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痛み や不安感 は “痛 く な い で す よ ” と い う 言語
暗示 に よ り 影響 さ れ る 。 本研究 は言語教示 を 条件
刺激， 電気刺激 を 無条件刺激 と し た恐怖条件づけ
課題 に よ り 連続血圧測定 と 主観的 な痛み評価 を 行
い， 言語文脈情報が 自律反応及 び痛 み認知 に及ぼ
す影響 に つ い て調べた。 女子看護大学生 を被験者
と し， 特性不安 が高い群 と 低い群 を 用 い たo 条件
刺激 は そ の痛 み の程度 を形容 し な い も の， 痛 く な
い， 及 び と て も 痛 い の 3 種類 の 言語教示 と し た 。
そ の結果， 条件刺激及 び電気刺激に対す る 血圧上
昇の変化は両群 に お い て言語教示 の違い に よ り 有
意差が な く ， 電気刺激に対 し て 特性不安の高 い群
は低い群 に比べ有意 に血圧上昇 し たo 痛み評価 は
両群 で “痛 く な い” と 教示 し た場合 に痛み を有意
に低 く 評価 し た が， そ の値 は 高 い群 よ り 低 い群で
有意 に 高 か っ た 。 こ れ ら の結果は不安傾向 と 交感
神経活動 と の 関係 を 示唆 し， 言語文脈情報 は血圧
よ り む し ろ痛 み評価 の減少 に有効で あ る こ と が示
唆 さ れ た 。

I . 緒 言

医療現場で は疾患そ の も の に対 し ては も ちろん，
苦痛 を伴 う 検査や高度 な 医療技術な どに対 し て も ，
人々 は 相 当 の 不安 を 感 じて い る も の と 考 え ら れ
る I) 0 不安状態 に お い て外部の刺激 に敏感 に な る
こ と は経験的 に 認め ら れて い る と こ ろであ り ， 患
者の不安感 を 除去 し た り 緩和 し た り す る こ と は看
護者 に と っ て 最 も 重要 な役割 の一つ で あ る と 考 え
ら れ る の 。

痛み を伴 う 処置 を 行 う 際 に， 前 も っ て何 ら か の
情報 を患者 に 与 え る こ と は痛み反応の緩和 に有効
で あ る と 報告 さ れ て い る 3 ） 。 臨床場面で は処置前
の オ リ エ ン テ ー シ ョ ン の様な も の や施術直前の声
か け を行 う こ と に よ り ， 実際 に患者に情報を与え，
看護者 は 自 身 の経験や考え な ど に よ っ て場面 に 応
じて工夫 を し て い る のが現状で あ る 。

不安や恐怖 な どの よ う に情動は， 主観的 に感情
と し て体験 さ れ る 内 的 な も の （心理的体験） で あ
る 情動体験 と ， 客観的 に捉 え ら れ る 身体反応と し
て の情動表出 に分け ら れ る 4 ) 。 更に情動表出 に は，
表出 さ れた行動 と し て の 情動行動 と そ れ に 伴 う 身
体的変化や中枢神経系の活動変化であ る 情動性 自
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律反応と があ る 。 これ ま で情動性 自 律反応は心拍
変動 や度膚電気反射の変化が情動変化 を示す指標
と し て研究 さ れ て き た 5 ） 。 血圧変化 は 自 律反応と
し て重要 な 因子 で あ り ， ス ト レ ス と 高血圧 と の相
関 6 ） が指摘 さ れ て い る o 連続的 な 血圧 は 非侵襲的
に簡便に測定す る こ と が難 し く ヘ 情動評価 と の
関連で は報告が少 な い。 し か し最近， 非観血的 な
連続測定法 と し て Finapresや ト ノ メ ト リ 法 な どが
開発 さ れ， 連続血圧が非侵襲的 かっ簡便に測定 で
き る よ う に な っ た 8 ) 0 一 時 的 な 情動状態 と し て の
不安 と 自 律神経系 の 充進 と の 関係 は知 ら れ て い る
が， 不安 に な り やす い と い う 性格傾向 と し て の不
安が， 声 か け な どの言語教示 に よ り 自律神経系 に
及 ぼす影響 に つ い て は 明 ら か に な っ て い な い。

Spiel berger は 「不安 の 特性・状態 モ デ ル」 に
よ り ， 不安 を 特性不安 と 状態不安 の 2 種類 に分 け
て考 え た 9 ) 0 状態不安 （state anxiety : A-State) 
は主観的 に意識的 に気づ く こ と の 出 来 る 感覚 と し
て特徴づ け ら れ る 。 自 律神経系 の 活性化 に伴 っ て
起 こ る 一時 的 な 情動状態 で あ り ， 自己報告式 の ス
ケ ー ル や 自 律神経系 の 生理指標 （心拍や血圧， 度
膚電気反射 な ど） に 反映 さ れ る 。 一方の特性不安
(trait anxiety : A-Trait） は 人格特性で， 比較
的安定 し た不安傾向 の個人差で あ る 口 脅威的 な ス
ト レ ス 事態 に 直面 す る ま で は潜在的 で あ る と い う

性質 を も っ口 この不安尺度 に よ り 抽 出 さ れ た高特
性不安群 は 自 尊心 に対す る 脅威 を 察知 し や す く ，
そ れ に と も な い状態不安や動因水準が高 ま る 反応
傾向があ る と 言 わ れ て い る 。 暗示 は 自 我 に働 き か
け る た め， 不安 を 緩和 す る 暗示効果は特性不安 の
程度 に よ り 影響 さ れ る と 推察 さ れ る D 事前の言語
文脈情報は不安 を 強 く 感 じ る 人 に対 し て 暗示効果
が高 い と 思 わ れ る 。 し か し， この効果 を 正確 に 評
価す る こ と は難 し く ， ま た言語文脈情報が 自 律神
経系 に 及 ぼす影響 に つ い て は経験上す る と ころで
あ り ， 実験的研究 は 少 な い。

し た が っ て， 刺 激 に対す る 言 語文脈情報が 自 律
神経系 お よ び認知系 に及ぼす影響 を 調 べ る た め，
本研 究 で は Spielberger の 不安概念 に よ る 特性不
安の高い群 と 低い 群 に対 し， 3 種類 の 言語教示 を
用 い た恐怖条件づけ課題 に お け る 血圧の連続測定
と 電気 シ ョ ッ ク へ の 痛み 評価 を 行い 不安特性が血

圧反応性 に， お よ び言語教示が血圧反応性， 痛 み
評価 に及ぼす影響 を 明 ら か に す る こ と を 目 的 と し
ず，J』。

II . 研究方法

1 . 対象 看護系大学生207名 を対 象 に平常授業
後， 集団法 に よ り 日 本版STAP0) （ 三京房） を 実
施 し たo そ の う ち特性不安の高得点者 と 低得点者
を そ れぞれ順 に抽出 し， 実験 の主旨を説明 し て文
書 に よ り 参加 に 同意の得 ら れ た健康な 女子学生15
名 を実験 の対象 と し た 口 被験者 は高特性不安群
（以下H群） が 7 名 (18. 9±0.6歳， mean 土 SE) , 

低特性不安群 （以下L群） が 8 名 （ 20 . 4 ± 0 . 6歳 ）
で あ っ たo
2 . 実験手順
1 ） 測定 被験者は一人で隔離 さ れ た 防音室 の 中
に安静休息状態で椅子 に腰掛 け て い る よ う に指示
さ れ た。 実験の各試行 で の連続血圧 を測定す る た
め， ト ノ メ ト リ 法 に よ り 非観血的に測定で き る 装
置 （JENTOW-7700, 日 本 コ ー リ ン ） を 左側手首
関節榛骨動脈上 に装着 し た。

血圧に対す る 末梢お よ び中枢の交感神経の応答
性 を 調べ る た め， 2 種類の 自 律神経機能検査 を 日
本 自 律神経学会で定め ら れた試験方法8 ） 』こ従い行っ
たD
①寒冷昇圧試験 ： 氷水 を 入れ た 4 。C の容器 に一分
間， 右手 を 手首関節 ま で浸す。
②暗算負荷試験 ： 1000か ら7 を JI聞 に ヲ ｜ く 計算 を 一
分 の 聞 に繰 り 返 し て い く 。
2 ） 実験課題

純音 お よ び言語教示 を条件刺激 （conditioned
stimulus : CS） と す る 恐怖条件づ け課題 を 行 っ
た。 無条件刺激 （unconditioned stimulus : US) 
は lOOHz, 200 µ sec1� Jレ ス 巾 の電気シ ョ ッ ク （SEN-
330 1 ， 日 本光電） を 1秒 間 と し ， 刺激電極 （ NM-
4108， 日 本光電） を 通 し て 右前前腕部肘側 に 与 え
たo us に用 い る 刺激電流 の 大 き さ は， 条件づ け
課題を行う 直前にWong-B aker Faces Pain Rating 
Scale11l に よ り O ～ 5 の 6 段階 で被験者 自 身 に 主
観的な痛み の評価 を し て も ら い， 痛み の程度が l
に相当 し た電気 シ ョ ッ ク （electronic shock : E. 
Shock） をweak pain (Pw) , 5 に相当 し た も の
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を strong pain ( Ps） と し， 被験者毎 に設定 し た。
ま たus はcs開始 よ り 10秒後 に与 え た。
①csが純音の場合 ［Tone+ E. Shock ] : 2種類 の
音 （2 .9kHz） を 用 い， 弱 い 音 を weak tone : Tw 
(57dB） ， 強い音 をstrong tone : Ts ( 80dB） と
し て弱 い音 と 弱 い痛み， 強い音 と 強い痛み を そ れ
ぞれ組み合 わ せ た 試行Tw + Pw, Ts + Ps を 各 8

回行 っ た。
②csが言語教示 の場合 ［Voice+ E. Shock] ・ 痛
み の 程度 に つ い て の 情 報 を 限 定 し な い neutral
voice (Vn） 「 こ れか ら 電気 シ ョ ッ ク がい き ま す」

痛 み の 程度 を 弱 く 形容 し た weak voice ( V w ) 
「 こ れか ら 痛 く な い 電気 シ ョ ッ ク が い き ま す」 ，
及 び痛 み の 程 度 を 強 く 形 容 し た strong voice 
( Vs) 「 こ れか ら と て も 痛 い電気 シ ョ ッ ク が い き
ま す」 の計 3 種類 の 言語教示 （ 80dB ） を ， 音声
録音再生 ボー ド （OMR-872 ， マ ウ ピ ッ ク ） よ り コ
ン ピ ュ ー タ 制御 で呈示 し た。 試行 は 3 種類の言語

教示 に そ れ ぞれPw と Ps を 組み合わせたVn + Pw,
Vn+ Ps, Vw十 Pw, Vw+ Ps, Vs+ Pw, Vs+Ps 

の 6 種類 を各 5 固 と す る 合計30回行 っ た。 試行順
序 は被験者 に 痛 み の程度 を 予測 さ れ な い よ う ， 乱
数表を 用 いラ ン ダム と な る よ う に し た D
3 ） デー タ 記録

得 ら れ た血圧 デー タ は寒冷昇圧試験， 暗算負荷
試験 と も に， 負荷直前12秒 間 の平均 を対照血圧値
(control) と し， 試験時 間内 に お け る 最大血圧 を
反応値 （peak） と し た 。 恐怖条件 づ け課題 で は
純音お よ び言語教示直前12秒 間 の平均値 を対照血
圧値 と し， 純音 お よ び言語教示呈示か ら 10秒間 に
最 も 増加 し た血圧 を 予告期， 電気 シ ョ ッ ク 後12秒
間 で の最大変化 を シ ョ ッ ク 期 の 反応値 と し たo 全
記録 は レ ク チ コ ー ダ （RTA・1200， 日 本光電） 及 び
デー タ レ コ ー ダ （RD 135T TEAC） に記録 Loff
line解析 に 共 し た。

電気 シ ョ ッ ク は 前出 の ス ケ ー ル に従い， 被験者
自 身 の主観的 な 痛 み の程度 を l 試行毎 に評価 し て
も ら っ た。 ま た 実験終了後， 実験中 に呈示 し た純
音・言語教示お よ び電気シ ョ ッ ク に関す る ア ン ケ ー
ト を 自 由 回答法 に よ り 自己記入 （ 複数回答可） し
て も ら っ た。
3 . 解析 予告期， シ ョ ッ ク 期 に お け る 収縮期血
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圧 （systolic blood pressure : SBP） ， 拡張期血
圧 （diastolic blood pressure : DBP） の変化 を ，
各試行 に お け る対照値 と 反応値 と の差 （peak-con
trol ; � ） と し て 1試行毎 に算出 し， cs と us の 組
み合わせに よ る 分類別 に被験者個人毎の平均値 を
求 め た。 更にH群 と L群の そ れ ぞ れ に お い て 各分
類別 で の血圧 の変化値 （ ム SBP， ムDBP） の平均
値 を 求 め た。 各種刺激呈示 に よ る 変化値の平均値
に対す る H-L群 聞 の統計学 的有意差 はt-test, H 
群・L群各 々 の群 に お け る 言語教示 の 違 い に よ る
血圧 の変化値の平均値 に対す る 統計学的有意差 は
two-way ANOV A を用 い て検定 し たo

ま た痛み評価の ス コ ア は， 各被験者毎 にcs と U
Sの組み合わせ に よ る 分類別 に， 試行 回 数分 の 合
計を 得点 と し た （ tone ： 最低8 ， 最高40, voice : 
最低5，最高25） 。 痛み評価ス コ ア の被験者毎 の 合
計得点 に つ い て， H-L群 間 で は Mann-Whitney の
U検定 を， H群お よ びL群そ れ ぞ れ の群 に お け る
言語教示の違い に よ る ス コ ア に つ い て は Kruskal
WallisのH検定 を行 っ た D

III . 研究結果

1 .  STAI 
看護系大学生の う ち ， 女子学生全体では特性不

安得点 （mean ± SD） は44.4 士 9.9点で あ り ， 従来
の報告 と ほ ぼ同様の結果 と な っ て い た （大学生の
特性不安得点lZ) ; 48 . 3 士 8 . 3 点 ） 。 実験 の対象 と
し て抽出 し た女性15名 で はH群 （ 図 l 網掛部） が
65. 6±2 .8点 で全員が段階V , L群 （ 図 1 斜線部）
が28.4± 5 .0点であ っ た 。 段階 I は 2 名 ， 段 階 E
が 4 名， ま た段階 E と は 1点差 で段階E に 入 っ た
も の が 2 名 であ っ た。
2 . 被験者の対照血圧値 実験開始時の血圧値 は
H群 ： 106 . 0± 3.8/54 .3± 2 .2 (SBP± SE/DBP ± 
SE) mmHg, L群103. 3±3.4/52 .8 ± 2. lmmHgであ っ
た D ま た 自律神経機能検査お よ び恐怖条件づけ課
題 に お け る 各試行前の 対照血圧値 はH群 ： 1 0 6 . 5  
± 2 .3/54 .4± 1 . 3mmHg, L群105. 2 ± 2.4/55.0土 1.9
mm Hgで あ り ， と も にH群 と L群の血圧値 に 統計学
的有意差 は な か っ た。 （実験開始時 ； SBP : p=O. 
30,DBP : p=0 .31 , 試行前 ； SBP : p=0.35, DBP : 
p=0 .4 1 ） 。
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図 1 女子学生全体の特性不安得点分布
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図 2 自 律神経機能検査（寒冷昇圧試験， 暗 算 負
荷試験） に よ る 血圧変化

A 寒冷昇圧試験、 暗算負荷言t験 に お け る Ll SBP

B ： 寒冷昇圧試験、 暗算負荷試験 に お け る Ll DBP

LI SBP、 LIDBP と も にH L群問で有意差な し

3 . 自律神経機能検査 寒冷昇圧試験， 暗算負荷
試験 に お け る 血圧変化 を 図 2 に示す。
1 ） 寒冷昇圧 試験 冷水負 荷 中 の 最大血圧値 は

control か ら 大 き く 上昇 し， SBP はH群 がL群 よ り
上昇度が大 き い傾向が見 ら れ た が有意な差で は な
か っ た （p=0. 19) （ 図 2 A左側） o DBPで も 両
群 の 上昇度 に 差 は 見 ら れ な か っ た （p = 0 . 2 7 )
（ 図 2 B左側） 。
2 ） 暗算負荷試験 暗算負荷 中 のpeak は control

に比べ血圧上昇 し， L群 よ り も H群 で大 き い 傾 向
が見 ら れ た が有意 な差では な か っ た （ SBP : p =  
0 .50,DBP : p = 0. 3 1 )  （ 図 2 A・B右側） 0 

4 . 恐怖条件づけ課題
us と し て用 い た刺激電流 の 大 き さ は 弱 い 痛 み

( Pw） で はH群 ： 1 . 1 ± 0 . lmA, L群 ： 1 . 0mA で あ
り ， 強い痛み （ Ps） で はH群 ： 5.4±0.6mA, L群 ：
5 .3土 O. SmA で あ っ た。 Pw, Ps と も に H-L群 問 に
有意差 は な か っ た （Pw : p=0. 15 ,  Ps : p=0. 14）。
1 ） 血圧

①Tone + E.Shock 図 3 A ・ B に cs と し て 純音 を
用 い た課題 で の血圧変化 を示す。

予告期 （左側） に お け る ム SBP(A）／ムDBP(B)

はTw時のH群 で は6.2 ± 1 . 6/4. 3 ± 1 . SmmHg, L群
では4 .3士0 . 7/4. 1 ± 0 . 9皿Hg, Ts時のH群 で は6 . 6
± 1 . 7/5. 4± 1 . 3阻Hg, L群で は4.9土 1 . 2/3.4±0.7
mm Hgで あ っ た。

シ ョ ッ ク 期 （右側） で の ム SBP(A）／ ムDBP(B)
はPw時のH群で は8.0± 1 . 6/5 . 4 土 0 . 8, L群 で は
4.3土0. 6/3.8± 0.9mmHg, Ps時 の日群 で は 1 1 . 3 ±
2 . 0/8. 9± 0.8, L群で は5.3土 1 . 0/3 . 7 ± 1 .  lmmHg 
で あ っ た。

予告期 と シ ョ ッ ク 期 の各々 でH群の血圧上 昇 は
L群 よ り 大 き か っ た が， cs に用 い たTw , Ts に対
す る 血圧反応はH-L群聞に有意 な差は見 ら れな か っ
た。
②Voice+ E.Shock 図 4 ・ 5 は cs が言語教示 の
場合での血圧変化 を 示 し て い る o

予告期 （ 図 4 ） に お け る ム SBP(A）／ ムDBP(B)
はVnの時のH群で は6.4 ± 1 .6/4 . 6 士 1 . 0阻Hg, L 
群で は4. 0±0. 6/3.9 ± 0 .9mmHg, VwでのH群では
5.6 士 1 . 1/4.4 ±0 .4皿Hg, L群で は4 . 0 ± 0 . 6/3 . 6
± 0 .9mmHgで あ り ， Vsの 時 に は H 群 で6 . 2 ± 1 . 7/

Fhu
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cs （純音） に よ る変化

A mmHg mm Hg 1 5  

a.. 1 0  
∞ 
(f) 
勺 5 

。
Tw Ts 

。
Tw Ts 

us （電気 シ ョ ッ ク ） に よ る 変化

＊＊ 
「一一寸

1 0 

5 

。
Pw Ps 

。
Pw Ps 

* P<0.05 ， 料 P<0.01
bar : mean ± S E  

図 3 Tone+E.Shock に よ る 血圧変化

A :  Tw（弱音）， Ts（強音） に お け る A S B P  

B :  Tw, Ts に お け る L1 DB P

円hvn〈U

A :  Pw（弱 い痛み）， Ps（強 い 痛み）

に お け る ..d S B P

B :  Pw, Ps に お け る d DBP 
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1 0  

� L 

bar : mean ± S E  

図 4 Voice+E.Shock に お け る cs （言語教示） での血圧変化

5 

。
Vn Vw Vs 

1 0 

5 

。
Vn Vw Vs 

A : Vn, Vw, Vs に お け る Ll S B P

B :  Vn, Vw, Vs に お け る A DBP 

Vn ： 電気 シ ョ ッ ク が い き ま す

Vw ： 痛 く な い 電 気 シ ョ ッ ク が い き ま す

Vs ： と て も 痛 い 電気 シ ョ ッ ク が い き ま す

円，，円。
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usがPv.rの場合 usがPsの場合

A mmHg mm Hg ＊＊ 1 5 J 「ーー寸 ＊ 
＊ 「－－，

「一一寸

「一＊寸 ＊＊ 
「ー＊「 「一寸

n... 1 0 -:j T 1 0 
白U勺〉
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B mmHg 

n... 1 0  
∞ 
。
寸

。 。
Vn Vw Vs Vn Vw Vs 

mm Hg 
1 5  

＊ 
「「 ＊＊ 

r-i 

� L 

1 0 

5 5 

。
Vn Vs 

。
Vn Vw Vs Vw 

* P<0.05 ， 料 P<0.01
bar : mean ± S E 

図 5 Voice+E.Shock に お け る us （電気 シ ョ ッ ク ） での血圧変化

A : （右側） 弱 い痛み， （左側） 強 い痛み と 組み合わ せた場合の LI S B P

B :  （右側） 弱 い痛 み ， （左側） 強 い 痛み と 組み合わ せた場合の LI DBP 
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4.  7± 1 . 0mmHg, L群で は4.3± 0 . 6 /3 . 9 土 0 . 8皿Hg

で あ っ た。
シ ョ ッ ク 期 （ 図 5 ） で の ム SBP(A）／ムDBP(B)

はVn + Pw の組み合わせで はH群で8. 6 ± 1 . 5/6 . 3  
± 1 . 2mmHg, L群 で は 5. 0 ± 0 . 8/3 . 4 ± 0 . 6mmHg, 
Vw+ Pw の組み合わせで はH群で7.8± 1 . 5/5 . 8  ± 
1 . 0mmHg, L群で は4. 4 ± 0. 7 /3 . 5 ± 0 . SmmHg, Vs 
+ Pwの組み合わせで はH群で8. 5 ± 1 .4/6 . 2 土 0 . 9
阻Hg, L群で は3 . 9± 0.8/2 . 6± 0.6mmHgで あ っ た
(USがPwの場合 ： 左側） 。 Vn + Ps の 組 み 合 わ せ
で はH群で10 .8± 2 . 1 /7 . 9± 1 . 0凹Hg, L群で は5. 1
± 1 . 4/3. 4±0.6mmHg, Vw+ Psの 組み合わ せ で は
H群で 1 1 .8 ± 2. 1 /8 . 9 ± 1 . 4mmHg, L群 で は5 . 1 土
0 .9/4. 5 ± 0.SmmHg, Vs+ Ps の 組 み 合 わ せ で はH
群 で 1 1 . 5 ± 2.2/7 . 9± 1 .  lmmHg, L群 で は5 . 4 ± 0 . 9
/4. 0± 0.7mmHgで あ っ た （USがPsの場合 ： 右側） 。
① の場合 と 同様にcs. us の 各 々 に 対 し てH 群 の
血圧上昇 はL群 よ り 大 き か っ たD

cs と し た言語教示が ど の種類で あ っ て も L群 に
比べH群が， よ り 血圧 上 昇 す る 傾 向 を 示 し た が，
H-L群 聞 に統計学的有意差 は 見 ら れ な か っ た （ 図
4 A•B） 。 （SBP ; Vn : p=0. 10 ,  Vw : p=0.28, 
Vs : p=0. 20, DBP ; Vn : p = 0 . 5 7 ,  Vw : p =  
0 .49, Vs : p=0 .48） 。 ま た血圧 上昇反応は H群，
L群 と も に言語教示 の種類 に よ っ て は 影響 さ れ な
か っ た （ 図 4 A・B ) （ ム SBP/ Li D BP ; H群 ： F
(2 , 6 )= 0 .43 ,  p = 0. 66/F(2 ,6) =0 . 06 ,  p = 0 . 94, 
L群 ： F(2 ,7） ニ0 .44 , p=0.65/F(2 ,7) =0.23 ,  p =  
0 .80） 。

us は， Vn と 組 み 合 わ せ た Pw でSB P, DB P の
両方 （ 図 5 A • B左側 の Vn ) , Ps で は SBP の み
（ 図 S A・B右側 のVn) H群 と L群 の 上昇度 に 有意
な差が見 ら れ た （Pw ; SBP , DB P : p<0.05, Ps ; 
SBP : p<0.05） 。 Vw と の組み合わせ に お い て は
Pw, Ps ど ち ら の 場 合 で も SBP, DBP と も に H-L
群 聞 に有意差が見 ら れた （図 5 A•BのVw) (Pw ; 
SBP, DB P : p<0. 05, Ps : SBP, DBP : p<0 .0 1) 
。 Vs と の組み合 わ せ で も H群 と L群 の 問 にPw, Ps 
と も に上昇度 に有意 な差が見 ら れ た （ 図 S A・ B の
Vs) (Pw ; SB P, DBP : p<0 . 0 1 ,  Ps ; SBP : p 
<0. 05, DB P : p<0 .0 1 ) 。
2 ） 主観的 な痛み の 評価 被験者 は cs と us の 組

QU
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み合わせ に 関 ら ず， 電気 シ ョ ッ ク に対す る 痛み の
評価 はH群 に比べL群 で大 き な評価 を行 っ て い た D
こ れ ら の結果 を 表 1 に示す。
①Tone+ E. Shock （表 1 ) : Tw + Pw, Ts + Ps 

と も にH群 に比べL群でPw, Ps に対す る 痛み の ス
コ ア を 大 き く 評価 し て い たo し か し， ど ち ら の場
合 も 有意 な 差 は み ら れ な か っ た （ Pw : p = 0 . 23, 
Ps : p=0 .07） 。
②Voice+ E. Shock （ 表 1 ) : Pw で は 言語教示
が どの種類 で あ っ て も ， H-L群聞 の ス コ ア に 有意
な 差 は な く （Vn : p=0.40, Vw : p=0 .54, Vs : 
p=0.34) , H群， L群 と も に言語教示の種類 の 違
い に よ る ス コ ア に有意 な 差 は み ら れ な か っ た C H
群 ： p=0.72, L群 ： p = 0 . 1 1 ) 。 Ps で は そ れ ぞ
れの言語教示 の種類でL群がH群に比べ電気シ ョ ッ
ク に対 し て有意 に 高 い ス コ ア で あ っ た （ Vn : p 
<0.05, Vw : pく0 .05, Vs : p<0.0 1 ) 。 ま た L
群 で は， 言語教示 の種類がVw の場合 に 比べVs で
ス コ ア は有意 に高か っ た （Vw-Vs : p<0.05） 。
3 ） ア ン ケ ー ト

実験終了後， 実験 に 関 す る 自己記入式 ア ン ケ ー
ト に 回答 し て も ら っ たo 信号音 を聞い て ど う 感 じ
た か と い う 問 い に対 し て， H群で は 「緊張す る」 ，
「痛 みがいつ来 る の か と 構 え る」 が多 く ， L群で

は 「そろそろ痛 みが く る 」 と い う 回答が圧倒 的 に
多 か っ た。 条件刺激 と し た言語教示 の 内容 に つ い
て聞い た 「声 の種類 に よ っ て心構 え が変 わ る か」
と の質問 に は， H群で は 「変わ ら な い」 が ほ と ん
どで， L群で は 「Vwで少 し 安心 し ， Vs で 緊 張 し
た」 と い う 答 え と 「変 わ ら な い」がほ ぼ半数ずつ
で あ っ た。 純音 と 人間 の声 と での違い に つ い て は
H群， L群 と も に 「声の方が安心」 ゃ 「変 わ り は
な い」 と い っ た 回答が大半で あ っ た。

IV. 考 寮

1 . 自律神経系に及ぼす特性不安 レ ベ ル の影響
不安 は 自 ら に迫 っ た危険に対す る 準備 を 喚起す

る 防衛反応で あ る と 考 え ら れ て い る13) 0 本実験
に お け る 恐怖条件づ け課題で呈示 さ れ た純音お よ
び言語教示 と 電気 シ ョ ッ ク は， 被験者 に と っ て痛
み そ の も の や， そ れ を想起 さ せ る も の と い っ た脅
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表 1 恐怖条件づ け課題での電気 シ ョ ッ ク に対 す る 主観的な痛み の評価

A ： 評価 し た ス コ アの度数分布
B ： ス コ アの合計得点の範囲

A usがPwの場合
H 

Score Tw v 「1 ・ Vw Vs Vn j Vw , Vs 
2 1  1 7  2 4  1 7  24 21  1 8  1 8  

2 25 1 5  7 1 7  9 6 1 0  1 4  
3 8 1 9  4 2 9 9 3 
4 2 1 3  。 。 。 4 3 5 
5 。 。 。 。 。 。 。 。

A、 Bと も に tone+ E .shockの場合 ： H 群一計5 6 回‘ L群一計64 回
voice+E.shock の甥合 ： H群一計3 5 回、 L群一計40 回

8 

pattern ｜ 合計Score I H 
tone+ E.s (Pw) I Tw+Pw I 8 -26 I 8 -30 

Yn.:':Pw J 5 ～ ： 4 J ... ？.～ � � .  

voice+E.s (Pw) L._ v円�w L s～ 1 1  . .  J ? .. ::::: 1 7······ 

Vs+Pw I 5 ～ 1 2  I s ～20 

威事態 で あ り ， 十分 に被験者 の不安状態 を 引 き 起
こ す も の であ る と 考 え ら れ る ω 。 実験結果 は， 特
性不安得点 の 高い群が低い群 に 比べて純音， 言語
教示 と 電気 シ ョ ッ ク に対す る 血圧上昇反応が大 き
く な る 傾 向 を 示 し た。 特性不安 は， あ る 刺激を脅
威と し て認知 し た状況 に対 し状態不安 の強度 を 高
め る 反応傾向 で あ る た めω ， 恐怖条件づ け課題 に
よ っ て引 き 起 こ さ れ る 不安状態 は， 不安 に な り に
く い性格傾 向 のL群 よ り も 不安 に な り や す いH群
に お い て， よ り 高 ま り やす い と 考 え ら れ る 。 一過
性 に高 め ら れ た状態不安 は主観的で， 意識的 に 認
知で き る 不安だと 言 え る 。 こ の不安が危機状況 に
対す る 闘争あ る い は逃走の た め の準備 を生体 に 喚
起す る こ と で， 交感神経系の充進が起 こ り 血圧 は
上昇す る 。 よ っ てH群ではL群 よ り も ， 脅威 と 感
じた刺激 に対 し て交感神経系の活動が充進 し や す
く ， 血圧反応性が大 き く な っ た と 考 え ら れ る 。 自
律神経系の機能検査で あ る 寒冷昇圧試験， 暗算負
荷試験 に お い て， H群 と L群 の 聞 に 統計学 的有意
差 は ど ち ら の検査で も 見 ら れ な か っ た も の の ， H

usが向の場合

I H I L H L 
Score I Ts Vn Vw ! Vs Vn ! Vw ! Vs 

。 。 。 。 。 。 。 。
2 。 。 。 1 。 。 。 。
3 6 1 5 2 。 。
4 30 9 1 7  1 5  20 1 4 。
5 20 5 4  1 7  1 4  1 3  39 35 40 
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voice+ E.s ( Ps) J日v�.：＇：�� J 1 9 ～？5 J .. ？.�. ～2!:j ＊＊ 合

Vs+Ps I 1 8 ～2 5  2 5  

H-L群間の検定 ： . p<0 . 0 5 、 “P<0 . 0 1
Vw-Vs 問の検定 ： 合 p<0 . 0 5

群ではL群 に比べ血圧反応の上昇度 が大 き い 傾 向
を示 し て お り ， 不安強度 の高 ま り やす い性格傾向
と 対応 し て 交感神経の活動性が充進 し て い る の で
は な い か と 考 え ら れ る 。
2 . 課題 に お け る 血圧 の 反応
1 ） 予告期

純音， 言語教示 の ど ち ら の試行 に お い て も 予告
期 の血圧はH群の方がL群 よ り も 上 昇反応が大 き
い傾向が見 ら れ たが， H群 と L群 の 間 に 有 意 な 差
は 見 ら れ な か っ た 。 ま た csが言 語教示 の 場 合 に
は電気 シ ョ ッ ク の強度はラ ン ダム に組み合わせ ら
れて い る た め， 不安が引 き 起 こ さ れやす く 緊張度
も 高 く な る の で は な い か と 思 わ れ たが， 血圧 の 反
応傾向 か ら は示 さ れ な か っ た口 今回実験で用 い た
言語教示は実際に 人聞が発 し た声を用いていた杭
機械的 に 録音・再生 し， コ ン ピ ュ ー タ 制御 の下 に
与 え ら れて お り ， 被験者の精神 的 緊張感 を 緩和 さ
せ る に は至 ら な か っ た と 考 え ら れ る 。 純音 と 言語
教示 に よ る 違い に つ い て感想 を たず ね た ア ン ケ ー
ト 結果 に お い て は 「声の方が安心 し たJ と い う 回

-40 -



言語教示が血圧反応性お よ び痛み認知 に及 ぼす影響

答が少 な く な か っ た が， 生理的指標 に 反映 さ れ る
程度 の影響 を 与 え る も の で は な か っ た と 思われる。
2 ） シ ョ ッ ク 期

弱い痛み に対 しTw呈示 で は SBP， 言 語教示 で
は そ の種類 に 関 ら ずSBP, DBPの 両方 でH群がL
群 に比べ有意 に 血圧上昇 し て い た 。 強い痛み に対
し て は言語教示 の Vn と 組 み 合 わ せ た 場合 の DBP
以外でH-L群 問 に有意 な 差 が見 ら れ た 。 特 に Vw
と の組み合 わ せ でH群 はL群 よ り 大 き く 血圧上昇
し て い たD H群は， 電気 シ ョ ッ ク や そ の 痛 み に対
し てL群 よ り も 強 く 脅威 だ と 感 じて い る た め 交感
神経が よ り 尤進 し， 血圧反応性が大 き く な っ た と
考 え ら れ る 。
3 ） 言語教示 の 違 い に よ る 影響

言語教示， 電気 シ ョ ッ ク に対す る 血圧 の 反応傾
向 に つ い て， 言語教示 の種類別 に H 群 と L群 を そ
れ ぞれ見 て み る と ， 教示内容が違 う こ と に よ る 有
意 な 差 は 見 ら れ な か っ たD Staub と Kellett15l の 実
験結果か ら 被験者 の 嫌悪刺激へ の 反応に対 し言
語的あ る い は記述 的 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が影響 を
与 え る 為 に は， 被験者が予期 し た り ． 実際 に経験
す る 恐れや痛み， 危険の程度 な ど を 最小限 に す る
よ う な情報 を 含む べ き で あ る と 述べ て い る 。 本実
験 で は 嫌悪刺激 で あ る 電気 シ ョ ッ ク の大 き さ と 言
語教示で示 さ れ る 痛み の程度が一致 し て い な い場
合 も あ り ， 被験者 に と っ て電気 シ ョ ッ ク 直前の言
語教示 は刺激 に よ る 恐れや痛み の程度 を必ず し も
最小限 に す る た め の情報で は な か っ た こ と か ら ，
教示 の種類が違 う こ と に よ る 反応は血圧 の変化 と
し て現れ な か っ た の で は な い か と 考 え ら れ る D 今
回 「電気 シ ョ ッ ク 」 と い う 言葉 に形容詞 で意味付
け し た言語教示 そ の も の に対 す る 反応を調べ る た
め に は， 教示 内容 と 一致 し な い 場合 に お い て も ，
そ の教示独 自 の 反 応が現れ る の で は な い か と 期待
し た た め， 各種の 言語教示 と 刺激強度 を ラ ン ダム
に組み合 わ せ た 実験 を 行 っ た o し か し実験後の被
験者 自 身が記入 し た ア ン ケ ー ト 結果 に よ る と ， 被
験者が教示 内容 を 疑 っ た り ， 教示 を聞い て も 最初
か ら 信用 し な い よ う に心がけ た り し て お り ， こ ち
ら の期待 と は異 な っ た も の と な っ た 。 今後 は， 言
語教示 自 体が与 え る 効果 に つ い て調べ る た め の試
行順序や組み合わせ な ど を 更 に 検討 し て い く 必要
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があ る と 思 わ れ る 。
3 . 痛み の認知

電気刺激 に対す る痛 み の評価 で は， 全て の組み
合わせ に お い てH群 よ り も L群 の 方 が痛 み の程度
を 大 き く 評価 し て お り ， 特に 強い痛み に対 し て は
有意 な差が見 ら れ たD 痛み は個人的 な体験で主観
に よ っ て の み表現 さ れ る も の で あ る た め， 心理的
な要因が影響 を 与 え る ω 。 し た が っ て不安が強い
と 痛 み を 強 く 感じる はずであ り ， 不安 に な り や す
いH群がL群 よ り も 痛 み の 程 度 を 大 き く 評価 す る
の で は な い か と 予想 し て い た が， 実際の結果は逆
にL群が痛み の程度 を 大 き く 評価 し て い た D 不安
に な り やすい傾向のH群が条件づけ課題 に お い て
十分に不安情動が高 め ら れ てい た こ と は血圧反応
の上昇傾向か ら 示 さ れ て い る と 考 え ら れ る が， そ
れ故に不安状態 に お い て， 痛み を伴 う 電気 シ ョ ッ
ク と い う 嫌悪刺激 を 否認的に評価 し て い た の で は
な い か と 考 え ら れ る 。 Lazarus ら 17） は 否 認 や 否認
と 同様の プ ロ セ ス に つ い て 4 つ の可能性を示 し て
い る D 今回H群 に お い て痛み に対す る 否認 プ ロ セ
ス があ っ た と す る と ， こ の う ち の 「関連す る 直接
的活動が何 も な い場合 に は， 機能 を 変 え た り 付加
的害 を も た ら し た り す る こ と な く ， 苦悩 を軽減す
る 可能性 を含む」 が当 て は ま る の で は な い か と 考
え ら れ る D H群 に お い て高 め ら れ た 不安状態がL
群 よ り も 大 き く ， 痛み を脅威 と 感じる程度 も 強い
と 考 え ら れ る た め， L群 よ り も 苦痛 を 軽減 し よ う
と す る 働 き が強 い の で は な い か と 思 わ れ る 。 L群
では痛み を伴 う 電気 シ ョ ッ ク と い う 脅威に対 し て，
不安 に よ っ て痛み の事実に否認や思い込み と い う
対処 を 行 わ ず， 事態 を 客観的 に捉 え る こ と が出来
る の か も し れ な い と 推察 さ れ る 。 ま た言語教示の
種類別 での痛み の評価 は， L群 で はVs と の組み合
わせ に比べ， Vwの場合 に お い て Ps の 痛 み の程度
を有意に弱 く 評価 し て お り ， 実際 に は強い痛み を
与 え る 刺激で あ っ て も 「痛 く な い」 と 教示 さ れ る
こ と に よ り 痛みの程度 を軽減す る方向に認知を行っ
て い る の で は な い か と 考 え ら れ る 。 一方H 群 で は
弱い痛み に 対 し て Vn, Vs に 比べVw と の 組み合
わ せ に お い てPwの痛みの程度 を 比 較的強 く 評価
す る 傾向が見 ら れ たo こ の こ と は Pw と の 組 み 合
わせであ っ て も Vnで、 は た だ電気 シ ョ ッ ク が与 え
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ら れ る こ と を 知 る だ けで あ り ， ど ち ら の痛みが来
る か は わ か ら な い こ と ， ま た Vs で は 「 と て も 痛
い」 と い う 教示 で電気 シ ョ ック に対 し て強い痛み
と し て 身構 え がで き て い た た め， 予測 し て い た痛
み の 程度 と 比較 し痛 く な い と 感 じ た の で は な い か
と 考 え ら れ る 。 こ の こ と は声 の種類 に よ る 心構 え
の変化 に つ い て聞い た ア ン ケ ー ト で， L群 の 解答
の う ち 一番多 か っ た 「 “痛 く な い” で少 し安心 し，
“ と て も 痛 い” で 緊張」 と い う 感想 と 一致 し た も

の で あ る と 思 わ れ る 。 H群 に お い て も 同 様 の 評価
傾向が見 ら れ て い る 。 し た が っ て 自 分が予測 す る
強い刺激に対 し て程度 を 弱 く 教示 さ れ る と 実際 よ
り も 弱い と 認知 し， 弱 い刺激 に は逆に刺激の程度
を 強 く 教示 さ れ る と ， 強い刺激 を想像 し て 身構 え
る こ と で実際の刺激の程度 よ り も 弱 い と 認知 し て
し ま う こ と が示唆 さ れ る 。

痛 み に つ い て は， 適切 な助言や暗示 は有効 な心
理学的 ア プ ロ ー チ で あ る と 言 わ れ て い る 2）。 広 い
意味で の偽薬効果は有効 と さ れて お り ， 実際の臨
床場面 に お い て は患者 の痛み に対 し て何 ら かの看
護行為 を 行 っ た場合， 患者が看護行為を し て も ら っ
た と 理解 す れ ば薬 に よ ら ず に痛 み を軽減す る こ と
があ る 。 こ の こ と は痛 み が心 因性 の も の で あ る と
い う よ り ， む し ろ暗示や助言が痛 み の認知 に 貢献
し て い る こ と を 示す と 考 え ら れて い る 。 ま たWol
ff と Horland18i は， 痛 み の耐性 や 闇値 に 対 し て情
動は重要 な 要 因 で あ る と 言 っ て い る 。 特 に 激 し い
刺激に対 し て， 情動状態 は通常の 認知過程 と 感覚
の識別 を 妨 げ， 暗示効果 の あ る 指示が痛み の緩和
に か な り 効果があ る と 述べ て い る 。 こ こ で暗示 に

つ い て， 「 あ る 考 え を他人の脳に押 し つ け る行為」
と い う 定義があ る 19) 0 暗 示 は 単 独 で は存在せず，
そ れ を 受 け る 者 の 中 で 自 己暗示 に 変 わ ら な け れば
そ の暗示 は何の結果 も 生み だ さ な い。 暗示 を か け
る こ と は で き て も ， そ の暗示が受 け入れ ら れ た と
き に初 め て 暗示が効果 を発揮す る と い え る ロ し た
が っ て 先 に 述 べ た よ う に， 本実験 で は言語教示の
内容 と 電気 シ ョ ッ ク の大 き さ は必ず し も 一致せず，
被験者 に は ど の組み合わせが試行 さ れて い る か は
わ か ら な い よ う に な っ て い た為， 「痛 く な い」 ゃ
「 と て も 痛 い」 と い っ た言葉 は 信用 さ れ ず 暗示効
果 を持つ も の で は な か っ た と 考 え ら れ る 。 仮 に，
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被験者 に電気 シ ョ ック の強度 に つ い て 出来 る だ け
刺激直前 に呈示 さ れ る 言語教示の内容を信 じ る樵
事前 に指示 を 加 え て い た と す る な ら ば主観的 な痛
み の 評価， 更 に は血圧変化 は言語教示 の種類 に よ
り 違いがみ ら れ た か も し れ な い と い う 可能性が推
察 さ れ る 。
4 .  ヒ ト の言語 と 条件刺激

条件づけ課題 に お い てcs と し て 用 い た純音 と
言語教示で表現 さ れ る 情報の性質の相違 に つ い て
も ， 検討が必要で あ る と 思 わ れ る 。 言語が感覚 に
つ い て の情報 を 表 わ す と き 単 に 名前や， コ ミ ュ ニ
ケ ー シ ョ ン ・ ツー ル と し て働 く の で は な い20) 0 現
在， ヒ ト の言語が も っ記号体系に つ い て の研究 に
は 大 別 し て 二 つ の 異 な っ た ア プ ロ ー チ21) が あ
り ， 第一 の ア プ ロ ー チ は生成文法 （ generative
grammar） の研究で あ る O そ し て 第二の ア プロ ー
チ は言語 に よ っ て表現 さ れ る 情報の性質 を研究 し，
そ こ か ら 言語 の本質的性格に迫ろ う と す る も の で
あ る 。 こ の ア プ ロ ー チ は言語が表現す る 内容 で あ
る 情報の性質 に着 目 す る も の で あ り ， ヒ ト の言語
情報の処理機構 に深 く 依存 し て い る こ と が明 ら か
で あ る 口 言語反応は ヒ ト に と っ て外界 と の相互関
係 を確立 ・ 遂行す る た め の も っ と も 完成 さ れ た 手
段 と な る も の で あ り ， 社会的相互作用 の過程でで
き あ が っ た． 複雑 に構成 さ れ行動 に発達 し た条件
結合系で あ る 22) 0 動物 に と っ て音声反射は極 め て
無条件反射的 な も の で は あ る が， ヒ ト に と っ て の
言語 は音声反射か ら 発達 し た も の であ る がそ の発
達の過程 に お い て条件反射 と な っ た。 故 に条件づ
け課題 に お い て， 純音 と 言語教示 は 同 じ役割 を 持
つ も の では あ る が， ヒ ト に お け る 言語 は 強化 に よ
り cs と な る 純音 と は 違 い ， 初 め か ら 条件刺激 と
し て機能 し う る も の であ る と 言 え る 。 今回 の 実験
の よ う に， 言語教示が被験者 の信頼 を 欠 く 場合 に
言語は条件刺激 と し て の役割 を 果 た さ な く な る こ
と が示唆 さ れ る 。 こ の言語教示が被験者の信頼 を
欠い た と い う 点 に つ い て は， 実験で用 い た言語教
示が機械的に呈示 さ れ た も の で あ る と い う こ と と
関係 し て い る の で は な い か と 考 え ら れ る 。 今 回 の
呈示方法で は， 電気 シ ョ ッ ク 直前 の言語教示 と 電
気 シ ョ ッ ク と の文脈が薄れて い た と 考 え る 口 毎 回
刺激が来 る 度 ご と に， 被験者 と 対面形式に刺激の
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程度 に つ い て言語教示 を 与 え た な ら ば， そ の教示
内容 と 文脈が繋が り ， 被験者 は文脈情報 と し て の
言語教示 に 異 な る 血圧変化 を示 し た 可能性が考 え
ら れ る お） 0 

臨床 の看護場面 に お い て は， 看護者 は患者 と 対
面 し声か けや説明 な ど を 行 う 。 そ の 際， 患者 は そ
の言葉 を信頼 し， 受 け入 れ た 場合 に そ れ ら の効果
が発揮 さ れ る も の と 推察 さ れ る 。 刺激が強い と 予
想 さ れ る 処置や検査 の際 に は そ の程度 を小 さ く 教
示す る こ と に よ っ て， 患者 も 刺激 に 対 し て そ の程
度 を 軽減す る 方 向 に認知 を行 う こ と が出来， 安楽
を 得 る こ と に つ な が る の で は な いか と 考 え ら れる 口
看護者の 言葉が患者 に信頼 さ れ， 受 け入 れ ら れ る
か ど う か は看護者一人 ひ と り の資質 と 技量 に 関 わ
る 問題 に な る と 言 え る 。 従 っ て， 実際 に患者への
声 か け や説明 を 行 う と き に は， 言動がマ ニ ュ ア ル
通 り の機械的 な も の に決 し て な ら な い よ う に注意
を払 う 必要性が あ る と い う こ と が実験結果か ら 示
さ れ た と 考 え る 。

v . 結 論

危機的状況 で は不安 に な り やす い性格傾 向 の 人
は血圧反応性が大 き く な る 傾向があ り ， 不安強度
の高 ま り や す さ と 交感神経 の活動性 と の 関係が示
唆 さ れ た。 大変痛 い と 感じ る 刺激 に対 し 「痛 く な
い」 と 言語教示す る こ と に よ っ て脅威 を減少す る
方 向 に 認知的評価 を 行 い， 痛み認知 を 軽減す る 効
果が明 ら か と な り ， 提供 さ れ る 言語文脈情報が個
人の認知過程 に影響 を 及 ぼす こ と が示唆 さ れ たD
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Abstract 

It is well-known that pain sensation and 

anxiety are influenced by verbal information 

suggesting no-pain. This study investigates the 

effects of verbal contexts on continuous blood 

pressure and fear cognition in a fear condition

ing task. The subjects were female university 

students in nursing course who were high and 

low trait anxiety ( A-Trait ) group in the 

ST Al. T he conditioned stimuli consisted of three 

k inds of verbal phrases : suggested pain, no 

pain and strong pain. The unconditioned 

stimuluswas a weak electronic shock to the 

right arm. Verbal information did not affect 

elevation of the blood pressure in the conditioned 

and unconditioned stimuli . The blood pressure 

by the electronic shock in high A-Trait group 

increased significantly more than in low A

Trait group. The pain rating was significantly 

higher in low A-Trait group than in high A・

Trait group. This suggests that the anxiety 

trait is related to autonomic function, and 

verbal information influence pain cognitive 

processes rather than blood pressure reactivity. 


