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抑 うつ の 心理 的要因の 共通要素
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　多 くの 抑 うつ の 心理的要因が提唱 され る 中 ， 抑 うつ の 心理 的要因の 共通点や 抑うつ を引き起こ す 共通

要素 に つ い て の 検討 はほとん どな され て い な い 。本研究 で は ， こ の 点 に 着目し，従来 の 代表的な抑 うっ

の 心理 的要因で あ る完全主義 ， 執着性格 ， 非機能的態度 と ネガ テ ィ ブ な反すうの 関連 を明 らか に する と

と もに，完全主義 ， 執着性格 ， 非機能的態度 か ら う つ 状態が 引き起 こ さ れ る 上 で ， ネ ガ テ ィ ブ な 反す う

が重要 な共通要素 と し て機能 し て い る か を検討し た。大学生 （N ；19D を対 象 と した 8 ヶ 月間 の 予測的研

究を行 っ た 。 そ の 結果，〔1）完全 主義，執着性格 ，非機能的態度 と い う異 な る 抑 うつ の 心理的 要囚は ， 共

通 して ネ ガ テ ィ ブ な反す う傾向 と正 の 相関 が ある こ と，   こ れ らの 心理 的要因が高 くて も ， うつ 状態が

直接的 に 引き起 こ さ れ る わ け で は な く，ネ ガ テ ィ ブ な 反 す う傾 向が 高 い 場 合 に う つ 状態 が 引き起 こ さ れ

る こ と な どが 示 され た。以 上の こ とか ら， 完全主義 ， 執着性格 ， 非機能的態度 とい う異 な る抑 う つ の 心

理 的要因 か ら うつ 状態 が 引 き起 こ される メ カ ニ ズ ム に は，ネガ テ ィ ブな反 す う傾 向が 共通要素と し て 介

在 して い る こ と が 示唆 さ れ た。
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問題 と目的

　現在 まで に ， 数多 くの抑 う つ の 心 理 的要因 が提唱 さ

れ て い る 。 例 え ば ， 抑 う つ 的な ス キーマ （e ．g．．　Beck ．

ユ964）， 自己 に 焦点付け ら れ た 注意 （e．g．、　 Pyszczynski ＆

Greenberg ，1987），完全 主義的 な 傾向 （e．g．，　Fr・ st，　Marten．

Lahart ，＆ Rosenblate ，1ggn），メ ラ ン コ リ
ー

親和型性格

（Tellenbach．1961），抑 う つ 的 な出来事 の 記憶 や ネガ

テ ィ ブ な 解釈 の 活性化 （Teasdale 、1985）
，

そ し て わ が 国

で は，執着性 格 （下田．195 ） や 自己没入 （坂本．1997） な

どで ある。

　多 くの抑うつ の 心理 的要因が 提唱さ れ て い る が ， 複

数 の 心理的要因の共通点や抑 うつ を引き起 こす共通要

素に つ い て の 検討は ほ とん ど行われ て い な い 。複数 の

抑 うつ の 心理的要因 に 共通 す る 要素 を検討す る こ と に

よ り， 抑 うつ の 予防や治療の ため に 介入 する心理的要

因 を，数多 い 要因 の 中 か ら絞 り込 む 際 の 資料が得 られ

るの で はな い だ ろ うか 。

　伊藤 ・．卜里 〔2〔）Ol＞は，
“

ネガ テ ィ ブ な反す う
”

（ネガ テ ィ

ブ な こ とを 長 い 間 繰 り返 し考 え る こ と） をうつ 状態 の 心理的

要因 として 取 り上 げた。ネガ テ ィ ブ な反すう とは ， 近

，
　 早稲 田 大学 大学院 人間科 学研究 科

　　（現所 属 ：安 田 女子 大学文学部1
榊

　早 稲出 大学 人 間科学部
＊＊＊

広島 国際大 学人 問環境学 部

年注 目を集め る
“
反 す う （runlination ）

”
（e、g．、　 Martil1 ＆

Tesser．／989．，1996） の対象を ネ ガ テ ィ ブ な こ と に 限定 し

た概念 で あ る。ネガ テ ィ ブ な反す う は
， 代表的 な抑 う

つ の 心理的要因 で ある完全主義 ， 帰属様式 ， メ ラ ン コ

リー
型性格 よ り も，うっ 状態 と の 関連 が 強 い こ とが 回

顧 的研究 に よ っ て 示 さ れ （伊 藤 ・竹 中 ・lt里，2001 ）． う つ

状態 の 程度 を予測 す る こ と が示 さ れ て い る 伊 藤 ・上 里，

2〔睨 ）。

　従来 の 代表的な抑う つ の 心 理 的要因 の 中に は ， ネ ガ

テ ィ ブ な 反 す う と類似し た概念あ る い は 共通す る部分

が指摘で き る。例え ば，Burns （1980） は，完全主義者

の 考え方が ，完全主義者を非生産 的 か っ 自己批判的 な

反 す うに 陥ら せ ， そ れ が 抑 うつ をもた らす と論 じて い

る。また ， 完全主義は
“

自分 に高い 基準を設定 す る こ

と
”

と
“
評価や ミ ス を 過度に気に す る こ と

”
の 2 つ の

因子 か らな り， 後者が抑 うつ と関連 す る こ とが示 さ れ

て い る が （En　ls ＆ Cox ，1999 ；N 〔〕rmall ，　Davies 、　Nicholson 、

Curtese，＆ Malla．1998），

“
評価や ミス

”
は ，

“
嫌な こ と

”
，

“
過度 に 気 に す る こ と

”
は

“
繰 り返 し考え る こ と

”

と

類似 した 概念 だ と考 え ら れ る 。 そ こ で ， 完全 主義者の

特徴で あ る
“
評価や ミス を過度に気に す る こ と

”
を持

つ 者が ， ネ ガ テ ィ ブな 反 す う を行い
， そ の こ と に よ っ

て うつ 状態 が 引き起 こ さ れ る とい う メ カ ニ ズ ム が 推察

され る 。

　 また ，ま じ め や 几帳面 な どの 特性 か ら な る 執着性格
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（ト田，195〔DO ）特徴 と して
，

“
心 配性 ・苦 労性 で 人 に 何

か 言われる と 2〜 3 日気に な る。 1 つ の こ と を気に す

る とそ れ を す ぐ に忘 れ る こ とが で き な い
”

〔「駅 、ユ9．・62．p．

Lt29） な どが 挙 げ ら れる こ と か ら，執着性格 は ネ ガ テ ィ

ブ な 反 す う と近 い 概念を 含ん で い る と考 え ら れる。さ

ら に ，こ の 性格 の 基礎 と され る
“一

度起 こ っ た感情が

正常人 の 如 く時 と共 に冷却す る こ と が な く ， 長 く其の

強度を持続 し或 い は寧 ろ 増強す る傾 向
”

（下田 、19．・50，P、1）

は，
C」
嫌 な こ と を考え る と な か な か 止 ま ら な くな る傾

向
”

〔ネ ガ テ f ブ な 反す う をす る傾向）と類似 し て い る 。 執着

性格 か ら抑 うっ が引き起 こ され る Eで ，ネ ガ テ ィ ブな

反 す う と類似 し た 要因 が 重 要 な 位置 を占 め て い る と考

え られ る 。

　抑う っ の 認知理 論で は ，抑 う っ ス キーマ か ら ，抑 う

つ 的認知が引 き起 こ さ れ ， さ ら に ， 抑うつ 的認知 か ら

抑 うっ 感情 が 引 き起 こ され る と考 え る が （Beck ，1964），

こ の 抑 うつ 的認 知 は ， 外的 な刺激 に 対 す る 反 応 と反 す

うの 中に 観察で き る と さ れ て い る 。 抑う つ 的認知 は ，

低 い 自己評価や 自己批判な ど，思考 の 内容が ネ ガ テ ィ

ブ な もの で あ る。つ ま り，反 す う状態 に お い て の 思 考

の 内容 が 抑 う つ 的 で あ る場合 は，そ の 思考 が 抑 う つ 的

な認知だ とい う こ と に な り，抑 う つ 的認知 は ネ ガ テ ィ

ブ な 反す う に 内包 さ れ て い る と 考 え ら れ る 。 そ こ で ，

抑 うつ ス キ
ー

マ を持 つ 者が ， ネガ テ ィ ブな反す うを行

い ，うつ 状態 が 引き起 こ さ れ る とい う メ カ ニ ズ ム が考

え ら れ る 。

　 こ の よ う に ，異 な る抑 うつ の 心理的要因 で ある完全

主義 ， 執着性格 ， 抑 うつ ス キ ーマ に は ， 共通 し て ネ ガ

テ ィ ブな反 すう的な要素が関わ っ て い る と考え られ る 。

しか も， そ れ ぞれ の 理論 に お い て ， 抑 うつ を引 き起こ

す 重要な要素 と し て ， ネ ガ テ ィブ な 反 すう的 な 要素が

関与し て い る と考え ら れ る 。 そ こ で ， 本研究で は ， 完

全主義，執着性格，お よ び抑うつ ス キ ー
マ の ひ と つ で

ある非機能 的態度 を取 り．ヒげ，それ らの 要因が うつ 状

態を引 き起 こ す 上 で ， ネガ テ ィ ブ な反す うが 共通要素

と し て 機能 して い る か を検討 す る こ と を 目的 とす る。

方 法

対象者

　首都圏 の ひ とつ の 私立大学 の 大学生 を対 象 に ， 2 回

か ら な る 縦断的な 質 問紙調査を行 っ た 。 1 回 目の 調査

は 大学生 389名 に ， 2 回目の 調査 は340名 に 実施 し
， 両

方 の 調査 で データの そ ろ っ た者 は ， 243名 （男性 ：103名，

女 性 ll40 名，’F均年齢 ：18．98歳 （＝ 1．39））で あ っ た 。

質問紙

　ネガテ ィ ブな反す う傾 向尺度 （Nega 伽 e　 Ruminati・ n

Trnit　Scale： 以 下 ，　NRTS ） 伊藤 ・上里 （2001） に よ一
♪ て

作成され た ネ ガ テ ィ ブ な 反 す う尺度の 下位尺度の ひ と

つ で あ り， ネ ガ テ ィ ブ な反 す うをす る傾向を測定す る 。

7項 日か ら な り，回答形式 は， 6段階評 定 で あ る 。項

目に は ，

“

しば し ば ， 嫌な こ と ば か りを途切 れ な く考え

続け る こ と が あ る
”
，　

“一
度嫌な こ と を考え始め る と，

そ れ ば か り を途切れ な く考え続 け る方 だ
”

な ど が あ る。

得点が 高 い と ， ネ ガ テ ィ ブ な 反 す う傾向が 高 い こ と を

意味す る 。

　新完全主義尺度 （Mllltidimenti ・ nal 　Self−Oriented　Per・

fectionism　Sea且e ；以 下 ，　“1SI）S）　桜井・大谷 q997） に よ っ

て 作成 され た 完全主義傾向 を 測定 す る尺 度 で ，

“
完全 で

あ り た い と い う 欲求 （Dcsire　l・ r　Perfecti〔）【1ism ； 以 1’，

DP ＞
”
，
“
自分 に 高い 目標を課す る傾向（Pers ・ 11alSta11 〔］ard ．

以 下．PS ）
”

，

“
ミ ス 〔失敗 〉を 過 度 に 気 に す る 傾向 〔C ・ ncem

uvet
・Mislake ：以 卜，　CM ）

”
，
“
自分 の 行動 に 漠然 と した 疑

い を もっ 傾 向 （D 。 ubtin 即 ，f　Acti〔ms ： 以 下．　P ）
”

の 4 下位

尺度 か ら な る。完全屯義 の 2 大 因」
孔
で あ る

“
自分 に高

い 基準 を設定 す る こ と
”

に は DP と PS が 当 て は ま り，
“
評価 や ミ ス を 過度 に 気 に す る こ と

”
に は CM と D が

当 て は ま る 。 20項 fiか ら な り ． 回答形式は 6段階評定

で あ る。項 目に は，
“
ど ん な こ とで も完璧 に や り遂 げ る

こ と が 私 の モ ッ トーで あ る
”

（DI
）
），　

c‘
い つ も，周 り の 人

よ り高 い 目標 をもとう と思 う
”

（pS ），
“
ささい な失敗 で

も，周 りの 人 か らの 評価 は下 が る だ ろ う
”

（CM ），
“
念 に

は念を 入 れ る 方 で あ る
”

Φ ）な どが あ る 。 得点が 高い と

完全主義傾向が 高い こ と を意味す る 。

　 執着性格尺度 （Imm ・dith ｝
’mic 　Pers ・ nality 　Scale ： 以下．

IPS） 塩 見
・
吉岡

・田中 q98D に よ っ て作成 され た 下

田式性格検査 の 下位尺度 の ひ とつ で あ り ， 執着性格傾

向を測定す る尺度で ある。12項凵か ら な り，回答形式

は 3段階評 定 で ある。項 同の 例 として は，
“
几帳面 なほ

う で す
”
，
“
まじめ すぎ る と人 に 言われ ます

”
な どが あ

る。得点 が 高 い と ， 執着性格傾向 が 高 い こ と を意味 す

る 。

　 非機能的態度尺度 日本語版 （Japanese　 version ・f

Dysfunctional 　Attitude 　Scale ： 以下，　DAS ） 抑 う つ ス キー

マ を測 定 す る尺 度 で あ る Dysfunctional　 Attitude

Scale （WeiSSman ，1979｝ 0）凵本語版 で あ り，丹 野 ・坂本

　〔1997）に よっ て 作成 さ れ た。こ こ で は 短縮版 の DAS −A

を用 い た。抑 うっ ス キ ー
マ を測定す る 尺度と し て は，

Cognitive　Questionnaire（Femnell ＆ Campbell ，1984） な

ど い くつ か あ るが ，DAS が 最 もよ く使 われ て い る こ と

N 工工
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か ら （丹野，LOOI｝， 本研究で 用 い る こ と と し た 。 以
’
下で

は ， 非機能的態度 と抑う つ ス キ ーマ を 同 じ意味で 用 い

る。 4U項 目か らな り ， 回答形式 は 7段階評定で あ る 。

項目の例 と し て は ，

“
容姿が良 く， 頭が 良く ， お 金持ち

で 創造的で な け れ ば ， 幸せ に な る び）は難 しい
”

，　
」‘
つ

ね に う ま くや っ て い な けれ ば，人 々 は 私 を尊敬 し な い

だ ろ う
”

な どが あ る 。 得点 が高 い と ， 非機能的態度 が

高い こ と を意味す る。

　Inventory　to　Diagnose　Depression，　 Lifetime

version 日本語版 （以 下，　 IDDL ） DSM ．III（American

l’sychiutric 　Associa匸io］・1．1980 ）の 大 うつ 病 の 既往者 をス ク

リーニ ン グ す る た め の lnventory 　 to　 Diagnose 　 De −

pression，　Lifetime　versi 〔〕n （Zimmerman ＆ CoryeH、19s・7）

の 日本語版 で あ り， 上原 ・佐藤 ・坂戸 ・佐藤 （1995） に

よ っ て作成 さ れ た 。 23項 目か ら な り，各項 目で，過去

に 経験 し た 最 も強 い 抑 う つ 症状 の 程度 とそ れが 2週問

以 上継続 し た か ど う か を 尋 ね る 尺 度 で あ る。本研究 で

は，教 示部分 を
一

部変更 し，
2 回 の 調査問 で の 最も強

い うつ 状態 を想起 して もらい
， そ の 時 の うつ 状態 の程

度 と そ れ が 2週間以 上 継続 した か ど う か に つ い て 回答

を求め た 。 抑う っ 症状が 2 週間以 上 継続 し た 場合を抑

うつ 症状あ り と し，抑 うつ 気分，興味 ・喜び の減退 な

ど ， 9 つ の 抑 う つ 症状 の 合計数 を うつ 状態 の 程度 と し

た 。 2週 間以上 の 抑 うっ 症状 が な い 場合 に は， 0点 と

した 。

　 な お ， 2 週間以上継続す る抑 うつ 症状 を取 り上 げ る

理由 として は，本研究 で は，研究 の 結果 を抑 うつ の 予

防や治療 とい う臨床場面 で 活用 す る こ と を想定す る こ

と か ら ， 介入 の 必要性が 考え ら れ る 比較的重 い 抑う つ

を取 り上げ る必要が あ る こ とが挙げ ら れ る 。 2 週間以

上 の 抑うつ 症状 の 持続は ， DSM −IV の 大うつ 病や 小う

つ 病 の 診断基準 の ひ とっ で もある こ とか ら，軽 い 落 ち

込 み や わずか な 憂 うつ 感 な ど と ， 介入 の 必 要性が あ る

抑 うつ を区別 す る た め の ひ とつ の 基準に な る と考え ら

れ る。ま た ， C 〔｝ylle＆ Schwenk （1997） で は ， 抑 う っ

の 自己報告質問紙 に よっ て ， 抑 うつ が高い とさ れた人

で あ っ て も，そ の 抑 うつ 症状 が 2 週間以上持続 して い

な い 場 合に は ， 社会的機能が健常な 人 と同 レ ベ ル で あ

り特 に 問題が な い が， 2 週間以上抑 うつ 症状が持続 す

る 場合 に は ， 社会的機能が障害 さ れ る こ とが示 さ れ て

お り， 抑うつ が 2週 間以上続 くか どうか が ， 介入 の 必

要性 に お け る ひ とつ の 基準 と な る こ とが 示 唆さ れ て い

る。

　以下 ， IDDL に よ っ て測定さ れ る 2週間以 ．．ヒ持続す

る抑 うつ をうつ 状 態と呼 ぶ 。ま た，抑 うつ 症状が 2 週

間以上 持続 した か ど うか を特 に 問わ な い 場合に は ， 単

に抑 う つ と呼び ， 区別す る 。

　Self−Rating　Depression　Scale日本語版 似 下，　SDs ）

調査時点の抑 う つ を 測定す る た め の Self−Rating　 I〕e ・

pression　Sca】e （zung，1965）の 日本語版 で あ り， 福出・

小林 （1973＞に よ っ て 作成 さ れ た 。 20項 目か ら な り ， 4

段階評 定 で あ る 。 項 目に は ，

“
気分 が 沈ん で ， 憂 う つ

だ
”
，

“

夜 よ く眠 れ な い
”

な ど が あ る。得点が 高 い と調

査時点 の 抑うつ が高 い こ と を意味す る。

手続 き

　 2 回 か らな る縦 断的 な調査 を行 い ， 1 回 日 の 調 査

（Time 　l ：以 下，　Tl と呼 ぷ ） は 5 月中旬 に， 2 回 目の 調査

（Ti111e　2 ；以下．　Tttと呼ぶ ｝ は約 8 ヶ 月後 の 翌年 σ）1月中

旬 に 行 っ た 。 T1で NRTS ，
　 MSPS ，

　IPS
，
　 DAS

，
　 SDS

を 測定 し， T2 で T1 か ら 約 2週 間後 の 5 月 下 旬 似 下，

Tl’） か ら T2 の 問で 最 も落ち 込 ん だ時期の う つ 状態の

程度 を IDDL に よ っ て 測定 し た 。こ れ に よ り，Tl の 変

数 が Tl’
か ら T2 の 間の う つ 状態 の 程度 を予測す る か

どうか を検討す る こ ととした。

分析方法

　まず， 各尺度間の Pearson の 相関係数 を算出し た 。

続 い て，NRTS ，　 MSPS ，　 IPS，　 DAS そ れ ぞ れ を説明

変数 と し，IDDL を 目的変数 と し た 重 回帰 分析 を行っ

た。

結 果

　 パ ー
ソ ナ リテ ィ と抑 うつ との 関連性 を検討す る際 に

は ， 調査時点 の 抑 うつ の 影響 を避 け る必要性 が 指摘 さ

れ て い る （Sakamoto ，1999；佐藤 ・上 原，1995） こ と か ら
，

T1 の 抑う つ が 低い 者を対象に分析 を 行 っ た 。
　 Tlの抑

うつ が低 い 者の 基準は，Sakamoto （1999）に よる SDS

の 平均値 ＋ lSL）以下 （48 点以下 ； 以 下で は ，T1 の X｛1うつ が

低 い 者 と呼ぶ ） と した 。 なお ， T1 の抑 うつ が 低 い 者は ，

191名（男性 ：83名，女 性 ：108名，平均 年齢 ：18．95ue（± 1、33））

で あ っ た 。

各変数間 の 相 関係数

　 NRTS ，　 MSPS の 各下 位 尺度，　 IPS，　 DAS ，　 SDS ，

IDDL の間の 相関係数 を算出 した と こ ろ ，
　 TABLE 　l の

結果 が 得 られた。

完全主義およびネガテ ィ ブな反す うとうつ 状態 の 関連

性

　完全主義 ， ネ ガ テ ィ ブな反す う傾向が うつ 状態 を予

測 す る か ど う か を検討 す る た め に．IDDL を 目的変数

と し ， SDS ，
　MSPS の各下位尺度 ，

　 NRTS を説明変数

と し た 重回帰分析を行 っ た （TABLE 　2，　Analysis 　1）。な お ，
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TABLE 　l　　Correlation　umong 　the　scales
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tiQuism 　Scale ；DP ：desire　f〔，r　perfectioni只m ；PS　1〕crs 〔川 dl　 s【anda 肛

・d；Cr｝1； c 〔丿ncern 　 o、で r　n ］isLake；

D ： doub且ing （，f　actions ； IPS ； lmm りdith｝mic 　Peτs〔mality 　Scale，　DAS ： Dysfullcti⇔ 11a［Atntしlde
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vers1011 ，

TABI．E　2　　Multiple　regression 　ana ］yses　of　the

　 　 　 　 effect 　of 　the　scales 　on 　IDDI、

variable 呂 fj

SDSNRTSMSPSDPPSCM

　 DIpsDAS

Analvsis】　　 Analysis 　2　　Allalysis　3
一．【｝6
．2〔广

．Of｝
一，16

疊

．07
．08

．〔1722
牌

．04

ゆ
O

円．
’2

．21艸

　　　　　　　　　　　 　　
か
カぐ u〕，’P ＜ ．〔15，“ホP　

・／ ．Ol
No しe．　 NRTS ： Negative　 Rumination 　 Trait　 S⊂ale ； MSPS ：

Multidimα 1si〔mal 　 Self．C）riellted 　 Perfectionism 　 Scale； DP ：

desire　for　perfectionisrn；PS ： personal　 sしandar ⊂1；CM ： con ．
cerr1 σ ver 　 mistake ；D ：doubting 〔〕f　actions ；IPS： 【mmodith ．

ymic　Personality　Scale；DAS ：Dysfunctiona［AtL正tude　S⊂ ale ，
SDS ； Self．Ratillg　Depressioll　 Scale； IDDL ： Irlventory　to
Diagnose　Depression、　Lifetime　version ．

分析で は SDS が低 い 被験者 の み を対象 と して い る が，

同様の ケ ー
ス で あ る Sakamoto （1999） で も Time 　1 の

抑 うつ を説明変数 と して 投入 し て い る こ と ，

一
般的に

抑うつ の 縦断的検 討 で は Time 　lの 抑うつ を統制す る

こ と か ら
，

こ こ で も SDS を説明変数 と して 投 入す る こ

ととした。そ の結果， 重相関係数 （R 〔Rt）＝．25（．06D は

有意傾向 で あ り （F （6．184〕＝Z ，10，p く ．10）， 標準偏回帰係

数 に っ い て は ， NRTS と IDDL の 間 に 有意な正の 関連

が見 られ ， PS と IDI）L の間に有意傾向で 負 の 関連が

見 られ た 。

　相関分析 と重 回帰分 析 か ら，
NRTS と MSPS の

DP ，
　 CM ，

　 D の 間 に 正 の 相関 が あ る と と も に，　 NRTS

が高い と IDDL が 高くな り，　 PS が高 い と IDDL が 低

くな る こ と が 示 された。

執着性格お よびネ ガ テ ィ ブ な反 す うと う つ 状態の 関連

性

　SDS ，　IPS，　NRTS を説明変数 と し，　IDDL を 日的変

数 と した重回帰分析 を行 っ た 。 そ の 結果，重相関係数

〔R （R ’

）一．．21 （網 D は有意 で あ り （F （3、187）
− 2 ．81．

p＜ ．〔15）， 標準偏［口1帰係数 に つ い て は ，NRTS と H）DL

の 間 に 有意 な 正 の 関連 が 見 ら れ た 〔T 、、 lw 　2，　Analysis

2）。

　相関分析 と重回帰分析か ら ， NRTS と IPS の 問 に 正

の 相関が あ る と と も に ，
IDDL を予測す る の は，NRTS

だけ で あ る こ とが示 さ れ た 。

非機能的態度お よ びネ ガ テ ィ ブな反す う と うつ 状態の

関連性

　SDS ，　DAS ，　 NRTS を説明変数 とし，
　IDDL を目的

変数 と し た 重 回 帰分析 を行 っ た 。 そ の 結果 ， 重相関係

数 〔R 〔κり＝．28 ω 8D は 有 意 で あ り （fi
’
（3ユ87）＝5．25．

ρq ［1）， 標準偏同帰係数 に つ い て は ，NRTS と IDDL

の 間に有意な正 の 関連が 見 られ，DAS と IDDL の間に

有意な 負の 関連 が 見 られた （T ，x　p，LE 　2、　Analysis　3〕。

　相関分析 と重回帰分析 か ら，NRTS と DAS の 問に

正 の 相 関が あ る と と もに ，
NRTS が高 い と IDDL が高

くな り，DAS が 高 い と IDDL が低 くな る こ とが 示 さ れ

た。

考 察

　本研 究 で は ，   完 全 主 義，執着性格 ，非機能的態度

と い う 3 つ の抑 うつ の 心理 的要因 は，共 通 して ネガ

テ ィ ブ な 反 す う傾向と正 の 相 関 が あ る こ と，（2院 全主

義 の DP ，
　 CM ，

　 D，執着性格 ， 非機能的態度が 高 くて
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・

も う つ 状態 は引き起 こ さ れ ず，ネ ガ テ ィ ブ な 反 す うが

高い と う つ 状態が引 き起 こ されやす くなる こ と， （3）非

機能的態度 と完全 主 義の PS が 高 い と う つ 状態 が 引 き

起 こ され に くくなる こ と が 示 された 。

　非機能的態度単独 で は，うつ 状態 が引き起 こ さ れ な

い と い う本研 究 の 結果 は，先行研究 とも
一

致 して い る

（じ．g．．　Barnett＆ Gotiib，】988 ；1）ow ，er、1988＞。 ま た ， 執着性

格に 関 して は， 今まで に予測的な検討が行わ れ て い な

い 。完全主義 に っ い て は ， 抑うつ を予測す る こ と を縦

断的方法 で 示 した 先行研究が あ るが （e，g．，　Hewitt ．　Flett，

＆ Edigel・．19．　9．　6；桜 井 ・大 谷，1995）， そ れ ら は ， 完全主義が

抑 うつ 得点 の 変化量 を 予測 す る か を検討し て お り，あ

る程度持続する抑うつ エ ピ ソー
ド 〔例え ば，本研究の よ う

な 2 週 間以 卜：持続 す る うつ 状態 ） に つ い て の 検討 で はなし 

…
方 ， 前述 の よ う に，ネ ガ テ ィ ブな反す うは うつ 状 態

の 程 度 を 予測 す る こ と が 示 さ れ て い る （伊 藤 ・L 里，
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FIGuRE 　l　The 　 relation 　between　negative 　 rumina −

　　　　tion，　three　psychological 　fact【〕rs　of 　vulner −

　　　　ability 　to　 depression　（perfectionism ，　 im−

　　　　modithymic 　persona 玉ity，　and 　dysfunctionaI

　　　　attitudes ），　and 　depression、1

1

　 本 図 は，結 果 を 分 か りや す く記載 す るた め の 概念 図で あ り，
　パ ス 解析 な ど に 基 づ い た 結果 を 表asし て い る わ けで は ない 。

2｛1〔12）。

　以 ヒの 〔1×2×3｝の結果 を簡略化 して 表 す と FIGuRE　 l

の よ うに な る。 こ れ か ら，完全主義，執着性格，非機

能的態度か ら は ， 異な る メ カ ニ ズ ム に よ っ て う つ 状態

が引 き起 こ され る の で は な く ， ネ ガ テ ィ ブ な 反 す う傾

向が 共通要素 と して 介在 した 上 で，うつ 状態が引き起

こ され る と解釈 で き る 。 完全主義 に は
“
評価 や ミ ス を

過度に気に す る
”

傾向が 含ま れ る （Enns ＆ Cox ，1999 ；

Norman 　 et　al．，1998）。ま た，執着性格 は ま じめ や 几帳面

な どの 特性 か らなるが ，

“
心配性 ・苦労性で 人 に 何 か 言

われ る と 2〜 3 冂気 に なる
”

（平 沢 ，1962，p．229）な どの 特

徴 が あ る と さ れ る。そ の よ う な 傾 向を持 つ 者 は ，ネ ガ

テ ィ ブな こ と を繰 り返 し考え続け る 〔ネガ テ ィ ブ な反す う

を す る ）可能性が高い と推測 で き る 。 ま た，前述 の よ う

に ， 抑 う つ ス キーマ （非機能 的態度〉か ら生 じ る抑う つ 的

認知 は ， ネ ガ テ ィ ブ な 反 す う に 内包さ れ て い る と考 え

られ る こ とか ら， 非機能的態度を持っ 者は，ネ ガ テ ィ

ブ な こ と を考え続け る 可能性が 高 い と 言 え る。す な わ

ち ， 完全主義 ， 執着性格 ， 非機能的態度 を持つ 者は ，

共通 し て ，ネ ガ テ ィ ブな 反す う をす る 可能性 が 高 く，

ネ ガ テ ィ ブ な 反 す う を 行 う こ と に よ っ て ，うっ 状態 が

引き起 こ さ れ る と考えられる。

　 ネガ テ ィ ブ な反 す うは，抑 うつ 的認知 ， 完全主義 の

“
評価 や ミ ス を過度 に 気 に す る

”
傾向 ， 執着性格 の

“
心

配性 ・苦労性
”

と重 な る部分が あ る が ， ネ ガ テ ィ ブ な

思考 の
“

継続性
”

に 焦点を絞 っ た概念 で あ る点で異な

る 。
こ の ネ ガ テ ィ ブ な思考の

“
継続性

”
が うつ 状態を

引き起 こ す 上 で の 共通要素 と な る の で は な い だ ろ うか 。

Seligman （199〔）） は ， 原因帰属 が 内的 ・持続的 ・全体的

で あ る 〔こ の よ うな 原因帰属 を 行 う人 を 悲観主義者 と呼 ぶ 〕か

ら と い っ て，す ぐに 無力感 の 予期が生 じ，抑 うっ に 陥

るわ け で は な く，そ の 無力感 の 予期 が 頭 に 頻 繁に 生 じ

る場合 ， 抑 うっ が 生 じる と述 べ て い る 。 た とえ悲観主

義者で あ っ て も， 反す うしない 人 は抑うつ に 陥らな い

と い うの で あ る。確 か に ， あ る ス トレ ス フ ル な 出来事

が生 じた時に ，

“
もう駄目だ 。 自分は 立 ち直れ な い

”
な

どの 抑 うつ 的認知 が 生 じ る と ， 軽 い 抑うつ 気分が 生 じ

る だ ろ うが ， うっ 状態 体 研究 で は 2 週間以 上持続 す る抑 う

つ ） が 引き起 こ さ れ る と は考え に く い 。 そ れ に 対 し て ，

そ の 抑 う つ 的認知を長 い 間継続 し て 考え る状態 （ネ ガ

テ ィ ブ な 反す うを す る状態） が 続 くと， 抑 うつ 感情 が持続

し，うつ 状態 が 引 き起 こ さ れ る と考 えられ る。同様 に，

完全主義 の
“

評価や ミ ス を過度 に 気 に す る
”

こ とだ け

で ，うつ 状態 が す ぐに 引 き起 こ されるの で はな く，評

価や ミス を長 い 間繰 り返 し考え続 ける とい う
“

継続性
”
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が 加わ っ た 時 に，う っ 状態 が 引き起 こ さ れ る の で は な

い だ ろうか 。 また ， 執着性格 は
“
心配性 ・苦労性

”
と

い う 特徴 を持 つ と さ れ る が （平沢 【962）， ま じめ や 几帳

面 とい っ た特性 に 焦 点 を 当 て て お り，ネ ガ テ ィ ブ な 思

考の
“
継続性

”
に焦点を絞 っ た概念で はな い 。こ の よ

う な こ とか ら，完全主義，執着性格， 非機能的態度か

ら うつ 状 態 が 引 き起 こ さ れ る 上 で の 共通要素 と し て ，

ネガ テ ィ ブ な反す う 儲 ガ テ ィブ な思 考の 継続性 ）が 存在 し

て い る と考 え られ る の で あ る．

　 また ， ネガ テ ィ ブ な 反す うが うつ 状態 を引 き起 こ す

上 で の 重 要性 は，最近 の ス トレ ス と疾病 の 関連性 に っ

い て の McEwen （1998）の 理論 か ら も示唆 され る 。
こ の

理論 で は ，ス ト レ ス か ら疾病 が 引 き起 こ され る メ カ ニ

ズ ム の ひ とつ として ， ス トレ ス の繰 り返 し Crepeaしed

stress ） な ど に よ っ て ， 長期間 に わ た る生理的変化 が 生

じ続 け る こ と で ， ホ メ オ ス タ シ ス が 維持で き な くな り，

病的な状態が引き起 こ さ れ る と い うプ ロ セ ス が 仮説化

さ れ て い る 。そ して ，嫌悪的な ス トレ ッ サ ーを 想起 す

るだ けで，心臓血管系や免疫 系 に 生理的な変化が生 じ

る こ と （Dimsdale、　 Stern．＆ Di］lun．1988 ； Knapp ．　 Levy ，

Gi〔〕rgi ．　Black．　Fox，＆ Heeren、1992）か ら ， ネ ガ テ ィ ブな

反す うをす る こ と に よ っ て も， 頭 の 中で 長期間 に わ た

る ス トレ ス の 繰 り返 しが 起 こ り， 生 理 的 な変化 が 生 じ

続け ， 病的な状態 （こ こ で は うつ 状態 ）が 引き起 こ さ れ る

と 考 え ら れ る の で あ る。

　本研 究 で は ， 3 つ の抑う つ の 心理 的要因 に つ い て 検

討 した が ， そ れ 以 外の 抑 うつ の 心理 的要因 に も，共通

し て t ネガ テ ィ ブな反す う的 な要素が 関与 して い る こ

と を 示 唆 す る 部分 が あ る。例 え ば
， 自己没入 は

“
自己

に 注意 が 向きや す く，自己 に 向 い た注意が持続 しや す

い 傾 向
”

〔坂 本，／997，p．144）と さ れ る が
， 自己 の ポ ジ テ ィ

ブ な側面 へ の 注 目が 持続 し て も抑うっ に陥ら な い と考

え られ ， 抑うつ を引き起 こす の は，自己の ネガ テ ィ ブ

な 側 面 へ の 注 目の 持続 だ と考 え られ る。そ こ で ，自己

没入 に も， ネガ テ ィ ブな反す う と重な る部分 が あ る と

言え る。同様 に，
“

反応性抑 うつ の 自己意識理論
”

（Pysz・

czynski ＆ Greenberg，1987） で も，
“
自己へ の 焦点 づ け を

持続 する傾向
”

が抑 うっ 症状の維持 と悪化の 重要な要

因だ とされて お り， ネガ テ ィ ブ な反す う と共通す る部

分が 指摘で き る 。 ま た ， 代表的な抑う つ の 認知理論 の

ひ とつ で あ る特異的活性化仮説 （Teasdale，1985） で は ，

抑 うつ 的な出来事へ の 記憶や ネ ガ テ ィ ブな解釈の 活性

化な ど の
“
抑う っ 的な連動形態

”

（Teasdale ，　 Sega】．＆

Williams，1995 ）の持続が ， 抑うつ を持続，悪化 さ せ る と

考え て い る。 こ の
“

抑 うつ 的な連動形態
”

の 思考内容

は ネガ テ ィ ブ な もの で あ る と と も に ，反す うを通 じて
“
抑 うつ 的な連動形態

”
が抑うつ を維持す るとされ て

い る こ と か ら ， 特異 的活性化仮説 で も ネガ テ ィ ブ な反

す う と共通 す る要素 が 重要 だ と位置 づ け ら れ て い る と

盲 え る 。 こ れ ら の こ とか ら，他 の い くつ か の代表的な

抑 うつ の 心理 的要因か ら う つ 状態が引 き起 こ され る 上

で の 共通要素 として ， ネガ テ ィ ブな 反 すうが 介在 して

い る こ とが推測 で き る 。 そ こ で ，ネ ガ テ ィ ブ な反 す う

は ， うつ 状態 の 予防 や 治療 の た め の 心理的介入 の 際 に ，

注目すべ き要因で あ る と考え ら れ るだろう。

　と こ ろ で ，本研究で は，非機能的態度 が 高い と う っ

状態を経験 しに くくな るとい う関連性が示さ れ た 。 非

機能的態度 は ，うつ 状態 を も た ら す 不 適応的 な 要因 と

さ れ る の に ，本研究 で は ， 非機能的態度 に は適応的 な

側面 があ る とい う結果 が 得られ た 。 こ れ は，丹野 （21｝OD

に よる非機能 的態度 （抑 うつ ス キ ー
マ ）自体は適応的 で あ

る と の 指摘 と
一

致 して い る 。 例 えば
，

“
他 の 人 に嫌われ

た ら ， 幸 せ に な れ な い
”

（
・
｝
’．1野，2001．p．21．LZ） とい う抑 う

つ 的ス キー
マ を持 つ 者 は ，人 に 好 か れ る よ う に 努力 す

る だ ろ うか ら，普段 の 対 人関係は適応 的で あ り，非機

能的態度 に は 適応的 な側 面があ る とい うの で あ る。
一

方 で ，も し，何 か の き っ か け で 人 に嫌 わ れ た と感 じ た

ら，
“
私 は 不幸 せ だ

”
と感 じ ， 落ち 込 ん で し ま い

， 非機

能的態度 に は適応 的な側面 と非適応的な側面が あ る と

して い る 。 し か し，そ の 適応的 な側 面 と し て の 非機能

的態度 が本研究 の 結果で 示 さ れ た か ど う か は 定 か で は

な く，今後 の 検討課題 と考え られ る 。 さ ら に ，非機能

的態度に 適応的な側面 が あ る か ら とい っ て
， その こ と

が うつ 状態に対し て も適応的 に 働 くか どうか に つ い て

も ， 本研究か ら は結論す る こ とが で きず，今後 の検討

課 題 で あ る 。

　ま た，完全主義の PS が 高 い とうつ 状態 が 引き起 こ

され に くくなる との 結果 は ， 先行研究 と
一
致 し て い な

い （桜 井 ・大 谷 1995）
。

PS は絶望感 と い う不適応的要因

と の間に負の相関が あ る こ と （桜井 ・大谷、1997） や ， 前

述 の よ うに ， 完全主義 の 不適応的要因は
“

評価や ミ ス

を過度に気に す る こ と
”

に 関す る因子 の み で あ る こ と

（Enns＆ Cox，　1999；　N ・rman 　et　al．．1998） か ら，
“
自分 に 高

い 基準を設定す る こ と
”

に 関す る 因子 で あ る PS が適

応的 に 働 く可能性 も示唆 され る が ， 本研究 か ら は PS

が うつ 状態 に 対 して なぜ 適応的 に 影響 した か は分 か ら

ず，今後 の 検討課題 で あ る。

　執着性格や 完全主義な ど は抑うつ の 心理的要因 で あ

る と主張 さ れ て き た
一

方で，執着性格 の まじめ ，几帳

面 や ， 完全 主義傾向な ど は，社会 に 適応す る上 で 重要
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な特性 で あ る。そ の た め，こ れ ら を 変容 す る こ とは ，

適応 上 マ イナ ス の 影響を持 つ 可能性 も あ る は ず で あ る 。

本研究 の 結果 か らは ， こ れ ら の特性が 高い だ け で は う

つ 状態が引 き起 こ さ れ な い こ とが 示 唆され た と言 え る。

こ の こ とか ら ， う つ 状態へ の 予防 や 治療 の た め の 心理

的介 入 を考え る と ， 執着性格や 完全主義な ど の 適応的

な 特性 を 変容 せ ず と も，ネ ガ テ ィ ブ な 反 す う傾 向 を 減

少す る こ とで ， 効果 が得 ら れ る こ とが ， 本研究 か ら示

唆さ れ た と考え られ る。

限界点 と課題

　本研究で は ， 対象者 が 首都圏 の ひ と つ の 大学 の 大学

生に 限定されて い る こ とか ら，今後 は本研究 の 結果が

複数 の 大学 の 大学生 ， あ る い は他の 年齢や地域の者を

対象 に
一
般 化 で き る か を検討 す る必 要が あ る 。 次に ，

8 ヶ 月 とい う調査間隔が便宜的な もの で あ る こ と も本

研究 の 限界点と い え ， 1年な ど の他 の 期間 で も検討 を

行 っ て い くべ きで あ る 。 ま た ， 各分析 で 示 された決定

係数 は ， 有意 で は あ るが 低 い の で，心 理 的要因 に よ る

う つ 状態の 説明率は低 い と考 え られ る 。 その た め，本

研究で 取 り上 げた 要因 に よ っ て ， うつ 状態 の 発生 が 全

て説明 さ れ る わ け で は な く，以上 で 論 じて きた メ カ ニ

ズ ム を積極 的 に 支持 す る結果 が 得 られ て い るわけ で は

な い 。 説明率が 低 い 原因 と して は，研究 の デザ イン が

縦断的研究 で あ っ た こ と や ，目的変数 と し た 大 う つ 病

エ ピ ソ
ー

ドの 診断基準 に
一

致す る 2週間以上 の抑うつ

は心理的要因 の 説明率が そ もそ も低 い と考え られ る こ

と などが 挙 げられ る。 こ の こ と は先行研究と も…致 し

て お り， う つ 病は ， 遺伝的要因 ， ス トレ ス フ ル な ラ イ

フ イ ベ ン ト， 過去 の 大 うっ 病の 既往歴 な ど の 多様 な 要

因に よ っ て引き 起 こ さ れ ， 心理 的要因 に よ る 説明率 は

低 い と い う結果 が 縦断 的研 究 に よ り得 られ て い る

（Kendler ，　Kes9・　ler，　Neale ，　Ileath，＆ Eaves，1993）。今後，包

括的 に うつ 状態 の 要因 を理解す る た め に は，心理的要

因以外の多様な要因を考慮に入れ，説明率を高め て い

く必 要 が あ り ，
こ れ か らの 課 題 と言 え る 。 な お ， 以 上

で挙げ た抑 うつ の 心理的要因 は ， 相互 に関連 して い る

と も考え られ ， 過去 の 大 う つ 病 の 既往 歴 が 心理的要因

を形成す る可能性 も あ り，本研究 の 限界 と い える。次

に ， 非機能的態度は ， ふ だ ん は意識さ れ て い ない 思考

パ ター
ン と も考え られ る た め，質問紙 で の 測定 に 限界

が あ る と考 え ら れ る 。 今後 は ， 質問紙 の み な ら ず，面

接等 の 他の 方法 に よ っ て 検 討 して い く必 要が ある。ま

た ，本研究で は，完全主義，執着性格 ，非機能的態度

を取 り上 げ ， うつ 状態 を引き起 こ す共通要素 と して ネ

ガ テ ィ ブ な反す うが位置づ けられ る か を検討 した が ，

今後は，他 の 抑 う つ の 心理的 要因 とネ ガ テ ィ ブ な反 す

う の 関連を検討 する こ と が 課題 で あ る。さらに ， 今後

は，ど の よ う に 働 きか けた ら，ネ ガ テ ィ ブ な反す うを

減少 さ せ ら れ るか を検討 して い くこ と も課題 で あ る 。
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 Rsycholagical Vulneizibilily to Dopression : IVagative Rumination, iPZizflectionism,

    Immoditin,mic Ple7rsonality, Ilyshtnctional Attitudes, and  Depressive Slates
       711Kf' ITfJ fC;RAn{z7E St'ilfJoJ. t,F Hc'vA.y ScfEyc'Ev, 1{14suD.g Ilyn'E'msf-V, KfLn 1/gAEy,"K.A LSt'HtmJ. o-' Hf',vA.1 SciE.yc'E.s, Ll]hEn4 tiv-Eve"Tl') .1.t'b
Icutno Ac"fti fElc't'LT}' flF Ht'v,4,x' ,1.yn Sfw.gi. E."m(ts,liE'.vz Hileosm.v.a i.vT'F/A/,yvff,.v.IL ['vT'fi'Rsi7'FU･v{"'E',w Jfn'Rxu of' Jilic'c/1Ti".y,u k}L'liTJtorfn', -POO,'), ,i3, iew Ji'l

  Although many  psychological  variables  predisposing  people te depression have been proposed,  factors
common  te them  have not  been investigated. The  present  study  examined  whether  negative  rumination

might
 be a  comnion  factor in several  predispositions to depression, such  as  perfectionism,  immodithymic

personality, and  dysfuctional attitudes.  Undergraduate students  (N=  l91) participated in an  8-month  Iongi-
tudinal study.  Correlationa] and  mu]tiple  regression  analyses  indicated that (1) perfectionism, immodith-
ymic  personality, and  dysfunctional attitudes  commonly  corre]ate  positively with  negative  rurnination,  and

(2) negative  ruminatien,  but not  perfectionism, immodithymic  personality, or  dysfunctional attitudes,  ",as  a

significant  predictor of  depression, These findings suggest  that negative  rumination,  as  a  common  factor
of  vulnerability  to depression, has a  place in the mechanism  of  depression caused  by perfectionism,  im-
modithymic  personality, and  dysfunctional attitudes.

    Key  "Jords  : psychological vulnerability to depression, rumination,  perfectionisrn, immedithymic  persun･
ality,  dysfunctional  attitudes


