
I z u m a ,  K . ,  S a i t o ,  D . N . ,  &  S a d a t o ,  N .  ( 2 0 0 8 ) .  

P r o c e s s i n g  o f  s o c i a l  a n d  m o n e t a r y  r e w a r d s  i n  t h e  

h u m a n  s t r i a t u m .  N e u r o n ,  5 8 ,  2 8 4 - 2 9 4 .  

ヒ ト の 社 会 的 状 況 に お け る 行 動 は ， 他 者 か ら の 評 判

の 懸 念 に 強 く 影 響 を 受 け る こ と が 社 会 心 理 学 ・ 実 験 経

済 学 で よ く 知 ら れ て い る 。 例 え ば ， 我 々 は 他 の 人 か ら

よ く 思 っ て も ら い た い と い う 理 由 か ら 寄 付 な ど の 向 社

会 的 行 動 を と る 。 本 研 究 は f M R I （ 機 能 的 磁 気 共 鳴 画 像

法 ） を 用 い ， 良 い 評 判 と い う 社 会 的 報 酬 処 理 に 関 わ る

神 経 メ カ ニ ズ ム を 検 討 し ， 脳 の 線 条 体 と 呼 ば れ る 場 所

が 社 会 的 報 酬 と 金 銭 報 酬 の 両 方 に 同 じ よ う に 活 動 す る

こ と を 明 ら か に し た 。 線 条 体 は 食 べ 物 ・ 飲 み 物 ・ 金 銭

等 の 物 質 的 報 酬 に 対 し て 活 動 す る こ と が よ く 知 ら れ て

い る 。 つ ま り 本 研 究 の 結 果 は ， 抽 象 的 ・ 社 会 的 報 酬 で

あ る 良 い 評 判 も そ の 他 の 物 資 的 報 酬 と 同 様 に 線 条 体 で

処 理 さ れ て い る と い う こ と を 示 し て い る 。  

I z u m a ,  K . ,  S a i t o ,  D . N . ,  &  S a d a t o ,  N .  ( 2 0 1 0 ) .  

P r o c e s s i n g  o f  t h e  i n c e n t i v e  f o r  s o c i a l  a p p r o v a l  

i n  t h e  v e n t r a l  s t r i a t u m  d u r i n g  c h a r i t a b l e  

d o n a t i o n .  J o u r n a l  o f  C o g n i t i v e  N e u r o s c i e n c e ， 

2 2 ,  6 2 1 - 6 3 1 .  

本 研 究 で は 良 い 評 判 と い う 社 会 的 報 酬 に 基 づ い て 向

社 会 的 行 動 （ 寄 付 ） を 行 う か ど う か の 意 思 決 定 の 際 の

神 経 メ カ ニ ズ ム を 検 討 し た 。 f M R I 装 置 内 に お い て ビ デ

オ カ メ ラ を 使 い ， 他 者 か ら 自 分 の 寄 付 の 決 定 が 観 察 さ

れ て い る 状 況 を 作 り 出 し ， そ の 状 況 で 実 験 参 加 者 は 寄

付 を す る か し な い か の 判 断 を 行 っ た 。 f M R I デ ー タ 解 析



の 結 果 ， 観 察 者 あ り 条 件 で 寄 付 を す る 場 合 （ 高 い 社 会

的 報 酬 が 期 待 で き る 状 況 ） と 観 察 者 な し 条 件 で 寄 付 を

し な い 場 合 （ 社 会 的 罰 ， 悪 い 評 判 の 心 配 な く 金 銭 が 得

ら れ る 状 況 ） に 線 条 体 内 の 同 一 部 位 の 活 動 が 高 ま る こ

と が 分 か っ た 。 こ れ は つ ま り 向 社 会 的 な 行 動 に 関 す る

意 思 決 定 に お い て ， 線 条 体 が 社 会 的 報 酬 と 金 銭 報 酬 の

両 者 を “ 共 通 の 通 貨 ” と し て 処 理 し て い る と い う こ と

を 示 唆 し て い る 。  

I z u m a ,  K . ,  M a t s u m o t o ,  K . ,  C a m e r e r ,  C . F . ,  &  A d o l p h s ,  

R .  ( 2 0 1 1 ) .  I n s e n s i t i v i t y  t o  s o c i a l  r e p u t a t i o n  

i n  a u t i s m .  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  N a t i o n a l  A c a d e m y  

o f  S c i e n c e s ,  U S A .  1 0 8 ,  1 7 3 0 2 - 1 7 3 0 7 .  

自 閉 症 患 者 の 特 徴 の 一 つ と し て 社 会 的 相 互 作 用 や 他

者 と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が 苦 手 で あ る こ と が 知 ら れ

て い る 。 こ の 説 明 と し て ， 自 閉 症 患 者 は 自 分 が 他 者 に

ど う 思 わ れ て い る か と い う メ タ 的 な 表 象 を 行 う こ と が

で き な い の で は な い か と い う 考 え が 提 唱 さ れ て い る 。

本 研 究 で は こ の 仮 説 を 検 証 す る た め に 観 察 者 あ り な し

の 状 況 で の 寄 付 課 題 の 実 験 パ ラ ダ イ ム を 用 い ， 自 閉 症

患 者 が 良 い 評 判 の 獲 得 の た め に 行 動 を 変 え る か （ 観 察

者 あ り 条 件 で よ り 寄 付 を す る か ） を 検 討 し た 。 そ の 結

果 ，健 常 者 は 寄 付 課 題 に お い て 典 型 的 な 観 察 者 効 果（ 観

察 者 あ り 条 件 で よ り 多 く の 寄 付 を す る ） を 示 し た の に

対 し て ， 自 閉 症 患 者 の 寄 付 行 動 は 観 察 者 あ り な し で 差

が な く ， 自 閉 症 患 者 は 他 者 が も つ 自 分 へ の 評 判 に 応 じ

て 行 動 を 変 え る こ と を し な い （ も し く は で き な い ） と

い う こ と を 明 ら か に し た 。  



I z u m a ,  K . ,  M a t s u m o t o ,  M . ,  M u r a y a m a ,  K . ,  S a m e j i m a ,  

K . ,  S a d a t o ,  N . ,  &  M a t s u m o t o ,  K .  ( 2 0 1 0 ) .  N e u r a l  

c o r r e l a t e s  o f  c o g n i t i v e  d i s s o n a n c e  a n d  

c h o i c e - i n d u c e d  p r e f e r e n c e  c h a n g e .  P r o c e e d i n g s  

o f  t h e  N a t i o n a l  A c a d e m y  o f  S c i e n c e s ,  U S A ,  1 0 7 ,  

2 2 0 1 4 - 2 2 0 1 9 .   

好 き な も の 二 つ か ら 一 つ を 選 択 す る と ， 自 分 の 選 ば

な か っ た も の に 対 す る 好 み が 下 が る こ と が 知 ら れ て い

る 。 こ の よ う な 自 分 が 過 去 に と っ た 行 動 の 正 当 化 は ，

認 知 的 不 協 和 理 論 （ F e s t i n g e r ,  1 9 5 7 ） で 説 明 さ れ る 。

こ の 理 論 に よ る と 自 分 が 過 去 に と っ た 行 動 と 態 度 が 一

貫 し て い な い 場 合 に 不 快 な 感 情 状 態 （ 認 知 的 不 協 和 ）

が 喚 起 さ れ ， そ れ を 軽 減 す る た め に 態 度 を 変 化 さ せ る

よ う に 動 機 づ け ら れ る 。 本 研 究 で は ， 認 知 的 不 協 和 と

そ れ に 基 づ く 態 度 変 化 の 神 経 メ カ ニ ズ ム を f M R I を 用 い

検 討 し ， p o s t e r i o r  m e d i a l  f r o n t a l  c o r t e x  ( p M F C ) の

活 動 が 認 知 的 不 協 和 （ 好 み と 過 去 の 選 択 行 動 と の ズ レ ）

の 程 度 と 相 関 す る こ と を 明 ら か に し た 。  

I z u m a ,  K . ,  &  A d o l p h s ,  R  ( 2 0 1 3 ) .  S o c i a l  m a n i p u l a t i o n  

o f  p r e f e r e n c e  i n  t h e  h u m a n  b r a i n .  N e u r o n ，  7 8 ,  

5 6 3 - 5 7 3 .   

本 研 究 で は 認 知 的 不 協 和 が p M F C を 賦 活 さ せ る と い う

先 行 研 究 の 知 見 を さ ら に 発 展 さ せ ， バ ラ ン ス 理 論

（ H e i d e r ,  1 9 5 8 ） に よ っ て 定 義 さ れ る 認 知 的 一 貫 性 の

欠 如 も 同 様 に p M F C が 関 与 す る か を 検 討 し た 。バ ラ ン ス

理 論 に お い て 認 知 的 一 貫 性 は ， １ ） 自 己 ， ２ ） 他 者 ，

３ ） 対 象 ， の 三 者 の 関 係 性 に よ っ て 定 義 さ れ る 。 例 え



ば ， 自 分 の 好 き な 人 と 自 分 が 同 じ 対 象 に 対 し て 異 な る

好 み を 持 っ て い る 場 合 は バ ラ ン ス が と れ て い な い （ 認

知 的 に 一 貫 し て い な い ） 状 況 で あ り ， 自 分 の 好 み を 変

え る よ う に 動 機 づ け ら れ る 。 f M R I 実 験 の 結 果 ， p M F C の

活 動 が 三 者 間 の ア ン バ ラ ン ス の 程 度 に 応 じ て 変 化 す る

こ と が わ か っ た 。 本 研 究 は ， I z u m a  e t  a l .  ( 2 0 1 0 ) の 結

果 と 合 わ せ て 認 知 的 一 貫 性 に 基 づ く 態 度 変 化 に は p M F C

が 重 要 な 役 割 を 果 た す こ と を 明 ら か に し た 。  

 


