
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

ストレス曝露時の認知能力測定指標としてのスト
ループ干渉および逆ストループ干渉の応用可能性

景山, 望
九州大学大学院人間環境学府

箱田, 裕司
九州大学人間環境学研究院

https://doi.org/10.15017/20074

出版情報：九州大学心理学研究. 12, pp.33-40, 2011-03-31. 九州大学大学院人間環境学研究院
バージョン：
権利関係：



赤インクで書かれた �あお�の文字のように, 色名を
表す文字とインクの実際の色が一致しない語 (以後, 色・

色名不一致語とする) のインクの色を命名する場合, 単

純な色命名 (�����������) よりも反応が遅くなる｡ こ
の現象はストループ干渉 (�������1935) と呼ばれ, 古
典的な実験心理学の研究テーマであると同時に非常に頑

健な現象である｡ 一方, 色・色名不一致語において, ス

トループ干渉のようにインクの色に対して反応するので

はなく, 色名を表す文字を答える場合 (�����赤インク
で書かれた �あお�の文字について, ｢あお｣ に反応す
る) 場合にも, 反応が遅くなることがある｡ この現象を

逆ストループ干渉と言う (������������2000�2003)｡
これら 2種類のストループ干渉は, 実験心理学において

古典的な研究テーマであるが, 現象の頑健性や実験手続

きの簡便性から, 実験室内の基礎的研究から実験環境の

統制が困難な特殊環境下の人間の認知メカニズムの解明

といった応用研究まで, これまで幅広く研究が行われて

いる｡ さらに, 近年, ����(�����������������������������������) を用いた脳機能イメージング研究や,
事象関連電位 (����������������������：以下���とする)
の測定による電気生理学的研究から, ストループ干渉の

生起メカニズムの神経基盤についても明らかにされつつ

ある｡ こうした生理学的知見から, ストループ干渉課題

は, アルツハイマー患者や, 統合失調症患者, そして注

意欠陥・多動性障害 (��������������������������������������) の患者といった複雑な実験手続きによる測定が困
難な実験参加者の選択的注意能力の測定指標として, 多

く研究で用いられている (���������������������������������������������������������� �����������
2004；佐々木・箱田・山上, 1993；����� ��������������)｡
本稿では, まず色・色名不一致語に対する反応時に生

じるストループ干渉が, いかなる認知能力を測定できる

のかについて, 基礎的研究と脳機能イメージング研究の

知見からレビューを行う｡ 続いて, 2 種類のストループ

干渉 (ストループ干渉・逆ストループ干渉) の生起メカ

ニズムの違いについて, 反応様式と 2種類の干渉との関

係に関する基礎的研究と, 脳機能イメージング研究の知

見からレビューを行う｡ さらに, 心理的ストレスや物理

的ストレス曝露による認知能力への影響について, スト

ループ干渉課題を用いて検討した研究のレビューを行う｡

最後に, ストレス曝露時の認知能力測定指標としてのス

トループ干渉および逆ストループ干渉の可能性について,

色・色名一致語と色・色名不一致語の呈示頻度および間

隔の影響についての知見から, 展望を述べる｡
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ストループ干渉および逆ストループ干渉の応用可能性



ストループ干渉の生起メカニズムと神経基盤

ストループ干渉によって測定できる認知能力と神経基盤

との関連

ストループ干渉によって測定可能な認知能力 ストルー

プ干渉課題で刺激として用いられる色・色名不一致語は,

色名を表す言葉の意味的情報と言葉を印字しているイン

クの色という知覚的情報が混在している刺激とみなすこ

とができる｡ こうした色・色名不一致語において, いず

れかの情報 (文字を印字している色, もしくは色名) に

反応した場合に, まず反応しなかった情報への注意を抑

制する必要があり, 次に反応しなかった情報から生じる

認知的葛藤を処理することから, ストループ干渉は選択

的注意と認知的葛藤の解消過程を測定する指標としても

考えられている (�������������� ���������1984；�����1973)｡
さらに, 近年では, ワーキングメモリの個人差によっ

て, ストループ干渉の強さが異なることが報告されてい

る (����� ������2003)｡ ����� �����(2003) は,
ストループ干渉を引き起こす不一致刺激 (色・色名不一

致語) と一致刺激 (色・色名一致語) の呈示頻度を操作

することによって (�����一致刺激の呈示頻度が全体の
20 パーセントの場合, 不一致刺激の呈示頻度は 80 パー

セント), ワーキングメモリの個人差がストループ干渉

に及ぼす影響について検討した｡ なお, ����� �����
(2003) は, ワーキングメモリ測定指標の一つである�����テスト (�����������������；��������� ������
1990) によって, 実験参加者をワーキングメモリ高群と

低群に分けた｡ この結果, 一致刺激の呈示頻度が高い試

行において, ワーキングメモリ低群の不一致刺激の反応

時間は, ワーキングメモリ高群に比べて遅かった｡ さら

に, ワーキングメモリ高群は, 一致刺激が全く出現しな

い試行において, 一致刺激が出現する試行に比べて, 反

応時間が速かった｡ 結果から, ����� �����(2003)
は, ワーキングメモリの容量が大きいほど, 同一課題の

反復実施は, 刺激の種類に関係なく課題遂行にかかる認

知コストを最小限に抑えることができることを主張した｡

さらに, ����� �����(2003) において, ワーキング
メモリ高群の不一致刺激の反応時間は, 刺激の呈示頻度

に関わらず, ワーキングメモリ低群よりも速かった｡ よっ

て, ストループ干渉はワーキングメモリの容量の個人差

も測定できる指標として考えられる｡

ストループ干渉の神経基盤 色・色名不一致語に代表

されるストループ干渉を引き起こす刺激の処理には, 頭

前野背外側部 (����������������������������：以下�����とする) と前部帯状回 (�����������������������：
以下���とする) を含む帯状回の働きが重要であるこ
とが報告されている (���������������������������

�������� �����2009；�������� ����������2000；����� � ����������2002) ｡ ������� � ���������
(2000) は, ストループ干渉課題遂行時, 色・色名不一

致語のいずれかの情報に対する注意の持続を�����で
行い, 注意を向けなかった情報による認知的葛藤の解消

は���で行われることを提案した｡
一方で, �����������������������(2009) は, 選択的

注意と認知的葛藤の解消は, 帯状回の異なる部位によっ

て処理されることを提案した｡ �����������������������
(2009) は, 中部帯状皮質において, まず入力された刺

激が統制刺激であるか, それとも色・色名刺激であるか

の弁別を行うことを提案した｡ そして, 統制刺激との弁

別の後, 色・色名一致刺激と色・色名不一致刺激との弁

別が���で行われることを報告した｡ 選択的注意と認
知的葛藤の解消が, 帯状回の異なる部位によって処理さ

れることも示唆されている (����������������2002)｡������ ���������(2002) は, ���の損傷部位が異な
る 2名のストループ干渉課題成績と, 健常者のストルー

プ干渉課題とを比較した｡ その結果, 右部損傷の患者に

おいては, 一致試行以外は健常者とほぼ同様の結果であっ

た｡ 一方で, 左部損傷の患者においては, 全ての条件に

おいて健常者より成績が劣った｡ この結果から, �����
らは, ���の左側がストループ干渉の処理に重要であ
ることを主張した (����������������2002)｡
以上の知見に加え, ストループ干渉はワーキングメモ

リ研究の中央実行系の神経基盤研究に応用がなされてい

る (������������������������� �������2000) ｡��������������(2000) は, �����がワーキングメモ
リにおける中央実行系の働きの一つである生体にとって

適切な情報に対する注意の持続に関与し, ���は競合
する情報や不適切な情報の抑制に関与することを報告し

た (���������������2000)｡ よって, 選択的注意や認
知的葛藤の解消過程, さらにはワーキングメモリの個人

差を測定する上で, ストループ干渉は生理学的根拠もあ

る信頼性の高い指標として考えることができる｡

ストループ干渉と逆ストループ干渉との生起メカニズム

異なる反応様式の影響による生起メカニズムの差異

ストループ干渉と逆ストループ干渉は, 反応様式の違い

によって干渉の強さが異なるという特徴を持っている

(�������2000�2003；箱田・佐々木�1990��1990�)｡ 一
般的に, ストループ干渉は, 口頭反応で強い干渉が生じ,

逆ストループ干渉は, 色・色不一致語の言葉に該当する

色パッチを色パッチ群から選択するマッチング反応を用

いた場合に強い干渉が生じるとされている (�������
2000�2003；箱田・佐々木�1990�)｡ 箱田・佐々木
(1990�) は, 反応様式にマッチング法を採用した集団式
ストループ検査によって, マッチング反応であってもス
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トループ干渉を測定できることを示した｡ しかし, マッ

チング反応で検査を実施した場合, 逆ストループ干渉が

ストループ干渉よりも干渉が強く検出され, 口頭反応で

検査を実施した場合は, ストループ干渉は観察されたも

のの, 逆ストループ干渉が観察されなかった (箱田・佐々

木, 1990�)｡ 一連の結果について, 箱田・佐々木
(1990�) は, 色・色名不一致語が刺激として呈示された
時点で, 色についての知覚的コード化と色名についての

言語的コード化の二重コード化 (�������1971) が行わ
れることが前提にあると主張した｡ そして, 課題の目的

に関係のない刺激入力時にコード化された属性 (色に反

応するストループ干渉課題であれば色名の言語的コード,

色名に反応する逆ストループ干渉課題であれば色の知覚

的コード) による干渉の強さが, 反応様式によって決定

されることから, ストループ干渉と逆ストループ干渉の

生起メカニズムは異なることを主張した (箱田・佐々木�
1990�)｡
2 種類のストループ干渉課題遂行時の脳内の神経基盤

による差異 箱田らは, 2 種類のストループ干渉を測定

できるストループ検査と, 反応様式の実験的操作によっ

て, ストループ干渉と逆ストループ干渉は異なる生起メ

カニズムを持つことを主張した｡ こうしたストループ干

渉と逆ストループ干渉が異なる生起メカニズムを持つこ

とについては, ストループ課題遂行時の����による脳
機能イメージングや, 事象関連電位 (���) の測定によっ
ても検討がなされている (��������������������������2003；������������������������������2001)｡���������(2001) は, 色・色名不一致語を用いて, 色
に対して反応する場合 (ストループ干渉課題) と色名に

対して反応する場合 (逆ストループ干渉課題) における���の活動を����によって測定することによって検
討を行った｡ その結果, 色名に対する反応時間は, 色に

対する反応時間に比べて遅くなったが, ���の活動は
逆ストループ干渉課題遂行時の方が, ストループ干渉課

題遂行時に比べ, 活発であることを見いだした｡ 一方で,�������������(2003) は, 色・色名不一致語を用いて,
色に対して反応する場合 (ストループ干渉課題) と色名

に対して反応する場合 (逆ストループ干渉課題) の脳の

活動について, ���の比較によって検討したところ,
逆ストループ刺激課題遂行時において, 側頭部に色と語

間の初期知覚段階の物理的ミスマッチ時に生じる事象関

連電位の�100 成分 (刺激呈示から 100��前後に発生す
る負の事象関連電位) が観察されたが, ストループ刺激

反応時には, �100 成分は観察されなかった｡ �������������(2003) の結果は, 課題に関係のない刺激入力時
にコード化された属性 (ストループ干渉課題であれば色

名の言語的コード, 逆ストループ干渉課題であれば色の

知覚的コード) の処理が, 異なる脳部位で行われること

を示し, 箱田・佐々木 (1990�) における 2 種類のスト
ループ干渉の生起メカニズムの妥当性を支持するもので

あった｡ 現在, ストループ干渉と逆ストループ干渉は,

単一の部位で処理されるのではなく, 複数の機構で並列

処理され, 異なる生起メカニズムを持っていることが,

生理学的根拠からも明らかになってきている｡

心理的・物理的ストレス曝露と
ストループ干渉との関連

ストレス曝露が�����および���の活動に与える
影響 これまでストループ干渉課題は, 選択的注意と認

知的葛藤の解消の 2種類の認知能力を測定できる指標と

して, 多くの研究で用いられてきた｡ ストループ干渉課

題遂行に関与する�����を含む前頭前野や���を含
む帯状回の働きは, 慢性的かつ急性的ストレスと関連が

あることから, 様々な検討がなされている (��������������������������������������������������������� ������2003；���������������� ������2009)｡�����������(2009) は, 学期末試験を一ヶ月前に控え,
慢性的に心理的ストレスが高い状態にある 20 名につい

て, 前頭前野 (����������������：以下���とする) の
活性と相関がある注意反応切り替え課題を試験前と試験

後に実施し, その際の���の活動を����で測定した｡
試験前は, 統制群 (慢性的な心理的ストレスが低い群)

に比べ, 課題成績は悪く, ���の活動は低かった｡ し
かし試験後, すなわち心理的ストレス解放後の課題成績

および���の活動は, 統制群と同等の水準まで上昇し
た｡ 結果から, 慢性的な心理的ストレスは選択的注意の

制御に必要な前頭前野の機能を低下させることを報告し

た｡ �����������(2003) は, 心的外傷後ストレス障害
(����������������������������以下 ����とする) 患者
と, ����は発症していないが心的外傷を受けたことが
ある実験参加者との���の活動について比較を行った｡������らは, 心的外傷を受けたことがあるが����を発
症していない実験参加者に比べて, ����患者は���
の活動が低いことを報告した｡ 現在, �����を含む前
頭前野や���を含む帯状回は, 慢性的かつ急性的スト
レスによって機能が低下することが明らかになってきて

いる｡

さらに, ���を含む帯状回は, 心拍変動を制御する
自律神経系の活動に関与することが報告されている

(��������������������������������������������������������������������� ������2003；������������������������������������������2004)｡ これまでの研究
において, 交感神経系の活動に背側 ���が関与し
(���������������2003), 副交感神経系の活動には腹側���の関与がすること (��������������2004) が報告
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されている｡ さらに��������������(2003) は, ���を
含む脳部位を損傷している患者では, 心理的ストレスに

よる自律神経系由来の心拍数の増大が, 健常者に比べて,

緩やかであることを報告した. 以上から, ���の機能
は, 心理的ストレスによる自律神経系の活動を調節する

ことが提案されている｡

心理的・物理的ストレス曝露によるストループ干渉へ

の影響 脳機能イメージング研究による生理学的根拠や,

現象の頑健性や手続きの簡便性から, ストループ干渉課

題は, 心理的ストレスが選択的注意や認知的葛藤の解消

に及ぼす影響についての研究に用いられている

(�������� �������1997；������������������������������ ������2006)｡ �������� ������(1997) は,
湾岸戦争時における砂漠の嵐作戦に参加した退役軍人の

選択的注意能力ならびに問題解決能力の低下について,

ペグボードを用いた指の精緻性テストやストループ干渉

課題を実施した｡ 退役軍人の指の精緻性テストやストルー

プ課題成績は, 健常者の標準値を大きく下回る結果となっ

た｡ さらに, 実験参加者の心理的ストレス尺度であるミ

ネソタ多面人格目録 (�������������������������������������������������� ���������1943) の結果は, 専
門家の治療が必要な得点であった｡ これより, �������� ������(1997) は, 慢性的な心理的ストレスによっ
て, 選択的注意を含む認知能力が低下することを示した｡

一方で, �����������(2006) は, 日常生活が慢性的な
ストレスに曝露されている場合, 様々な認知能力は向上

しうることを報告した｡ �����������(2006) は, 定期
試験による心理的ストレスが学生に与える影響について,

ストループ干渉課題とタスクスイッチング課題の 2種類

の認知課題と, 状態―特性不安検査 (����������������������������������������1975) と心拍変動によって検討
した｡ 測定は, 学期開始時, 試験開始 2週間前, 試験終

了後の 3点で実施した｡ 試験期間中, タスクスイッチン

グ課題遂行に必要な認知資源は少なく, ストループ干渉

は, 学期開始時や試験終了後よりも小さかった｡ 一方で,

不安得点は, 学期開始に比べ試験期間開始 2週間前から

増加し, 試験終了後には減少した｡ また心拍変動から,

試験期間中は交感神経系が優位であったが, 試験終了後

には副交感神経系が優位になった｡ この結果から,�����������(2006) では, 選択的注意等の認知能力は,
心理的なストレス曝露によって向上すると主張した｡

ストレス曝露が認知能力に与える影響と個人差 これ

まで心理的ストレスとストループ干渉との関連の研究は,

特殊環境への長期間滞在や当事者の将来に関わる定期試

験に対する不安といった状況や環境に由来するストレス

の直接的な影響が中心で, こうしたストレスの影響と個

人の特性についての研究は, あまり行われていない｡������ ������(2009) は, 心理的ストレスが選択的

注意に及ぼす影響の個人差について, ストループ干渉課

題を用いて検討した｡ ������ ������(2009) は, 実
験参加者の特性の個人差をワーキングメモリによって定

義し, ワーキングメモリ測定指標の一つである�����
テスト (�����������������) によってワーキングメモリ
高群と低群に分けた｡ また, ストレス状況を音量の異な

るホワイトノイズによって定義し, 65��を低ストレス
条件, 85��を高ストレス条件とした｡ 結果, ワーキン
グメモリ高群において, 高ストレス条件のストループ干

渉量が低ストレス条件のストループ干渉量に比べ, 低く

なった｡ 一方で, ワーキングメモリ低群においては, 高

ストレス条件のストループ干渉量は低ストレス条件より

も大きく, ワーキングメモリ高群に比べても大きくなっ

た｡ 加えて, 高ストレス条件においては, �����テスト
の成績とストループ干渉量との間に負の相関があった｡

しかし, 低ストレス条件においては�����テストとス
トループ干渉量との間に有意な相関関係はなかった｡ こ

れより, ������������(2009) は , ワーキングメモ

リの容量が小さい人間は, ストレス曝露時には注意資源

がストレッサーとなる刺激内の中心情報に集中し, 非関

連情報の処理を抑制することが困難になることを提案し

た｡

長期間のストレス曝露とストループ干渉の経時的変化

ストループ干渉課題は, 課題実施の繰り返しによる学習

効果が小さく, 複数回の反復によっても消滅しないこと

が報告されている (��������1998)｡ �������(1998)
は, ストループ干渉課題の反復実施による学習効果につ

いて, 実施回数に伴う干渉量の変動によって検討した｡�������(1998) は, 色・色名不一致語に対する反応時
間と色名とは関係ない統制語 (���������������������
などの動物名) の反応時間の差分をストループ干渉量と

して定義した｡ 1 日 1 セッションとして 5 日間から 10

日間, ストループ干渉課題を実施した｡ ストループ干渉

条件において, 1 回目の課題から 2回目の課題実施にか

けて反応時間の減少が見られたが, 2 回目以降の反応時

間の減少は見らなかった｡ しかし, 全ての実験を通じて,

ストループ干渉条件の反応時間が統制課題の反応時間と

同じならなかった｡ �������(1998) の結果は, 反復に
よる学習効果によって, ストループ干渉は消滅しないこ

とを示唆している｡

こうした学習効果への耐性を利用して, ストループ干

渉は, 水深 200�以深の深海で潜水作業を行う潜水員の
認知能力の測定に応用されている (�����景山・箱田・
小沢�2010)｡ 景山他 (2010) は, 水深 440�飽和潜水
訓練時における潜水作業員の認知能力を2種類のストルー

プ干渉 (ストループ干渉・逆ストループ干渉) が測定で

きる新ストループ検査Ⅱ (箱田・渡辺� 2005) によっ
て検討した｡
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景山他 (2010) が検討を行った水深 440�飽和潜水訓
練は, 艦上減圧室 (������������������������：以下���とする) という深海訓練シミュレータ内で 30 日間
の日程で実施されるものである｡ 訓練参加の潜水員は,

訓練期間開始から終了まで���内に隔離されることに
なる｡ また, ���内は, 潜行する海中と同等の環境圧
(潜水員の周辺の水圧または圧力) に設定される｡ 水深

10�ごとに 1 気圧上昇するボイルの法則から計算する
と, 水深 440�飽和潜水訓練実施の場合, 潜水員は 45
気圧, すなわち地上を 1 気圧 (大気圧) とすると約 45

倍の環境圧といった高圧環境に曝露されることになる｡

さらに飽和潜水訓練は, 目的の深度までの潜行する加圧

期 (環境圧の上昇), 目的の深度での滞停する保圧期

(環境圧の保持), 地上に復帰する減圧期 (環境圧の減少)

の 3つのフェイズから構成されるため, 訓練参加の潜水

員は 30 日間に大気圧 (1 気圧) から最大 45 気圧までの

環境変化を経験することになる｡ また, 高圧環境曝露や

隔離環境研究において, 隔離環境への滞在期間が, 4 分

の 3を消化した時点で, 抑うつや不安傾向が増加するこ

とが報告されている (4 分の 3 半期現象；������������������������������� ������1996)｡ 加えて, 31
気圧以上の高圧環境下では, 不安や抑うつ傾向が高くな

ることが報告されている (�����������������������������������������������������1997)｡ これより,
景山他 (2010) の実験環境は, 訓練参加の潜水員に高圧

曝露といった物理的ストレスと社会との長期間隔離によ

るいった心理的ストレスが同時にかかる環境であった｡

よって, 景山他 (2010) は, 長期間の高圧曝露中の心理

的ストレスを, ����質問紙 (������������������������������������ �����������1992) の日本語版����質問紙 (横山�1994) と, ���尺度 (��������������������������1989) の 2 種類の心理ストレス質問
紙によって検討した｡ 2 種類のストループ干渉は, 環境

圧が最大 45 気圧になる保圧期に最も高くなった｡ しか

し, 環境圧が減少する減圧期以降, 2 種類のストループ

干渉も減少し終了時には訓練開始前値に戻った｡ 一方で,

高圧曝露期間中の心理的ストレスについては, 高圧曝露

や訓練の経過日数による顕著な悪化や変動はなかった｡

これより, 景山他 (2010) は, 高圧環境下における認知

能力を規定する要因は, 高圧曝露や長期間隔離による不

安や抑うつなどの心理的要因ではなく, 環境圧の大きさ

といった物理的要因であると主張した｡

また, 景山他 (2010) は, 対照実験として, 大気圧 (1

気圧) 環境下で新ストループ検査Ⅱを複数回実施した｡

実施回数と検査回数は, 水深 440 飽和潜水訓練時の実験

実施スケジュールに準じた｡ その結果, 大気圧環境下に

おいては, 1 回目の課題実施から 2回目の課題実施にか

けてストループ干渉および逆ストループ干渉ともに干渉

は増加したが, 2 回目以降の干渉の増加ならびに減少は

2種類のストループ干渉とも見らなかった｡ この結果か

ら, 景山他 (2010) は, 高圧環境下における 2種類のス

トループ干渉の変動が, 高圧環境曝露による影響である

ことを強調した｡

ストレス曝露時の認知能力測定指標としてのストルー

プ干渉の実用性 景山他 (2010) の結果から, ストルー

プ干渉は, 試験ストレスや����といった心理的ストレ
スだけではなく, 高圧環境曝露といった物理的ストレス

にも鋭敏に反応することが示された｡ 特に景山他

(2010) の結果は, 物理的ストレスには逆ストループ干

渉の方が鋭敏に反応することが示すものであった｡ 加え

て, 景山他 (2010) と�����������(2006) の結果か
ら, ストレッサーが除去されることによって, 2 種類の

ストループ干渉がストレス負荷前の水準に復帰すること

が確認された｡ これより, ストレスの発生から消失まで

の認知能力の水準を, ストループ干渉および逆ストルー

プ干渉は鋭敏に測定できることが示された｡ さらに, 景

山他 (2010) が用いた新ストループ検査Ⅱは, 不安障害

やうつ病患者と健常者との選択的注意能力の比較研究に

も用いられている (渡辺・箱田・松本, 2006)｡ 渡辺他

(2006) は, 健常者に比べ, うつ病患者および不安障害

患者の 2種類のストループ干渉は高くなることを報告し

た｡ またこの検査は, 反復して検査を実施しても, 個人

の反応特性は維持されることが報告されている (箱田・

佐々木, 1990�)｡ 以上, これまでの知見を総合すると,
2 種類のストループ干渉課題は, 特殊環境や慢性的スト

レス曝露事態における認知能力の経時的変化を測定する

指標として有効であると言えよう｡

ストレス曝露中の認知的葛藤の
解消メカニズムの解明を目指して

日常生活において, 人間は常に生命の維持に不必要な

情報への注意を抑制し, 必要な情報に対して選択的に注

意を向けることが求められる｡ これはすなわち, ストルー

プ干渉課題遂行時に必要な認知メカニズムの働きが, 日

常生活を円滑に営む上で重要な役割を果たすことを示唆

している｡ 加えて, 高圧環境下等の危険な状況や緊急事

態に陥った場合, なおさらこうしたメカニズムの働きが

重要となると考えられる｡ しかし, ストレス曝露時に生

じた不測の事態における認知能力について, ストループ

干渉の大きさによる検討がなされていない｡ 一方で, 基

礎的研究においては, (�) 色・色名一致語と色・色名不
一致語の呈示頻度, (�) 色・色名一致語と色・色名不一
致語の刺激の呈示間隔, (�) 前の試行との類似性の影響,
そして (�) 色・色名不一致語のような矛盾する刺激間
の相対的な関係がストループ干渉の強さに影響すること
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について, 近年盛んに検討が行われている｡ 本稿の最後

として, 上記で挙げた 4点のストループ干渉の基礎的研

究についてレビューを行い, 今後のストレス曝露とスト

ループ干渉との関連研究についての展望を述べる｡

色・色名不一致語の呈示頻度, 呈示間隔, および前試

行との類似性の影響 これまでのストループ研究におい

て, 色・色名一致語と色・色名不一致語の呈示頻度や刺

激の呈示間隔, そして前の試行の類似性によって, スト

ループ干渉の強さが異なることが報告されている

(������ �����2008；������ �������2004；�����������2000)｡ ����������(2008) は, 試行間間隔の
長さとストループ干渉の強さとの関連について検討し,

試行間間隔が長いほどストループ干渉が強くなることを

報告した｡ ����������(2000) においては, ストルー
プ干渉の強さは試行前後の呈示刺激に影響を受けること

を示し, さらに試行間隔の長さに比例して, 前試行の呈

示刺激の情報 (�����色・色名一致語か, それとも色・
色名不一致語か) を参照することができなくなることを

明らかにした｡ ������������(2004) は, 色・色名一
致刺激と色・色名不一致刺激の呈示頻度を操作し, 色・

色名不一致刺激の呈示頻度が高い場合には, ストループ

干渉が小さくなることを報告した｡

一方で, 通常の色・色名不一致語ではなく, 負の情動

的な刺激 (������自殺�, �絶望�) に色づけした刺激を干
渉刺激として用いる感情ストループ課題研究 (������������������ ��������1996) では, ���(��������������������������) の長さを, 心理的ストレス負荷条件と
しており, ���が短い場合は, ���が長い場合に比べ,
負の情動語のインクの色に対する反応よりも, 情動を喚

起しない刺激 (������写真�, �黒板�) の色反応の処理よ
り遅くなることが報告されている (���������������
2001)｡

色・色名不一致語といった矛盾する刺激間の相対的な

関係がストループ干渉の強さに及ぼす影響 色・色名不

一致語のような矛盾する刺激間の相対的な関係によって,

ストループ干渉の強さが変わることも報告されている

(������� �������1999；�������������������������������2006)｡ ������� ������(1999) は, 象徴的
距離効果 (����������������������������� ������
1976) を理論的根拠とし, 矛盾する情報間の相対的な距

離が, こうした刺激の処理時の干渉の強さに及ぼす影響

について, 数的ストループ課題によって検討した｡������� ������(1999) が理論的根拠とした象徴的距
離効果は, 類似した刺激の弁別は, 類似していない刺激

の弁別に比べて困難であるという効果である (������3
と 4�の弁別は, �3 と 10�の弁別に比べて難しい)｡
また, ������� ������(1999) が用いた数的ストルー
プ課題は, 数字的な大きさ (������3�2�または �3�

4�) と数字の物理的大きさ (������3�3 �, �4�
3�) を操作し, 数字の物理的大きさではなく, 意味的
に大きい方に対して反応するものであった｡ その結果,

意味的な数字の大きさが近いほど干渉が大きかった｡�������������(2006) は, 逆ストループ干渉課題 (色

名が印字されている色を無視して, 語が表す色の意味を

答える) の刺激をディストラクターの色調をターゲット

の色調まで規則的に変化させた不一致刺激を用いて検討

した｡ その結果, ディストラクタの色調がターゲットの

色調に近づくにつれて, 反応時間が速くなった｡ 更に,

この反応時間の変動は, 同じ色度サンプルから得られる

色調の評定によって得られる色の表象と一致した｡ この

結果から, �������������(2006) は, 逆ストループ干
渉の大きさを定量化できることを示した｡

今後の展望 この項でレビューを行った (�) から
(�) のトピックについては, ストレス曝露との関連から
検討はなされていない｡ だが, 危機的状況が発生する頻

度や次の危機的状況が発生するまでの時間間隔がランダ

ムである現実場面を想定すると, 上記の 4点のトピック

とストレス曝露との関連を検討する必要があると考えら

れる｡ また, これまでのストレス曝露とストループ干渉

との関連研究では, 逆ストループ干渉とストループ干渉

の 2種類によって検討した研究は非常に少ない｡ これは

すなわち, 色といった知覚的な表象の干渉が, ストレス

曝露中ではどのように影響するのかについては, ほとん

ど明らかにされていないことを意味する｡ 以上から, 今

後, (�) から (�) のトピックと心理的ストレス曝露と
の関係について, ストループ干渉および逆ストループ干

渉の 2種類の干渉によって検討することが望まれる｡ さ

らに, 様々なストレス場面に応用できるように, 今後は

従来の色・色名不一致語によるストループ干渉課題だけ

ではなく, ������� ������(1999) のような数的スト
ループ課題といった多様なストループ干渉課題によって

検討することが望まれる｡
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