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視線恐怖の 治療メ カ ニ ズム
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　本研究で は ， 視線恐怖を主訴 とす る 被験者 の，視線恐怖軽減の メ カ ニ ズ ム を解明す る こ と が 目的 で あ

る。実験 1 で は，言語反復を含む リラ ク セ
ー

シ ョ ン に よ る脱感作の手続 き を ， 実験 2で は ， 拮抗動作 法

に よ る脱感作の 手続 きを用 い た 。
い ずれ も ， 自己視線恐怖よ り， 他者視線恐怖 の 軽減 に 効 果 的で あ り，

distractiOnが視線恐怖軽滅 の 重要 な要因 と な る こ とが示唆 さ れ た。また，自己視線恐怖は 自己 の視線に

関 す る独特の 認知 を 伴 っ て お り，認 知変容の た め の 手続き で あ る 自己教示訓練 が 効果的 で あ っ た と考え

られ る 。
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は じ め に

　本研究は．視線恐怖を主訴 とす る者 を対象 に ，視線

恐怖軽減 の メ カ ニ ズ ム を解明す る こ と を目的 と す る。

　視線恐怖軽減 の メ カ ニ ズ ム に関 して ， Wolpe（1958）

の 提唱 し た 拮抗制止 の 原理 に 基 づ け ば，視線恐怖 は，

視線を条件刺激と し， 恐怖 を条件反応 とす る ， 学習 さ

れ た 習慣性の 結合で あ り，「視線 と い う恐怖刺激の 存在

下 で ，恐 怖を 軽減 す る 反 応 を引 き 起 こ す」 と い う手続

きを操 り返 せ ば ， 視線 と恐怖 と の 結合が弱 まる，つ ま

り，視線を感 じ て も恐怖反応が起 こ らな い ように な っ

て い く と 考 え ら れ る 。 な お ，
Wo ！pe （1958） は ，不 安

（allxiety ） と 恐怖 （ph 。1）ia！ を特に 区別せ ず に ， 同義 に

扱 っ て い る が ，本論文 も特 に 区別 し な い こ と に す る。

恐怖 を 軽 減 す る 反 応 と し て ，Wc ｝lpeは ， リ ラ ク セ ー

シ ョ ン 反応 ， 運動反応 ， 主張反応 な ど ， 種々 の 反応を

挙 げ て い る が ， 不 安 ・恐 怖 の 拮抗反応 と し て ，日本で

は，自律訓練法 （Autogenic　Training、以
一
FAT と略す 〕 や

漸進的筋 弛緩法 に お け る 反応が よ く利 用 され て い る

（高 石 ・東．］9．　81）D ま た，生月
・山 口 （199．　6） は，不安障

害 に該 当する被験者 を対象に ， 「首や肩を中心 に 自由 に

身体 を動 か し なが ら，言語を 反復す る」手続き を 5 セ ッ

シ ョ ン 実施 し，こ の
一

連 の 手続 き は AT を 5 セ ッ シ ョ

ン 実施 した場合 と同等 か，状況 に よ っ て は そ れ 以一ヒの

不 安軽減効果 が あ る とい う結果 を得 て い る 。

　視線 喇 槻 と 恐怖 〔反 応 ） は ， 直 接 結合 し て い る の
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か ， そ れ と も視 線 に 関 す る独特 の 認知 な ど が媒介 と

な っ て い る の か は
， 充分 に 明 らか に され て は い な い 。

個 々 の ケース で 異 なる可能性 が あ る 。 本研究 で は ， 他

者の 視線 を認知 す る こ と に 伴 う自己 の 視線 に 関す る 独

特の 認知パ ターン 　　つ ま り， 「自己 の 視線 が 相手 に 不

愉快 な 思 い を さ せ る」「相手 に 悪 い 印象 を与 え る」 と

い っ た 認知　　に 着 R した。 こ の よ う に ，他者 の 視線

に 関す る気遣 い だ け で な く，自己 の視線 に 関す る独特

の 気遣 い が 起 こ る場合を自己視線恐怖，他者の 視線 に

関す る気遣 い は 起 こ る が 自己 の 視線 に 関 し て は特に 気

遣 い が 起 こ ら な い 場合を他者視線恐怖 と呼 ぶ こ と に す

る 。 逆 に ， 自己 の 視線 に 関す る気遣 い が起 こ り，他者

の 視線 に 関す る気遣い は起 こ らない と い うケー
ス は，

極 め て希で あ る と思わ れ る が ， 本研 究 の 検討対 象 か ら

除外 し た。

　 ま た ， 視線 を認知 す る 際 ， 視線恐怖以 外の 症 状 （赤

面，顔 面緊 張，過 緊 張 な ど）が 伴 う場 合が あ る 。 これ ら の 症

状 に 関し て ， 被験者 が 視線恐怖 だ けで な く，そ れ ら の

症状の 改善 も希望す る場合があ る。 こ の 場合 に 該当す

る被験者を他症状あ り群 と し，対人状況 で 視線恐怖以

外 に ，特 に 症 状 が 見 あ た ら な い 場合 を，他症状 な し群

と呼 ぶ こ と に す る 。 実験 1 で は ， リ ラ ク セ ーシ ョ ン お

よ び 脱感作 の 手続き の 視線恐怖軽減 に 及 ぼ す影響 の群

間の 比較か ら
， 視線恐怖 の メ カ ニ ズ ム を解明 し よ り と

した。また，自己視線恐怖 の 被験者は ， 自己 の視線に

関す る 独特 の 認知パ ター
ン を持 一

っ て お り，認知 の 変容

の 方法 と し て 自己 教 示 訓練 〔Meicl ・enbauni ，1977）の 効果

を検討 した。実験 2 で は ， 視線恐怖軽減 の 要因 と考 え

ら れ る 「distraction の 効果」の 側面 か ら検討 を加 え

た。
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実 　験 　 1

方法

　 被験者　相談機関 に 視線恐怖を 主訴と して 来談 し た

者62彳ノ

［　〔与畢
・
「生 33 名，女・1生 29 名1、平」勾年齢 28．〔）歳，標凖 f扁差 893）

を検 討 の対象に した 。 （他者視線 恐 怖．自己視 線恐 怖群 ）× 〔他

症状 あ り翫 な し黼 の 4群か ら成 る。各群 は ， 他者視線
一

あ り群 （男性 14 名，女 性 5 名，平 均 年齢 25、9 歳）， 他者視線

一な し群 （男 性 6 名、女性 4各 平 均年齢 27．「〕歳 ）， 自己視線

　 あ り群 （男性 4名、女 」生 13名，平均 年齢 31．5 歳 ），自己 視線

一な し 群 （男 性 9 名，女 性 7 鶴 ユF均 年 齢 26．9 歳）で あ っ

た。各被験者 の 実施時期 に は数年間 の ずれ が あ る。他

症状 〔っ ま り視 線恐怖 以 夕Fに ，対人 場 而 で起 こ る症 状 ） と して

は ，赤面，顔面緊 張 ， 手 の ふ る え ，吃音 ， 動悸 な ど で

あ っ た。

　 被験者の 選定方法　約 8年間 に ，視線恐怖 を 主訴
．
と

して 来 談 した 者の う ち，次項 で 述 べ る手続き 2 ま で を

指 小 通 り に 実施 し た者 62名 を検討 の対象 と し た。ま た，

手続 き 3 に つ い て は ，62名の 被 験 者 の 内，指 示 通 り に

実施 し た 者 25名 を検討 の 対象と し た、さ ら に，手続 き

4 に つ い て は， 手続き 3 ま で終了 した 被験者 25名 の 内 ，

指示通 り に 実施 し た 12名 を検討 の 対象 と した 。

　手続き　個別 に カ ウ ン セ リ ン グル
ー

ム で 実施 した 。

1 セ ッ シ ョ ン 40分，週 1 回 の ぺ t一
ス で 行 っ た。

手続 き 1 傭 1 ゼ ッ シ ョ ン ）：受容的面接 を行 い
， 視線恐

怖を 主訴 とす る こ と を確認 し， さ らに ， 自己視線 に 関

す る独特 の 認知 の 有無，お よび視線恐 怖以 外 の 症状 の

有無 に つ い て 確認 し ， 該当す る群 に 振 り分 けた。

手続 き 2 儲 2〜第 4 セ ッ ン ヨ ン 〕： リラ ク セ
ー

シ ョ ン と現

実脱感作

　 リ ラ ク セ ー
シ ョ ン に 関 して は ， 第 2 セ ッ シ ョ ン時に ，

AT の 標準練習 で ある重感練習 と温感練習お よ び運動

訓練 を実施 し，本人 が 最 も リラ ッ ク ス で き る と思 う 方

法 を採 用 し，その リラ ク セ ーシ ョ ン の 方法 を ， 自宅 で

1 日 1 回 5 分程度実施 す る よ う指m し た。具体的 に は ，

AT の 場合 は ，背 も た れ 閉 眼 姿勢 で，腕 の 重 感 あ る い

は温感 へ の 受動的注意集中を試み な が ら，心 の 中 で 「腕

が 重 た い 1 あ る い は 「腕が温 か い 」 と い う 言語 の 内的

反復 を実施 した。運動訓練に 関し て は，背 も た れ 閉眼

姿勢 で ， 自由 に 身体を 動 か し な が ら ， 身体 の 動 き に 合

わ せ て 「動 く」「ほ ぐれ る」あ る い は 「の び の び して い

る 」 と い う言語 の 内的 反 復 を 実施 した 。
つ ま り，閉眼

で 背 もた れ の まま身体 をほ と ん ど動 か さずに AT を実

施 す る か ， そ れ と も 自由 に 身体 を動 か し な が ら運動訓

練 を実施 す る の か を選 択 し，さ ら に 内的言語 反 復 の た

め の 言語 を選択 した 。

　 現実脱感作 に 関 して は ， 採択 した リ ラ ク セ
ー

シ ョ ン

の 方法 で 用 い る言語を ， H 常視線恐怖 を感 じた時 に ，

内的反復 を実施す る よ う指示 した。た だ し，内的言語

反 復 に よ っ て 視線恐怖 は必 ず し も軽減 しな い こ と と ，

無理 の な い 範囲 で こ の 手続 き を実施す る こ と自体に意

義が あ る と 教示 した。

手続 き 3 （第 5 セ ッ シ ョ ン ー第 7 ・ヒ ッ ソ ヨ ン ｝：現 実脱 感作

とイ メ ージ脱感作

　 目常 に お い て は現実脱感 作 の 手続きを続行す る よ う

指示 し ， イ メージ脱感作 に 関 して は ， 第 5〜第 7 セ ッ

シ ョ ン 時 に ，実施 した 。具体的 に は ， 採択 し た リ ラ ク

セ ー
シ ョ ン の 手続 き を遂行 し ， 続い て視線を 意識 した

時 の 状況 を想起 し， 少 しで も恐怖を感 じ た ら手 を挙 げ

て 知 らせ る よ う指示 を出 し ， 手 を挙げ た らす ぐに リ ラ

ク セ
ー

シ ョ ン の 指示 に切 り替 え る よ う 指 示 した。 リ

ラ ッ ク ス した ら再び視線を意識し た 時 の 状 況 を想起 す

る手続 き に 移行し た。つ ま り，リラ ク セ ーシ ョ ン → 想

起 ・挙予 → リ ラ ク セ
ー

シ ョ ン と い う
一
連 の 于続 き を反

復 し た 。

手続 き 4 〔第 8 セ ッ シ ョ ン 〜第 王〔匣 ッ シ ョ の ： 自己 教 示 訓

練

　 第 8 セ ッ シ ョ ン 時 に ， 自己教示 用 の 言葉 の リス トを

示 し，そ の 中 か ら 1 つ 選 択 す る よ う指 示 した 。リス ト

は「（と りあ え の な る が ま ま に 任 せ よ う」 「気楽 に行動 し

よう」 「必要 な警戒心 礫 張 ）が起 き て い る 」「こ の ま ま

で 大丈夫 だ」「・今何を す る の か が 問題 で あ る劃 視線は

良い 刺激 に な る．」で ある。

　 手続き 3 の リ ラ ク セ
ー

シ ョ ン の 部 分 を ， 自己 教 示 腿

沢 し 言詰 の 内的 反 働 に 置き換え た 手続 き を ， 第 8 セ ッ

シ ョ ン 〜第 10セ ッ シ ョ ン 時 に 実施 した。日常，視線恐

怖を感 じ た 時 は，選択 し た 言語 の 内的反復 を行 う よ う

指示 し た 。

　 結果 の 評定　第 5 セ ッ シ ョ ン お よ び 第 8 セ ッ シ ョ ン

の 初 め の 時点 で ， 初回面 接時 の 視 線恐怖 の 度合 い を

1〔10
， 視線恐怖が 全 くな い 場合 を 0 として，自己評定を

求 め た 。

結果

　手続 き 2 の終了時点で の 自己評 定 の 得 点 を 100か ら

引 い た 値を ， 手続き 2 の 効果得点 と し，群別 の 結果 を

T ，vlL ［s　l に 示 し た 。

　他症状 あ り群 ， な し群 の い ず れ も，他者視線群 が 自

己視線群 よりも効果得点 の 平均 が高 い 。 2 要因分散分

析の 結果，〔他 9 視 線 ，自己 視線〕の 主効 果 は 1％ 水 準 で 有

意 で あ り， 〔F ＝34．91，df− 1．　pく．Ol）
，

（あ ワ，な し） の 主 効果
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TABLE 　1　 手続 き 2の 効 果 の 群別比較

他症 状 あ り群 　他症状 な し群

他者視線群

自己 視 線 群

平 均値

標 準偏差

標 本数

平 均 値

標 準偏差

標 本数

36．8427
．701912

．〔16
⊥4．0417

46．〔〕〔｝
23．551D5

．6312
．6316

お よび交互作用 は有意で な か っ た 。

　次 に ，手続 き 3 の 終了時点 ま で ，指示通 りに 手続 き

を 遂行 し た 者 25名 に つ い て
， 手続 2 の 終了時点 で の 視

線恐怖の 白己評点得点 か ら， 手続 き 3 の 終了時点 で の

得点 を引 い た値 を，手続 き 3 の 効 果 得点 と し ， 群別 の

結果 を TABLE 　2 に 示 した 。

　他者視線群 の 方 が 平均 が 高 く，群問に 10％水準の傾

向差 が み られ た （t
− 1．9．、p く O．D 。

　な お ，手続 き 2 まで 終了 した 65名 の 被験者 の 内，手

続 き 3 に 移行 しな か っ た 37名 に つ い て は， ド ロ ッ プア

ウ ト2名 （他者視 線 ・あ り群 1名，他 者 視 線 な し群 1名） で ，他

の 35名の 内訳 は ， 他者視線
一

他症状 あ り群 12名，他者

視線
一

他症状な し群 9名 ， 自己視線
一

他症状 あ り群 6

名 ， 自己視線他症状な し群 8名で あ っ た 。 手続 き 3の

提示後に ， 手続き の 遂行を躊躇す る ， あ る い は他の 方

法 を希 望 し た。 こ れ ら の ケー
ス は多様で あ る が，手続

き 2 ま で 経験 して，満足 で きな い 点 が あ っ た の か ，あ

る い は 提示 した方法 の 効果 に つ い て 疑問 を持 っ た の で

は な い か と思 わ れ る。こ の 場合 は，一
旦受容的な面接

に切 り替え て ， そ の 後他の 手続 き 伯 律 訓練法，自己 弛緩

訓練 法 （原 野．1987），自己 暗示 法，自己 教示 法，催眠 療 法 ）を提

示 し ， 被験者 が 納得 す る手続 き に 移行 す る と い う方針

を採 っ た 。 移行後の内訳 は ， 他者視線
一

他症状あ り群

に つ い て は，自律訓練法 ， 自己暗示 法 ， あ る い は両者

の 組 み 合 わ せ に 移 行 した 者が 6名 ， 自己 弛緩訓練 法 に

移行 した 者 1名，他症状に 焦点を当て て 自己教示 法や

自己暗示法 を組 み 合わ せ た手続 き に 移行 し た者 5 名で

あ っ た。他者視線
一

他症状 な し群 に つ い て は， 9 名 と

も自律訓練法 と自己暗示法 を組 み 合わ せ た手続 き に 移

行 し た。自己視線群 に つ い て は，他症状 あ り群 の 6 名 ，

他症状な し群の 8名 と も， 自己暗示法 ， 自己教示法 ，

TABLE 　2　 手続 き 3 の 効果 の 群別比較

標本 数　　 平均 　　標 準偏差

自律訓練法 を組 み 合わせ た 手続 き に 移行 した 。 手続き

3 以外 の 手続 き に 移行 し た ケ ース に つ い て は ，条件 が

バ ラ バ ラ なため統計的な分析 が 困難 で あるため，検討

の 対象 か ら除外 した。

　さ ら に ， 自己視線群 で 手続 き 4 ま で 進 ん だ12名 に つ

い て ， 手続き 3 の終了 時点 と手続き 4 の終了時点 に お

け る平均得点 を， TABLE 　3 に示 し た。

　手続き 4 の 過程で 視線 恐怖得点 の 平均 が 大 き く減少

して お り， 対応の ある t検定の結果 1 ％水準で有意差

が 見 られ た （t＝6．E，df＝11，　p〈 D．OD
。

　 な お 手続 き 3 ま で 終 了 し た 25名 の 被験者 の 内 ， 手続

き 4 に 移行 しなか っ た 13名 の 被験者 の 内訳 は，他者視

線
一

他症状 あ り群 7名，他者視線
一

他症状 な し群 1名，

自己視線
一

他症状あ り群 2 名， 自己視線
．．
他症状 な し

群 3名で あ っ た 。 手続 き 3 へ の移行 の 場合 と 同様 に ，

手 続 き 4 の 提 示 後 に ， 手続 き の 遂行 を 躊躇 す る，あ る

い は他の方法を希望 す る ケース で あ り ，
こ の 場合 は

，

一
旦 受容的な面接に切 り替え て，そ の後他の手続 き噛

律 訓練 法．自己 弛緩 訓練 法，白己暗示 法，自己教 示法，催眠療法 ）

を提示 し，被験者 が 納得 す る 手続 き に 移行す る と い う

方針 を採 っ た。移行後 の 内訳 は，他者視線一他症状あ

り群 に つ い て は ，手続 き 4 の 途中 で 終結 した 者 1名，

自己暗示 と自己教示 を組 み合わ せ た手続 き に 移行 した

者 2名 ， 他症状に 焦点 を当 て た 自己暗示 と 自律 訓練法

を組 み 合 わ せ た 手続き に 移行 した 者 2名 ， 催眠療法と

自己 教示 を組 み合わ せ た 手続 き に 移行 し た 者 1 名で

あっ た。他者視線
一

他症状 な し群 の 1 名は，手続き 4

の 途 中で 終結 した。自己視線群 に つ い て は， 5 名 と も

催眠療法 と 自己教示 の 組 み 合わせ の 手続 き に 移行 し た 。

于続 き 4 以外 の 手続 き に 移行 した ケ
ー

ス に つ い て は，

条件 がバ ラ バ ラ で 統計的 な分析が困難 で あ るため，検

討 の 対象 か ら除外 し た。

考察

　手続 き 2 の 過程で ， 他者視線群は ， 自己視線群 と比

べ て 有意 に 効果得点が高 い 。つ ま り，リ ラ ク セ
ー

シ ョ

ン と現実脱感作 の 組 み 合 わ せ が，他者視線恐怖 と自己

視線恐怖 と で そ の 有効性 が 異な り， 前者 に 対 す る 方 が

後者 に 対 す る よ り も有効 で あ る こ と を示 して い る 。ま

TABLE 　3　手続 き 3 → 4 の 過程 に お ける恐怖得点の 変

　　　　化

他者 視線群

自己 視線群

標本 数 平
．
均 値　　 不偏標 準偏差

8　　　　　　29．38　　　　19．72

17　　　　　15．OD　　　　且5．8：

手続 き 3 の 終 了時

手続 き 4 の 終 了時

2211 70．o〔｝
26、67

2：当．7421
．88
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た，手続 き 3 の イ メ
ージ 脱感作 を追加 した 過程 に お い

て も，他 者視線群 の 方が 自己視線群 よ りも恐怖 が軽減

す る傾向 を示 して い る。以上 の こ とか ら， リラ ク セ ー

シ ョ ン と そ れ を恐怖拮抗反 応 と し た脱感作の乎続き は ，

自己視線恐怖 よ り も他者視線恐怖の軽減 に有効 な こ と

が示 された 。 Wolpe （195s）の拮抗制止 の 原理 に 基づ け

ば ， 恐怖刺激の 存在下 で の
一一

時的恐怖軽減の 反復 が ，

恐怖刺激 と 恐怖反応 との結合を弱め る 。 こ の こ と を実

験 1の 結果 に 当て は め れ ば，刺激 と し て の 視線の 認知

と恐怖反応 と の 結合 に つ い て は，他者視線恐怖群 の 方

が 自己視線恐怖群 よ りも結合 が 弱 まっ た こ とを示 して

お り， し た が っ て ，リラ ク セ ーシ ョ ン 反 応 に よ る恐 怖

軽減効果 は，自己視線恐怖 よ り他者視線恐怖の 場合の

方 が 高 か っ た と考 えられ る。

　 自己視線恐怖 の 場 合 ， リ ラ ク セ ーシ ョ ン 反 応 が他者

視線恐怖 と比 べ て ， な ぜ恐怖軽減効果 が 低か っ た の で

あ ろ う。不安 ・恐怖反 応 を軽減す る要因 の
一

つ に dis・

traction （気 を紛 ら す こ と ）が 挙 げ ら れ る （AIICn ，　Danfor しh．

Jeffr’cy ，＆　DrabDlan、⊥989　： Rodriguez　＆　Craske．ユ993　；

W 〔，stl
・
atzky ，　Braun ，＆ R 〔，しh，］9SS ；生 月

・
山 匚1．1996）D 視線

恐怖軽減 の 主 な 要因 が distractionに あ る な ら ば
， リ ラ

ク セ
ー

シ ョ ン の 手続 き に よ る distractionの効果が ， 自

己視線恐怖の 場合よ り も他者視線恐怖 の 場合 の 方 が 高

い こ とに な る 。 実験 2 で は ， distractionが視線恐
’1布軽

減の 要因 と な り う る か ど うか を検討 す る。

　 手続 き 4 の 過 程 で ，自己 視線恐怖 が 顕著 に 軽減 し て

お り，自己 教示訓練は 自己視線恐怖 の 軽減 に 有効 な こ

とが 示 さ れ た。す な わ ち 自己視線恐怖 で は，自己 の 視

線 に 関す る 独特 の 認知 パ タ
ー

ン 〔「自己 の視線 が 相 手 に 不
．
映

な 印象 を与 fiる」 な ど） に 干渉す る 自己教示 が 効果 があ っ

た の で あ ろ う。た だ し，実験 1 に お い て は，リラ ク セ
ー

シ ョ ン と 脱感作 の 手続 き を数週 間実施 した後に 自己教

示訓練を実施 し て お り ， リ ラ ク セーシ ョ ン と脱感作の

手続 き を省い た場合の 自己教示 訓練の 効果は，明 らか

で は な い
。

実　験 　 2

目的

　実験 1 で は ， 恐怖軽減 の h 法 と し て 内的言語反復 を

含む リ ラ ク セ
ー

シ ョ ン の 手続 きが ，自己視線恐怖よ り

も他者視線恐怖に対 して効果的で あ っ た n 自己 視線恐

怖は 独特の 認知 パ ターン が あ り ， distractionが 起 こ り

に くい た め と 考 え られ る，，実験 2 で は，恐怖軽滅 の 要

因 と して
，

distraction に 焦点 を当 て る。そ の た め に
，

視線恐怖時 の 手続 き と して ，なるべ く複雑 な要因 の 入

りに くい 単純な もの が 望 ま し い
。 そ の よ うな手続 き と

して ， 拮抗動作法 （田 ヒ，1980；1983） を採用 し た 。 拮抗

動作法 と は ， 恐怖時 に 利 き手の 開閉運動を行う とい う

手続き を繰 り返 す 方法 で あ り ， 動物恐怖 の 軽減な ど に

有効な こ と は ， 先行研究 に よ っ て 明 ら か に さ れ て い る。

　 実験 2 で は，拮抗動作 に 伴う distractionの 主観的評

定 を，視線恐怖 の 軽減 と は別 に チ ェ ッ ク した。視線恐

怖軽減 と拮抗動作 に 伴 う distractionとの 関連性 を解

明 す る の が 目的 で あ る 。

方法

　 被験者　視線恐怖を 主訴 と す る考16名 〔平 均年齢 293

歳，標準偏 茄 9、7z）で あ り， 他者視線恐怖 7 名 （Y 均年St　3・1．，1

歳．標準偏 差 ll46 〕， 自己 視線恐怖 9名 （平均年齢 25．2歳 標

準偏 差 6．D で あ っ た。

　手続き　 個別 に カ ウ ン セ リ ン グ ル ー
ム で 実施 し た。

1 セ ッ シ ョ ン 40分，週 1 回 の ペ ース で 行 っ た。

手順 1 ．拮抗動作法 の 提 示

　利 き手 の 手指 の 開閉動作 を 5 〜10回繰 り返 し ，
こ れ

を 1 セ ッ シ ョ ン とす る。 1 セ ッ シ ョ ン の 開閉動作の 回

数 お よ び ス ピ
ー

ドは ， あ る程度被験者本人 に 任 せ た が ，

】 つ 1 つ の動作は 心 を こ め て行う よ う指示 し， 1セ ッ

シ ョ ン は 10秒以 内で終了す る よ うに し た。

手順 2 ．イ メ
ージ脱感作

　実験 1 の イ メ
ー

ジ脱感 作 の 手続 き で，リラ ク セ
ー

シ ョ ン の 部分 を拮抗動作 に 置 き換 えた もの で あ る。っ

ま り， 採択 し た 拮抗動作の 手 続き を遂行 し ， 続 い て 視

線 を意識 した時 の 状況 を想起 し ， 少 しで も恐怖 を感 じ

た ら手 を挙 げて 知 らせ る よう指示 を出 し，手 を挙 げ た

ら す ぐに 拮抗動作 の 指示 に 切 り替え る よ う指示 した ．

リ ラ ッ ク ス した ら再び視線 を意識 した 時の状況 を想起

す る手続 き に 移行 した 。つ ま り ， 拮抗動作 → 想起 → 挙

手→ 拮抗動作 と い う
一
連の 手続き を 反復 し た 。

于1幀3 ．現実脱感作

　 1週間後の 来談 を約束 し実際 に ，視線恐怖が 起 き た

時 に は，直 ぐ 1 セ ッ シ ョ ン の 拮抗動作 を行 うよう指示

した 。

　視線 恐怖 の 自己評定　 1 週問後 に，初 回 面接時 の 視

線恐怖 の 度合 い を100，視線恐怖 が 全 くな い 場 合を 0 と

して ，自己 評定 を 求 め た．

　distractionに 関す る 自己評定　 1 週間後 の 来談時

に ， 特定状況 で の 拮抗動作 に お け る distractionの 度合

に つ い て ， TABLE 　4 に 基 づ い て 自己 評定を 求 め ， 続 い

て，実験 1 と同 じ方法 で，視線 恐怖 の 自己評 定 を 求 め

た 。

N 工工
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TABLE 　4　 distractionの 自己評定

選 　択 　肢 得 　点

い つ も注 意転換 で き た

注 意 転 換 で き る こ とが 多 か っ た

どち ら と も い え な い

注意転換 で きない こ と が 多か っ た

い つ も注意転換で きな か っ た

ー

ワ』
34

一
b

結果

　dlstractiOl1お よ び視 線恐 怖得 点 の 群 別 の 結 果 を

TABLE 　5 に 示 し た。

　 d量stractien 得点 お よび視線恐怖 得点 ともに，群間 に

1 ％水準 で 有意差 が み られた （t＝4．38，pく0、Ul ； t＝3、71，　p

くo．Ol）。ま た ，両群 の 合計 16名 の 被験者 に 関 し て ，　 dis・

traction と 視線 恐怖 得点 の Pearson の 相関係数 は ，

0．620で あ り，
t 検定 の 結果 5％水準 で 有 意 で あ っ た

（t＝2，96、pく〔〕．05）o

考察

　distractionの 得点 は ，他者視線群 が 自己 視線恐怖群

よ りも か な り平均値 が 高 く，視線恐怖軽減効 果 も，他

者視線群 の 方 が 有意 に 高 か っ た。視線恐怖得点 と dis−

traction 得点 と の 間 の 相 関 も高 い 。し た が っ て ，　 dis−

traction が視線恐怖軽減 の 大 き な 要因で あ り ， 自己視

線恐怖 は他者視線恐怖 と比較 して ， distractionが 起 き

に くい た め に ， 恐怖軽減効果 が低か っ た こ とが 示 唆 さ

れ た D

総合的考察

　実験 1の 結果 よ り，言語反復 を含む
1
丿ラ ク セ

ー
シ ョ

ン の 手続 き と，視線恐怖時 に 同 じ言語 を反復す るとい

う現実脱感作 の 組み合わ せ は ， 自己視線恐怖よ り も他

者視線恐怖の 軽減 に有効 で あ る こ とが 示 さ れ た 。 ま た ，

言語反復 を含 む リラ ク セ ーシ ョ ン の 手続き と ， イ メ
ー

ジ脱感作の組み合わ せ は ， 視線恐怖 の 軽減 に 有効で あ

るが ， 他者視線恐怖の 方が よ り有効な こ とが 示唆 さ れ

TABLE 　5　視線恐怖お よ び distraction得点 の 群 別比

　　　　較

標 本数　 　平均 値　 標準偏 差

distraction　 　 　 　 　 ⊥6

　他者視線 恐 怖　 　　7

　 自己視線 恐怖 　　 　9

2．88L
？，003
．56

1．030

，820
、53

視線恐 怖　　　　　16

　 他 者 視 線 恐 怖 　 　 　 7

　自d 視線恐 怖　　 9

85．94　　　　15．41
73、57　　　　］4 ．35
95 ．56　　　　　7 ．27

た 。 そ し て ，実験 2 よ り，拮抗動作法 に よ る現実脱感

作 の 手続 き に 関 して も，自己視線恐怖 よ りも他者視線

恐怖 の 軽減 に 有効 で あ る こ と が 示 さ れ ，
distraction が

視線恐怖軽減 の 重要な要因 とな る こ とが示唆 さ れ た 。

拮抗動作 法 に よ る視線恐怖 の 軽減 に 関 して ， 他者視線

恐怖の 方 が 自己視線恐怖よ り も有効 に 機能す る の は な

ぜ な の で あ ろ うか 。 拮抗動作法に よ る 恐怖軽減に つ い

て は，distracti〔m が 重要な 要因 に な る と思わ れ る （生月，

2〔10ω 。 自己視線恐怖 の 場合 は，自己視線 に 関する独特

の 認知 パ タ
ー

ン が distraction効果 を妨 害 した の で は

な い か と考 え る が ，distracticm効果 や そ の メ カ ニ ズ ム

に つ い て は ， 今後解明す べ き課題 で あ る。

　 さらに ， リラ ク セ ーシ ョ ン や脱感作の 手続 きの後の

自己 教示 訓練 は，自己 視線 恐 怖 の 軽減 に有効 で あ る こ

とが 明 ら か に な っ た 。 自己視線恐怖の被験者は ， 自己

の 視線 に 関す る 独特の 認知 パ ターン を持 っ て お り，認

知 の変容の た め の 手続き で あ る 自己教示 訓練が効果的

で あ っ た と 考え られ る 。 しか し，本研究 で は，リラ ク

セ
ー

シ ョ ン や 脱感作 の 手続 き の 後 で ，自己教示訓練 を

実施 し て i5　O ， 自己教示訓練過程 に お け る 認知 の 変容

の 詳細 は，確認 して い な い 。自己視線恐怖 の 場合 ， リ

ラ ク セ ーシ ョ ン や 脱 感作 の 手続き を と ら ず ， 最初の 段

階か ら自己教示 訓練を効果的に遂行で き る か ど うか は ，

今後の検討課題 で あ る 。

　 distractionが 種 々 の 不安 ・恐怖症状 の 軽減 の 要因 と

な る こ と は 先 行研究 に よ っ て 示 され て い るが 〔AI］en ．

DanforLh ，　 Jef「rey ，＆ Drabman 、1989 ； Rodriguez ＆ Craske，

1993 ；Wostrat2ky ，　Braun，＆ Roth，198S；生 月 ・111口，1996），

視線恐怖 を対象 に した リラ ク セ ーシ ョ ン や 身体運動反

応 に よ る脱感作 の 手続 きに 関 して も，distractionが 恐

怖軽減の要因 と な り得る こ と ， ま た ， 自己視線恐怖よ

り も他者視線恐怖 の 方 が distraction効 果 が 大 き い こ

と を 示 唆で き た点 に ，本研究の 意義が あ る と考 え る 。

　本研究で は，視線恐怖 を主訴 とす る被験者 に 対 し，
一定の 訓練プ ロ グ ラ ム を提示 して ，そ の プ ロ グラ ム を

被験者が 指示 通 りに 遂行 した 場合 に 限定 して ，恐怖軽

減 と症状 の 内容 （他 者視 線・自己視線，視線恐怖 以外の 症状 あ

り
・
な し） との 関連 を検討 した。被験者が指示通 り に 遂

行 し な い 場合 の 現 象 の メ カ ニ ズ ム の解明 は，今後 の 研

究課題 で あ る。
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　 The 　Present　study 　ailned 　at 　clarifying 　the　mechallis1
．
n 　of　 reducti 〔〕n 　of　all　eye 　p11〔：，bia　in　a 　pat．iellt．　 wh 〔〕se

main 　complaint 　was 　eye 　phobia ．　 In　Experiment　1，　we 　used 　desensitization　proced しires 　in　which 　the　desensit．

ization　procedure 　invo ！ved 　relaxation 　illcluding　repetition 　of 　inner　lallguage，　and 　in　Experiment 　II，　the　same ，

but　using 　reciprocal 　inovement 　rather 　than 　re ］axation ．　 With 　bot．h　pr（レcedures ，　the　symptoms 　of 〔，rdinary 　eye

phobia 　were 　reduced 　Inore 　cffectively 　than　self 　eye 　ph 〔）bia．　 Therefore
，
　lt　was 　suggested 　that　distraction　is

an 　ilnportant　factor　ill　the　I・eduction 　of 　the　sympt （，nls く）f　e｝
・e　phの ia．　 It　is　als ‘）pc）ssible 　that　self　eye 　phobia

con 亡ained 　the　participanゼs　unique 　cognitiolls ，　and 　that　self−instruction　trainillg　was 　effective 　in　m ⊂）difying

those　 cognitionS ．

　　Key　VVerds ：eye 　phobia ，　relaxation ，　reciprQcal 　moven ユent ，　distraction，　self−instruction　trflillill9
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