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対人恐 怖心 性
一自己愛傾向 2次元 モ デ ル に お け る認知特性の 検討

一 対人恐 怖と社会恐怖の 異同 を通 して

清　水 　健 　司
＊
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　本研究は ， 対入恐怖心性一自己愛傾向 2 次元 モ デル に お け る認知特性の検討 を行 うこ と を 目的 と した 。

認知特性指標 は社会恐 隔認知 モ デル （Clark ＆ Wells，　199．　5）の偏 っ た 信念を参考 に選定 さ れ た 。 調査対象 は

大学生 595名で あ り，対人恐怖心性一自己愛傾向 2次元 モ デ ル 尺度短縮版 （TSNS −S＞に 加 え て ，認知特性

指標で あ る完全主義尺 度 ・ 自己肯定感尺 度 ・自己嫌悪感 尺度 ・ネ ガ テ ィ ブ な反す う尺 度 ・不合理 な信念

尺度 ・自己関係 づ け尺 度に つ い て の 質 問紙 調査 が 実施 された 。 そ の 結果 ， 分析 1 では各類 型 の 特徴 的な

認知 特性 が 明 らか に され，適応 ・不適応的側面 に つ い て の 言及 がな され た。そ して ， 分析 2 で は 2 次元

モ デ ル 全体か ら見た認知特性の検討 を行 っ た 。 特に森田 （ユ953）が示 した対人恐怖に該当す る と思われ る

「誇大
一
過敏特性両向型」と ， DSM 診断基準に準 じた 社会恐怖 に該当す る と思わ れ る 「過敏特性優位型」

に 焦 点を当て な が ら詳細な 比 較検討 が 行わ れ た 。
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序 論

　青年期は 自己愛や対人恐怖が 高 ま りやす い 時期 で あ

る と さ れ ，
こ れ らは発達課題 で ある

“
自己 の再構築

”

へ 取 り組む青年達 に様々 な影響 を与 え る もの で あ る 。

自己愛 と は ， 自己豫 が ま と ま り と安定性 を保 ち ， 肯定

的情緒で彩 ら れ るよ うに維持す る機能 （St。1・r・ w ，19罰

と定義 さ れ る。 こ れ は，ス トレ ス 状況下 に あ っ て も自

己価値 を見出 そう と す る健康 的自己愛 か ら ， 過度の誇

大性・賞賛欲求 ， 共感性の 欠如等を呈 す る 自己愛性パ ー

ソ ナ リ テ ィ 障害 （DSM −IV−TR ，　American 　Psychiatric　Asso−

ciation ，2000 高橋 他訳 2002） ま で を含む包括的な概念で

あ る。特 に 精神的自立 を志向す る青年期 に あ っ て は ，

自己 の 存在 を承認 さ れ る こ とが 重 要 とな る た め ， 自己

愛 は表 両化 しやす くな る。こ の ような 自己 に 対 す る関

心 の 集 中 ， 自信 や優越 感 な どの 肯 定的感覚を維持 した

い と い う
一

般的欲求は 白己愛傾向 （小 塩 ，2004） と呼ばれ

る 。

　
一

方 ， 対人 恐怖 は ， 他者か ら変に 思 わ れ る こ と を 恐

れ て 対人関係か ら回避 し よ うとす る特徴 （永井，1994 ）を

持つ 。ま た，社会恐怖（DSM −IV−TR 　AmericaD　Psychiatric

Associati・n，2000 高橋他訳 2002）とは診 断学的力点 に 若

干 の 相違 を見 せ る もの の
， 互 い に

“
恥 の病理

”
で あ る

点 に て 中核的な共通項 を有し て い る 。
こ の対入恐怖 は

思春期の
一

過性水準か ら ， 関係妄想 ・自我漏洩症状 を

伴 う重症対人恐怖 ま で を含む 包括的な概念で ある  

田，2007 ）。 特 に 青年期 で は公 的 自意識 の 増大 に 伴 い ，対

人 関係の 距離感に戸惑い や緊張 が生じやす くな る 。 こ

の よ うな
一般的な水準 に お け る人 見知 り ・過度 の 気遣

い 。対人緊張は対人恐怖的心性
玉

（永井，ユ994） と呼ばれ

る 。

　 自己愛傾向と対人恐怖心性 は ， 実証研究領域で は 既

に馴染み深 い もの で あ る。 し か し ， 各々 を別主題 と す

る研究 に 比較す る と両主題 を同時 に 扱 うもの は 国 内外

で も少数 に 限 られ る。 こ の 現状は ， 自己愛 と対人恐怖

に お け る関連性 の 弱 さ を反映 し て い るの だ ろ うか。

　 し か し ， 臨床領域 で は 各 々 に つ い て 対照的 な 2 タ イ

プ
2
の存在が 指摘 さ れ て お り， そ の な か で も清水 ・川

邊 ・海塚 （2008 ） は ， 過敏型 自己 愛 〔Gabbard，1994 舘監

訳 1997 〕 と森田 （1953 ）に よ る対人 恐 怖 の 近似性 に つ い

て 触れ て い る 。

　 まず過敏型 自己 愛で は，潜在的な誇大性 と他者評価
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’
　 本 論 で は 一般青年 に お け る 対人 恐怖 の 心 理的傾 向 を 堀井 。小
　川 （1997 ）に な らい

“
対 人恐 怖 心性

”
と 表記 す る 。た だ し，ほ

　 ぼ 「司概念 と 考 え られ る もの が 岡田 ・永井 （1990），永井 （1994 ）

　で は ，

‘‘
対 人恐怖 的心 性

”
と 表記 さ れ て い る 。正確 な 引 用 を行 う

　 た め，こ れ に 該 当 す る部分 で は 原文 通 り
t：
対 入恐 怖的 心性

”
と

　 の 表記 を用 い た。
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に対する過敏 さ ， 羞恥 ・屈辱感情の 感 じや す さ ， 注目

事態か らの 回避傾向，強迫性 ・完全主義 （上 地・宮下 ，2004

；Ronningstam ，1998佐野監訳 2003） な ど の 特徴 が 指摘 さ れ

て い る 。 また ， 他方で は顕在 的 な誇大性 と他者 評価 に

対 す る 鈍感 さ を特徴 と し ， 自己愛性パ
ー

ソ ナ リテ ィ 障

害の DSM 診断基準を如実 に 反映す る無関心型 自己愛

も提示 さ れ て い る 。 こ の よ う に ， 自己愛 に は臨床領域

に お い て対照的な 2 タ イ プ が 示 唆さ れ て い る 。

　
一方 ， 対人恐 怖は ， 森田 （1953 ）が赤面恐怖 を 「恥 ず

か しが る こ とを もっ て ，
ふ が い な し とす る」 と評 した

よ うに ， 自己 の 羞恥 を受容で き な い ゆ え に苦悩 を深め

て し ま うと の ， 強迫観念の
一

種 と し て位置づ け ら れ て

い る 。 ま た ，近年で は強迫型 ・自己 愛型 （西 岡，1999 ），

平均的対 人恐怖症 （鍋 田，2ee7 ＞とも表 現 さ れ る 。 主 な特

徴 に は羞恥感情 へ の 恐れ，他者評 価 へ の 固執 的態 度，

卑下的 自己 を強迫的 に 否定 す る こ と で 逆 に 不安 が 増強

さ れ て し まう
“
と らわ れ

”
が挙 げ られ る 。 他 に も完全

主義 ・過度の 内省 ・自信欠如 ・自己 中心性の指摘 も見

受 け ら れ る 。 ま た ， 他方で は羞恥感情へ の 恐れ 。 回避

行動を主題 と し て ，社会恐怖 の DSM 診断基準 を如実

に 反映す る羞恥型 ・回避型 （西 岡，1999）・単純型対人恐

怖症   田．2007） も提示 さ れ て い る 。
こ の よ う に

， 対人

恐怖 に も臨床領域に お い て対照的な 2 タイ プが示 唆さ

れ て い る。

　 無論 ，
パ ーソ ナ リテ ィ障害圏に あ る過敏型 自己愛 と

神経症圏に ある対人 恐怖は，人格構造上異な る力動 を

持 つ た め ，病態像 を完全
一

致 さ せ る と は 考 え に くい 。

しか し，岡野 （1998）で は，対人恐怖 を過敏型 自己愛 の

問題 と し て 理解を試 み る有用 な視 点が示 され て お り，

Gabbard （1994） も過敏型 自己愛の症状に社会恐怖の 重

複 を認 め て い る 。 更に ， 両タイ プ に は屈辱 ・羞 恥感情

の 生 起 しや す さ ， 潜在的な誇大性 ， 強迫性 ・完全主義

等の 多岐 に わ た る 共通点が 示 唆さ れ て い る 。 こ れ ら を

鑑み る と ， 微視的 に は病理 水準 を示す両タ イ プ に お い

て病態像 の
一

致 を 認 め る こ と は で き な い 。た だ し，巨

視 的 に は 両 タイ プ を ， 健常 か ら病理水準 まで 網羅 す る

こ と を前提 と し た
［」

自己顕示欲 の 強 さ
”

と
“

恥 に 対 す

る敏 感 さ
”

を重複 さ せ る領域 の な か で 布置さ れ る も の

2
　 本論で は ， 2 タ イ プ ・2次元 ・2 類型 と混 同 さ れ や す い 用語

　が 頻 出 す る a 混 乱 を 避 け る た め，「2 タ イ プ 」は病理 水 準 に あた

　る 対人 恐怖 と 自己 愛の 分類 を 指す場合 の み に 使用 し た。ま た ，
　 「2次 元 」は対 人恐 怖心性 と自己 愛傾 向 の 2 軸 か ら成 る実 証 モ

　 デ ル を 指 す場 合 の み に 使 用 し た。また ，「2 類 型 」は 2 次元 モ デ

　 ル に お け る 誇 大
一
過敏 特性 両 向型 と過 敏特 性優 位型 を指 し，「類

　型 」は実証 モ デル に お け る個 々 の 非臨床 類 型 を指 す もの と して

　統一一す る。

と し て 捉え る こ と は十分に可能で ある と思われ る 。

　 こ れ を受け て清水 ・川邊 ・海塚 〈2eo7 ） は実証的観点

か ら 横軸 に 対人恐怖心性 （過敏 特性 次元）と縦軸 に 自己愛

傾 向 （誇大特性次元 ）を布置 した対人恐怖 心性
一
自己愛傾

向 2 次元 モ デ ル 似 下，2次 元 モ デ ル 〉を作成 し た 。Figure
1 に過 敏型 自己愛 と対人 恐怖 ， 無関心型 自己愛 と社会

恐怖に準ずる タ イ プ に加え ， そ れ に対応す る 2 次元 モ

デル の 非臨床類型 （5類型 ）の 関係を 示 し た 。 清水他（20。7，

2eOS ）で は ， 共 に 強 い 対人恐怖心性を持っ
， 誇 大

一過敏

特性両 向型 と過敏特性優位型 の 2類型 に て バ ラ ン ス の

悪 い 自意識 ス ト レ ス に対す る 脆弱性が示 唆さ れ て い

る 。 こ れ は該当す る青年達 に お け る何 ら か の
“

生 き に

くさ
”

を推測さ せ る も の で あ る 。 そ の た め ，こ の 2類

型 の 不適応観に関連す る要因検討に は，彼 らの 精神的

健康の 回復 に 向けた効果的介入 へ の有益 な示唆 を含む

可能性 が あ る。

　 こ の 個人 の 適応観 に関連す る 要 因 として 認知特性 を

重視す る もの に認知 行動療法が あ る 。 こ れ は ， 認知 ・

行動 ・感情 の 悪循環過程に対 し て 内省 を行 い ，認知変

容か ら問題 解決 を 志 向す る も の で あ り く鈴木
・神 村，

2 05），各疾患 に 対応し た 症状維 持モ デル の 提示 か ら治

療 ・研究に お い て 急速 な発展を見せ て い る 。 そ の
一

つ

で あ る社会恐怖認知 モ デ ル （Clark＆ Wells，　1995） で は ，

脅威的 な社会状況 に お け る不 安 維持 メ カ ニ ズ ム が 示 さ

れ て い る 。 社会恐怖患者 は ， 不安喚起場面 に て 自己 に

対す る偏 っ た 信念を活性化 さ せ ，不安を増幅 さ せ る a

そ の 結果 ， 実際 の パ フ ォ
ー

マ ン ス 低下 や脅威 刺激 か ら

の 回避 に よ っ て 恐怖 を強化 させ て しまう過程 をた どる

と され て い る。こ の 自己 に 対 す る偏 っ た信念 （認知 特性）

に は   極端に高 い 対人評価基準 （ex ．私 は皆 か ら承 認 さ れ

な けれ ばな らない ），   社会的状況に 関する条件 つ き信念

（ex ．も し失 敗 し た ら池 者 は私 を拒絶 す る だ ろ う），  自己 の

無条件信 念 （ex ．私 は 変 だ ；私 は魅 力 的で は な い ）が 挙 げら

れ る 。 また ， 他 に も   既 に 終了 し た社会的相 互作用 を

あれ こ れ と考 え込 ん で 〔post
・−
mortem ）否定的 な 自己知 覚

を強 める点 や ， 自分 の 思 い 込 み が作 り出 した
“
イ メ

ー

ジ 上 の 他者
”

か ら の 被注察感を意識す る   観察者視点

の 自己注 目 （丹 野 ，200D が指摘 さ れ て い る 。

　 個人 の 認知特性が 精神的健康 に 少な か らず影響 を及

ぼ す こ と を考 え る と ， 2 次元 モ デ ル に お い て強 い 対人

恐怖心性 を示 す 2 類型 （誇大
一
過敏 特 匪両 向型・過敏 特性 優位

型 ） の 認知特性 に 注 目す る こ と に は 不 適応観 の改善 に

繋が る知見 が期 待 さ れ る。従 っ て ， 本研究 で は社会 恐

怖認知 モ デ ル の 援用 か ら各類型 に お け る 認知特性 の 検

討 を 目的 とす る。方法 に て
， 本研究 で 使用す る認知特
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嬢鑛錘 自己 愛の 2タ イ プ

灘 対人恐怖 の 2タイプ

Figure　1 対人 恐 怖心 性
一
自己 愛傾向 2次 元 モ デ ル と自己 愛お よ び対 人 恐 怖 の 2 タ イ プ に お け る布 置関係

性指標 と社会恐怖認知モ デル に お け る偏 っ た信念 （ 

〜  ）の 対 応関係 に つ い て 述 べ る。分析 1 で は各類型 に

お け る認 知特性 の 明確化 を行 い
， 分 析 2 で は 2次元 モ

デ ル 全体 か ら認知特性 を概 観す る。

方 法

　調査協力老 と手続き　 H 県内の 大学生 595 名 （平 均 年

齢は 19．4歳 SP ＝1．4U歳，男性 ：293名　女 「生 ：302名） を対 象

に 無記名 ， 集 団形 式 に て 実施 した。

質問紙 の 尺度構成

　対人 恐怖心性
一
自己愛傾向 2次元モ デ ル 尺度短縮版

（丁SNS −S） 類型判別 の た め に清水 他 （200S ）を用 い
， 対

人 恐怖心性 ・自己 愛傾向の 2領域 か ら な る 全 20 項 目に

つ い て 7段階で評定を求 め た 。 本尺度は ， 小塩 （2DOの

の NPI −S （ex ．私 は，才能 に 恵 ま れた 人 間で あ る と 思 う〉 か ら

抜粋 さ れ た ， 自己 の肯定的感覚 を維持 し た い 欲求 を 測

定す る 10 項目 と ， 堀井 ・小川 （1997）の対人 恐怖心性尺

度 （ex ．人 が た くさ ん い る と こ ろ で は気恥ず か し くて 話せ な い 〉

か ら抜 粋さ れ た ．恥 に 対 す る 過敏性 を測定す る 10 項 目

か ら構 成 され る。

　ネガテ ィ ブな反す う尺度　 ス トレ ス フ ル な出来事 の

経験後 ， 事象 を長 い 間繰 り返 し考 える （伊 藤 ・竹 中・上 里，

2001）傾 向 で あ る。伊藤 他 （2001）は ，

」‘
ネガ テ ィ ブな反

す う
”

と
“
ネガ テ ィ ブな反す うの コ ン ト ロ ール 不可能

性 似 下，統制 不能）
”
の 2 因子 を設定 し た 。 前者は事後事

象 を否定的に考え続 け る特性 （ex ．同 じ嫌 な事 を何 度 も繰 り

返 し て考 え る傾 向が あ る） で あ り，後者は ネガ テ ィ ブ な 反

す うを自分 で は統制 で きな い 特性 （ex 嫌 な こ と を 考 え て

い て も，そ れ に 没頭 せ ず 何 らか の 行動 を と る こ とが 出来 る．＊逆転

項 目） を指 す。本指 標 は   に 対応 す る と 想 定 さ れ たた

め ， 伊藤他 （2UO1）を用 い
， 11項 目に つ い て 7段階で 評

定 を求 め た 。

　完全主義尺 度　物事に完全 性を求め る傾向 で ， 高 い

目標設定 を追及 し よ う と す る認知で ある
“
高目標設置

”

（ex ．目標 は高 い ほ どや りが い が あ る ）と ， ミス や失敗 に対す

る 自己批判 的認知 で あ る
LL

ミ ス へ の と ら わ れ
”

（ex ．失敗

し た ら，私 の 価 値 は下 が る だ ろ う） に 代表 さ れ る。本指標 は

    に 対応 す る と想 定 され たた め，自己志向 的な完全

主義認知 を測定す る 小堀 ・丹野 （zoe4） を 用 い ，15項 目

に つ い て 4 段階 で 評 定を求 めた 。
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　不 合理 な信念尺度　合理情動療法 に お け る不適切信

念で
， 論理的必 然性 の な い 前提 を

C‘〜ねばな らない
”

と絶対視す る must 思考体系 （森 ・長 谷川 ・石 隈 ・嶋 田 ・坂

野，1994） を指す （ex ．私 はすべ て の 点で 有 能 で な けれ ば な らな

い ）。 本指標 は    に対応す る と 想定さ れ た た め ， 森他

（1994 ） を 用 い ， 20項 目 に つ い て 5 段階で 評定 を 求め

た 。

　 自己嫌悪感尺度　客観 的事実 と は無関係 に ，否定的

感情が 自分 に 由来す る もの だ と し て 自分 自身 を嫌 だ と

感 じ る （水間，1996）傾向で ある 。 自己 の ネガ テ ィ ブ体験

に焦点 を当て る認知 （ex ．自分 を嫌 い に な る こ とが あ る ） で

あ る た め   に対応す る と想定さ れ た 。 水間 （1996 ）の 自

己嫌悪感尺度 の うち，因子負荷量が大 き い 5項 目 を運

定 し て 5 段階 で 評定 を求 め た 。

　 自己肯定感尺度　本研究で は ， 認知 特性 として 自己

の ネガ テ ィ ブ体験 に 焦点 を当 て た先述 の 自己嫌 悪感 と，

自己 の ポジテ ィ ブ体験に焦点 を当て た 自己肯定感 を加

えて
‘［
自己観

”

を構成す る 。 そ こ で ， 児玉 ・片柳 ・嶋

田 ・坂野 （1994 ） に よ る肯定的思考を自己肯定感 と し て

扱 っ た （ex ，何が 起 こ っ て も，う ま く切 り抜 け られ る ）。児 玉 他

（1994）の 肯定的思考尺度 の うち ，因子負荷量 が 大 き い

5 項 目を選定 して 5 段 階 で 評 定を求 め た。

　 自己関係づ け尺度　他者の 何で もな い 仕草を否定的

に 自己 へ 関係づ け る傾向 （金子，2000 ）で あ り， 自己 を社

会的対象 と認知 し た被害妄想的思考 を指す （ex ．話 し て

い る集団 と目が合 う と，自分 の事 を言 わ れて い るの で はない か と

気 に な る ）。 社会恐怖患者は 自己注意を 他者視点 に 自動

シ フ トさ せ
， 客観性 を欠 い た 自分 の 否定的印 象 を形成

す る （Clark ＆ Wells，　1995）た め   に 対応す ると想 定 さ

れた。金子 （2DD  の 自己関係 づ け尺度 の うち ， 因子負

荷量 が大 き い 6項 目を選定 し て 5 段階で 評定 を求め た 。

分 　析　 1

結果 と考察

　 TSNS −S に対 し て 固有値 1以 上 を 因 子 の 抽 出基 準

と す る 因子分析 （主 因 r一解一Pr 。 max 回 転，以 下 同 様 の 手 順 ）を

行 っ た 結果 ， 清水他 （2008 ） と全 く同様の 因子 パ タ
ー

ン

を示 し ，

“

対人恐怖心性領域
”

と
“
自己愛傾向領域

”

の

2 因子 を抽出 し た 。 因子問相関は 弱 い 負 の 相関 （r ＝

＝ユ9） を 示 し ， α 係 数は 順 に ．82， ．80 で あ っ た 。 ま た ，

類型判別 は 清水他 （2008） と同様の 基準 を用 い て 実施 し

た （Appendix 　1 を参 照 ）。

　 ま た
， 完全主義尺度 とネ ガ テ ィ ブ な反す う尺度 に対

し て 因子 分析 を行 っ た。その 結果，前者 は
“

高 目標 設

置
”

と
“

ミス へ の と ら わ れ
”

を，後者 は
‘9

ネ ガ テ ィ ブ

な反 す う
”

と
“
統制不能

”
を抽出した 。 そ し て，自己

嫌悪感 ・自己肯定感 ・自己関係づ け尺度で は
一次元性

の確認 を行 い ，各因 子 に該 当す る項 目の合計 得点 を算

出した 。 これ に 不合理な信念尺度の 全項 目合計得点 を

加 えた 8 変数を認 知特性指標 と し， a 係数 （Tab ］e 　1）か

ら十分 な 内的整合性が 確認 さ れ た た め ， 以 下 の分析で

は全指標を用 い た 。 各因子 の項目構成は概ね先行研究

に 準ずる もの で あ り，因子名は方法 に て 示 し た代表的

な項目内容 に ほ ぼ対応す る もの だ っ た 。

　 Table　1 に TSNS −S の 2領域 と認 知 特性 の相関係

数を 示 し た 。 そ の結果 ， 対人恐怖心性領域で は 自己肯

定感 と中程度の 負の相関 （r ＝一．48）， 高目標設置 を除 い

た他変数 と中程度の 正 の相関（γ
鶚．38〜．56）を示 した 。従

来 ， 対 人恐怖的心性
1
に お い て は

， 自己評価 と負の 相関

（岡 田・永井，199  ， 対人恐怖 心性と自己関係 づ け に お い

て は正 の 相関（金子・本城・高村 2    3＞が報告 され ， Rosser，
Issakidis，＆ Peters （2003） で は社会恐怖尺 度 と ミス へ

の と らわ れ が正 の相関を示 し ， Kocovski，　Endler，　Rec −

tor，＆ Flett（2005 ） で は高社会不安群が強 い 反す う対

処 と否 定的 な非現 実思考 を示す こ と が報告 さ れ て い る。

こ れ ら は，本研 究の 結果 を支持す る もの で ある。また ，

自己愛 傾 向領 域 で は高 目標設置 と弱 い 正 の 相 関 （r ＝

．28）， 自己肯定感 と中程度の 正 の相 関 （r ＝．43）を示 し

た 。 自己愛傾向は ， Trumpeter，　Watson，＆ O’Leary

伽 06）に て 自己 志向的完全 主義や 自尊心 と正 の相関を

示す こ と が 報告 さ れ て お り ， これ も本研究の結果 を支

持す るもの で ある。

　 そ し て
， 各類型 の 認知特性 を検討す るた め 2 次元 モ

デ ル の 5類 型 を要因 に ， 8認 知特性 を従属変数 とした

多変量 分散 分析 を行 っ た。その 結果 ， 群 間の 差 を示 す

Wilks の ラ ム ダが有意で あ っ た た め （A ＝，46 〆 ．05），

個別 に分散分析を行 っ た 。 なお ，Type　I　error に留意

す る た め，Bonfferoni法 に て 有意水準を p＜ ．O 63（．05／

Table　1 対 人恐怖心性 ・自己愛傾向領域 と認知特性 の

　　　 相関係数

対人恐 怖心 性 　 自己愛傾 向
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 α 係 数
　 領 域 　 　 　 　 　領域

高 目標 設 置

ミス へ の と らわれ

自己肯定 感

自己嫌悪 感

ネ ガ テ ィ ブ な反 す う

統制 不能

不合 理 な 信念

自己関係 づ け

一．03
．38s
−．48＊

．52’

．50＊

．4『
．43 ＊

．56＊

、28彦

．08￥

．43＊
一．15＊
・．．06
−．19＊

．08 ＊

一．  1

0462685988798778

＊p く ．05
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Table　2　 2次元 モ デ ル の 5類型 に お ける認知特性の 平 均値 と標準偏差

　 　 　 　 　 誇大
一
過敏特性　誇大

一
過敏特性

過敏特性優位型　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 誇大特性優位型　　 中間型
　 　 　 　 　 　 両向型　　　　　両貧型一一一一一一一一一．一’一一一一一．”・一．一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一・一．一一一一一一一一一尸一一一一一一一一一一一一．一一一一一一一　F−Vulue
n ＝142 　23、8％　　％ ＝113 　19．O％　　鋸 ＝98　ユ5．S％　　n ＝139　23．3％　　％ ＝103　17．3％

多重 比 較 （Tuk 巳y 法）

高 阿標設置　　　　　 14．4
ミ ス へ の とらわ れ 　 　 21．3
自己肯定感 　　　　　13，3
自己 嫌 悪感 　 　 　 　 　20．6
ネ ガ テ ィ ブ な反 す う　 28．D
統制不能　　 　　　　21．2
不合埋 な 信念　　 　　64．9
自己関係づ け　 　　　20．1

（3．7）　　15．7　　〔3．8）　　13．3　　〈3．7）　　15．9　　（4．G）
（5．5）　　22．；う　　〔う，6）　　17．0
（3．5）　　15．9　　（3，6）　　16．2
（4、0）　　1呂．9　　（4．ア）　　14，5
（6、9）　　 28．2　　　（6．3＞　　22、2
⊂5．4）　　 20．4　　　（5．4＞　　　17．5
〔9．1）　　66、6 　　〔9、1）　 57．6
（5．8）　　20．O　　　（6．5＞　　13．7

〔4，4）　　1呂．5　　〔5，D）
（2．9）　　1呂．7　　（3鹽1）
（5．3）　　］4．自　　⊂5．呂）
（δ、9）　 21．呂　 （7．8）
（5，5〕　　16．5　　（5．6）
（呂．1）　　59、9　　〔8．0）
（5．2）　　14．8　　（5．6＞

14．O　 〔3．1）　　 10、4 零

19，0　　〔4．7）　　　20，3e
15、8　　　（2鹽6＞　　　50．3s
］了．5　　〔4．U＞　　　39．］s

24．4　　（5．7）　　 25、5串
19，1　　（4．3）　　　17，ド

62．3　　　〈7．0｝　　　21．7＄
18．0　　（4．8）　　　34．5串

　 　 両貧 二叩間 ：過優 く 両向 ：誇優

両貧く 中問く過優：両向。両貧 ：誇優く過優 ：両向

　 　 過 優 く中 聞 ：両 向 ：両 貧 く誇優

誇優 ：両貧 く中間く過優，誇優 ：両貧 く両向 ；過優

　 　 蕎優 ：両貧く 中間 く 過優 ：両向

　 　 誇優 ：両貧く 中間 ：過優 ：両 向

両貧 く 中間く 過優 ： 両向．両貧 ：誇優く 両向

　 　 誇優 ；両貧く 中間く過優 ：両向

tP
く ．Ofi63 注）過優 ：過敏特性優位型 　　両向 ：誇大一過敏特性両向型

　 両貧 ：誇大
一過敏 特性 両貧 型 　　誇優 ；誇大 特 性 優 位 型 中 聞 ： 中間型

0．8

0．6

0，4

標　　o．2

準

化

得　　
o

点

一〇．2

一〇．4

一
〇．6

一〇，8

figure　2 各類型 に お ける認知 特性 の 平均値

8＞に切 り下 げた、そ の 結果 ， 全 て に 有意 な主効 果 が 見

られ ， 更 に Tukey 法に よ る多重比較 ψく．051を行 っ た

（Tab 上e　2）。 また ， 各認知特性を標準化得点 に 変換 した

後の 平均値を Fi畧ure 　2 に 示 し た 。 以 下 に ， 実証 的 ・臨

床的知見か ら各類型 の認知特性に つ い て考察を行 っ た 。

　過敏特性優位型　高目標設置は 平 均をや や下回 る が ，

ミ ス へ の と らわ れ は高い 。自己肯定感 は 低 く， 自己嫌

悪感が 高 い
。 ま た ， 他指標 は 何 れ も高 い 。 こ の 結果 は ，

社会恐怖認知 モ デ ル （Clark ＆ Wells，1995）の 信念 に対 し

て
“
極端 に 高 い 対 人評価基準

”
を持 た な い 点 を除 け ば

概ね反映 す る もの で あ っ た。こ れ は ， 否定 的 自己観に

苦悩 し な が ら社会的状況 で の 失敗 を強 く恐 れ る姿を 示

唆す る もの で あ る。鍋 田 （2007）は，単純型対人恐 怖症

は
一

定 の 他者評価 を獲得 した い 欲求 を持 つ もの の，人

前 で の 失敗 を 恐 れ て 回避的方略 に て 自己 防衛 を行 う と

述 べ る 。 ま た ， 過度に 理想化 された 自己 を強迫 的 に 追

求す る こ とで 脆弱な現 実自己 を隠蔽 しよう とす る姿は

錆薄 で あ る こ と も指摘 す る。従 っ て 本類型 は ，自己 の

高 み を完 全追求す る姿 勢 は弱 い が ，
“

何事 も失敗 し て は

な ら な い
”

と の 非現 実的な 認知を 土 壌 と し て い る 。 ま

た，徹底 し た否定的自己観 の た め ， 自己 を他者視点か

らネ ガ テ ィ ブ に 判 断しや す く， 失敗 を繰 り返 し考え込
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む悪循環 か ら抜け出せ な い 認 知特性が示 唆 され る。

　誇大特性優位型　高目標設 置が高 く， ミス へ の とら

わ れ は低 い 。自己肯定感が 高 く， 自己嫌 悪感 は 低 い
。

ま た ， 他指標は何れ も低い 。 本類型 は ， 達成 を確信 し

な が ら独 自に 高 い 目標設定を行 い
， 清水他 （20  8）に て

外 向性 ・精神的健康 の 高さ が 指摘 さ れ る よ う に ，随所

で 自己主張 ・統率力が発揮で きる精力的態度が示唆 さ

れ る。 こ れ に は，人格 の 歪 み を呈 す る無関心型 自己愛

に見 られ るよ うな深刻さ は考 えに くく， 強 い 積極性を

土壌 と し て他者 と の 協調性を見失わ な い 範疇 に あれ ば

円滑 な社会的相互 作用 が 可能で あ る こ と が想定さ れ る 。

従 っ て 本類型 は ， 失敗を恐 れず能動的な 目標遂行を志

向す る上，揺 ぎ無 い 肯定的 自己観か ら 自己 を否定的 に

捉え る機会 そ の もの が 少 な い こ とが 考 え ら れ る 。 また ，

課題 に対す る 重圧感 も少 な い こ とか ら ， た とえ失敗経

験 に直面 して も思考 の 切 り替 えが早 い 認知 特性が推測

さ れ る 。

　誇大一過敏特性両向型　高目標設置 と ミ ス へ の と ら

わ れ が高 く， 自己肯定感 は平均水準だが，自己嫌悪感

が 高 い 。ま た ，他指標 は何れ も高 い
。 こ の 結果 は，社

会恐怖認 知モ デル の 信念を余す所 な く反映 す るもの で

あ り，高 目標設置 と 自己肯定感 に て 過敏特性優位型 と

は異な る側面が見受け られた 。

　鍋田 （2007 ）は平 均的対人恐怖症で は ， 他者 に受容さ

れ る必 須条件 を
“
理 想的な 自己 を提示 し続 け る こ と

”

と し な が ら ， 実際の 現実 自己 が 理 想に見合 うと は決 し

て 判 断 さ れ な い こ と を指摘す る。ま た，脆弱 な 現実自

己 を強迫的 に 隠蔽す る 度 に 失墜 を繰 り返 し
， 常 に 到達

点 な き理想探求 を志 向す るため ， 強 い 対人 緊張が形成

され る と指摘 した。過敏型 自己愛 で も完全 主義 に 関連

す る指摘が 見 られ （上 地 ・宮下，2004 ；　Mann ，　20e4）， 不完

全 を許容で きな い こ とか ら
“
到達不能な高 い 理想像

”

を強遣 的に完全迫及 せ ざ る を得ず ， 結果 と し て他者か

らの肯定的評価に依存 ・固執す る こ と が 示 唆さ れ る 。

従 っ て ， 本類型は
“
高 い 要求水準を達成す べ し

”

と
“

失

敗は絶対 に許 さ れ な い
”

との 非現 実的な 両命題 の 板 挟

み に な る 上 ， 不完全性の 隠蔽を 目的 と し て 完全主義 ・

強迫性 に て 対処 せ ざ る を得な い こ とが考え られ る 。 ま

た 自己肯定感 に つ い て も ， 強 い 自己嫌悪感 の脅威 に 晒

さ れ続 け る た め ， 不安 定な自己観 に陥 り易 く， 対人関

係 に お け る 被害 的認 知や失敗 を考 え込 む 悪循環 か ら抜

け出 せ な い 認知 特性が 示唆 さ れ る。

　誇pk　一一過敏特性 両貧型　高 目標設置 と ミ ス へ の と ら

われ が 低 く， 自己肯定感 は平均 だ が ，自己嫌悪感 は低

い 。ま た ，他指標 は何れ も低 い 。清水他 （2007） で は ，

社交性 ・積極性 は乏 しい が 他者 関係 に執 着 しな い で す

むた め に 安定 して お り， 清水他 〔2008）で も， 内的葛藤

の 少 な さ と精神的健康の高 さ が指 摘さ れ る。本類型 は ，

自己 に高い 目標 を課す こ と もな け れ ば失敗 を恐 れ る こ

と が少ない た め ， 安定 した 自己観 を持つ
。 ま た ， 他者

視線 に 被害的 に な る こ とや 失敗 を 否定的 に考え 込 む こ

と も少な く，楽観的 と も言える認知特 性が 示唆される 。

　中間型　高 目標設置 と ミ ス へ の と ら われ は 平均 を下

回 る が
， 他指標は 平均 的水準 に あ る 。 本類 型 は自己 に

過度な目標を課す こ とも失敗 を恐れ る こ とも少 な く，

標準的な 自己 観 を持 つ
。 ま た ， 被害的認知や 過去の 失

敗 を考え 込 む こ と も少な く， 安定し た 認 知特性が 示 唆

さ れ る。

分　析 　 2

結果 と考察

　Table 　2 お よ び Figure　2 に 示 さ れ る よ うに ， 誇大

過 敏特性両向型 と過敏特性優位型は ， 共 に ネガ テ ィ ブ

な反すう ・統制不能 ・不合理 な信念 ・自己関係づ け に

て 高得点 を示 し，有意な差 は 見 られな か っ た 。 こ れ ら

は，両類 型 に て 共通 す る認知特性 と考 えられ る 。

一
方，

高 目標設置 と自己肯定感 で は 有意 な差 が 示 さ れ た こ と

か ら ， 完全主義 と自己観 に は両類型 の相違が うか が え

る 。

　分析 1で は ， 認知 特性を類型論的に捉え た た め ， 断

片的言及に留 ま っ た 印象は否め な い 。 こ れ を補完す る

た め，分析 2 で は相違が 推測 さ れ た 完全主義 と 自己観

を連続変数 と し て 扱 い
，

2 次元 モ デ ル 全体か ら認 知特

性 の 検討 を行 う。まず，完全 主義 の 2 下位尺度 に対 し

て 主成分分析 を行 い ，「完全 主義 ・合成得点」 を算出 し

た 。 次に
， 自己観を構成す る 自己嫌悪感 ・自己肯定感

の 2下位尺度に対 して 主成分分析を行 い
， 「否定的自己

観 ・合成得点」を算出し た （Table　3）。 完全主義 ・合成

得点の 高さ は ， 高 目標設置 と ミ ス へ の と ら わ れ の 強さ

を 示 し，否定的自己観 ・合成得点は，自己嫌悪感 の 強

さ と 自己 肯定感 の 弱 さ を 示 す もの で あ る 。 そ し て ， 2

次元 モ デ ル 全体に お け る両合成得点の布置関係を検討

Table　3 完全 主 義 と否定的自己観 に お け る 主 成分分

　 　　 析 の 結果

完 全 主 義 　　 　重 み 係 数

ミ ス へ の と らわれ 　 　 　 ．87
高 目標 設置 　　　　 　　　．87

累積 寄与 率 （％）　　 　 76，3

否 定 的 自己 観 　 　重 み 係数

自己嫌 悪感 　　 　　　　，83
自己 肯 定感 　　　　　

一．S3

累積寄 与 率 （％ ）　 　 69．4
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する た め ， 従属変数に両合成得点を ， 独立変数に主効

果項 と して 2 次元 モ デ ル 軸で あ る対人恐怖心性 と自己

愛傾向 （各 々 に て 平均 か らの 偏差 に 換 算す る セ ン タ リ ン グ 処 理

を実施 ） と ， そ の交互作用項 住 効果 項 の 樹 を設定 した

階層的重回帰分析を行 っ た （Aiken ＆ West，ユ991）。

　そ の 結果 ， 両従属変数 と も主効果項 は有意で あ っ た

が ，交互作用項 は有意で は な か っ た 〈Table　4）。 ま た ，

回帰式 を 元 に 自己 愛 傾 向お よ び対 人 恐 怖心 性 が 一ユ

Sl）・Me α n ・1SD の 場含に お け る両 合成得点 の 予測値

を単回帰直線に て 示 した （Figure　3−1，3−2）。 完全 主義 ・

合成得点で は ， 対人恐怖心性 と 自己愛傾向の 2 軸が 共

に高 くな る場合 （誇 大一過 敏 特性 両 向 型） に て最大値を示

し ， 2軸が 平均水準で あ る場合 伸 間型 ） に て平均 を，

2 軸が 共 に低 くなる場合 儲 大一過敏 特性両貧型 〉に て 最小

値を示 した 。 また，否定的 自己観 ・合成得点で は過敏

特性優位型 に て 最大値 を，中間型 に て 平 均 を，誇大特

性優位型 に て 最小値を示 した 。
こ の結果 を踏 まえ て ，

Figure　4 で は 2 次元 モ デ ル 全体 に て 推測され る完全

主義の 右上 り の斜交軸 ， 否定的 自己観の 緩や か な右下

が りの 斜交軸 ， 加 えて対人恐怖心性の 強い 2類型 に て

共通 す る認知特性 を概観 し た 。Figure　4 に 見 ら れ る よ

う に 誇 大
一過敏特 性両向型 と過敏特 性優位型 は

，極端 な

思考体系 ， 他者視 線の 被害 的認識 ，事後 の 嫌 な こ とを

考え続け る 認知 特性 を共通 点 と し て 持 っ て い る。し か

し ，

一
方で誇大

一
過敏特性両向型 で は強 い 完全 主義を ，

過敏特性優位型 で は強 い 否定的自己観を特徴 とす る点

に相違 が 示 さ れ た 。 こ の 2類型 に お け る相違は ， 対人

恐怖 と社会恐怖 の捉え方 の 差異 に 強 い 関連性 を持 つ も

の と考 え ら れ る 。

Table　4　完全 主義 と否定 的 自己観 に お ける階層 的重

　　　 回帰分析

投 入 変 数 　　　R2変化 量 　　回帰係 数

O．6

完 o．4
全
主

義
o・2

ム　。

晟
得 一〇．2
点
　 一〇．4

一〇．6

Pt 自己愛傾向　一ISD

一1SD hean
対人恐怖心牲

＋1SP

Figure　3−1　完全主義に お け る対人恐怖心性 と自己愛

　　　　　傾向の 関連

否
・・ 罵 農…貔

−1Sρ

定
的

o・6

自
己

o・3

観
．　　 o

合

成 n ．3
得

点 ．o．6

　 　 尸o，9
　 　 　 　 　 　 −ISD 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Mean 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　＋1SD

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 対人恐怖心性

Hgure ひ 2　否定的自己観に お け る対人恐怖心性 と自

　　　　　 己愛傾向の関連

従属変数 ：完全 主義 ・
合成得点

（Step　1）：A 　 　対人 恐怖心 性

（Step　2）：B 　　 自己 愛傾 向

（Step　3）：A × B　交互 作用

．08gny
．098宇

．  OO

，024半

、026申

．ooo

R2累 積 （切 片 ）

従 属変数 二否 定的 自己観 ・合成得 点

．901

（S仁ep 　1）二A 　 　 対 人 恐 怖 心 性

（Step　2）；B 　 　 自己愛 傾 向

（Step　3）：AXB 　交互作用

．359＊

，067＊

．OOO

．056＊
一，D29＊

．G   

R2累積 （切 片） ．oeo

栖 く ．05

対人恐怖 と社会恐 怖に つ い て

　牛島 （2004）は，対人 恐怖 （森 田，1953）に は対人 緊張に

加 え て，症状 を 強迫的 に 否定す る た め に
，

か え っ て 不

安が増幅 され る
“

とらわれ
”

が顕著で あ る とした。し

か し， 対照 的 に 社会恐怖で は本現象 が希 薄で ある こ と

を示唆 して い る 。 ま た ，

“
対人 恐怖は 限 りな く強迫性障

害に 近 づ き ， 祉会恐怖 は健常者の対人 緊張の強 さ を指

し示 ず
’

と も述 べ て お り ，
こ れ ら は対 人恐怖 と社会 恐

怖の 異質性 に触れ る指摘だ と考 え られ る 。

　本研究の結果は本指摘に沿 うも の で あ り ， 森田 〔1953）

が着目し た 対人恐怖 に 該当す る誇大
一
過敏特性両向型

で は ， 脆弱 な 現 実自己 を覆 い 隠す た め の完全 主 義 ・強

迫性 と不安定 な 自己 観が 示 唆 さ れ た 。 そ れ に対 し て

DSM −IV−TR （American 　Psychiatric　Association，　20eO 高

橋 他 訳 ZOO2 ） の社会 恐 怖 に 該 当す る 過 敏特性優位 型 で

は ， 完全性の 追求態度 は希 薄 で あ るが，失敗 へ の 強 い

恐れや定着化 した否定 的 自己観 が 示唆 さ れ た 。こ の 非

臨床類型 で あ る 2 類型 に 見 られ た 相違 は，牛島 〔2004 ）
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Hgure 　4 対人恐怖 ・b・［th一自己愛傾 向 2 次元 モ デル に お け る完全主義 と自己観の関連 ，
お よび対人恐 陥・［姓 の 強 い

　　　　 2類型の特徴

が 触れた対 人恐怖 と社会恐 怖の 相違 を支持す る知見 で

ある と考 え られ る 。

　 また，誇 大
一過敏特性両向型 は，高い 理想を掲 げ続け

るた め に 不完全状況 を招 きやす く， 不安 を受容 で きな

い 実情 に 対 して 更な る完全性 に て 対応す る
“
強迫的 な

防衛 方略
”

が想定 さ れ る 。
こ れ は精神交互作 用 ・思想

の 矛盾・完全欲 に代表 さ れ る森田神経質 （北西 ，
2001） を

下地 に 持 つ こ とが 考 え ら れ る 。 ま た 過敏特性優位型 は ，

自己 効力感 の 弱 さ と失敗 へ の 恐 れ を 併 せ 持 つ た め ， 不

安状況 に て
“
圓避的な防衛方略

”

を用 い ， 結果的に 当

該場面 に 対す る恐れ を強化 さ せ て い る可能匪が 考 え ら

れ る。 こ の よ うに 2類 型 は羞恥感情 を恐 れ ，そ れ を 受

容 で きな い 点 で は
一

致 を見 せ て い るが ，具 体的 な防

衛
・
対 処手段 に は一定 の 隔 た り が 推 測 さ れ る。

　 こ れ は ， 対人 緊張 に 苦 し む青年群 を援助す る 際 に 求

め ら れ る視点 と も関連す る もの と考 え ら れ る 。 本研究

の 結果は，同じ よ うに 対人緊張 を悩み の 主題 と す る青

年群で あ っ て も ， 必ず し も全員が 画
一

的な背景 要因 や

対処方略 を持 つ と は限 らな い こ と に言及 す る も の で あ

る。今後 は ， 社会恐怖 と対人 恐怖 の 差異 に 焦 点 を当 て

な が ら，実 際 の 青年 に 対 す る ア セ ス メ ン トの 精 緻化や

適切 な介入 方法 の 策定 ・選択 基準 に 発展 が望 まれ る。

　 ただ し，こ れ まで 対人恐怖 は 「社会恐 怖に お ける文

化特異的な
一亜型」 と の 曖昧 な位置づ けに あ っ た よ う

に ， 両概念の 識別に は様々 な見解が 混在す る 。 例えば，

谷 （1997）は社会恐 陥と対入 恐怖 の 違 い を相互独立的自

己観 と相 互協調的 自己観 に 見 られ る文化 的 自己観 の 差

異 か ら説明 した 。 そして ，前者 は他者 関係 の 中 で 自已

の 埋 没 を恐 れ る た め に 形成 さ れ，後 者 は 他者関係 に 対

する 過剰な配慮か ら形成さ れ る こ と を示唆 した 。 こ の

よ う に ， 対人恐怖 と社会恐怖の厳密な分類に は ， 様々

な観点が あ る た め ， 本知見 の み か ら結論を導 く こ と は

早計で ある 。 従 っ て ， 本研究で示 し た 対人恐怖 と社会

恐怖 の 異同は，あくま で 強 い 対人緊張を持 つ
一群 に 対

す る森田 （1953 ） と DSM −IV−TR （American 　Psychiatric

Associatien，200e 高矯他 訳 2002） の 切 り口 に 由来 ・限定

さ れ る も の と理 解 し た 上 で ，今後 の 多様な知見 の 蓄積

を待ち た い
。

　最後 に ， 本研究で援用 さ れ た 社会恐怖認知 モ デル は ，

不安喚起場面 に 特化 し た もの で あ る た め ， 青年期 の
一

般的な 特性か ら検討 さ れ た 本知見に は限界が 含ま れ る

こ と に留意が必 要 で あ る 。 し か し ， ア ナ ロ グ研究 と し

て 対 人緊張 と 自己愛 の 相互関係 か ら青 年 の 認知特性に

お け る 関連性 が 示 さ れ ， こ れ まで 実証 的 に 触 れ られ る

こ との 少 な か っ た社会恐怖 と対人 恐怖の 異 同に 焦点が

当 て られた こ と は，一
定 の成果 で はな い か と思 われ る。
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Appendix 　1TSNS −・S に よ る 5類型 の 分類 基準

（清水 ・川 邊 ・海塚 2008）

類 型 分 類基 準

過敏 特姓 優位型

誇大 特性 優位型

中間型

誇 大一過 敏 特性 両 向型

誇 大一過敏 特性両 貧型．

対 人 恐怖心 性領 域が 37，6 点以上 で あ り，
同 時 に 自己 愛傾 向領 域 が 35．7点 以 下 の

範囲 に あ る巾 で ， な お か っ 中間型 で は な

い もの

対 人 恐怖心 性領域 が 37．6 点以 下で あ り ，

同時 に 自己愛傾 向領 域が 35，7 点以上 の

範 囲 に あ る中 で，なお か つ 中間 型 で はな
い もの

対人 恐 怖心性領 域が 33〜42 点の 範 囲 に

あ り ， 同時 に 自己 愛傾向領 域 が 32〜40
点 の 範 囲 に あ る もの

対 人恐怖 心性領 域 が 37．6 点以 上 で あ り ，

同時 に 自己愛 傾 向領域 が 35 ．7 点 以上 の

範 囲 に あ る巾で，なお か つ 巾間型 で はな

い も の

．
対人 恐 怖心性 領域 が 37，6 点以 下 で あ り，
同時 に 自己 愛傾向領 域 が 35．7点 以 下 の

範 囲 に あ る中で ，な お か っ 中間型 で は な

い も の
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    Cognitive Treits in PeoPte VVith AnthroPoPhobic Tendencies :
A  Two-Dimensional Model of )lantssistic Personality ComPan'ng

            AnlhroPoPhobic and  Social Phobic SymPtoms

     KE/AcLr SEITMIZu (SEillwaci CltvrvlERslT" Alvv  Ei]EtayU CII(AMvR4 (lliJoGo eijxif}LERsrl'y oF  1)IAcwwR EDLcATIo/NV

                  tenALESE jocijt-IL or,' EDuca17au1. tsvcuo[,ocn 2010, 58; es-33

 The  aim  of  the present study  was  to investigate the relation  between  a  2-dimensienal model  of  social

phobic tendeneies  and  narcissistic  personality and  cognitive  features. Cognitlve traits were  measured  using

the dysfunctional belief in social  phobia cognitive  model  developed by Clark &  Wells (1995). Questionnaires
including the TSNS-S  (Two-dimensional Model  of  Social Phobic Tendency  and  Narcissistic Personality--
Short version),  perfectionism,  self-affirmation,  self-di,sgust,  negative  rumination,  irrational beliefs, and  self-

reference  were  completed  by 595 university  undergraduates  (302 women,  293 men  ; average  age,  19 : 4 years).
In Analysis 1, adiusted  or  maladjusted  phases  of  5 subtypes  of  the 2-dimensional model  were  demonstrated
from  various  cognitive  features. In Analysis 2, anthropophobic  symptoms  and  social  phobic  symptoms  were

compared  in detail.

   Key  Words  : social  phobic  tendency, narcissistic  personality, cognitive  traits, university  students
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