ト レ ス に ど う 「 対 処 」

す る か と い っ た 従 来 の 認 知 行 動 療 法 で 中 心 と さ れ て き た 観 点 を 補 完 す る

形 で ， 対 人 関 係 に お け る ス ト レ ス を 必 要 以 上 に 「 作 り 出 さ な い 」 と い う

視 点 に 立 っ た ア プ ロ ー チ を 加 え る こ と が 効 果 的 で あ る と 考 え ら れ る 。  

 ま ず 研 究 3 に よ っ て ， 拒 絶 過 敏 性 の 高 い 者 は 拒 絶 さ れ る の で は な い か

と い う 予 期 が 高 い こ と か ら 相 手 の 言 動 や 態 度 に 拒 絶 の サ イ ン を 検 出 し や

す い こ と が 示 唆 さ れ た 。 そ の た め ， 主 観 的 な 拒 絶 体 験 の 生 成 に 介 入 す る
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た め に は ， 拒 絶 さ れ る こ と へ の 予 期 に ア プ ロ ー チ す る こ と が 効 果 的 で あ

る 可 能 性 が 考 え ら れ る 。 こ こ で ， 従 来 の 認 知 行 動 理 論 に 基 づ く プ ロ グ ラ

ム に お い て も ， た と え ば 認 知 再 構 成 や 問 題 解 決 療 法 の 題 材 と な る 出 来 事

と し て 対 人 関 係 に 関 す る 話 題 が 挙 げ ら れ る こ と は 十 分 に 想 定 さ れ る 。 し

か し な が ら ， そ の よ う な 場 合 は ， た と え ば 拒 絶 さ れ た と 感 じ た な ど そ の

個 人 が 知 覚 し た 出 来 事 に 対 し て ， よ り 適 応 的 な 認 知 や 対 処 行 動 を 検 討 す

る こ と に な る た め ， 予 期 に つ い て 扱 わ れ る こ と は ほ と ん ど な い 。 知 覚 し

た こ と を 前 提 に そ の 出 来 事 に 対 す る 捉 え 方 や 行 動 的 対 処 を 扱 う の み で は

な く ， 拒 絶 を 予 期 し た 状 況 を 取 り 上 げ ， そ の 見 積 り の 妥 当 性 に つ い て 検

討 す る こ と が 重 要 で あ る と 考 え ら れ る 。  

 続 い て 研 究 4 に よ っ て ， 拒 絶 過 敏 性 の 高 い 者 は 相 手 か ら の 拒 絶 を 予 期

し た 場 合 に ， そ れ を 避 け る た め に 自 己 で は な く 相 手 本 位 の 言 葉 を 選 択 す

る こ と に よ っ て 気 疲 れ と い っ た 対 人 ス ト レ ス が 高 ま る こ と が 示 唆 さ れ た 。

つ ま り ， 拒 絶 さ れ る こ と を 予 期 し た 状 況 に お い て 拒 絶 を 阻 止 す る と い う

目 的 で 選 択 さ れ る 行 動 に ア プ ロ ー チ す る こ と が 有 効 で あ る 可 能 性 が 考 え

ら れ る 。 お 世 辞 に は コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 円 滑 に す る 役 割 も あ る が ， 必

要 以 上 に 自 己 の 意 見 を 抑 え た り ， 謙 遜 す る こ と に よ っ て ス ト レ ス を 感 じ

て い る 場 合 に は ， 改 善 が 必 要 で あ る と 思 わ れ る 。 研 究 4 に お い て 対 人 ス

ト レ ス を 高 め る こ と が 示 さ れ た ， 自 身 の 短 所 に 積 極 的 に 同 意 す る 発 言 や ，

相 手 の 短 所 を フ ォ ロ ー す る 発 言 は ， 自 己 の 意 見 を 主 張 で き ず に 相 手 に 迎

合 す る と 言 い 換 え れ ば ， 社 会 的 ス キ ル の 不 足 と み な し う る 。  

 本 邦 で 実 施 さ れ た 先 述 の 認 知 行 動 療 法 プ ロ グ ラ ム に お い て も ， 社 会 的

ス キ ル 訓 練 は 多 く の 研 究 で 取 り 入 れ ら れ て お り （ 佐 藤 ・ 丹 野 ， 201 2） ，

社 会 的 ス キ ル の 向 上 を 目 的 と し た プ ロ グ ラ ム に よ り 短 期 的 な 抑 う つ の 改

善 が 認 め ら れ て い る （ 坂 野 ・ 中 村 ・ 岡 島 ・ 山 内 ・ 高 垣 ・ 西 郷 ・ 中 島 ，
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2010） 。 し か し な が ら ， 社 会 的 ス キ ル と 抑 う つ 改 善 の 長 期 的 維 持 効 果

は 認 め ら れ て お ら ず （ 坂 野 ら ， 2010） ， 介 入 に よ っ て 獲 得 さ れ た 社 会

的 ス キ ル が 般 化 さ れ な か っ た こ と が 示 唆 さ れ て い る 。 つ ま り ， ス キ ル の

獲 得 と ， 適 切 な 状 況 で 使 用 で き る こ と に は 異 な る ア プ ロ ー チ が 必 要 で あ

る と い え る 。 先 述 の よ う に ， 研 究 4 の 結 果 か ら ， 拒 絶 過 敏 性 の 高 い 者 は ，

拒 絶 さ れ る 可 能 性 を 認 識 し て い な い 状 況 に お い て は 拒 絶 過 敏 性 の 低 い 者

と 変 わ ら な い コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 取 っ て い る こ と が 考 え ら れ た 。 一 方

で ， 一 度 拒 絶 の 可 能 性 を 認 識 し た 場 合 に は ， 拒 絶 さ れ な い た め に 自 己 を

抑 え ， 相 手 の 望 む よ う に 振 る 舞 う 傾 向 が 高 い こ と が 示 さ れ た 。 こ の こ と

か ら も ， 拒 絶 過 敏 性 が 高 い 者 は 自 己 主 張 の ス キ ル が 欠 如 し て い る わ け で

は な く ， 拒 絶 を 予 期 し た 状 況 下 に お い て 主 張 し な い こ と を 積 極 的 に 選 択

し て い る こ と が 考 え ら れ る 。 つ ま り ， 拒 絶 に 対 す る 回 避 的 態 度 が 高 い 者

は ， た と え ば 主 張 訓 練 な ど ス キ ル の 獲 得 を 目 的 と し た プ ロ グ ラ ム を 実 施

し て も ， 拒 絶 を 予 期 し た 状 況 下 で は 活 用 さ れ な い こ と が 考 え ら れ る 。 そ

こ で ， 拒 絶 阻 止 の 目 的 の も と 自 己 を 抑 え 相 手 に と っ て 都 合 の 良 い よ う に

振 る 舞 う こ と を 良 し と す る 態 度 を 改 善 す る よ う な ア プ ロ ー チ を 行 な う こ

と が 必 要 で あ る と 考 え ら れ る 。 た と え ば ロ ー ル プ レ イ と い っ た 主 張 訓 練

に 先 立 ち ， 相 手 か ら の 拒 絶 を 予 期 し た 場 合 に 拒 絶 を 避 け る た め に 相 手 に

取 り 入 る こ と の ネ ガ テ ィ ブ な 側 面 や ， 適 切 な 形 で 自 己 の 意 見 を 表 現 し た

り ， 必 要 以 上 に 相 手 に 追 従 し な い こ と の 必 要 性 に 関 す る 心 理 教 育 を 加 え

る な ど ， 認 知 的 な 側 面 へ の ア プ ロ ー チ が 重 要 で あ る だ ろ う 。 そ の 上 で ，

拒 絶 を 予 期 し た 状 況 に お い て ど う 振 る 舞 う か を 具 体 的 に 想 定 し た ロ ー ル

プ レ イ や ， 日 常 生 活 に お け る 実 践 を 実 施 し ， そ こ で 得 た 体 験 を 振 り 返 る 。

行 動 の 自 己 評 価 に つ い て ， Becker ,  He imberg ,  &  Be l lack（ 1989， 高 山

監 訳 ， 1990） は ， ス キ ル 訓 練 に お い て う つ 病 患 者 が 自 身 の 行 動 を 評 価
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す る 際 ， ほ と ん ど の 者 は 行 動 の 質 を 行 動 の 効 果 性 （ 行 動 の 結 果 と し て の

相 手 の 反 応 ） に よ っ て 判 断 す る が ， そ う で は な く 自 身 が 目 的 と し た 行 動

を 遂 行 で き た か ど う か の 軸 で 評 価 を す る こ と の 重 要 性 を 述 べ て い る 。 こ

れ は ま さ に ， 対 人 場 面 に お け る 自 己 の 行 動 の 軸 が 自 己 に な く ， 相 手 に と

っ て ど う か と い っ た 外 的 な 基 準 に 依 存 す る と い っ た ， 拒 絶 に 対 す る 回 避

的 態 度 の 特 徴 を あ ら わ し て い る 。 Becker  e t  a l .（ 1989） は ， 前 述 の よ う

な 軸 で 自 己 評 価 を す る 訓 練 を 併 せ て 積 み 重 ね る こ と で ， 相 互 的 な 社 会 的

行 動 を 技 能 と し て 捉 え る こ と が で き ， そ の 技 能 を 構 成 す る 構 成 要 素 は 習

得 で き る も の で あ り ， 行 動 の 効 果 性 は 関 係 な い と い う 考 え 方 を 教 え る こ

と が で き る と 述 べ て い る 。 こ の よ う に ， パ ー ソ ナ リ テ ィ と さ れ て き た 拒

絶 過 敏 性 の 認 知 行 動 的 特 徴 を 捉 え 記 述 す る こ と で ， そ の 重 要 性 に 反 し て

こ れ ま で 扱 わ れ て こ な か っ た ， 対 人 関 係 に お け る 脆 弱 性 に ア プ ロ ー チ し

て い く こ と が 可 能 に な る と 考 え ら れ る 。  

 

第 ５ 項  拒 絶 過 敏 性 に 焦 点 を 当 て た 抑 う つ の 予 防 的 ア プ ロ ー チ の 可 能

性  

 本 研 究 は 一 般 大 学 生 を 対 象 と し た も の で あ る が ， 研 究 2 に お い て ， 健

常 者 の 中 に も 拒 絶 過 敏 性 が 高 い 者 が 一 定 数 存 在 す る こ と が 確 認 さ れ た 。

ま た ， 研 究 3 お よ び 研 究 4 に お い て ， こ の よ う な 者 は 対 人 関 係 に お け る

ス ト レ ス を 知 覚 し や す く ， 知 覚 し た 際 に 抑 う つ 反 応 を 呈 し や す い こ と が

示 唆 さ れ た 。 し た が っ て ， 今 後 よ り 大 き な 対 人 ス ト レ ス を 経 験 し た 場 合

に は ， 拒 絶 過 敏 性 が 高 い も の ほ ど ， よ り 強 い 抑 う つ を 引 き 起 こ す き っ か

け と な り う る 可 能 性 が あ る と 考 え ら れ ， こ の よ う に 拒 絶 過 敏 性 が 高 い 者

は ， 対 人 ス ト レ ス を き っ か け と し て 抑 う つ に 至 る 可 能 性 の 高 い リ ス ク 群

で あ る と い え る 。 つ ま り ， 現 在 問 題 と な る よ う な う つ 症 状 は 示 し て い な
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い が リ ス ク と な る 特 徴 （ 高 い 拒 絶 過 敏 性 ） を 有 す る 者 を タ ー ゲ ッ ト と し

て 想 定 し た 予 防 的 な ア プ ロ ー チ が 有 効 で あ る と 考 え ら れ る 。 Lewinsohn  

& Clarke（ 1999） に お い て も ， 抑 う つ に 陥 る こ と に 起 因 す る 悪 影 響 な

ど が 生 じ る 前 に 早 期 介 入 を 実 施 す る こ と の 重 要 性 が 指 摘 さ れ て い る 。  

 加 え て ， 抑 う つ に 対 す る 予 防 的 ア プ ロ ー チ に つ い て は ， 大 学 生 を 中 心

と す る 青 年 期 が 重 要 で あ る と 述 べ ら れ （ 坂 本 ・ 西 河 ， 2002） ， 注 目 さ

れ て い る 。 そ の 理 由 は さ ま ざ ま 挙 げ ら れ る が ， 大 き く 3 点 に 分 類 で き る 。

こ の 時 期 は ， 学 業 ， 対 人 関 係 ， 職 業 選 択 と い っ た さ ま ざ ま な ス ト レ ス イ

ベ ン ト を 経 験 す る 機 会 が 多 く （ 苫 米 地 ， 2006） ， 自 己 に 向 け た 内 省 が

高 ま る 時 期 で あ る 。 具 体 的 に は ， （ 1） 抑 う つ を 経 験 し や す い 時 期 で あ

り （ Harr ington  & Clark ,  1998） ， 本 邦 に お け る 調 査 で も 大 学 生 を 含 む

青 年 期 に お け る 抑 う つ は 他 の 年 代 と 比 較 し て 高 い こ と が 示 さ れ て い る

（ 厚 生 労 働 省 大 臣 官 房 統 計 情 報 部 ， 2002； 中 根 ・ 本 田 ， 2001） 。 （ 2）

軽 度 の 抑 う つ で あ っ て も 深 刻 な 心 理 社 会 的 支 障 を 引 き 起 こ す こ と

（ Harr ington  & Clark ,  1998） ， （ 3） こ の 時 期 に 抑 う つ を 経 験 し た 場

合 ， 後 に う つ 病 を 発 症 す る 場 合 も 多 い こ と や （ Munoz ,  Mrazek ,  &  

Hagger ty ,  1996） ， う つ 病 の 診 断 基 準 を 満 た さ な い レ ベ ル の 閾 値 下 抑

う つ は 将 来 の う つ 病 発 症 リ ス ク が 高 い こ と （ Cui jpers  &  Smit ,  2004） ，

で あ る 。  

 抑 う つ の 予 防 や ス ト レ ス マ ネ ジ メ ン ト を 目 的 と し た 介 入 研 究 は こ れ ま

で 多 く 行 わ れ て お り ， 認 知 再 構 成 法 や ス ト レ ス コ ー ピ ン グ に 関 す る 心 理

教 育 的 な ア プ ロ ー チ ， 社 会 的 ス キ ル 訓 練 や リ ラ ク セ ー シ ョ ン を 主 な 構 成

プ ロ グ ラ ム と し た 認 知 行 動 理 論 に 基 づ く プ ロ グ ラ ム の 有 効 性 が 示 さ れ て

い る 。 し か し な が ら ， Jané -L lop is ,  Hosman,  Jenkins ,  &  Anderson

（ 2003） に よ り 行 わ れ た 抑 う つ 予 防 プ ロ グ ラ ム の メ タ 分 析 に お い て ，
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69 本 の 研 究 を 対 象 と し て 効 果 を 検 討 し た 結 果 ， 一 定 の 効 果 は 認 め ら れ

る も の の ， 大 き な 効 果 は 示 さ れ て い な い と 指 摘 さ れ て お り ， 十 分 で あ る

と は い え な い 。 本 研 究 に よ り ， ス ト レ ス 生 成 の プ ロ セ ス に お け る 脆 弱 性

と し て 拒 絶 過 敏 性 の 影 響 が 示 さ れ た こ と か ら ， ス ト レ ス を 経 験 し た 際 に

ど う 対 処 す る か と い っ た 従 来 の 素 因 ス ト レ ス モ デ ル の 理 解 に 基 づ い た ア

プ ロ ー チ に 加 え ， 予 防 の 文 脈 で は 特 に ， ス ト レ ス を 必 要 以 上 に 作 り 出 さ

な い た め の ア プ ロ ー チ が 有 効 で あ る と 考 え ら れ る 。 現 在 広 く 実 施 さ れ て

い る 予 防 的 介 入 の コ ン ポ ー ネ ン ト の う ち ， ス ト レ ス 生 成 へ の ア プ ロ ー チ

と み な し 得 る も の と し て ， 適 切 な 形 で の 主 張 を 促 す 社 会 的 ス キ ル 訓 練 が

挙 げ ら れ る 。 し か し な が ら 先 述 の よ う に ， 拒 絶 過 敏 性 の 高 い 者 は 必 ず し

も ス キ ル 不 足 と い う わ け で は な く ， 相 手 か ら の 拒 絶 を 避 け る た め に 主 張

し な い こ と や ， た と え 自 分 の 意 見 と 異 な っ て い て も 相 手 の 望 ん で い る だ

ろ う 方 向 に 合 わ せ て 振 る 舞 う と い っ た 認 知 的 特 徴 が ひ と つ の 妨 害 要 素 と

な っ て い る こ と が 考 え ら れ る 。 つ ま り ， ス キ ル 訓 練 の み な ら ず 心 理 教 育

や 認 知 的 介 入 を 用 い て ， 主 張 を す る か ど う か ， ど の 程 度 主 張 す る か な ど

と い っ た 行 動 選 択 に か か わ る 認 知 を 併 せ て 扱 う こ と が 重 要 で あ る と 考 え

ら れ る 。  

ま た ， 研 究 3 に お い て 拒 絶 予 期 が 拒 絶 知 覚 に 影 響 を 与 え る こ と が 示 さ

れ た こ と か ら ， 前 述 の 社 会 的 ス キ ル 訓 練 に 加 え ， 拒 絶 予 期 の 見 積 も り の

妥 当 性 に つ い て も 取 り 上 げ る こ と で ， 拒 絶 予 期 と 拒 絶 知 覚 の 循 環 を 断 ち

切 る き っ か け と な る こ と が 期 待 で き る 。  

 石 川 ら （ 2006） は ， 抑 う つ 予 防 プ ロ グ ラ ム の 実 施 形 態 を ， す べ て の

対 象 者 を 介 入 対 象 と す る Universa l タ イ プ と ， リ ス ク の あ る 対 象 者 を 選

抜 す る Target タ イ プ に 分 類 し て い る 。 本 研 究 に よ り 抑 う つ へ の 影 響 が

新 た に 示 唆 さ れ た ， 拒 絶 予 期 の 見 積 も り や ， 拒 絶 を 避 け る た め の 行 動 を
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積 極 的 に 選 択 す る と い っ た ス ト レ ス の 知 覚 以 前 の プ ロ セ ス に つ い て は ，

実 際 に 発 生 し た ス ト レ ス イ ベ ン ト と 比 較 し て 話 題 に 挙 が り に く い こ と が

想 定 さ れ る こ と か ら ， Universa l タ イ プ の プ ロ グ ラ ム に よ っ て 拒 絶 過 敏

性 が 高 い 者 と 低 い 者 が と も に プ ロ グ ラ ム に 参 加 し こ れ ら の 点 に つ い て 意

見 を 交 換 す る こ と が で き れ ば ， よ り 多 様 な 視 点 を 有 す る こ と に つ な が る

と 考 え ら れ る 。  

 

 

第２節  今後の課題と展望  

 

 本 研 究 で は ， 拒 絶 過 敏 性 の 認 知 行 動 的 特 徴 を 明 ら か に す る と と も に ，

そ れ ら が 抑 う つ に 与 え る 影 響 に つ い て 検 討 を 行 な う こ と で ， 臨 床 的 意 義

が 述 べ ら れ た 。 最 後 に 本 研 究 の 知 見 を 踏 ま え て ， 今 後 の 課 題 と 展 望 に つ

い て 簡 潔 に ま と め る こ と と す る 。  

 

第 １ 項  取 り 上 げ る 要 因 に つ い て  

 本 研 究 で は ， ス ト レ ス 生 成 モ デ ル の 立 場 か ら ， 脆 弱 性 と し て 拒 絶 過 敏

性 を 取 り 上 げ ， 対 人 ス ト レ ス の 発 生 を 通 し て 抑 う つ へ の 影 響 に つ い て 考

察 を 行 な っ た 。 ス ト レ ス 生 成 モ デ ル が ス ト レ ス の 発 生 ま で の プ ロ セ ス を

記 述 す る 理 論 で あ る の に 対 し ， 従 来 の 抑 う つ を 説 明 す る 諸 理 論 は 素 因 ス

ト レ ス モ デ ル の 観 点 か ら ， ス ト レ ス の 経 験 を 前 提 と し て そ の ス ト レ ス に

対 す る 認 知 行 動 的 対 処 の 傾 向 を 個 人 の 脆 弱 性 と し て 抑 う つ へ の 影 響 を 理

解 す る も の で あ っ た 。 し た が っ て ， 両 理 論 は 相 反 す る も の で は な く ， 抑

う つ の 発 生 ・ 維 持 の 理 解 の 枠 組 み と し て 互 い に 補 完 し あ う も の で あ る と

考 え ら れ る 。 し た が っ て ， 今 後 は ， ス ト レ ス の 発 生 に 寄 与 し う る 脆 弱 性
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要 因 と ， ス ト レ ス へ の 対 処 の 特 徴 で あ る 素 因 の 両 者 を 同 時 に 扱 い ， 社 会

的 要 因 や 生 物 学 的 要 因 を 含 め て 検 討 す る こ と に よ り ， 抑 う つ の 発 生 ・ 維

持 に つ い て よ り 統 合 的 な 理 解 が 可 能 に な る と 考 え ら れ る 。  

 

第 ２ 項  相 手 と の 関 係 性 の 影 響 に つ い て  

 研 究 3 に お い て は ， 拒 絶 に 対 す る 基 本 的 な 予 期 ， 知 覚 ， 反 応 の 特 徴 を

検 討 す る た め に ， 相 手 と の 関 係 性 や ， 拒 絶 の 回 避 と い っ た 他 の 要 因 の 影

響 を な る べ く 統 制 す る べ く ， PC 課 題 で あ る サ イ バ ー ボ ー ル 課 題 を 用 い

て 排 斥 状 況 を 操 作 し ， 拒 絶 過 敏 性 の 高 い 者 の 認 知 的 特 徴 を 明 ら か に し た 。

Rejec t i on  sens i t iv i ty  mode l に 基 づ き 予 期 ， 知 覚 の 循 環 お よ び 感 情 反 応

へ の 影 響 性 に つ い て 実 証 し た 点 は 意 義 が あ る と 考 え ら れ る 。 次 の 段 階 と

し て ， 日 常 生 活 に よ り 活 か し や す い 知 見 を 得 る た め に は ， 普 段 の 生 活 で

接 す る 親 密 な 相 手 と の 間 の 拒 絶 体 験 に つ い て 検 討 す る こ と が 望 ま れ る 。

個 人 特 性 と し て の 拒 絶 過 敏 性 に 加 え て ， 相 手 と の 関 係 性 を 要 因 に 組 み 込

み ， 予 期 や 知 覚 ， 反 応 に つ い て 本 研 究 に お け る 知 見 と 照 ら し 合 わ せ な が

ら 理 解 す る こ と で ， 個 人 に と っ て の 相 手 と の 関 係 性 を 踏 ま え た ア プ ロ ー

チ に つ な が る 知 見 が 得 ら れ る と 考 え ら れ る 。  

 

第 ３ 項  拒 絶 阻 止 の 行 動 の 強 化 子 に つ い て  

 本 研 究 で は ， こ れ ま で 検 討 さ れ て こ な か っ た 拒 絶 阻 止 の 行 動 に つ い て ，

そ の 種 類 お よ び 拒 絶 過 敏 性 の 高 さ に よ る 頻 度 の 差 異 や 対 人 ス ト レ ス へ の

影 響 を 明 ら か に し た 。 研 究 4-1 に お い て ， 「 自 分 が 傷 つ か な い た め に

（ 相 手 か ら ひ ど い こ と を 言 わ れ な い た め に ） 心 掛 け た 行 動 」 を 尋 ね 得 ら

れ た 回 答 か ら ， 拒 絶 阻 止 の 行 動 の 種 類 を 分 類 し た 。 そ の た め ， 相 手 と の

コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が 円 滑 に 進 む こ と や ， 拒 絶 の サ イ ン を 検 知 し な か っ
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た な ど の 主 観 的 結 果 が 強 化 子 に な っ て い る こ と で ， 拒 絶 を 予 期 し た 状 況

下 に お い て こ れ ら の 行 動 が 維 持 し て い る と み な す こ と が で き る 。 し か し

な が ら ， 拒 絶 阻 止 の 行 動 の な か で も ， 相 手 を 持 ち 上 げ 相 手 の 短 所 を フ ォ

ロ ー す る 発 言 や ， 相 手 か ら 自 己 の 短 所 を 指 摘 さ れ た 際 に 積 極 的 な 同 意 を

表 し た り ， 自 身 を 低 め る よ う な 内 容 の 発 言 は ， 気 疲 れ に も つ な が る と い

う 結 果 が 得 ら れ て い る た め ， 行 動 の 維 持 に か か わ る 要 因 に つ い て 詳 細 に

検 討 す る こ と が 望 ま れ る 。  

研 究 4-3 に て ， 拒 絶 を 予 期 し て い な い 状 況 下 に お い て は 拒 絶 過 敏 性 が

高 い 者 も 低 い 者 と 変 わ ら な い コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 取 っ て い る こ と が 示

さ れ ， 拒 絶 過 敏 性 が 高 い 者 は 社 会 的 ス キ ル の 不 足 と い う よ り は ， 拒 絶 阻

止 の 行 動 を 積 極 的 に 選 択 し て い る こ と が 考 え ら れ る 。 つ ま り ， 今 後 の 展

望 と し て ， 行 動 の 維 持 要 因 に つ い て ， 拒 絶 阻 止 の 行 動 の 強 化 子 と な る 結

果 だ け で は な く 行 動 選 択 に か か わ る 認 知 に つ い て も 着 目 し ， 実 証 的 な 検

討 に 基 づ き 明 ら か に さ れ る こ と が 望 ま れ る 。  

 

第 ４ 項  拒 絶 過 敏 性 ， 対 人 ス ト レ ス ， 抑 う つ の 双 方 向 性 や 相 互 作 用 に

つ い て  

 本 研 究 に お い て は ， 抑 う つ の 予 防 的 観 点 か ら ， 抑 う つ 発 生 の き っ か け

と な る 対 人 ス ト レ ス ， な か で も 相 手 か ら 拒 絶 さ れ る こ と に 着 目 し ， そ の

拒 絶 体 験 の 経 験 頻 度 や 強 度 に お け る 個 人 差 を 説 明 可 能 な 変 数 と し て 拒 絶

過 敏 性 を 取 り 上 げ た 。 そ の た め ， 本 研 究 に お け る 仮 説 モ デ ル は 一 貫 し て

拒 絶 過 敏 性 → 対 人 ス ト レ ス → 抑 う つ の 流 れ を 仮 定 し ， 検 討 を 行 な っ た 。

本 研 究 の 結 果 ， 研 究 3 で は 実 験 課 題 で 拒 絶 知 覚 を 操 作 し 経 験 さ せ る こ と

で ネ ガ テ ィ ブ 気 分 が 高 ま る こ と や ， 研 究 4 で は 実 験 教 示 に よ っ て 拒 絶 予

期 を 操 作 す る こ と で 経 験 さ せ た 対 人 ス ト レ ス の 高 さ が そ の 後 の 抑 う つ の
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高 ま り を 予 測 し た こ と か ら ， こ の 方 向 性 に つ い て は 一 定 の 支 持 が 得 ら れ

た と 考 え ら れ る 。 ま た 本 研 究 は ， 健 常 者 を 対 象 に 予 防 的 観 点 か ら 抑 う つ

の 発 生 を 想 定 し て 実 施 さ れ た こ と か ら も ， 本 研 究 に よ り 得 ら れ た 知 見 は

初 期 の 抑 う つ の 発 生 メ カ ニ ズ ム に つ い て は あ る 程 度 の 説 明 力 を 有 す る と

考 え ら れ る 。 し か し な が ら ， 本 研 究 の 結 果 は ， こ れ 以 外 の 方 向 性 の 可 能

性 を 否 定 す る も の で は な い 。 む し ろ 現 実 的 に は ， 抑 う つ が 高 い こ と に よ

っ て 対 人 関 係 に お い て 相 手 の 言 動 や 行 動 の 解 釈 が ネ ガ テ ィ ブ に 知 覚 さ れ

や す く な る こ と や ， そ の よ う に 主 観 的 に 拒 絶 を 知 覚 す る こ と で 拒 絶 に 対

す る 恐 れ や 回 避 的 態 度 が よ り 高 ま る こ と ， 拒 絶 を 予 期 し た 場 合 の 拒 絶 阻

止 の 行 動 の 頻 度 が 高 ま る こ と な ど は 十 分 に 想 定 さ れ る 。 特 に ， 当 初 ス ト

レ ス 生 成 理 論 は ， 「 抑 う つ 状 態 の 者 は 自 身 の 振 る 舞 い に よ っ て 周 囲 の 者

と の 不 和 と い っ た 対 人 ス ト レ ス を 引 き 起 こ し や す い こ と か ら 抑 う つ が 悪

化 す る 」 と い っ た 観 点 か ら 提 唱 さ れ た 理 論 で あ る こ と か ら も

（ Hammen,  1991） ， 抑 う つ の 維 持 ， 悪 化 に つ い て の 理 解 を よ り 深 め る

た め に は ， 抑 う つ 状 態 で あ る こ と が 対 人 行 動 や そ こ で の 本 人 の 体 験 に ど

の よ う に 影 響 を 与 え る の か と い っ た 視 点 や ， 拒 絶 過 敏 性 の 認 知 行 動 的 特

徴 が ， 日 々 の 対 人 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に お け る 経 験 か ら ど の よ う な フ ィ

ー ド バ ッ ク を 受 け て 維 持 ， 強 化 さ れ る の か と い っ た 点 に つ い て の さ ら な

る 検 討 が 必 要 で あ る 。  

 

第 ５ 項  臨 床 的 妥 当 性 に つ い て  

 本 研 究 に て ， パ ー ソ ナ リ テ ィ と 定 義 さ れ て き た 拒 絶 過 敏 性 の 認 知 行 動

的 特 徴 を 詳 細 に 明 ら か に し ， こ れ ら が 抑 う つ に 与 え る 影 響 に 関 す る 知 見

が 得 ら れ た こ と に は 意 義 が あ る 。 し か し な が ら ， 実 際 に 本 研 究 で 得 ら れ

た 知 見 が 実 際 の カ ウ ン セ リ ン グ 場 面 や う つ 病 患 者 に ど の 程 度 有 用 で あ る
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か に つ い て は 更 な る 検 討 が 必 要 で あ る 。 た と え ば ， 本 研 究 に よ っ て 拒 絶

過 敏 性 の 認 知 的 特 徴 の な か で も 拒 絶 予 期 の 高 さ が 知 覚 し や す さ に 影 響 す

る こ と や ， 行 動 的 特 徴 の な か で も 拒 絶 を 阻 止 す る 目 的 で 相 手 に 追 従 す る

言 語 行 動 が 対 人 ス ト レ ス を 生 じ さ せ る こ と が 実 験 的 に 示 唆 さ れ た こ と か

ら ， こ れ ら に 基 づ い た 介 入 コ ン ポ ー ネ ン ト を 既 存 の 治 療 に 付 加 す る こ と

に よ っ て ， 治 療 効 果 の 向 上 が 期 待 さ れ る 。  

 今 後 は ， 患 者 を 対 象 と し た 調 査 お よ び 介 入 研 究 や 予 防 的 ア プ ロ ー チ に

よ る 介 入 研 究 を 行 な い 実 証 的 な 知 見 を 積 み 上 げ て い く こ と に よ っ て ， 本

研 究 で 得 ら れ た 知 見 の 臨 床 的 妥 当 性 を 示 し ， 拒 絶 過 敏 性 が 高 い 者 の 抑 う

つ の 予 防 ， 治 療 に 一 層 貢 献 で き る も の と 考 え る 。  
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す べ く 、 毎 回 と て も 親 身 に ご 指 導 い た だ き ま し た 。 先 生 が 最 後 ま で 粘 り

強 く お 付 き 合 い く だ さ っ た お か げ で 、 納 得 で き る 構 成 を 練 り 上 げ る こ と
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が で き ま し た 。 ま た 、 実 験 研 究 の 準 備 や 手 順 は 、 大 月 先 生 か ら 学 び ま し

た 。 先 生 方 、 本 当 に あ り が と う ご ざ い ま し た 。  

 桜 美 林 大 学 の 小 関 俊 祐 先 生 に は 、 研 究 に コ メ ン ト を く だ さ っ た り 、 先

生 が 愛 知 教 育 大 学 に い ら っ し ゃ る 頃 に は 真 実 さ ん と 共 に 質 問 紙 調 査 の 実

施 に ご 協 力 い た だ き ま し た 。 ま た 、 お 会 い す る 度 に 温 か い 言 葉 を か け て

く だ さ り 、 長 い 間 、 さ ま ざ ま な 形 で 応 援 し て く だ さ い ま し た 。 本 当 に あ

り が と う ご ざ い ま し た 。  

 専 修 大 学 の 国 里 愛 彦 先 生 に は 、 研 究 に 向 か う 姿 勢 に 大 き な 刺 激 を い た

だ き ま し た 。 ま た 、 先 生 が 鈴 木 伸 一 研 究 室 の 助 手 を さ れ て い た 頃 か ら 、

興 味 深 い 論 文 を ご 紹 介 く だ さ っ た り 、 分 析 手 法 や 実 験 課 題 の 作 成 に つ い

て 相 談 に 乗 っ て く だ さ っ た こ と で 、 多 く の こ と を 学 ば せ て い た だ き ま し

た 。 心 か ら 感 謝 し て お り ま す 。  

 早 稲 田 大 学 人 間 科 学 学 術 院 の 岡 島 義 先 生 に は 、 審 査 会 で の 発 表 に 向 け

て さ ま ざ ま な 機 会 で 数 度 に わ た り と て も 親 身 な ア ド バ イ ス を く だ さ い ま

し た 。 ま た 、 質 問 紙 調 査 実 施 に も 快 く ご 協 力 く だ さ り 、 博 士 論 文 の 執 筆

の た め に ご 支 援 を く だ さ い ま し た 。 本 当 に あ り が と う ご ざ い ま し た 。  

 と も に 博 士 後 期 課 程 を 過 ご し た 同 期 の 佐 藤 友 哉 さ ん 、 松 野 航 大 さ ん 、

金 山 裕 介 さ ん に は 、 研 究 ・ 臨 床 に 向 か う 姿 勢 や 知 識 に つ い て た く さ ん の

刺 激 を い た だ き ま し た 。 そ し て 何 よ り 、 皆 さ ん が 同 期 で と て も 楽 し か っ

た で す 。  

 鈴 木 伸 一 研 究 室 の 博 士 後 期 課 程 の 先 輩 で あ る 伊 藤 大 輔 さ ん 、 田 上 明 日

香 さ ん 、 武 井 優 子 さ ん は 、 研 究 ・ 臨 床 だ け で な く 、 リ ー ダ ー の あ り 方 と

し て も 素 晴 ら し い モ デ ル で あ り 、 私 の 目 標 で し た 。 在 学 中 だ け で な く ご

就 職 さ れ て か ら も 、 励 ま し の 言 葉 や 様 々 な ア ド バ イ ス を い た だ き ま し

た 。 特 に 伊 藤 さ ん に は 、 学 部 の 時 か ら お 世 話 に な り 、 研 究 や 臨 床 に つ い
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て ご 指 導 い た だ い た こ と に 加 え 、 進 路 に つ い て も た く さ ん 相 談 に 乗 っ て

く だ さ い ま し た 。 先 輩 方 に 続 く こ と が で き 、 と て も う れ し く 思 っ て い ま

す 。  

 同 じ く 研 究 室 の 博 士 後 期 課 程 で 共 に 過 ご し た 佐 々 木 美 保 さ ん 、 兼 子 唯

さ ん 、 小 川 祐 子 さ ん 、 伊 藤 理 紗 さ ん と は 、 日 々 の あ ら ゆ る 体 験 を 共 有

し 、 互 い の 進 捗 を 励 ま し 合 い 、 時 に は 道 具 的 サ ポ ー ト や そ れ 以 上 の 情 緒

的 サ ポ ー ト に 何 度 も 救 わ れ ま し た 。 特 に 兼 子 さ ん と は 、 博 士 後 期 課 程 の

同 期 と し て 、 楽 し い 日 々 は も ち ろ ん の こ と 、 院 生 生 活 の う ち 最 も 辛 い 時

期 を 共 に 乗 り 越 え た こ と は 、 い ま の 私 の 糧 に な っ て い ま す 。  

 そ し て 、 修 士 課 程 を 含 む 6 年 間 、 苦 楽 を 共 に し て き た 鈴 木 研 究 室 の

皆 様 に 、 心 か ら 御 礼 を 申 し 上 げ ま す 。 私 が こ れ ま で 研 究 を 進 め て こ ら れ

た こ と や 、 無 事 に 学 位 審 査 を 終 え ら れ た こ と 、 そ し て 学 び の 多 い 充 実 し

た 日 々 を 過 ご す こ と が で き た の は 、 皆 様 が 様 々 な 場 面 で 助 け て く だ さ っ

た お か げ で す 。 こ れ ま で 本 当 に あ り が と う ご ざ い ま し た 。  

ま た 、 赤 坂 ク リ ニ ッ ク で の 臨 床 活 動 ・ 研 究 活 動 を サ ポ ー ト し て く だ

さ っ た 吉 田 栄 治 院 長 、 み ど り さ ん 、 心 理 士 の 小 松 智 賀 先 生 、 野 口 恭 子 先

生 、 高 井 絵 里 さ ん 、 そ し て 事 務 の 皆 様 に 、 心 か ら 御 礼 申 し 上 げ ま す 。 6

年 間 に わ た る 赤 坂 ク リ ニ ッ ク で の 数 々 の 経 験 は 、 私 の 研 究 ・ 臨 床 の 原 点

と な り ま し た 。  

 そ し て 、 佳 境 と な っ た 最 後 の 4 カ 月 を 無 事 終 え る こ と が で き た の

は 、 働 き な が ら 博 士 論 文 を ま と め る こ と を 心 か ら 応 援 し て く だ さ っ た 、

株 式 会 社 ビ ジ ネ ス リ サ ー チ ラ ボ の 皆 様 の お か げ で す 。 な か で も 、 日 々 を

共 に 過 ご す 伊 達 洋 駆 さ ん 、 稲 田 聡 美 さ ん に は 、 多 大 な る 思 い や り と お 気

遣 い を い た だ き ま し た 。 心 か ら 感 謝 し て お り ま す 。  
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指 導 教 員 で あ る 鈴 木 伸 一 先 生 に は ， 学 部 の ゼ ミ か ら 修 士 課 程 、 博 士

後 期 課 程 を 経 て 今 回 の 学 位 審 査 合 格 ま で 、 8 年 余 り に わ た り ， ご 指 導 い

た だ き ま し た 。 研 究 や 臨 床 だ け で な く ， 組 織 の 一 員 と し て の あ り 方 や 振

る 舞 い に 至 る ま で 、 数 え き れ な い ほ ど 多 く の こ と を 先 生 か ら 学 ば せ て い

た だ き ま し た 。 私 を 学 部 の ゼ ミ 、 修 士 課 程 、 博 士 後 期 課 程 で 鈴 木 研 に 受

け 入 れ て く だ さ っ た こ と 、 そ し て 博 士 論 文 の 研 究 が 停 滞 し た 時 も 最 後 ま

で 見 捨 て ず 諦 め ず 見 守 っ て く だ さ っ た こ と 、 時 に は 厳 し く 、 そ れ 以 上 に

温 か く こ こ ま で 導 い て く だ さ っ た こ と 、 深 く 感 謝 し て い ま す 。  

 た ま に 会 え た 時 だ け で な く 、 離 れ て い る 時 も い つ も 応 援 し て く れ る 友

人 た ち が い て く れ た お か げ で 、 い つ も 心 強 く 、 大 き な 励 み に な り ま し

た 。 本 当 に あ り が と う 。  

 そ し て 、 な か な か 先 が 見 え な い な か で 、 途 方 も な く 長 い 期 間 、 私 を 信

じ 見 守 り 続 け て く れ た 大 事 な 家 族 に 感 謝 し ま す 。 私 の 希 望 を 自 分 の こ と

の よ う に 願 っ て く れ る 人 が い る こ と が 、 大 き な 支 え に な り ま し た 。  

最 後 に 、 本 研 究 の 調 査 お よ び 実 験 に ご 協 力 い た だ き ま し た 皆 様 に 、

心 か ら 感 謝 申 し 上 げ ま す 。  

こ れ ま で の 道 の り を 振 り 返 り 、 思 い 返 す ほ ど に 、 こ の 学 位 は 周 り の

皆 様 の ご 支 援 に よ っ て い た だ け た も の と 実 感 い た し ま す 。 本 当 に あ り が

と う ご ざ い ま し た 。  

 

2016 年 7 月  

巣 山  晴 菜  
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研究１ 
  



 

 

 

 

 

 
 この度は，アンケート調査にご協力いただきまして，ありがとうございます。 

 この調査は，みなさまの普段の気持ちや考えについてお聞きする質問から構成されて

おります。 

 
● 回答には，合っている・間違っているというものはありませんので，他の人と相談

したり，まねをしたりせずに答えてください。 

● この調査への回答は，みなさまの自由意志によるものです。決して強制的なもので

はありませんが，ご回答いただけましたら幸いです。 

 
● この調査の回答内容はすべて研究用の統計的データの作成に用いられますので，あ

なた個人の情報や回答内容が特定されたり，公表されたりすることは一切ありませ

ん。 

 
● 回答の内容は授業の評価等には一切関係ありませんのでご安心ください。 

 
● 回答済みの調査用紙は，研究実施者へお渡しいただくか，お手数ですが，１０１号

館３階に設置しております回収ロッカー１３番へ投入をお願い致します。 

  
以上のことをご理解の上，ご回答いただける場合は，最後まで記入漏れやミスのないよ

う，どうぞよろしくお願いいたします。 

 
研究実施者 

早稲田大学大学院人間科学研究科 

修士課程 2年 
巣山 晴菜 

連絡先：haru_s@akane.waseda.jp 

 

 

 

研究実施責任者 

早稲田大学人間科学学術院 

鈴木 伸一 

 
研究の倫理や苦情等に関する 

問い合わせ先   （研究推進部） 

03-3202-2568 

rinri@list.waseda.jp 

調査へのご協力のお願い 



 

 

○まず、以下の質問にお答えください。 

年齢：（    ）歳 

性別： 男 ・ 女  (当てはまる方に○印をつけてください) 

 
○以下の項目に１つ以上該当しますか？ 

１．現在，精神科や内科の疾患により定期的に複数回通院をしている 

２．現在，心理カウンセリングを受けている 

３．現在、医師による処方薬（睡眠薬・精神安定薬など）を服用している 

４．これまでに，継続的に複数回，精神科・心療内科などの医療機関を受診したこと 

がある 

はい ・ いいえ 

※「はい」に○印をつけられた方は，以降の質問にお答えいただかなくても結構です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
次のページから質問が始まります。 

この研究のフィードバックをご希望の方は， 
以下の欄にお名前とご連絡先のご記入をお願い致します。 
（全体の結果のみのフィードバックとさせていただきます。） 

 
○氏名：                             

○希望の連絡先 
  PC e-mail：                          

  携帯 e-mail：                         
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1 他の人から自分がどう思われているか，心配である 1 2 3 4

2 みなが自分のことをどう感じているか気になる 1 2 3 4

3 他の人にどう思われているかによって，自分の価値が決まると思う 1 2 3 4

4 自分のしたことをもし誰かに批判されたら，いやな気分になる 1 2 3 4

5 自分の言動や行動が批判されるのではないかと心配である 1 2 3 4

6 誰かに怒られると，心が傷つく 1 2 3 4

7 誰かに無視されたときは，いつでもそれに気がつく 1 2 3 4

8 良いことをしたと他の人に言われた時のみ，そう信じられる 1 2 3 4

9 親密な他者を失ってしまうのではないかと心配である 1 2 3 4

10 もし誰かが私を動揺させたら，それを気にせずにはいられない 1 2 3 4

11 知り合いから賞賛されなければ，心から幸せを感じることはない 1 2 3 4

12 本当の私がどんな人物か知ったら，他の人は私を見下すだろう 1 2 3 4

13 もし他の人が本当の私を知ったら，私のことを嫌いになるだろう 1 2 3 4

14 本当の自分を他の人に知ってほしくない 1 2 3 4

15 私はだいたいにおいて人に好かれると思う 1 2 3 4

16 私は他の人を幸せな気持ちにすることができる 1 2 3 4

17 人に別れを告げる時，不安になる 1 2 3 4

18 批判されるのではないかと常に恐れている 1 2 3 4

19 初対面の人と会うことは，落ちつかない 1 2 3 4

20 誰かからお世辞を言われるとうれしい 1 2 3 4

21 親密な関係の人といるときは，安心する 1 2 3 4

22 他の人に対して怒ることは難しいことである 1 2 3 4

23 他の人の心を傷つけてしまっていないかと心配である 1 2 3 4

24 他の人を傷つけたり動揺させるくらいなら，やりたくないことでもやったほうがましだ 1 2 3 4

25 私は誰に対しても礼儀正しい 1 2 3 4

以下の文章が自分のどの程度当てはまるか、○印をつけてください。
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26 相手を傷つけてしまうことが心配なため，人に怒ることはしない 1 2 3 4

27 他の人を批判してしまっていないか心配である 1 2 3 4

28 友人とけんかをした後は，仲直りするまで落ちつかない 1 2 3 4

29 他の人がどう感じているかを常に気にしている 1 2 3 4

30 人に別れを告げるときは落ちつかない 1 2 3 4

31 自分が他の人にどのような影響を与えているかが心配である 1 2 3 4

32 拒絶されることが恐いため，自分の意見を言わないようにしている 1 2 3 4

33 自分の親しい相手をよろこばせるためなら，私は自分のやり方も変えるだろう 1 2 3 4

34 自分の考えが他の人を圧倒してしまっているのではないかと恐れている 1 2 3 4

35 他の人が私を気に入っているかどうか，いつもよくわからない 1 2 3 4

36 他の人は私の事を分かっていないと思う 1 2 3 4

37 人から言われることに傷つくことが多い 1 2 3 4

38 自分についてどんなことを言われても気にしない 1 2 3 4

39 自分のことを悪く言われると，ひどく落ち込んでしまう 1 2 3 4

40 自分の考えを否定されると心が傷つく 1 2 3 4

41 他の人が自分のすることに批判的だと，落ちつかない 1 2 3 4

42 自分の意見が他の人に受け入れられないと，すぐに落ち込んでしまう 1 2 3 4

43 自分の間違いを指摘されると自信をなくしてしまう 1 2 3 4

44 自分の考えが否定されても落ち込むことはない 1 2 3 4

45 何か提案する時，それが受け入れられないと悲しい気分になる 1 2 3 4

46 自分の意見を批判されても平気である 1 2 3 4



研究 2 

  



 

 

 

 
 この度は，アンケート調査にご協力いただきまして，ありがとうございます。 

 この調査は，みなさまの普段の気持ちや考えについてお聞きする質問から構成されて

おります。 

 
● 回答には，合っている・間違っているというものはありませんので，他の人と相談

したり，まねをしたりせずに答えてください。 

● この調査への回答は，みなさまの自由意志によるものです。決して強制的なもので

はありませんが，ご回答いただけましたら幸いです。また，答えたくない質問は飛

ばしていただいて構いません。 

 
● この調査の回答内容はすべて研究用の統計的データの作成に用いられますので，あ

なた個人の情報や回答内容が特定されたり，公表されたりすることは一切ありませ

ん。 

● 回答の内容は授業の評価等には一切関係ありませんのでご安心ください。 

 
● 回答済みの調査用紙は，研究実施者へお渡しいただくか，お手数ですが，１０１号

館３階に設置しております回収ロッカー１３番へ投入をお願い致します。 

  
以上のことをご理解の上，ご回答いただける場合は，最後まで記入漏れやミスのないよ

う，どうぞよろしくお願いいたします。 

 
研究実施者 

早稲田大学大学院人間科学研究科 

博士後期課程 4年 
巣山 晴菜 

連絡先：haru_s@akane.waseda.jp 

 

 

 

研究実施責任者 

早稲田大学人間科学学術院 

鈴木 伸一 

 
研究の倫理や苦情等に関する 

問い合わせ先  （研究推進部） 

03-3202-2568 

rinri@list.waseda.jp 

調査へのご協力のお願い 



○まず、以下の質問にお答えください。 

年齢：     歳 

性別： 男 ・ 女  

 
○以下の項目に１つ以上該当しますか？ 
１．現在，精神科や内科の疾患により定期的に複数回通院をしている 
２．現在，心理カウンセリングを受けている 
３．現在、医師による処方薬（睡眠薬・精神安定薬など）を服用している 
４．これまでに，継続的に複数回，精神科・心療内科などの医療機関を受診

したことがある 

はい ・ いいえ 

※「はい」に○印をつけられた方は，以降の質問にお答えいただかなくても 
結構です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

次のページから質問が始まります。 
 
  

この研究のフィードバックをご希望の方は， 
以下の欄にお名前とご連絡先のご記入をお願い致します。 
（全体の結果のみのフィードバックとさせていただきます。） 

 
○氏名：                             

○希望の連絡先 
  PC e-mail：                          

  携帯 e-mail：                         
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1 誰かに怒られると，心が傷つく 1 2 3 4

2 自分のしたことをもし誰かに批判されたら，いやな気分になる 1 2 3 4

3 もし誰かが私を動揺させたら，それを気にせずにはいられない 1 2 3 4

4 友人とけんかをした後は，仲直りするまで落ち着かない 1 2 3 4

5 誰かに無視されたときは，いつでもそれに気がつく 1 2 3 4

6 親密な他者を失ってしまうのではないかと心配である 1 2 3 4

7 他の人に対して怒ることは難しいことだと思う 1 2 3 4

8 相手を傷つけてしまうことが心配なため，人に怒ることはしない 1 2 3 4

9 他の人の心を傷つけてしまっていないか心配である 1 2 3 4

10 他の人を批判してしまっていないか心配である 1 2 3 4

11 他の人を傷つけたり動揺させるくらいなら，やりたくないことでもやったほうがましだ 1 2 3 4

12 私は誰に対しても礼儀正しい 1 2 3 4

13 他の人から自分がどう思われているか，心配である 1 2 3 4

14 みなが自分のことをどう感じているか気になる 1 2 3 4

15 他の人がどう感じているかを常に気にしている 1 2 3 4

16 自分の言動や行動が批判されるのではないかと心配である 1 2 3 4

17 もし他の人が本当の私を知ったら，私のことを嫌いになるだろう 1 2 3 4

18 本当の私がどんな人物か知ったら，他の人は私を見下すだろう 1 2 3 4

19 本当の自分を他の人に知ってほしくない 1 2 3 4

20 他の人は私のことを分かっていないと思う 1 2 3 4

21 拒絶されることが怖いため，自分の意見を言わないようにしている 1 2 3 4

22 批判されるのではないかと常に恐れている 1 2 3 4

23 良いことをしたと他の人に言われた時のみ，そう信じられる 1 2 3 4

24 知り合いから賞賛されなければ，心から幸せを感じることはない 1 2 3 4

25 他の人から気に入られていると確信できたことはない 1 2 3 4

26 自分の親しい相手をよろこばせるためなら，私は自分のやり方も変えるだろう 1 2 3 4

27 他の人にどう思われているかによって，自分の価値が決まると思う 1 2 3 4

以下の文章が自分にどの程度当てはまるか、○印をつけてください。



  
　この質問票には21の項目があります。

それぞれの項目に含まれる文章をひとつひとつ注意深く読み、

それぞれの項目で、今日を含むこの２週間のあなたの気持ちに最も近い文章をひとつ選び、

選んだ文章の番号を○で囲んでください。

　もし、ひとつの項目で同じように当てはまる文章がいくつかある場合は、

番号の大きい方を○で囲んでください。

　No.16（睡眠習慣の変化）やNo.18（食欲の変化）を含め，

それぞれの項目で必ずひとつだけ選んでください。

１．悲しさ

0 私は気が滅入っていない

1 しばしば気が滅入る

2 いつも気が滅入っている

3 とても気が滅入ってつらくて耐えがたい

２．悲観

0 将来について悲観していない

1 以前よりも将来について悲観的に感じる

2 物事が自分にとってうまくいくとは思えない

3 将来は絶望的で悪くなるばかりだと思う

３．過去の失敗

　 0 自分を落伍者だとは思わない

1 普通の人より失敗が多かったと思う

2 人生を振り返ると失敗ばかりを思い出す

3 自分は人間として完全な落伍者だと思う

４．喜びの喪失

0 自分が楽しいことには以前と同じくらい喜び

を感じる

1 以前ほど物事を楽しめない

2 以前は楽しめたことにもほとんど喜びを感じ

なくなった

3 以前は楽しめたことにも全く喜びを感じなく

なった

５．罪責感

0 特に罪の意識はない

1 自分のしたことやすべきだったことの多くに

罪悪感を感じる

2 ほとんどいつも罪悪感を感じている

3 絶えず罪悪感を感じている

６．被罰感

0 自分が罰を受けているようには感じない

1 自分は罰を受けるかもしれないと思う

2 自分は罰を受けるだろう

3 自分は今罰されていると感じる

７．自己嫌悪

0 自分自身に対する意識は以前と変わらない

1 自分自身に対して自信を失くした

2 自分自身に失望している

3 自分自身が嫌でたまらない

８．自己批判

0 以前よりも自分自身に批判的ということはない

1 以前よりも自分自身に批判的だ

2 あらゆる自分の欠点が気になり自分を責めて

いる

3 何か悪いことが起こると、全て自分のせいだ

と思う

９．自殺年慮

0 自殺したいと思うことは全くない

1 自殺したいと思うことはあるが、本当にしよ

うとは思わない

2 自殺したいと思う

3 機会があれば自殺するだろう

10．落涙

0 以前より涙もろいということはない

1 以前より涙もろい

2 どんな些細なことにも涙が出る

3 泣きたいと感じるのに涙が出ない

自殺念慮



 
 

 
  

11．激越

0 普段以上に落ち着きがなかったり緊張しやす

くはない

1 普段より落ち着きがなかったり緊張しやすい

2 気持ちが落ち着かずじっとしているのが難しい

3 気持ちが落ち着かず絶えず動いたり何かして

いないと気が済まない

12．興味喪失

0 他の人や活動に対する関心を失ってはいない

1 以前より他の人や物事に対する関心が減った

2 他の人や物事に対する関心がほとんどなくなった

3 何事にも興味をもつことが難しい

13．決断力低下

0 以前と同じように物事を決断できる

1 以前より決断するのが難しくなった

2 以前より決断するのがずっと難しくなった

3 どんなことを決めるのにもひどく苦労する

14．無価値感

0 自分に価値がないとは思わない

1 以前ほど自分に価値があり人の役に立てる人間

だと思えない

2 他の人に比べて自分は価値がないと思う

3 自分はまったく価値がないと思う

15．活力喪失

0 以前と同じように活力がある

1 以前と比べて活力が減った

2 活力が足りなくて十分働けない

3 活力がなく何もできない

16．睡眠習慣

0 睡眠習慣に変わりはない

1a 以前より少し睡眠時間が長い

1b 以前より少し睡眠時間が短い

2a 以前よりかなり睡眠時間が長い

2b 以前よりかなり睡眠時間が短い

3a ほとんど一日中寝ている

3b 以前より１～２時間早く目がさめて、再び眠れない

17．易刺激性

0 普段よりイライラしやすいわけではない

1 普段よりイライラしやすい

2 普段よりかなりイライラしやすい

3 いつもイライラしやすい

18．食欲の変化

0 食欲は依然と変わらない

1a 以前より食欲が落ちた

1b 以前より食欲が増えた

2a 以前よりかなり食欲が落ちた

2b 以前よりかなり食欲が増えた

3a まったく食欲がなくなった

3b いつも何か食べたくてたまらない

19．集中困難

0 以前と同じように集中できる

1 以前ほどは集中できない

2 何事にも長い間集中することは難しい

3 何事にも集中できない

20．疲労感

0 以前と比べて疲れやすいわけではない

1 以前より疲れやすい

2 以前ならできた多くのことが疲れてしまって

できない

3 以前ならできたほとんどのことが疲れてしま

ってできない

21．性欲減退

0 性欲は以前と変わらない

1 以前ほど性欲がない

2 最近めっきり性欲が減退した

3 まったく性欲がなくなった
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1 本当に長い間，自分に起こったことを繰り返し考えたり，つくづくと考えたりしがちだ 1 2 3 4

2 最近自分が言ったことやしたことについて，頭の中でいつも思い返しているように思う 1 2 3 4

3 私は，恥ずかしい，あるいはがっかりした瞬間を思い出すのに，非常に多くの時間を費やしている 1 2 3 4

4 時々，自分自身につちえ考えるのをなかなかやめることができない 1 2 3 4

5 過去にあった場面で，自分がどう振る舞ったかを頭の中でよく思い返している 1 2 3 4

6 自分がしたことについて，自らもう一度評価をしていることに気がつくことがよくある 1 2 3 4

7 口論や意見の不一致があると，その後長い間私は起こったことを考えつづける 1 2 3 4

8 もはや関心を持つべきではない人生の出来事について熟考することがよくある 1 2 3 4

9 終わったことやしてしまったことを思い返すために時間を使うことはない 1 2 3 4

10 自分のある側面について考えるのをやめたいと思っていても，そこに注意が向くことが多い 1 2 3 4

11 不愉快な考えを頭の中から外へ出すことはたやすい 1 2 3 4

12 あまり長い間，自分自身のことを繰り返し考えたり，じっくり考えたりすることは決してない 1 2 3 4

13 ものごとの本質や意味について深く考えることがとても好きだ 1 2 3 4

14 自分自身についてじっくり考えることは，楽しいとは思わない 1 2 3 4

15 もともと自己をとても探求したいと思っている 1 2 3 4

16 自分の人生を哲学的に見ることがとても好きだとしばしば思う 1 2 3 4

17 自己分析はあまり好きではない 1 2 3 4

18 なぜそうするのかを分析するのがとても好きだ 1 2 3 4

19 「内的な」自己を探るのがとても好きだ 1 2 3 4

20 物事に対する自分の態度や気持ちに，強い興味がある 1 2 3 4

21 哲学的，抽象的な考えは，それほど私の興味を引くものではない 1 2 3 4

22 内省的，自省的な考え方は本当に好きではない 1 2 3 4

23 私はそれほど物事を深く考えるタイプの人ではない 1 2 3 4

24 私は，「深い」，内省的なタイプの人だとよく人に言われる 1 2 3 4

以下の文章が自分にどの程度当てはまるか、○印をつけてください。



 
 
 
 
  

全
く
な
か

っ
た

し
ば
し
ば
あ

っ
た

全
く
感
じ
な
か

っ
た

非
常
に
強
く
感
じ
た

1 1 2 3 4 1 2 3 4

2 知人とけんかした 1 2 3 4 1 2 3 4

3 知人から責められた 1 2 3 4 1 2 3 4

4 知人に軽蔑された 1 2 3 4 1 2 3 4

5 1 2 3 4 1 2 3 4

6 知人に誤解された 1 2 3 4 1 2 3 4

7 知人に嫌な顔をされた 1 2 3 4 1 2 3 4

8 1 2 3 4 1 2 3 4

9 知人と意見が食い違った 1 2 3 4 1 2 3 4

10 知人のストレス発散に付き合わされた 1 2 3 4 1 2 3 4

11 約束を破られた 1 2 3 4 1 2 3 4

12 1 2 3 4 1 2 3 4

13 知人が自分のことをどう思っているのか気になった 1 2 3 4 1 2 3 4

14 相手が嫌な思いをしていないか気になった 1 2 3 4 1 2 3 4

15 1 2 3 4 1 2 3 4

16 会話中に気まずい沈黙があった 1 2 3 4 1 2 3 4

17 知人とどのようにつきあえばいいのか分からなくなった 1 2 3 4 1 2 3 4

18 親しくなりたい相手となかなか親しくなれなかった 1 2 3 4 1 2 3 4

19 会話中、何をしゃべったらいいのかわからなくなった 1 2 3 4 1 2 3 4

20 1 2 3 4 1 2 3 4

以下に対人関係におけるストレスとなる出来事を30項目挙げました。
最近3ヶ月間に、①これらの出来事がどのくらいの頻度で起きたか、

②その時どの程度ストレスを感じたか、
それぞれあてはまる数字に◯をつけてください。

①頻度 ②ストレス

知人に無理な要求をされた

知人が無責任な行動をした

同じ事を何度も言われた

誰が悪いというわけでもないとき、自分から謝った

周りの人から疎外されていると感じるようなことがあった

知人に対して劣等感を抱いた
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21 1 2 3 4 1 2 3 4

22 知人に嫌な思いをさせた 1 2 3 4 1 2 3 4

23 上下関係に気をつかった 1 2 3 4 1 2 3 4

24 テンポの合わない人と会話した 1 2 3 4 1 2 3 4

25 1 2 3 4 1 2 3 4

26 あまり親しくない人と会話した 1 2 3 4 1 2 3 4

27 自慢話や愚痴など、聞きたくないことを聞かされた 1 2 3 4 1 2 3 4

28 1 2 3 4 1 2 3 4

29 好意的な知人の誘いを断った 1 2 3 4 1 2 3 4

30 1 2 3 4 1 2 3 4

①頻度 ②ストレス

自分の言いたいことが、相手にうまく伝わらなかった

嫌いな人と会話した

無理に相手にあわせた会話をした

知人に深入りされないように気をつかった
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実 験 ご 協 力 の お 願 い 
 

［ 対人相互作用場面における認知と気分および生理反応の関連の検討 ］ 
 

早稲田大学人間科学学術院  教授    鈴木 伸一 
早稲田大学大学院人間科学研究科 博士後期課程 3年    巣山 晴菜 

 

人間科学学術院 鈴木伸一研究室では，心理学実験に参加してくださる方を募集しています。 

この実験は，コミュニケーション場面における相手に対する印象と，身体の状態の関連をみる実験です。 

 

【対象】 健康な大学生・大学院生 

【方法】 PC を使ったゲームとアンケート冊子へのご記入（所要時間は 60分程度の予定です） 

【場所】 早稲田大学 101号館内の教室 

【謝礼】 1500円（銀行振込み） 

 

この研究にご興味を持っていただけた方は， 
①この用紙にご記入の上提出 または ②QR コードから氏名をメール送信 をお願い致します 

 
■ 実験への参加を強要することはありません。 
■ 実験についてのご説明をさせていただき，内容について十分にご理解いただいた上で， 

ご協力いただけるかどうかを決めていただきます。 
■ 個人情報は責任を持って管理し，実験のご連絡以外では一切使用しません。 
■ こちらの用紙への記入の有無，記入内容は授業の評価等には一切関係ありません。 
 

 

 

１．実験への参加を  ［  希望してもよい ・ 説明を聞いて検討する ・ 希望しない  ］ 

２．氏 名                             

３．希望の連絡先 

PC E-mail                              

携帯 E-mail                            

 ※いずれか１つで構いません。確実に連絡のつくものをご記入下さい。 
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研究参加者の方への説明文書 
 

この研究について 
 
 
１．研究計画名：       対人相互作用場面における認知が気分および生理反応に与える影響の検討        
 
２．研究の背景と目的 
 
 日常生活の中で私たちは様々な出来事を経験しますが、なかでも人間関係に関する出来事は気分の変化を招きや

すいことがいわれています。また、気分の変化は、その人の行動や身体の状態にも影響を与えることがわかってい

ます。人間関係に関する出来事といっても、気分や身体などの変化には、客観的な事実ではなく、本人がどのよう

に捉えているかが重要であることが示唆されています。 
しかしながら、ある対人関係場面の捉え方が、気分や身体の状態にどのような影響を与えるかについてはいまの

ところ十分にわかっていません。そこで本研究では、他者とゲームをしている時の認知と、気分や身体の状態の関

連について検討することを目的としています。 
  
 
３．研究の方法 
  
 この研究は、健康な大学生、大学院生の男女約 60名を対象として実験を行う予定です。 
実験は、PC を通して 3 名で行なうキャッチボールと、それぞれのゲームの前後でのアンケートへの回答から構

成されています。具体的には、まず実験当日に実験室にお越しいただき、性格を知るためのアンケートに回答して

いただきます。続いて、ゲームの相手となる他の 2名の参加者の方のアンケートの結果をお伝えします。また、あ
なたのアンケートの結果を、2名の相手にお伝えします。その後、あなたを含めた 3名の参加者のみなさんには、
PC 上でのキャッチボールをしていただきます。キャッチボールは 2種類あり、それぞれ 5つのブロックにわかれ
ています。それぞれのブロックの前後にアンケートに回答していただきます。 
この研究では、複数のアンケートや、課題中の生理データなどが収集されます。研究で得られたデータはすべて

匿名化され、統計的な処理が行われますので、個人が特定されることは決してありません。また、データを研究以

外の目的で使用することはありません。 
 所要時間は 60 分程度を予定しています。なお、身体の状態として心拍数や精神性発汗といった生理データを取
る関係上、実験の 1 時間前から激しい運動や食事、喫煙、カフェインやアルコールの摂取をお控えいただきます。
実験にご協力いただいた方には、1500円を後日銀行振り込みいたします。 
 

 
４．研究の場所と期間 
この研究は、早稲田大学所沢キャンパスの 101 号館において、研究の実施が承認された日から 2016 年 3 月 31

日まで実施される予定です。ただし、参加者の方に研究に参加していただくのは 1日（60分間）です。 
 
 
５．研究を実施する者 

研究実施代表者： 巣山 晴菜（早稲田大学大学院人間科学研究科、博士後期課程 4年） 
研究責任者： 鈴木 伸一（早稲田大学大学院人間科学学術院、教授、研究実施代表者の指導教員） 
その他の研究従事者： 兼子  唯（早稲田大学大学院人間科学研究科、博士後期課程 4年） 

伊藤 理紗（早稲田大学大学院人間科学研究科、博士後期課程 2年） 
佐藤 秀樹（早稲田大学大学院人間科学研究科、博士後期課程 1年） 
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６．研究に関する資料の開示について 
 あなたのご希望があれば、他の参加者の個人情報保護や研究の独創性の確保に支障がない範囲で、この研究の研

究計画および研究方法についての資料を開示いたします。また、この研究に関するご質問がありましたらいつでも

担当者にお尋ね下さい。 
 
 
７．研究への参加が任意であること 
 この研究への参加は任意です。あなたの自由な意思が尊重されます。研究に参加しないことによって、不利益な

対応を受けることはありません。また、研究への参加の有無が学業成績や単位取得に影響を与えることはありませ

ん。 
 いったん参加に同意した場合でも、 2016 年 3 月まで不利益を受けることなく同意を撤回することができ
ます。この説明書の最終ページに添付してある「同意撤回書」に署名して下記までお申し出下さい。 
その場合、提供していただいたデータは廃棄され、それ以降はそれらの情報が研究のために用いられることもあ

りません。ただし、同意を撤回したときすでに研究成果が論文などで公表されていた場合やデータが完全に匿名化

されて特定できない場合等、廃棄できないこともあります。 
 
同意を撤回する場合の連絡先 
 氏名： 巣山 晴菜 
 所属： 早稲田大学大学院人間科学研究科 
 資格： 博士後期課程 3年、臨床心理士 
 電話： 04-2949-8113（内線：8320） 
 E-mail： haru_s@akane.waseda.jp 

 
８．この研究への参加をお願いする理由 
 
 他の人と関わりを持ったり、その中で気分の変化を体験することは、日常生活の中で誰もが経験していることで

す。そのため、本研究は、健康な成人大学生、大学院生を対象として行われています。本研究に興味をお持ちの方

や、実験にご協力いただける方を対象に、実験参加のお願いをしております。参加希望者に対して、個別に研究目

的を十分に説明させていただきます。その後、実験参加の同意が得られた方のみを対象に、実験を実施させていた

だきます。また、実験開始前に健康アンケートを実施し、実験に参加できる健康状態であると確認できた方のみを

対象とします。 

 なお、この実験では生理データを測定するため、実験の 1時間前から激しい運動や食事、喫煙、カフェインやア

ルコールの摂取をお控えいただくことをお願いいたします。 

 
 
９．この研究への参加を中断する場合 

 
実験前の健康アンケートにて、実験に参加できる状態でないと判断された場合、当日の実験を中断させていただ

くことがあります。また、本研究への参加の中止を希望する場合は、2016 年 3 月までであればいかなる時点で
もすぐに中止し、データを破棄させていただきます。 
 
１０．この研究への参加に伴う危害の可能性について 

  
 この実験は心身に危害を与えるものではありません。そのため、この実験への協力に伴い健康被害等が生じる可

能性はありませんが、他の参加者とのゲームの中で、不快感を含めた様々な気分が生じる場合があります。 
 実験への参加および、アンケート冊子への回答は自由意思に基づくものであり、強制ではありません。答えたく

ない質問にはお答えいただかなくても構いません。万一、実験途中に気分が悪くなることがありましたら、すぐに

実験を中止しますのでお知らせください。しばらく安静にしても気分が回復しない場合は、ご承諾をいただけた場
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合に、初期対処として、臨床心理士である研究実施代表者が、情動を緩和させるためにリラクセーションを実施し

ます。それでも回復しなかった場合には、早稲田大学所沢キャンパスの保健センター所沢分室を紹介し、適切な対

処を依頼します。 
 
 
１１．研究により期待される便益 
この研究に参加することによって、あなたに直接的な便益はありませんが、研究成果によって人間関係における

認知や捉え方が気分や生理反応に与える影響について明らかになることで、対人関係に関する研究の発展に大きく

寄与すると考えられます。 
 
 
１２．個人情報の取り扱い 
あなたのデータや個人情報は、この研究を遂行し、その後検証するために必要な範囲においてのみ利用いたしま 

す。この研究のために研究従事者以外の者または機関にデータを提供する必要が生じた場合は改めて承諾をお願い

いたします。あなたの個人情報やデータが記された資料は、鍵をかけて厳重に保管します。また、あなたのデータ

をコンピュータに入力する場合は、情報漏れのないよう対策を十分に施したコンピュータを使用して、外部記憶媒

体に記録させ、その外部記憶媒体は鍵をかけて厳重に保管し、紛失、盗難などのないように管理します。このよう

に、あなたの個人情報の取り扱いには十分配慮し、外部に漏れないよう厳重に管理を行います。 
また、ご提出いただいた同意書は研究責任者である鈴木伸一が責任をもって保管し、研究終了後にシュレッダー

にかけるなどして廃棄します。質問紙等の調査用紙は、電子データへの記録が完了した後に、溶解処分します。電

子データは、研究終了後、2021 年 3 月まで保管した後に、記録されている外部記録媒体（外付けハードディスク
やフラッシュメモリーなど）の物理的破壊によって、完全に破棄します。 

 
 

１３．研究終了後の対応と研究成果の公表 
 
この研究の終了後、あなたのデータは、個人情報が外部に漏れないようにしたうえで廃棄します。また、この研

究で得られた成果を専門の学会や学術雑誌などに発表する可能性がありますが、発表する場合はプライバシーに慎

重に配慮しますので、個人を特定できる情報が公表されることはありません。 
 
 

１４．研究のための費用 
 
この研究にかかる費用は文部科学省科学研究費補助金，および鈴木伸一研究室の実験実習費から支出されます。 
 
 

１５．研究に伴う参加者の方への謝金等 
 
この研究への参加に際して、謝金（1500円）を支払います。 
 

 
１６．知的財産権の帰属 
 この研究の成果により特許権等の知的財産権が生じる可能性がありますが、その権利は、この研究の責任機関で

ある早稲田大学に属し、参加者の方には属しません。 
 
 
 
問い合わせ先・苦情等の連絡先 
研究計画の内容に関する問い合わせ先 



人を対象とする研究に関する倫理委員会 様式３ 

Ver. 120522 

 

4 

  研究実施代表者： 巣山 晴菜 
           早稲田大学大学院人間科学研究科 博士後期課程 4年 
           Tel：04-2949-8113（内線：8320） 
           E-mail：haru_s@akane.waseda.jp 
研究の倫理審査や苦情等に関する問合せ先 
  人を対象とする研究に関する倫理委員会（研究推進部）：03－5272－4652、rinri@list.waseda.jp 
 
 以上の内容をよくお読みいただき、ご理解いただいたうえでこの研究に参加することに同意していただける場合

は、別紙の「研究参加への同意書」に署名し、日付を記入して担当者にお渡し下さい。 
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同意撤回書 

 
 
研究責任者： 早稲田大学人間科学学術院 

 教授  鈴木 伸一  殿  

 
私は、「対人相互作用場面における認知が気分および生理反応に与える影響の検討」の研究に参加することに同意し、

同意書に署名しましたが、その同意を撤回することを担当研究者 
 
                   氏 
 
に伝え、ここに同意撤回書を提出します。 
 
                          年  月  日 
 
 
 
参加者氏名（自署）：                   
      
 
 
（研究実施代表者・責任者） 
本研究に関する同意撤回書を受領したことを証します。 
 
    氏 名（自署）：                
    所 属    ： 
    資 格       ：                   
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研究参加への同意書 

 

 

研究責任者： 早稲田大学人間科学学術院 教授 

鈴木 伸一 殿 

 

 

研究計画名：  対人相互作用場面における認知が気分および生理反応に与える影響の検討 

 

 

私は、研究計画名「対人相互作用場面における認知が気分および生理反応に与える影響の検討」に関する以下の
事項について説明を受けました。理解した項目については自分で□の中にレ印を入れて示しました。 

 

□ 研究の背景と目的（説明文書 項目２） 

□ 研究の方法（説明文書 項目３） 

□ 研究の場所と期間（説明文書 項目４） 

□ 研究を実施する者（説明文書 項目５） 

□ 研究に関する資料の開示について（説明文書 項目６） 

□ 研究への参加が任意であること（研究への参加は任意であり、参加しないことで不利益な対応を受けないこと。また、

いつでも同意を撤回でき、撤回しても何ら不利益を受けないこと。）（説明文書 項目７） 

□ 私がこの研究への参加を依頼された理由（説明書 項目８） 

□ 私がこの研究への参加を中断することになる条件（説明文書 ９） 

□ この研究への参加に伴う危害の可能性について（説明文書 項目 10） 

□ 研究により期待される便益について（説明文書 項目 11） 

□ 個人情報の取り扱い（被験者のプライバシーの保護に最大限配慮すること）（説明文書 12） 

□ 研究終了後の対応と研究成果の公表について（説明文書 13） 

□ 研究のための費用（説明文書 項目 14） 

□ 研究の参加に伴う参加者の方への謝金等（説明書 項目 15） 

□ 知的財産権の帰属（説明書 項目 16） 

□ 問い合わせ先および苦情等の連絡先 

 

 

 

 

これらの事項について確認したうえで、この研究に参加することに同意します。 

 

        年  月  日 

 

  参加者署名                    学籍番号                   

 

 

本研究に関する説明を行い、自由意思による同意が得られたことを確認します。 

 

 

 説明担当者（所属、資格、氏名）                    （自署） 

 

 

 

 



 

 

健康アンケート 
 

 
記入が終わりましたら、声をかけてください。 

  

 

 

記入日：      年     月     日 

 

氏 名：                              

 

年 齢：       歳 

 

性 別：  男  ・  女  (当てはまる方に○印をつけてください)               

 

  



 

 

このアンケートは、あなたが実験に参加していただける状態であるかどうかの判断材料とさせてい

ただきます。 

回答内容が本日の実験参加の可否の判断以外の目的で使用されることや、回答内容が公表されるこ

とは一切ありません。 

何か不明な点がありましたら、お気軽に実験者までお尋ねください。 

 

以下の５項目のうち、ひとつでも当てはまるものがあれば「はい」に、当てはまるものがひとつも

ない場合は「いいえ」に◯をつけてください。 

 

はい ／ いいえ 

 

１．現在、何か病気やケガをしている 

 

２．現在、何か薬を飲んでいる 

 

３．現在、極度の睡眠不足または疲労を感じている 

 

４．現在、継続的に心理療法やカウンセリングを受けている 

  あるいは過去に心理療法やカウンセリングを受け、特定の診断名を与えられたことがある 

 

５．現在、あるいは実験直前に顕著な心理的苦痛（たとえば、自殺念慮、パニック発作、 

  重度の抑うつ症状）、あるいはトラウマティックな体験を経験している 

 

 

 

その他、何か実験者に伝えておきたいことがあればお書きください。 

                                    

                                    

                                    



 

 

 

 

 

アンケート 1 
 

 

 

 

  



 

 

 

  

全
然

あ
て
は
ま
ら
な
い

や
や

あ
て
は
ま
ら
な
い

や
や

あ
て
は
ま
る

と
て
も

あ
て
は
ま
る

1 誰かに怒られると，心が傷つく 1 2 3 4

2 自分のしたことをもし誰かに批判されたら，いやな気分になる 1 2 3 4

3 もし誰かが私を動揺させたら，それを気にせずにはいられない 1 2 3 4

4 友人とけんかをした後は，仲直りするまで落ち着かない 1 2 3 4

5 誰かに無視されたときは，いつでもそれに気がつく 1 2 3 4

6 親密な他者を失ってしまうのではないかと心配である 1 2 3 4

7 他の人に対して怒ることは難しいことだと思う 1 2 3 4

8 相手を傷つけてしまうことが心配なため，人に怒ることはしない 1 2 3 4

9 他の人の心を傷つけてしまっていないか心配である 1 2 3 4

10 他の人を批判してしまっていないか心配である 1 2 3 4

11 他の人を傷つけたり動揺させるくらいなら，やりたくないことでもやったほうがましだ 1 2 3 4

12 私は誰に対しても礼儀正しい 1 2 3 4

13 他の人から自分がどう思われているか，心配である 1 2 3 4

14 みなが自分のことをどう感じているか気になる 1 2 3 4

15 他の人がどう感じているかを常に気にしている 1 2 3 4

16 自分の言動や行動が批判されるのではないかと心配である 1 2 3 4

17 もし他の人が本当の私を知ったら，私のことを嫌いになるだろう 1 2 3 4

18 本当の私がどんな人物か知ったら，他の人は私を見下すだろう 1 2 3 4

19 本当の自分を他の人に知ってほしくない 1 2 3 4

20 他の人は私のことを分かっていないと思う 1 2 3 4

21 拒絶されることが怖いため，自分の意見を言わないようにしている 1 2 3 4

22 批判されるのではないかと常に恐れている 1 2 3 4

23 良いことをしたと他の人に言われた時のみ，そう信じられる 1 2 3 4

24 知り合いから賞賛されなければ，心から幸せを感じることはない 1 2 3 4

25 他の人から気に入られていると確信できたことはない 1 2 3 4

26 自分の親しい相手をよろこばせるためなら，私は自分のやり方も変えるだろう 1 2 3 4

27 他の人にどう思われているかによって，自分の価値が決まると思う 1 2 3 4



 

 

 

  

 



 

 

  

1 悲しさ 6 被罰感

0　わたしは気が滅入っていない 0　自分が罰を受けているようには感じない

1　しばしば気が滅入る 1　自分は罰を受けるかもしれないと思う

2　いつも気が滅入っている 2　自分は罰を受けるだろう

3　とても気が滅入ってつらくて耐えがたい 3　自分は今罰されていると感じる

2 悲観 7 自己嫌悪

0　将来について悲観していない 0　自分自身に対する意識は以前と変わらない

1　以前よりも将来について悲観的に感じる 1　自分自身に対して自信をなくした

2　物事が自分にとってうまくいくとは思えない 2　自分自身に失望している

3　将来は絶望的で悪くなるばかりだと思う 3　自分自身が嫌でたまらない

3 過去の失敗 8 自己批判

0　自分を落伍者だとは思わない 0　以前よりも自分自身に批判的ということはない

1　普通の人より失敗が多かったと思う 1　以前よりも自分自身に批判的だ

2　人生を振り返ると失敗ばかりを思い出す 2　あらゆる自分の欠点が気になり自分を責めて

3　自分は人間として完全に落伍者だと思う 　　いる

3　何か悪いことが起こると，全て自分のせいだ

4 喜びの喪失 　　と思う

0　自分が楽しいことには以前と同じくらい喜び

　　を感じる 9 自殺念慮

1　以前ほど物事を楽しめない 0　自殺したいと思うことはまったくない

2　以前は楽しめたことにもほとんど喜びを感じ 1　自殺したいと思うことはあるが、本当にしよ

　　なくなった 　　うとは思わない

3　以前は楽しめたことにもまったく喜びを感じな 2　自殺したいと思う

　　なくなった 3　機会があれば自殺するだろう

5 罪責感 10 落涙

0　特に罪の意識はない 0　以前よりも涙もろいということはない

1　自分のしたことやすべきだったことの多くに罪 1　以前より涙もろい

　　責感を感じる 2　どんなささいなことにも涙が出る

2　ほとんどいつも罪責感を感じている 3　泣きたいと感じるのみ涙が出ない

3　絶えず罪責感を感じている

　この質問票には21の項目があります。

　それぞれの項目に含まれる文章をひとつひとつ注意深く読み，それぞれの項目で，

今日を含むこの２週間のあなたの気持ちに最も近い文章をひとつ選び，

選んだ文章の番号を○で囲んでください。

　もし，ひとつの項目で同じように当てはまる文章がいくつかある場合は，

番号の大きい方を○で囲んでください。

　No.16（睡眠習慣の変化）やNo.18（食欲の変化）を含め，

それぞれの項目で必ずひとつだけ選んでください。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11 激越 17 易刺激性

0　普段以上に落ち着きがなかったり緊張しやす 0　普段よりイライラしやすいわけではない

　　くはない 1　普段よりイライラしやすい

1　普段より落ち着きがなかったり緊張しやすい 2　普段よりかなりイライラしやすい

2　気持ちが落ち着かずじっとしているのが難しい 3　いつもイライラしやすい

3　気持ちが落ち着かず絶えず動いたり何かして

　　いないと気が済まない 18 食欲の変化

0　食欲は以前と変わらない

12 興味喪失 1a 以前より少し食欲が落ちた

0　他の人や活動に対する関心を失ってはいない 1b  以前より少し食欲が増えた

1　以前より他の人や物事に対する関心が減った 2a 以前よりかなり食欲が落ちた

2　他の人や物事への関心がほとんどなくなった 2b  以前よりかなり食欲が増えた

3　何事にも興味をもつことが難しい 3a まったく食欲がなくなった

3b  いつも何か食べたくてたまらない

13 決断力低下

0　以前と同じように物事を決断できる 19 集中困難

1　以前より決断するのが難しくなった 0　以前と同じように集中できる

2　以前より決断するのがずっと難しくなった 1　以前ほどは集中できない

3　どんなことを決めるにもひどく苦労する 2　何事にも長い間集中することは難しい

3　何事にも集中できない

14 無価値感

0　自分に価値がないとは思わない 20 疲労感

1　以前ほど自分に価値があり人の役に立てる人間 0　以前と比べて疲れやすいわけではない

　　だと思えない 1　以前より疲れやすい

2　他の人に比べて自分は価値がないと思う 2　以前ならできた多くのことが疲れてしまってで

3　自分はまったく価値がないと思う 　　きない

3　以前ならできたほとんどのことが疲れてしまっ

15 活力喪失 　　てできない

0　以前と同じように活力がある

1　以前と比べて活力が減った 21 性欲減退

2　活力が足りなくて十分動けない 0　性欲は以前と変わらない

3　活力がなく何もできない 1　以前ほど性欲がない

2　最近めっきり性欲が減退した

16 睡眠習慣の変化 3　まったく性欲がなくなった

0  睡眠習慣に変わりはない

1a 以前より少し睡眠時間が長い

1b 以前より少し睡眠時間が短い

2a 以前よりかなり睡眠時間が長い

2b 以前よりかなり睡眠時間が短い

3a ほとんど一日中寝ている

3b 以前より1～2時間早く目がさめて，再び眠れない



 

 

  



 

 

 

  

アンケート 1はこれで終わりです。 



 

 

 

 

 

 

アンケート 2 
キャッチボール前 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 
アンケート 2はこれで終わりです。 

  

1 3人に均等にボールが回った時を33％とすると，次のブロックで，
どのくらいの割合であなたにボールが回ってくると思いますか。

％



 

 

 

 

 

 

 

アンケート 3 
ブロック①後 

 

 

 

  



 

 
 

  

 



 

 

 

 

  

アンケート 3はこれで終わりです。 



 

 

 

 

 

 

アンケート 4 
ブロック②後 

 

 

 

  



 

 
 

 

  

1 3人に均等にボールが回った時を33％とすると，直前のブロックで，
どのくらいの割合であなたにボールが回ってきたと思いますか。

％

2 3人に均等にボールが回った時を33％とすると，次のブロックで，
どのくらいの割合であなたにボールが回ってくると思いますか。

％

アンケート 4はこれで終わりです。 



 

 

 

 

 

 

アンケート 5 
ブロック③後 

 

 

 

  



 

  

 



 

 

 

 

  

アンケート 5はこれで終わりです。 



 

 

 

 

 

 

アンケート 6 
ブロック④後 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

  

1 3人に均等にボールが回った時を33％とすると，直前のブロックで，
どのくらいの割合であなたにボールが回ってきたと思いますか。

％

2 3人に均等にボールが回った時を33％とすると，次のブロックで，
どのくらいの割合であなたにボールが回ってくると思いますか。

％

アンケート 6はこれで終わりです。 



 

 

 

 

 

 

アンケート 7 
ブロック⑤後 

 

 

 

 

  



 

  

 



 

  

アンケート 7はこれで終わりです。 



 

 

 

 

 

 

 

アンケート 8 
決められたキャッチボール前 

 

 

 

  



 

 
 

  

 



 

 

 

 

  

アンケート 8はこれで終わりです。 



 

 

 

 

 

 

アンケート 9 
ブロック①後 

 

 

 

  

アンケート 8はこれで終わりです。 



 

 

 

  

 



 

  

アンケート 9はこれで終わりです。 



 

 

 

 

 

 

アンケート 10 
ブロック②後 

 

 

 

 

  

アンケート 8はこれで終わりです。 



 

  

1 3人に均等にボールが回った時を33％とすると，直前のブロックで，
どのくらいの割合であなたにボールが回ってきたと思いますか。

％

2 3人に均等にボールが回った時を33％とすると，次のブロックで，
どのくらいの割合であなたにボールが回ってくると思いますか。

％

アンケート 10はこれで終わりです。 



 

 

 

 

 

 

アンケート 11 
ブロック③後 

 

 

 

  

アンケート 8はこれで終わりです。 



 

 

 

  

 



 

 

アンケート 11はこれで終わりです。 



研究 4 



 
 

実 験 ご 協 力 の お 願 い 
 

［ 性格特性，相手との接触頻度が会話の評価に与える影響の検討 ］ 
 

早稲田大学人間科学学術院  教授    鈴木 伸一 
早稲田大学大学院人間科学研究科 博士後期課程 4年    巣山 晴菜 

 

人間科学学術院 鈴木伸一研究室では，心理学実験に参加してくださる同性の友人同士のペアを募集しています。 
性格特性と友人同士の関係性が，会話の評価に与える影響をみる実験です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 実験への参加を強要することは一切ありません。 
■ 実験についてのご説明をさせていただき，内容について十分にご理解いただいた上で， 

ご協力いただけるかどうかを決めていただきます。 
■ 個人情報は責任を持って管理し，実験のご連絡以外では一切使用しません。 
■ こちらの用紙への記入の有無，記入内容は授業の評価等には一切関係ありません。 
 

この研究にご興味を持っていただけた方は，以下の欄へのご記入をお願いいたします 
 

 

 
実験への参加を  ［  希望してもよい ・ 説明を聞いて検討する ・ 希望しない  ］ 

あなたの氏名                               

希望の連絡先                                              
（PC E-mail，携帯 E-mail，電話番号など，連絡のつきやすいものをご記入ください。実験連絡以外に使用しません。） 
 

---  ペアの方が決まり、ご了解いただいている方は、以下にもご記入をお願いいたします  --- 
 
ペアの方の氏名                                

ペアの方の希望の連絡先                                       

 

【対 象】  同性の友人同士のペア  

※下記の①②を両方満たす本学の学生であれば、どなたでもご参加いただけます 

①医師による処方薬を服用していない 
②継続的に精神科への通院や心理療法、カウンセリングを受けたことがなく、特定の診断をされたことがない 

【方 法】  テーマに沿った会話とアンケート（所要時間は約 60分） 

【場 所】  早稲田大学 101号館内の教室 

【謝 礼】  おひとりにつき 1500円（振込） 
 

※希望されない方は以下ご記入いただかなくて結構です。 

※ご連絡の重複を避けるため、お二人で一枚で結構です。 
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研究参加者の方への説明文書 
 

この研究について 
 
 
１．研究計画名：       性格特性，相手との接触頻度が会話の評価に与える影響の検討  
 
２．研究の背景と目的 

 日常生活の中で私たちは様々な相手と知り合い、関わっています。なかでも、青年期においては友人同士

の会話はその多くを占めるとされています。また、性格や相手との関係性が対面での会話をはじめとするコ

ミュニケーションの捉え方と関連することが考えられますが、個人の特徴である性格と友人同士の関係性が

コミュニケーションの捉え方にどのように影響を与えるのかについては十分に分かっていません。そこで本

研究では、友人同士でテーマに沿った会話を行っていただき、その前後で気分と会話の評価をお聞きするア

ンケートに回答していただくことで、これらの関係性について明らかにすることを目的としています。 
 
３．研究の方法 
この実験は、健康な大学生および大学院生の男女約 60名を対象として行われます。また，実験は同性の
友人同士のペアで行われます。 
実験は、自己紹介、テーマに沿った 10分間の会話を 2回、その前後におけるアンケートへの回答から構
成されています。具体的には、おふたりで実験室にお越しいただき、性格や気分をお聞きするアンケートに

回答していただきます。その後、お二人で自己紹介を行っていただき、気分のアンケートへ回答していただ

きます。その後、あるテーマに沿った 10分間の会話と、気分と会話の評価のアンケートへの回答を 2回行
っていただき、実験は終了となります。 
この研究では、複数のアンケートに回答いただきます。研究で得られたデータはすべて匿名化され、統計

的な処理が行われますので、個人が特定されることは決してありません。また、会話の様子や内容はご了承

いただける場合に録画させていただき、後日実験従事者が会話中の様子を確認いたしますが、映像が公開さ

れることは一切ありません。また、データを研究以外の目的で使用することも一切ありません。 
  所要時間は 60分程度を予定しています。実験にご協力いただいた方には、1500円を後日銀行振り込みい
たします。 
 

４．研究の場所と期間 
この研究は、早稲田大学所沢キャンパスの 101号館において、2015年 4月 1日から 2016年 3月 31日
まで実施される予定です。ただし、参加者の方に研究に参加していただくのは 1日（60分間）です。 

 
５．研究を実施する者 
研究実施代表者： 巣山 晴菜（早稲田大学大学院人間科学研究科、博士後期課程３年） 
研究責任者： 鈴木 伸一（早稲田大学大学院人間科学学術院、教授、研究実施代表者の指導教員） 
その他の研究従事者： 兼子  唯（早稲田大学大学院人間科学研究科、博士後期課程３年） 

伊藤 理紗（早稲田大学大学院人間科学研究科、博士後期課程１年） 
佐藤 秀樹（早稲田大学大学院人間科学研究科、修士課程２年） 

 
 
６．研究に関する資料の開示について 
  あなたのご希望があれば、他の参加者の個人情報保護や研究の独創性の確保に支障がない範囲で、この研

究の研究計画および研究方法についての資料を開示いたします。また、この研究に関するご質問がありまし

たらいつでも担当者にお尋ね下さい。 
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７．研究への参加が任意であること 
  この研究への参加は任意です。あなたの自由な意思が尊重されます。研究に参加しないことによって、不

利益な対応を受けることはありません。また、研究への参加の有無が学業成績や単位取得に影響を与えるこ

とはありません。 

  いったん参加に同意した場合でも、2016年 3月まで不利益を受けることなく同意を撤回することができ
ます。この説明書の最終ページに添付してある「同意撤回書」に署名して下記までお申し出下さい。 
その場合、提供していただいたデータは廃棄され、それ以降はそれらの情報が研究のために用いられるこ

ともありません。ただし、同意を撤回したときすでに研究成果が論文などで公表されていた場合やデータが

完全に匿名化されて特定できない場合等、廃棄できないこともあります。 
 
同意を撤回する場合の連絡先 
 氏名： 巣山 晴菜 
 所属： 早稲田大学大学院人間科学研究科 
 資格： 博士後期課程 3年、臨床心理士 
 電話： 04-2949-8113（内線：8320） 
 E-mail： haru_s@akane.waseda.jp 

 
８．この研究への参加をお願いする理由 
人と知り合い、関わることはすべての人が経験するものです。そのため、本研究は、健康な大学生、大学

院生を対象として行われています。具体的には、現在健康であり実験にご参加いただける状態であることの

指標として、以下の全ての項目に該当する方のみを対象としています。 

① 現在、極度の睡眠不足や疲労感を感じていない 

② 現在、医師による処方薬（風邪薬を含む）を服用していない 

③ これまでに継続的に精神科への通院や心理療法、カウンセリングを受けたことがなく、特定の診断をさ

れたことがない 

④ 現在または実験直前に、顕著な心理的苦痛（たとえば、自殺念慮、パニック発作、強い落ち込み）、あ

るいはトラウマティックな体験を経験していない 

本研究に興味をお持ちの方や、実験にご協力いただける方を対象に、実験参加のお願いをしております。

参加希望の方に対して、個別に研究目的を十分に説明させていただきます。その後、実験参加の同意が得ら

れた方のみを対象に、実験を実施させていただきます。また、実験開始前に健康アンケートを実施し、実験

に参加できる健康状態であると確認できた方のみを対象とします。 

 
９．この研究への参加を中断する場合 
上述の、実験にご参加いただける条件は、事前に口頭またはメールにてお伝えしておりますが、万が一実

験前の健康アンケートにて、どちらかおひとりでも実験に参加できる状態でないと判断された場合、当日の

実験を見送らせていただきます。また、どちらかおひとりでも実験中に気分や体調が悪くなることがありま

したら、すぐに実験を中止しますのでお知らせください。 
実験への参加に同意いただいた後であっても、本研究への参加の中止を希望される場合には、2016 年 3
月までであればいかなる時点でもすぐに中止し、データを破棄させていただきます。 
 

１０．この研究への参加に伴う危害の可能性について 
  この実験は心身に危害を与えるものではありません。そのため、この実験への協力に伴い健康被害等が生

じる可能性はありませんが、会話で話題が互いの特徴に及んだ場合、不快感を含めた様々な気分が生じる

可能性も考えられます。実験中に話していただく内容は、おふたりの友人関係に影響のない範囲で構いま
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せん。また、万が一不快な感情が生じた場合にはいつでも中断することができます。 
 実験への参加および、アンケート冊子への回答は自由意思に基づくものであり、強制ではありません。答

えたくない質問にはお答えいただかなくても構いません。一旦同意いただいた後でも、いつでも不利益を受

けることなく同意を撤回することができます。万一、実験途中に気分が悪くなることがありましたら、すぐ

に実験を中止しますのでお知らせください。しばらく安静にしても気分が回復しない場合は、ご承諾をいた

だけた場合に、初期対処として、臨床心理士である研究実施代表者が、情動を緩和させるためにリラクセー

ションを実施します。それでも回復しなかった場合には、早稲田大学所沢キャンパスの保健センター所沢分

室を紹介し、適切な対処を依頼します。なお，万が一医療費が発生した際は医療費の負担は致しかねますの

でご了承ください。 
 

１１．研究により期待される便益 
この研究に参加することによって、あなたに直接的な便益はありませんが、本研究により性格特性と友人

との関係性が会話の評価に与える影響が明らかになることで、人間関係やコミュニケーションにおける困難

感を特徴とした抑うつに対する支援方法の構築に大きく貢献する知見が得られる点で、本研究は大きな意義

を持つと考えられます。 

 
１２．個人情報の取り扱い 
あなたのデータや個人情報は、この研究を遂行し、その後検証するために必要な範囲においてのみ利用い

たします。万が一この研究のために研究従事者以外の者または機関にデータを提供する必要が生じた場合は

改めて承諾をお願いいたします。あなたの個人情報やデータが記された資料は、鍵をかけて厳重に保管しま

す。また、あなたのデータをコンピュータに入力する場合は、情報漏れのないよう対策を十分に施したコン

ピュータを使用して、外部記憶媒体に記録させ、その外部記憶媒体は鍵をかけて厳重に保管し、紛失、盗難

などのないように管理します。このように、あなたの個人情報の取り扱いには十分配慮し、外部に漏れない

よう厳重に管理を行います。 
また、ご提出いただいた同意書は研究責任者である鈴木伸一が責任をもって保管し、研究終了後にシュレ

ッダーにかけるなどして廃棄します。質問紙等の調査用紙は、電子データへの記録が完了した後に、溶解処

分します。電子データは、研究終了後、2021年 3月まで保管した後に、記録されている外部記録媒体（外
付けハードディスクやフラッシュメモリーなど）の物理的破壊によって、完全に破棄します。 

 
１３．研究終了後の対応と研究成果の公表 
この研究の終了後、あなたのデータは、個人情報が外部に漏れないようにしたうえで廃棄します。また、

この研究で得られた成果を専門の学会や学術雑誌などに発表する可能性がありますが、発表する場合はプラ

イバシーに慎重に配慮しますので、個人を特定できる情報が公表されることはありません。 
 

１４．研究のための費用 
この研究にかかる費用は文部科学省科学研究費補助金，および鈴木伸一研究室の実験実習費から支出され

ます。 
 
１５．研究に伴う参加者の方への謝金等 
この研究への参加に際して、謝金（1500円）を支払います。 
 

１６．知的財産権の帰属 
 この研究の成果により特許権等の知的財産権が生じる可能性がありますが、その権利は、この研究の責任機

関である早稲田大学に属し、参加者の方には属しません。 
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問い合わせ先・苦情等の連絡先 
研究計画の内容に関する問い合わせ先 
  研究実施代表者： 巣山 晴菜 
           早稲田大学大学院人間科学研究科 博士後期課程 3年 
           Tel：04-2949-8113（内線：8320） 
           E-mail：haru_s@akane.waseda.jp 
研究の倫理審査や苦情等に関する問合せ先 
  人を対象とする研究に関する倫理委員会（研究推進部）：03－5272－4652、rinri@list.waseda.jp 
 
 
 以上の内容をよくお読みいただき、ご理解いただいたうえでこの研究に参加することに同意していただける

場合は、別紙の「研究参加への同意書」に署名し、日付を記入して担当者にお渡し下さい。 
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同意撤回書 

 
 
研究責任者: 

 人間科学学術院 教授 鈴木伸一  殿  
 
私は、「性格特性，相手との接触頻度が会話の評価に与える影響の検討」の研究に参加することに同意し、同

意書に署名しましたが、その同意を撤回することを担当研究者 
 
                   氏 
 
に伝え、ここに同意撤回書を提出します。 
 
                          年  月  日 
 
 
 
参加者氏名（自署）：                   
      
 
 
 
（研究実施代表者・責任者） 
本研究に関する同意撤回書を受領したことを証します。 
 
    氏 名（自署）：                
    所 属    ： 
    資 格       ：                   
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研究参加への同意書 

 

 

研究責任者:  早稲田大学人間科学学術院 教授 鈴木伸一 殿 

 

 

研究計画名：  性格特性，相手との接触頻度が会話の評価に与える影響の検討 

 

 

私は、研究計画名「性格特性，相手との接触頻度が会話の評価に与える影響の検討」に関する以下の事項に

ついて説明を受けました。理解した項目については自分で□の中にレ印を入れて示しました。 

 

□ 研究の背景と目的（説明文書 項目２） 

□ 研究の方法（説明文書 項目３） 

□ 研究の場所と期間（説明文書 項目４） 

□ 研究を実施する者（説明文書 項目５） 

□ 研究に関する資料の開示について（説明文書 項目６） 

□ 研究への参加が任意であること（研究への参加は任意であり、参加しないことで不利益な対応を受けないこと。ま

た、いつでも同意を撤回でき、撤回しても何ら不利益を受けないこと。）（説明文書 項目７） 

□ 私がこの研究への参加を依頼された理由（説明書 項目８） 

□ 私がこの研究への参加を中断することになる条件（説明文書 項目９） 

□ この研究への参加に伴う危害の可能性について（説明文書 項目 10） 

□ 研究により期待される便益について（説明文書 項目 11） 

□ 個人情報の取り扱い（被験者のプライバシーの保護に最大限配慮すること）（説明文書 項目 12） 

□ 研究終了後の対応と研究成果の公表について（説明文書 項目 13） 

□ 研究のための費用（説明文書 項目 14） 

□ 研究の参加に伴う参加者の方への謝金等（説明書 項目 15） 

□ 知的財産権の帰属（説明書 項目 16） 

□ 問い合わせ先および苦情等の連絡先 

 

 

 なお、この研究において撮影された私の動画［または音声］の公開につきましては以下の□に✓を入れて示しま

した。 

  □公開に同意しない 

  □研究者を対象とする学術目的に限り、下記の条件の下に同意する 

    □顔部分など個人の特定可能な部分も含んでよい 

    □顔部分や眼部などを消去する、ぼかすなど個人の特定不可能な状態に限る 

    □その他（特にご希望があれば、以下にご記入ください） 

 

 

 

 

これらの事項について確認したうえで、この研究に参加することに同意します。 

 

      年  月  日 

 

  参加者署名                    学籍番号                   

 

 

本研究に関する説明を行い、自由意思による同意が得られたことを確認します。 

 

 

 説明担当者（所属、資格、氏名）                    （自署） 



 
 
 
 
 
 
 

アンケート 1 



  



 
 
 

 

■ 授業のある平日における、ペアの方との平均的な接触時間（たとえば、話をしたり、メールをしたり等

の時間）は１日あたりどの程度ですか。ただし、授業時間は含みません。 

 
０ ： まったくない 

１ ： 30 分未満 

２ ： 30 分～1 時間未満 

３ ： 1 時間～2 時間未満 

４ ： 2 時間～3 時間未満 

５ ： 3 時間以上 
 
 
 
 
 
 
■ ペアの方と友人（個人的に連絡をとったり話をするなど）になってからどのくらいの期間が経ちますか 
 
 

約        カ月 
 



  



 
   



 

  

1 悲しさ 6 被罰感

0　わたし 気が滅入っていない 0　自分が罰を受けているように 感じない

1　し し 気が滅入る 1　自分 罰を受けるかもしれないと思う

2　いつも気が滅入っている 2　自分 罰を受けるだろう

3　とても気が滅入ってつらくて耐えがたい 3　自分 今罰されていると感じる

2 悲観 7 自己嫌悪

0　将来について悲観していない 0　自分自身に対する意識 以前と変わらない

1　以前よりも将来について悲観的に感じる 1　自分自身に対して自信をなくした

2　物事が自分にとってうまくいくと 思えない 2　自分自身に失望している

3　将来 絶望的で悪くなる かりだと思う 3　自分自身が嫌でたまらない

3 過去の失敗 8 自己批判

0　自分を落伍者だと 思わない 0 以前よりも自分自身に批判的ということ ない

1　普通 人より失敗が多かったと思う 1　以前よりも自分自身に批判的だ

2　人生を振り返ると失敗 かりを思い出す 2　あらゆる自分 欠点が気になり自分を責めて

3　自分 人間として完全に落伍者だと思う 　　いる

3　何か悪いことが起こると，全て自分 せいだ

4 喜びの喪失 　　と思う

0　自分が楽しいことに 以前と同じくらい喜び

　　を感じる 9 自殺念慮

1　以前ほど物事を楽しめない 0　自殺したいと思うこと まったくない

2　以前 楽しめたことにもほとんど喜びを感じ 1　自殺したいと思うこと あるが、本当にしよ

　　なくなった 　　うと 思わない

3　以前 楽しめたことにもまったく喜びを感じな 2　自殺したいと思う

　　なくなった 3　機会があれ 自殺するだろう

5 罪責感 10 落涙

0　特に罪 意識 ない 0　以前よりも涙もろいということ ない

1　自分 したことやすべきだったこと 多くに罪 1　以前より涙もろい

　　責感を感じる 2　どんなささいなことにも涙が出る

2　ほとんどいつも罪責感を感じている 3　泣きたいと感じる み涙が出ない

3　絶えず罪責感を感じている

　この質問票には21の項目があります。
　それぞれの項目に含まれる文章をひとつひとつ注意深く読み，それぞれの項目で，

今日を含むこの２週間のあなたの気持ちに最も近い文章をひとつ選び，
選んだ文章の番号を○で囲んでください。

　もし，ひとつの項目で同じように当てはまる文章がいくつかある場合は，
番号の大きい方を○で囲んでください。

　No.16（睡眠習慣の変化）やNo.18（食欲の変化）を含め，
それぞれの項目で必ずひとつだけ選んでください。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11 激越 17 易刺激性

0　普段以上に落ち着きがなかったり緊張しやす 0　普段よりイライラしやすいわけではない

　　くはない 1　普段よりイライラしやすい

1　普段より落ち着きがなかったり緊張しやすい 2　普段よりかなりイライラしやすい

2　気持ちが落ち着かずじっとしているのが難しい 3　いつもイライラしやすい

3　気持ちが落ち着かず絶えず動いたり何かして

　　いないと気が済まない 18 食欲の変化

0　食欲は以前と変わらない

12 興味喪失 1a 以前より少し食欲が落ちた

0　他の人や活動に対する関心を失ってはいない 1b 以前より少し食欲が増えた

1　以前より他の人や物事に対する関心が減った 2a 以前よりかなり食欲が落ちた

2　他の人や物事への関心がほとんどなくなった 2b 以前よりかなり食欲が増えた

3　何事にも興味をもつことが難しい 3a まったく食欲がなくなった

3b いつも何か食べたくてたまらない

13 決断力低下

0　以前と同じように物事を決断できる 19 集中困難

1　以前より決断するのが難しくなった 0　以前と同じように集中できる

2　以前より決断するのがずっと難しくなった 1　以前ほどは集中できない

3　どんなことを決めるにもひどく苦労する 2　何事にも長い間集中することは難しい

3　何事にも集中できない

14 無価値感

0　自分に価値がないとは思わない 20 疲労感

1　以前ほど自分に価値があり人の役に立てる人間 0　以前と比べて疲れやすいわけではない

　　だと思えない 1　以前より疲れやすい

2　他の人に比べて自分は価値がないと思う 2　以前ならできた多くのことが疲れてしまってで

3　自分はまったく価値がないと思う 　　きない

3　以前ならできたほとんどのことが疲れてしまっ

15 活力喪失 　　てできない

0　以前と同じように活力がある

1　以前と比べて活力が減った 21 性欲減退

2　活力が足りなくて十分動けない 0　性欲は以前と変わらない

3　活力がなく何もできない 1　以前ほど性欲がない

2　最近めっきり性欲が減退した

16 睡眠習慣の変化 3　まったく性欲がなくなった

0  睡眠習慣に変わりはない

1a 以前より少し睡眠時間が長い

1b 以前より少し睡眠時間が短い

2a 以前よりかなり睡眠時間が長い

2b 以前よりかなり睡眠時間が短い

3a ほとんど一日中寝ている

3b 以前より1～2時間早く目がさめて，再び眠れない



  全
然

あ
て
は
ま
ら
な
い

や
や

あ
て
は
ま
ら
な
い

や
や

あ
て
は
ま
る

と
て
も

あ
て
は
ま
る

1 誰かに怒られると，心が傷つく 1 2 3 4

2 自分 したことをもし誰かに批判されたら，いやな気分になる 1 2 3 4

3 もし誰かが私を動揺させたら，それを気にせずに いられない 1 2 3 4

4 友人とけんかをした後 ，仲直りするまで落ち着かない 1 2 3 4

5 誰かに無視されたとき ，いつでもそれに気がつく 1 2 3 4

6 親密な他者を失ってしまう で ないかと心配である 1 2 3 4

7 他 人に対して怒ること 難しいことだと思う 1 2 3 4

8 相手を傷つけてしまうことが心配なため，人に怒ること しない 1 2 3 4

9 他 人 心を傷つけてしまっていないか心配である 1 2 3 4

10 他 人を批判してしまっていないか心配である 1 2 3 4

11 他 人を傷つけたり動揺させるくらいなら，やりたくないことでもやったほうがましだ 1 2 3 4

12 私 誰に対しても礼儀正しい 1 2 3 4

13 他 人から自分がどう思われているか，心配である 1 2 3 4

14 みなが自分 ことをどう感じているか気になる 1 2 3 4

15 他 人がどう感じているかを常に気にしている 1 2 3 4

16 自分 言動や行動が批判される で ないかと心配である 1 2 3 4

17 もし他 人が本当 私を知ったら，私 ことを嫌いになるだろう 1 2 3 4

18 本当 私がどんな人物か知ったら，他 人 私を見下すだろう 1 2 3 4

19 本当 自分を他 人に知ってほしくない 1 2 3 4

20 他 人 私 ことを分かっていないと思う 1 2 3 4

21 拒絶されることが怖いため，自分 意見を言わないようにしている 1 2 3 4

22 批判される で ないかと常に恐れている 1 2 3 4

23 良いことをしたと他 人に言われた時 み，そう信じられる 1 2 3 4

24 知り合いから賞賛されなけれ ，心から幸せを感じること ない 1 2 3 4

25 他 人から気に入られていると確信できたこと ない 1 2 3 4

26 自分 親しい相手をよろこ せるためなら，私 自分 やり方も変えるだろう 1 2 3 4

27 他 人にどう思われているかによって，自分 価値が決まると思う 1 2 3 4

アンケート 1 はこれでおわりです。 



 
 
 
 
 
 
 
 

アンケート 2 
自己紹介前 



  



 
 

 

 

■ いまあなたはどの程度緊張していますか？もっとも適当な箇所に×印をつけてください。 

例： 

 

 

 

0                                                    100 

アンケート 2 はこれでおわりです。 



  



 

 
 
 
 
 
 

アンケート 3 
自己紹介後 

  



  



 

 

 

 

■ ⾃⼰紹介中，あなたはどの程度緊張していましたか？もっとも適当な箇所に×印をつけてください。 

例： 

 

 

 

0                                                    100 

アンケート 3 はこれでおわりです。 



  



 

 
 
 
 
 
 

アンケート 4 
会話①前 

  



  



 

例： 

 

 

■ １．次の会話における相⼿からの対応について，予想されるもっとも適当な箇所に×印をつけてください。 

 

 

批判的・拒否                                            好意的・受容 

 

 

■ ２．次の会話における相⼿からの対応について，どの程度⼼配していますか。×印をつけてください。 

 

 

⼼配していない                                             とても⼼配 

 

 

■ ３．いま，あなたはどの程度緊張していますか？もっとも適当な箇所に×印をつけてください。 

 

 

0                                                    100 

  

寒い 暑い 



   

アンケート 4 はこれでおわりです。 



 
 
 
 
 
 
 

アンケート 5 
会話①後 

  



  



例： 

 

 

■ １．いまの会話でのペアの⽅の⾔葉や態度について，もっとも適当な箇所に×印をつけてください。 

 

批判的・拒否                                            好意的・受容 

 

 

■ ２．いまの会話でのペアの⽅の⾔葉や態度を，どの程度気にしていますか。×印をつけてください。 

 

気になることはない                                           とても気になる 

 

 

■ ３．会話中，あなたはどの程度緊張していましたか？もっとも適当な箇所に×印をつけてください。 

 

0                                                    100 

 

 

■ 4．いまの会話で相⼿に気を遣った，または気疲れした 

 

0                                                    100 

  

寒い 暑い 



   

アンケート 5 はこれでおわりです。 



 
 
 
 
 
 

アンケート 6 
会話②前 

  



  



 

例： 

 

 

■ １．次の会話における相⼿からの対応について，予想されるもっとも適当な箇所に×印をつけてください。 

 

 

批判的・拒否                                            好意的・受容 

 

 

■ ２．次の会話における相⼿からの対応について，どの程度⼼配していますか。×印をつけてください。 

 

 

⼼配していない                                             とても⼼配 

 

 

■ ３．いま，あなたはどの程度緊張していますか？もっとも適当な箇所に×印をつけてください。 

 

 

0                                                    100 

  

寒い 暑い 



   

アンケート 6 はこれでおわりです。 



 
 
 
 
 
 
 

アンケート 7 
会話②後 

  



  



例： 

 

 

■ １．いまの会話でのペアの⽅の⾔葉や態度について，もっとも適当な箇所に×印をつけてください。 

 

批判的・拒否                                            好意的・受容 

 

 

■ ２．いまの会話でのペアの⽅の⾔葉や態度を，どの程度気にしていますか。×印をつけてください。 

 

気になることはない                                           とても気になる 

 

 

■ ３．会話中，あなたはどの程度緊張していましたか？もっとも適当な箇所に×印をつけてください。 

 

0                                                    100 

 

 

■ 4．いまの会話で相⼿に気を遣った，または気疲れした 

 

0                                                    100 

  

寒い 暑い 



   



2 回目の会話中，自分が傷つかないために（相手からひどいことを言われないために）意識したり工夫した点が

あればお書きください。 
 
■ 会話の内容について 
① 言い回しや言葉遣い 

 ・ 
 ・ 
 ・ 
 
② あいづち 

 ・ 
 ・ 
 ・ 
 
③ 語尾 

 ・ 
 ・ 
 ・ 
 
④ その他 

 ・ 
 ・ 
 
■ 視線や表情，身体の動きなど，言葉以外の部分について 
① 視線 

 ・ 
 ・ 
 ・ 
 
② 表情 

 ・ 
 ・ 
 ・ 
 
③ ジェスチャーや姿勢など身体の動き 

 ・ 
 ・ 
 ・ 
 
 ④その他 
 ・ 
 ・  



■ 1 回目の会話で，ペアの方に言われた「あなたの良いところ・好きなところ」についてなるべく具体的に 
思い出し，書き出してください。 

 
 
・ 
 
 
・ 
 
 
・ 
 
 
・ 
 
 
・ 
 
 
・ 
 
 
 

 

 

これでおわりです。 
ありがとうございました！ 



 
 

No. 

 

             

 

  



 
 
 

  

1 悲しさ 6 被罰感

0　わたしは気が滅入っていない 0　自分が罰を受けているようには感じない

1　しばしば気が滅入る 1　自分は罰を受けるかもしれないと思う

2　いつも気が滅入っている 2　自分は罰を受けるだろう

3　とても気が滅入ってつらくて耐えがたい 3　自分は今罰されていると感じる

2 悲観 7 自己嫌悪

0　将来について悲観していない 0　自分自身に対する意識は以前と変わらない

1　以前よりも将来について悲観的に感じる 1　自分自身に対して自信をなくした

2　物事が自分にとってうまくいくとは思えない 2　自分自身に失望している

3　将来は絶望的で悪くなるばかりだと思う 3　自分自身が嫌でたまらない

3 過去の失敗 8 自己批判

0　自分を落伍者だとは思わない 0　以前よりも自分自身に批判的ということはない

1　普通の人より失敗が多かったと思う 1　以前よりも自分自身に批判的だ

2　人生を振り返ると失敗ばかりを思い出す 2　あらゆる自分の欠点が気になり自分を責めて

3　自分は人間として完全に落伍者だと思う 　　いる

3　何か悪いことが起こると，全て自分のせいだ

4 喜びの喪失 　　と思う

0　自分が楽しいことには以前と同じくらい喜び

　　を感じる 9 自殺念慮

1　以前ほど物事を楽しめない 0　自殺したいと思うことはまったくない

2　以前は楽しめたことにもほとんど喜びを感じ 1　自殺したいと思うことはあるが、本当にしよ

　　なくなった 　　うとは思わない

3　以前は楽しめたことにもまったく喜びを感じな 2　自殺したいと思う

　　なくなった 3　機会があれば自殺するだろう

5 罪責感 10 落涙

0　特に罪の意識はない 0　以前よりも涙もろいということはない

1　自分のしたことやすべきだったことの多くに罪 1　以前より涙もろい

　　責感を感じる 2　どんなささいなことにも涙が出る

2　ほとんどいつも罪責感を感じている 3　泣きたいと感じるのみ涙が出ない

3　絶えず罪責感を感じている

　この質問票には21の項目があります。

　それぞれの項目に含まれる文章をひとつひとつ注意深く読み，それぞれの項目で，

今日を含むこの２週間のあなたの気持ちに最も近い文章をひとつ選び，

選んだ文章の番号を○で囲んでください。

　もし，ひとつの項目で同じように当てはまる文章がいくつかある場合は，

番号の大きい方を○で囲んでください。

　No.16（睡眠習慣の変化）やNo.18（食欲の変化）を含め，

それぞれの項目で必ずひとつだけ選んでください。



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11 激越 17 易刺激性

0　普段以上に落ち着きがなかったり緊張しやす 0　普段よりイライラしやすいわけではない

　　くはない 1　普段よりイライラしやすい

1　普段より落ち着きがなかったり緊張しやすい 2　普段よりかなりイライラしやすい

2　気持ちが落ち着かずじっとしているのが難しい 3　いつもイライラしやすい

3　気持ちが落ち着かず絶えず動いたり何かして

　　いないと気が済まない 18 食欲の変化

0　食欲は以前と変わらない

12 興味喪失 1a 以前より少し食欲が落ちた

0　他の人や活動に対する関心を失ってはいない 1b  以前より少し食欲が増えた

1　以前より他の人や物事に対する関心が減った 2a 以前よりかなり食欲が落ちた

2　他の人や物事への関心がほとんどなくなった 2b  以前よりかなり食欲が増えた

3　何事にも興味をもつことが難しい 3a まったく食欲がなくなった

3b  いつも何か食べたくてたまらない

13 決断力低下

0　以前と同じように物事を決断できる 19 集中困難

1　以前より決断するのが難しくなった 0　以前と同じように集中できる

2　以前より決断するのがずっと難しくなった 1　以前ほどは集中できない

3　どんなことを決めるにもひどく苦労する 2　何事にも長い間集中することは難しい

3　何事にも集中できない

14 無価値感

0　自分に価値がないとは思わない 20 疲労感

1　以前ほど自分に価値があり人の役に立てる人間 0　以前と比べて疲れやすいわけではない

　　だと思えない 1　以前より疲れやすい

2　他の人に比べて自分は価値がないと思う 2　以前ならできた多くのことが疲れてしまってで

3　自分はまったく価値がないと思う 　　きない

3　以前ならできたほとんどのことが疲れてしまっ

15 活力喪失 　　てできない

0　以前と同じように活力がある

1　以前と比べて活力が減った 21 性欲減退

2　活力が足りなくて十分動けない 0　性欲は以前と変わらない

3　活力がなく何もできない 1　以前ほど性欲がない

2　最近めっきり性欲が減退した

16 睡眠習慣の変化 3　まったく性欲がなくなった

0  睡眠習慣に変わりはない

1a 以前より少し睡眠時間が長い

1b 以前より少し睡眠時間が短い

2a 以前よりかなり睡眠時間が長い

2b 以前よりかなり睡眠時間が短い

3a ほとんど一日中寝ている

3b 以前より1～2時間早く目がさめて，再び眠れない



 
 
 
 
 
 
 
この度は私たちの実験にご協力いただき，誠にありがとうございました。 
実験によって気分や体調の変化が起こり，気持ちがふさぎこんでしまったり，落ち着かなくなったりする

ことがあるかもしれませんが，これらは時間がたつにつれて自然と落ちついていくものですので，ご安心

ください。 
ただし，気分や体調がすぐれない状態が続くようでしたら，下記の呼吸法を行ってみることをお勧めしま

す。呼吸法はリラクセーションの１つであり，身体や気分を落ち着かせ，ストレスを緩和する効果を持っ

ています。呼吸法は以下の方法で行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
呼吸法を行っても，なお，気分がすぐれない状態が続くようでしたら， 
下記の連絡先までご連絡ください。 
その他，ご不明な点や研究内容については，遠慮なくお問い合わせください。 
 

早稲田大学大学院人間科学研究科博士後期課程 4年  巣山 晴菜 

Email: haru_s@akane.waseda.jp 

実験へのご協力ありがとうございます 
（こちらの紙はお持ち帰りください） 

 
①身体をしめつけるもの（メガネ，時計，ベルトなど）はできるだけ外すか緩めましょう。 

 ②静かで落ち着く場所で，椅子に浅く腰かけるか，仰向けになりましょう。 
  音楽をかけてもかまいません。 
 ③目は開けたままでもよいですが，閉じた方がやりやすいかもしれません。 
 ④ゆっくりと鼻から空気を吸い，おなかに空気をためましょう。 
  肩や胸で呼吸はしないようにしましょう。そのとき，口は閉じておきましょう。 
 ⑤おなかの中の空気をゆっくりと口から吐きましょう。 
  息が苦しい時は，吸うよりも吐く方に集中した方がスムーズに呼吸ができます。 
  息を吐ききったら，また鼻からゆっくり息を吸っておなかに空気をためましょう。 
  これをしばらく続けます。（目安）は１～４分程度） 
 ⑥何も考えず，ただ新鮮な空気が鼻から入り，それが全身に広がることだけを考えてみましょう。 
 ⑦終わったらゆっくりと目を開けましょう。 
 


