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本研究は,存 在脅威理論(TerrorManagementTheory:以 下TMTと 略記)に

基づ く多 くの研究で示されてきた,死 すべき運命の顕現化(MortalitySalience:

以下MSと 略記)に よって生じる内集団ひいきが 博愛概念の活性化によって

止揚 されるかを実証的に検討するものである。

㎜ は非常に多くの社会的行動を説明するグランド・セオリーである(e.g.,

Greenberg,Solomon,&Pyszczynski,1997;Pyszczynski,Greenberg,&Solomon,

2005;Solomon,Greenberg,&Pyszczynski,1991)。TMTは,ヒ トの特徴 として,

他の動物と共通して持つ 「自己保存への本能的傾向」と,他 の動物 と相違する

「不可避の死を認識できる」ことをあげる。この2つ の特徴から,ヒ トは根元的

に自己の存在に脅威を感じるので,こ の脅威を無力化する,生 き続けるために

必要な潜在的なカー 文化一 を必要とする。文化とは自然世界を意味の世界(文

化的世界観)へ と変換するシステムであり,文 化的世界観は世界は安定的で秩

序があり有意味だと示唆するよう人の知覚を組織化する概念や構造を提供する

ため,死 の気づきによって生じる存在論的不安を緩和するという重要な機能を

果たすことになる。なぜなら,文 化価値基準に適合することは,文 字 どおりの

不死(不 死の魂や死後の世界といった精神的概念)や 象徴的不死を提供するた

めである。

TMTは,こ のように検証困難な進化論的前提をおくが,こ の前提か ら実証
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可 能 な仮 説 を導 き出 す こ とが で きる。多 くの研 究 で 実 証 され て きた 仮 説 はMS

仮 説 と呼 ば れ る もの で,人 々 に死 す べ き運 命 を思 い 出 させ れ ば 自己 価 値 や 文

化 的 世 界 観 へ の 信 頼 の 感 覚 を妥 当化 しよ う とす る欲 求 が 生 じる で あ ろ う,と

い う仮 説 で あ る。MS状 況 で は,自 己 の 文 化 的世 界 観 を支 持 す る人 や 思 想 へ の

魅 力 が 高 ま り,文 化 的 世 界 観 を侵 害 す る人 や 思 想 へ の反 発 が 増 大 す る こ とが

多 くの 実 証研 究 に よって 示 され て い る(e.g:,Greenberg,Pyszczynski,&Solomon,

1990;Harmon-Jones,Greenberg,Solomon,&Simon,1996;McGregor,Lieberrman,

Greenberg,Solomon,Arndt,Simon,&Pyszczynski,1998)。 日本 人 大 学 生 を参 加 者

に した研 究 で も,Heine,Harihara,andNiiya(2002)は,死 に関す る 自由記 述 を行

うとい う最 も典 型 的 な操 作 を したMS条 件 で は,統 制 条件 に比 べ,日 本 文 化 を

非 難す る外 国 人 を低 く評価 す るとい うMS仮 説 を支 持 す る結 果 を報 告 して い る。

この よ うに,TMTに 基 づ く研 究 で は,自 文 化 中心 主 義 の 強 化 や外 集 団 成 員

へ の攻 撃 行 動 の 強化(e .g.,Hirschberger&Ein-Dor,2006;Pyszczynski,Abdollahi,

Solomon,Greenberg,Cohen,&Weise,2006)と い った ネ ガテ ィブ な行 動 に焦 点 が

当 て られ る こ とが 多 か った。 しか し,㎜ は,MS状 況 で は文 化 的世 界 観 防衛

が な され る こ とを予 測 す る もので あ り,ポ ジテ ィブ な 行 動 が 生 じる こ と も予 測

で き,近 年 で は特 定 の 状 況 で は偏 見 の低 下 を示 す とい った ポ ジ テ ィブ な行 動 に

も焦 点 が 向 け られ る ようにな って い る。

㎜ の初 期 の 研 究 で も,献 況 で は良 い 行 い を した 人 に対 す る,=11iが 増

える(Rosenblatt,Greenberg,Solomon,Pyszczynski&Lyan,1989),MS状 況 で は

慈 善 団体 へ の募 金 が 増 え る(Jonas,Schime),Greenberg,&pyszczynski,2002)と

い った研 究 が あ った。 また,Greenberg,Simon,Pyszczynski,Solomon,andChatel

(1992,Study2)は,ア メ リカ人 を参 加 者 に して,寛 容(tolerance>概 念 を プ ラ

イムす る こ とに よ り,MS状 況 での 反 ア メリカ的 エ ッセ イを書 い た外 国人 に対 す

る好 意 の低 下 が 抑 え られ る ことを見 い だ してい る。

近 年 で は,特 定 の 文 化 的 世 界 観 をプ ライ ム す る こ とに よっ て,MSの 外 集

団へ の ネ ガ テ ィブ な 行 動 の 増 加 が抑 制 され,む しろ ポ ジテ ィブ な 行 動 が 生 じ

や す くな る こ と を示 す 研 究 が お こ な わ れ て い る(Pyszczynski,Rothschild,&

Abdollahi,2008)。 例 え ばRothschild,Abdollahi,andPysuzynski(2009)は,ア
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メリカ人のファンダメンタリス トを参加者として,友 愛(compassion)を プラ

イムしない場合や,非 宗教的友愛プライムでは,MSが アメリカ防衛のための

極端な攻撃的行動への支持を高めるが,宗 教的友愛プライムをすると,MSが

攻撃行動の支持を有意に低めることを見いだしている。また,イ ラン人を参加

者 とした反アメリカ態度でも同様の結果を見いだしている。また,Moryl,Hart,

Pyszczynski,WeiseMaxfield,andSiedel(2011,Study1)で は,ア メリカ人の家族

の写真を見せたときには,死 すべ き運命を顕現化するとアラブ人に対する潜在

的偏見が高まるが,様 々な文化を持った人々が共通の体験をしている写真を見

せ人類の共通性をプライムしておくと,死 すべ き運命が顕現化 してもアラブ人

に対する潜在的偏見が生じないこと,有 意ではないものの統制条件に比べMS

条件ではアラブ人に対する潜在的態度が好意的になることを見いだしている。

さらに,そ の後の実験において,異 文化の人との共通経験を顕現化するといっ

た別の操作を行い,顕 在測度を用いても,同 様の結果を得ている(Motyletal.,

2011,Study2)。 このように,寛 容や友愛や人類共通性をプライムすることによ

り,MSに よる外集団性員への偏見や攻撃といったネガティブな効果を低減,

そして逆転させることが可能であることが実証的にも示されている。

本研究は,こ れら知見を3つ の点で拡張しようとするものである。第1に,

外集団ばかりではなく内集団への態度も測定した。先行研究においては,外 集

団への態度のみを測定 しており,内 集団への態度が測定されていない。そのた

め,宗 教的博愛プライムや人類の共通性のプライムによるMSの 相対的にポジ

ティブな効果が,外 集団に対してのみ向けられるのかが明らかではない。その

ため,本 研究では,内 集団と外集団に対する態度の双方を測定して,MS状 況

で増大する内集団ひいきが本当に抑制されるのかを検討した。

第2に,本 研究では非宗教的博愛プライムの効果を検討する。友愛プライム

を検討 したRothschildetal(2009)で は,フ ァンダメンタリストにおいて宗教的

友愛プライム(聖 轡から引用した友愛に関する格言の評定)が ポジティブな効

果を持つことを見いだしているが,非 宗教的友愛プライム(友 愛に関する格言

の評定)は ポジティブな効果を見いだしておらず,ま た,非 ファンダメンタリ

ス トにおいては宗教的友愛プライムも非宗教的友愛プライムもMSの 効果を調
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整 していなかった。本研究では日本において身近に接触する音楽と映像を用い

て非宗教的博愛プライムを行うことにより,相 対的に宗教が希薄といわれてい

る日本において博愛プライムが効果を持つかを検討した。

第3に,本 研究では,MS状 況でないときには,ネ ガティブな評価を受けづ

らい外集団への態度について検討をおこなった。先行研究においては,MS状

況でなくてもネガティブな態度が向けられた外集団(e.g.,ア メリカ人にとって

アラブ人)が 研究の対象となっていた。本研究においては日本における外国人

留学生 という必ずしもネガティブな評価を受けていない外集団と日本人大学生

という内集団を対象にして,ネ ガティブではない外集団と比較した内集団ひい

き的態度がMSに よって生 じるのか,ま た,こ の効果が博愛プライムによって

止揚されるかを検討した。

これ ら3つ の点を検討するために,日 本人を実験参加者 として,死 に関連し

た質問項目に回答させるかによってMSの 有無を操作した後,音 楽にあった写

真を選ぶ課題によって博愛概念か日本文化をプライムした。その後,外 集団で

ある複数の外国人留学生と内集団である日本人大学生を,個 人的親 しみやす さ

と社会的望 ましさと能力の次元で評価をさせた。仮説 として,「死すべき運命

が顕現化 した時には,日 本人大学生に比べ外国人留学生への評価が低下する

が,死 すべき運命の顕現化後に博愛概念を顕現化させると,内 集団ひいきが生

じない,ま たは,む しろ逆の傾向が見られるであろう」を設けて検討した。

方 法

実験計画MS(MSvs.統 制)× プライム(博 愛vs.日 本)× 特性(個 人的親し

みやすさVS.社 会的望ましさVS.能 力)× 評価対象(外 国人留学生VS.日 本人大

学生)の 混合要因計画であった(後2者 が参加者内)。

実験参加者 日本人首都大学東京男子大学生46名 。回答に不備のあった1名

を除く45名 が分析の対象者となった(MS一 博愛条件:ll名,MS。 日本条件=

12名,統 制 一博愛条件:12名,統 制 一日本条件:10名)。

実施時期2010/11124～2010!11/29。

手続き3-6名 の集団で女性実験者が 複数の学部学生の卒業研究に参加する
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ように依頼 し,同 意書を取得 した上で実験を実施した。第1研 究は 「個人差

に関する調査」として複数の尺度に回答 させ,そ の中でMSの 操作を行った。

MSの 操作は死に関連する質問紙に回答するか否かによって操作 した(e.g.,野

寺 ・唐沢 ・沼崎 ・高林,2007;沼 崎,2005;Rosenblatt,etal.,1989stuay6)。 具体

的には,沼 崎(2005>と 同様に,MS条 件では死に関連する32項 目の尺度に回

答させた。統制条件では死に関連する質問項目の代わ りに,歯 科治療に関連す

る項目に回答させた。

第2研 究は 「音楽 と写真のイメージに関する調査」として,プ ライムの操作

を行った。具体的には,音 楽を聴かせ,そ の音楽ジャケットを複数の写真の中

から選択させる3課 題を行った。第1課 題と第3課 題がプライム操作のための

課題で,博 愛プライム条件では予備調査で博愛と関連すると評定された 「小さ

な世界(Iisasmallworld)」 と 「ウィ・アー ・ザ ・ワールド(Wearetheworld)」

のサウンドトラック版を聴かせ,博 愛イメージを持つ写真4枚 の中から1枚 を

選ばせた。日本プライム条件では予備調査で日本的であると評定された 「笑点」

と 「風の通 り道(映 画 「となりのトトロ」より)」を聴かせ,日 本文化イメージ

を持つ写真4枚 の中から1枚 を選ばせた(Appendix1参 照)。 第2課 題は両プ

ライム条件に共通の課題で,「子犬のワルツ」を聞かせ,子 犬を含む4枚 の動

物の写真の中から1枚 を選ばせた。

第3研 究は 「留学生イメージに関する調査」として,従 属変数を測定した。

「アメリカ人留学生」「中国人留学生」「韓国人留学生」「イラン人留学生」「日

本人大学生」の順でイメージを7件 法で15特 性について回答させた。評定特

性15項 目は,個 人的親しみやすさを測定する5項 目(親 切な一不親切な,思 い

やりのある一わがままな.温 かい。冷たい,親 しみやすい 一親 しみにくい,好 ま

しい一好ましくない)と 社会的望ましさを測定する5項 目(き ちんとした一だら

しのない,責 任感のある一責任感のない,誠 実な一不誠実な,真 面目な。不真

面目な,信 頼のおける一信頼のできない)と 能力を測定する5項 目(学 力の高

い。学力の低い,知 的な一知的でない,有 能な一無能な,優 秀な一優秀でない,

頭の良い 一頭の悪い)で あった。

最後にディブリーフィングをおこない,実 験を終了した。
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結 果

中国人留学生,ア メリカ人留学生,韓 国人留学生,イ ラン人留学生,日 本人

大学生に関して,「個人的親しみやすさ」「社会的望ましさ」「能力」ごとに得

点が高いほど好意的であるように平均値を求め5),こ の値を用いて分析を行っ

た(各 条件の平均値と標準偏差はTable1に 示した)。内集団ひいきを明確にす

るため,最 初に外国人留学生と日本人留学生を比較する分析を行い,次 に,評

定対象者ごとに分析を行った。

Table1各 留学生と日本人大学生の条件ごとの特性の平均値と標準偏差
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外 国人 留 学 生VS.日 本 人 大 学 生 外 国 人留 学 生 の 評 定 値 として,3特 性 ご とに

4つ の 国 の留 学 生 の平 均 値 を求 め,こ の 値 と日本 人大 学 生 の3特 性 の評 定値 と

を用 い て,MS× プ ラ イム ×対 象 ×特 性 の 混 合 要 因 の 分 散 分 析 を行 った 。 結 果

と して,対 象 の主 効 果 と特 性 の主 効 果 と対 象 ×特 性 の交 互 作 用 とプ ラ イム ×対

象 ×特 性 の交 互 作 用 が有 意 で あ った(F(1,41)=635,p<.os;F(2,82)=11.37p'

<11;F(2,82)=31.??,p<11;F(2,82)II,P<.os)。 プ ライム ×対 象 ×特

性 ご との平 均 値 はTable2に 示 した。'

対 象 の 主 効 果 は,日 本 人 大 学 生(M=4.14)に 比 べ て 外 国 人 留 学 生(M=

4.45)に 対 す る評 価 が 全 体 と して 高 い こ とに よ る もの で あ っ た。 こ の 結 果 は,

全 体 として は内 集 団 ひ い きが生 じて い ない ことを意 味 す る。 対 象 ×特 性 の 交 互
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Table2留 学生全体・日本人大学生のプライムごとの特性の平均値と標準偏差

ForeignstudentsJapanesestudents
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JapanP
Socialdesirability

Philanth

Ability
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Philanth

ime

apyPrime
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作用は,日 本人大学生は個人的親 しみやすさにおいて相対的に評価が高いが,

外国人留学生は社会的望ましさや能力において相対的に評価が高いことによる

ものであった.プ ライム×対象 ×特性の交互作用は,日 本人大学生の個人的親

しみやすさの相対的に高い評価が 博愛プライム条件に比べて日本プライム条

件において顕著であることによるものであった。

これらの効果に加えて,最 も重要なことには,MSを 含む効果では,仮 説から

予測されるMS× プライム×対象の交互作用のみ有意になった(F(1,41}=4.18,

P<.OS)。 この効果を検討するため,3特 性の平均値を求め,外 国人留学生から

日本人大学生の評定値を引き,点 が高いほど外国人留学生に対 して好意的にな

るように得点化 したものをFigure1に 示した。日本プライム条件では,MS条 件

は統制条件に比べて,外 国人留学生への相対評価が低いのに対 して(F(1,41)

=350,1),博 愛プライム条件では,有 意ではないものの,MS時 に相対評

価が上昇 した(F(1,41)=1.02,ρ=.32)。 この結果は,死 すべき運命が顕現化し

た時には,日 本人大学生に比べ外国人留学生への評価が低下するが,死 すべき

Figure1.外 国人留学生に対 する相対評価
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運命の顕現化後に博愛概念を顕現化させると,内 集団ひいきが生 じない,ま た

は,む しろ逆の傾向が見られるであろうという仮説を支持するものであった。

中国人留学生 中国人留学生に対する評定に対 して,MS× プライムx特 性

の混合要因の分散分析 を行った。特性の主効果が有意であった(F(2,82)3

78.73,P<.001)。 中国人留学生は,能 力は高く評価 されていたが個人的親 しみ

やすさは相対的に低 く評価されていた。この効果に加え,MSを 含む効果では

MS× プライムの交互作用のみが有意であった(F(1,41).II,P<.os)。3特

性の平均値を求めた指標の,条 件ごとの平均値をFigure2に 示した。日本プラ

イム条件では,MS条 件は統制条件に比べ評価が低下したが(F(1,41)=9.22,

P<01),博 愛プライム条件ではMSの 効果がみられなかった(F(1,41).o.16,

鰐)。 この結果は,MS状 況では外集団への評価が低まるが 博愛概念が活性

化 していると,こ の効果が消失することを示すものである。

肝
4.6

4

0

Figure2中 国人留学生 に対する評定

アメリカ人留学生 アメリカ人留学生に対する評定に対 してMS× プライム×

特性の混合要因の分散分析を行った。特性の主効果が有意であった(F(2,82)

=13.19,P< .001)。アメリカ人留学生は能力や個人的親しみやす さは高く評価さ

れていたが,社 会的望ましさは相対的に低く評価されていた。この効果に加え,

MSを 含む効果ではMS× プライム×特性の交互作用のみが有意であった(F

(2,82)=.・,P<.05)。 特性ごとにMS× プライムの分散分析 を行うと,個 人的

親しみやすさの評定においてのみ交互作用が有意で(F(1,41)=5.09,P<.05:

Figure3),日 本プライム条件では,MS条 件は統制条件に比べ,個 人的親 しみ
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やすさを低 く評定 したが(F(1,41)..,P<D5),博 愛プライム条件ではMS

の効果が見 られなかった(F(1,41)=0.29,燗)。 この結果は,個 人的親しみやす

さ次元においてのみであるが,MS状 況では外集団への評価が低下するが,博

愛概念が活性化 していると,こ の効果が消失することを示すものである。
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Figure3.ア メリカ人留学生の個 人的親 しみやすさ評定

韓国人留学生とイラン人留学生 韓国人とイラン人留学生に対してMS× プラ

イム×特性の混合要因の分散分析を行ったところ,韓 国人の評定において特性

の主効果が有意であったが(F(1,41)=33.93,P<!1;能 力は高く評定されてい

たが個人的親 しみやすさは相対的に低 く評定されていた),MSや プライムを含

む効果で有意になる効果はなかった(Fs〈2.43,船)。 特性ごとにMS× プライ

ムの分散分析を行っても,MSや プライムを含む効果で有意になる効果はなかっ

た(、Fs<235,〃 ∫)。

日本人大学生 日本人大学生に対する評定に対してMS× プライム×特性の混

合要因の分散分析を行った。特性の主効果とプライム×特性の交互作用のみが

有意であり(F(2,82)=1459,p<.001;F(2,82)=3.94,p<.os),MSを 含む効果

で有意になったものはなかった。 しかし,特 性ごとにMS× プライムの分散分

析 を行うと,社 会的望ましさの評定において,MS× プライムの交互作用が有意

であった(Figure4)。 日本プライム条件では,MS条 件は統制条件に比べ 日本

人大学生の社会的望ましさを高く評定したが(F(1,41)..,P<.05),博 愛プ

ライム条件ではMSの 効果が見られなかった(F(1,41)=0.66,ns)。 この結果は,

社会的望ましさの次元のみであるが,MS状 況では内集団への評価が高まるが,



博愛概念が活性化していると,こ の効果が消失することを示すものである。

豊・・…じ

.r3.5

go

Figure4.日 本人大学生の社会的望 ましさ評定

考 察

死すべき運命の顕現化によって生じる内集団ひいきが,博 愛概念の活性化に

よって止揚されるかを,日 本人大学生を参加者として,内 集団である日本人大

学生と,外 集団でかつ相対的にポジティブな評価を持たれている外国人留学生

への評価を用いて検討 した。日本をプライムした時には,死 すべき運命が顕現

化すると日本人大学生に比べた留学生への相対的評価が低下するが,博 愛概念

をプライムすると,死 すべき運命が顕現化しても相対的評価は低下せず,有 意

ではないもののむしろ上昇していた。先行研究においては外集団への態度を主

に問題としていたが 外集団に対する内集団との相対的評価においても,死 す

べき運命の顕現化によるネガティブな効果が博愛概念のプライムによって止揚

されることが明らかとなった。

対象別に見ても,内 集団である日本人大学生への評価では,社 会的望ましさ

の評定においてのみであるが,MSに よる内集団への評価の上昇が,博 愛概念

の活性化によって抑制された。これらの結果から,こ れまで先行研究で示され

てきたMSに よる外集団侮蔑ばか りでなく,MSに よる内集団高揚 も,博 愛概

念の活性化によって抑制されることが明らかとなった。

外集団である留学生への評価を対象別に見ると,実 験当時に相対的に日本と

対立関係にある中国からの留学生において,MSに よる外集団侮蔑の強化の抑

制が顕著であり,個 人的親 しみやすさノ社会的望ましさ1能 力の次元を問わず
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見られた。また,ア メリカからの留学生では個人的親しみやすさ評価において

のみ同様のバターンが見られた。しかし,韓 国やイランからの留学生に対して

の分析では有意な効果は見られなかった。この結果は両国が日本の文化的世界

観との関係が相対的に希薄であることによる可能性が考えられるが,こ の点に

ついてはさらなる検討が必要であろう。

本研究のデータにおいて一番の問題は,統 制(歯 科)条 件において,プ ライ

ムによって評価に差が見られる点であろう。中国人留学生に対する評価では,

日本をプライムした時の方が博愛概念をプライムした時に比べて評価が高くな

り,プ ライム×MSの 交互作用をMSの 操作ごとの下位分析をすると.MS条

件ではなく統制条件においてのみ有意な差が見られていた(MS条 件:F(1,41)

=0.32,鳳 統制条件:F(1,41)=8.26,P<.oi)。 この結果は,博 愛概念のプライ

ムが,想 定 したものとは異なったものも操作 していたことを示唆しているのか

もしれない。可能性 としては,博 愛プライムが平和プライムであった可能性で

あり,中 国は平和プライムによって評価が低下 した可能性が考えられよう。し

かし,こ の点に関しては,本 研究のデータから明らかにすることは難 しく,今

後の検討が必要であろう。

存在論的脅威が必ず しも自文化中心主義や排外傾向を生み出すわけでは

ないことが 近年の研究で示 されるようになってお り(e.g.,Motyl,etal.,2011;

Pyszczynski,etal.,2008),本 研究もその知見にさらなるデータを提供するもの

である。本研究での博愛概念のプライムは,多 くの人が知っている音楽(i.e.

「ウィ・アー ・ザ ・ワール ド」と 「小さな世界」)と日常でも接触機会のある写

真を用いて行った。このような日常生活の中で頻繁に接触する些細な手がか り

によって,宗 教的な規範が希薄といわれている日本において,存 在論的脅威に

よって生じやす くなる内集団ひいき一 自文化中心主義と排外傾向一 の増大を

抑えることができることは,大 きな意味があるであろう。これまで報告されて

いる研究で,友 愛概念や博愛概念や人類の共通性のプライムは全て閾上で行わ

れており,閾 下プライムによる検討はおこなわれていない。そのため,友 愛や

博愛が意識に上ることが,存 在論的脅威によるネガティブな効果を抑制するの

に必要なのか,そ れとも無意識のうちの活性化で十分なのかは明らかとなって
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いない。今後は閾下プライムといった無意識のうちの活性化においても同様な

効果が得られるかを検討していく必要があろう。このような研究の積み重ねに

より,人 が高度な知能を持ったがゆえに生 じる存在論的脅威に伴うネガティブ

な行動を抑制する有効な手段を明らかにすることができるであろう。
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Appendix1プ ライム操作

日本 プライム選択写真例

藁謹鹸
博愛プライム選択写真例


