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序章  

 

問 題 の 所 在  

 

近 年 ， わ が 国 の 医 療 サ ー ビ ス は ， さ ま ざ ま な 環 境 の 変 化 に 対 応 し な が ら ， 質 の 高

い 医 療 の 提 供 が 求 め ら れ て い る 。 疾 病 構 造 の 変 化 を み て み る と ， 疾 患 全 体 に 占 め る

割 合 は 急 性 疾 患 よ り も 慢 性 疾 患 が 高 く な っ て お り ， 疾 患 の 治 療 だ け で な く 疾 患 の 予

防 が 強 調 さ れ る よ う に な っ て い る 。 ま た ， 国 の 医 療 費 抑 制 策 に よ る 診 療 報 酬 の マ イ

ナ ス 改 定 は ，医 療 サ ー ビ ス を 提 供 す る 医 療 機 関 の 経 営 に 大 き な 影 響 を 及 ぼ し て い る 。

さ ら に は ， 医 療 機 関 を 利 用 す る 患 者 や 国 民 の サ ー ビ ス 志 向 も 強 ま っ て お り ， 医 療 は

サ ー ビ ス 業 で あ る と の 認 識 が 求 め ら れ る よ う に な っ て い る 。  

医 療 の 質 に 関 す る 問 題 は ， こ れ ま で 医 療 管 理 学 あ る い は 医 療 マ ネ ジ メ ン ト と い っ

た 研 究 領 域 で 扱 わ れ て き た 。 こ れ ら は 学 際 的 な 研 究 領 域 で あ り ， 上 記 の よ う な 問 題

を 解 決 す る た め に ， 経 済 ， 経 営 ， マ ー ケ テ ィ ン グ と い っ た 研 究 領 域 の 概 念 や 理 論 が

応 用 さ れ て い る 。例 え ば ，日 本 医 療・病 院 管 理 学 会 は 学 会 の 理 念 と し て ，「 日 本 医 療・

病 院 管 理 学 会 は ， 保 健 ・ 医 療 ・ 福 祉 分 野 に お け る 諸 問 題 を 多 面 的 に 考 究 し ， 社 会 の

進 歩 と 人 類 の 福 祉 に 貢 献 す る こ と を 使 命 と す る 。 す な わ ち ， 医 学 や マ ネ ジ メ ン ト ・

サ イ エ ン ス を 中 心 と す る 広 範 な 学 問 体 系 を 集 学 的 に 応 用 し ， 関 連 領 域 の 専 門 性 と 価

値 観 を 相 互 に 理 解 す る と と も に ， 理 論 と 実 践 の 両 面 か ら 保 健 ・ 医 療 ・ 福 祉 の あ り 方

を 追 求 す る 」 と 謳 っ て い る 。 こ の 理 念 か ら わ か る よ う に ， 医 療 管 理 学 で は ， 社 会 の

進 歩 や 人 類 の 福 祉 に 貢 献 す る こ と が 目 標 で あ り ， そ の た め に 解 決 す べ き 医 療 の 問 題

が 扱 わ れ て い る 。  

医 療 の 質 は ， 対 象 者 の 生 命 や 健 康 に 確 実 に 寄 与 し て い る か ， 対 象 者 に 満 足 を あ た

え て い る か ，専 門 知 識 に 合 致 し て い る か が 問 わ れ る 概 念 と さ れ て い る（ Donabedian,  

1966;  AMA,  1986;  Lohr ,  1990）。 医 療 の 質 を 評 価 す る 主 体 が 社 会 か ， 保 険 者 か ，
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個 人 か ， 医 療 提 供 者 か に よ っ て ， 評 価 の 力 点 は 異 な っ て く る （ 高 枡 ,  1998）。 例 え

ば ， 医 療 従 事 者 は 医 療 技 術 の 要 素 を 重 視 し ， 患 者 は 人 間 関 係 の 要 素 を 重 視 す る と 言

わ れ て い る （ 郡 司 ,  1998）。 こ の よ う に ， 医 療 の 質 の 評 価 は 立 場 に よ っ て 異 な っ て

く る が ， 医 療 の 質 を 判 断 す る う え で 最 も 重 視 さ れ る べ き 存 在 は 患 者 で あ る と 考 え ら

れ る 。 患 者 に と っ て 質 の 高 い 医 療 と は ， 自 分 達 の 健 康 の 維 持 増 進 や 疾 病 の 治 療 ， 予

防 に と っ て 価 値 が 高 い こ と を 意 味 す る 。 逆 に ， 患 者 に と っ て 質 が 低 い と 判 断 さ れ る

医 療 は ， た と え 医 療 従 事 者 が 高 度 な 医 療 技 術 を 持 っ て い た と し て も ， 患 者 に と っ て

は 良 い 医 療 と み な さ れ な い 可 能 性 が あ る 。患 者 の 評 価 を 指 標 に し た 医 療 の 質 向 上 は ，

医 療 現 場 に お い て 重 要 な 課 題 と い え る 。  

患 者 が 医 療 の 質 を ど の よ う に 評 価 し て い る か 把 握 す る た め に ， 医 療 管 理 学 や 医 療

マ ネ ジ メ ン ト に 関 す る 研 究 領 域 で は ， 患 者 満 足 と い う 概 念 が 注 目 さ れ て い る 。

Donabedian（ 1966）が 提 唱 し た 医 療 の 質 の 枠 組 み（ 構 造 ，過 程 ，結 果 ）に お い て ，

患 者 満 足 は 医 療 の 質 の 結 果 を 示 す 指 標 と し て 位 置 づ け ら れ て い る （ 島 津 ， 2005）。

つ ま り ， 医 療 サ ー ビ ス を 利 用 す る 患 者 満 足 度 が 高 け れ ば ， そ の 患 者 か ら は 医 療 の 質

は 高 い と 判 断 さ れ る こ と に な る 。 医 療 管 理 学 や 医 療 マ ネ ジ メ ン ト に 関 す る 研 究 領 域

で は ， 患 者 に と っ て 質 の 高 い 医 療 と は 何 か を 検 討 す る た め に ， 患 者 満 足 の 概 念 化 や

モ デ ル の 研 究 が 行 わ れ て い る 。  

患 者 満 足 に 関 す る 研 究 は ， 1950 年 代 よ り 散 見 さ れ る が ， 患 者 満 足 の 概 念 や モ デ

ル に つ い て 本 格 的 な 検 討 が 開 始 さ れ た の は 1980 年 代 に 入 っ て か ら で あ る 。 患 者 満

足 と い う 概 念 は ， 患 者 属 性 や 医 療 サ ー ビ ス の 属 性 か ら 影 響 を 及 ぼ さ れ る 従 属 変 数 と

し て の 側 面 と ， 医 療 サ ー ビ ス の 利 用 に 引 き 続 い て 起 こ る 患 者 の 健 康 関 連 行 動 に 影 響

を 及 ぼ す 独 立 変 数 と し て の 側 面 が あ る と 考 え ら れ て い る （ Linder-Pe l tz ,  1982a）。

「 医 療 や 病 院 に 対 す る 患 者 の 態 度 」（ Hulka,  Zyzansk i ,  Casse l ,  & Thompson,  

1970） と み な さ れ て い た 当 時 の 患 者 満 足 の モ デ ル は ， Fishbe in & Ajzen（ 1975）

の 態 度 理 論 を 応 用 し た Linder-Pe l tz（ 1982a）に よ っ て ，医 療 が も つ 多 属 性 に 対 す
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る 評 価 と い う 視 点 か ら 捉 え ら れ 始 め た 。 そ の 後 ， 職 務 満 足 の 研 究 領 域 で 提 示 さ れ て

い た Lawler（ 1973） の 不 一 致 モ デ ル が 患 者 満 足 研 究 の な か で 紹 介 さ れ （ Pascoe ,  

1983）， 患 者 満 足 は ， 医 療 サ ー ビ ス に 対 す る 期 待 と 実 際 に 受 け た 医 療 と の 不 一 致 に

よ っ て 決 定 す る と 考 え ら れ る よ う に な っ た 。 患 者 満 足 を 説 明 す る モ デ ル は ， 期 待 概

念 を 扱 っ た 患 者 満 足 モ デ ル を 中 心 に 現 在 に 至 っ て い る 。  

期 待 概 念 を 扱 っ た 不 一 致 モ デ ル は ， 医 療 サ ー ビ ス に 対 す る 患 者 の 評 価 過 程 を 説 明

す る モ デ ル と し て 患 者 満 足 研 究 に 貢 献 し て き た と い え る が ， 不 一 致 モ デ ル で は 説 明

で き な い 2 つ の 問 題 が 指 摘 で き る 。第 1 の 問 題 は ，不 一 致 モ デ ル で は 患 者 満 足 を 構

成 す る 内 容 に つ い て 説 明 で き な い と い う 点 で あ る 。 期 待 概 念 を 扱 っ た こ れ ま で の 不

一 致 モ デ ル は ，「 患 者 の 満 足 や 不 満 は ど の よ う に し て も た ら さ れ る の か 」 と い っ た ，

患 者 の 満 足 や 不 満 に 関 す る 認 知 的 判 断 を 説 明 す る 理 論 で あ り ， こ の モ デ ル に よ っ て

患 者 満 足 の 量 的 側 面 を 説 明 す る こ と は 可 能 か も し れ な い 。し か し な が ら ，「 患 者 の 何

が 満 足 し た の か 」 と い っ た ， 患 者 満 足 の 質 的 側 面 と も い う べ き 患 者 満 足 の 構 成 内 容

に つ い て は ， 不 一 致 モ デ ル に よ っ て 適 切 に 説 明 す る こ と が で き な い 。 ま た ， 不 一 致

モ デ ル 以 外 で ， 患 者 満 足 の 内 容 を 説 明 す る た め の 合 意 が 得 ら れ た モ デ ル は み あ た ら

な い 。  

第 2 の 問 題 は ，期 待 概 念 を 扱 っ た 患 者 満 足 モ デ ル で は ，患 者 満 足 が 患 者 の 健 康 関

連 行 動 に 及 ぼ す 影 響 の 心 理 過 程 が 説 明 し に く い と い う 点 で あ る 。 不 一 致 モ デ ル に 代

表 さ れ る 患 者 満 足 モ デ ル は ， 患 者 満 足 や 不 満 足 の 判 断 を 説 明 す る こ と に 力 点 が 置 か

れ て お り ， 患 者 の 健 康 関 連 行 動 を 説 明 す る 概 念 と し て の 患 者 満 足 は 考 慮 さ れ て い な

か っ た よ う に 思 わ れ る 。 不 一 致 モ デ ル は ， 医 療 従 事 者 や 病 院 に 対 す る 期 待 を 扱 っ た

理 論 で あ り ， 患 者 満 足 を 医 療 サ ー ビ ス に 対 す る 態 度 と 考 え れ ば ， 医 療 サ ー ビ ス に 接

近 す る 行 動 （ 例 え ば ， 再 利 用 行 動 ） や 回 避 す る 行 動 （ 例 え ば ， ス イ ッ チ ン グ ） に つ

い て は あ る 程 度 説 明 で き る か も し れ な い 。し か し な が ら ，運 動 や 食 事 制 限 と い っ た ，

病 気 の 治 療 や 予 防 の た め の 行 動 （ 日 本 健 康 心 理 学 会 ， 2002;  森 谷 ， 2007） は ， 不
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一 致 モ デ ル に お け る 期 待 の 対 象 外 と な る 。 そ の た め ， こ れ ら の 行 動 に 対 し て 患 者 満

足 が 及 ぼ す 影 響 の 心 理 過 程 は ， 期 待 概 念 を 扱 っ た 不 一 致 モ デ ル に よ っ て う ま く 説 明

で き な い 。 患 者 満 足 が 患 者 の 健 康 関 連 行 動 に 及 ぼ す 影 響 の 心 理 過 程 が う ま く 説 明 さ

れ る た め に は ， 行 動 の 動 機 づ け が 説 明 で き る 概 念 を 用 い た 患 者 満 足 モ デ ル が 必 要 に

な っ て く る 。  

そ こ で ， 患 者 満 足 を 構 成 す る 内 容 や ， 患 者 満 足 が 患 者 の 健 康 関 連 行 動 に 及 ぼ す 影

響 を 説 明 で き る 患 者 満 足 モ デ ル を 提 案 す る た め に ， 本 論 文 で は 欲 求 概 念 に 着 目 し ，

欲 求 の 充 足 に 基 づ い た 患 者 満 足 モ デ ル を 検 討 す る 。 欲 求 に 関 す る 理 論 の 研 究 は 心 理

学 に お い て 古 く か ら 行 わ れ て い る （ 例 え ば ， Murray,  1938）。 そ し て ， 欲 求 は 動 機

づ け を 説 明 す る 概 念 の 1 つ と し て 今 日 ま で 研 究 が 進 め ら れ て い る 。 Deci  & Ryan

（ 2002）が 提 唱 し た 自 己 決 定 理 論 で は ，人 間 の 行 動 の 自 律 性 に 関 わ る 欲 求 概 念 と し

て ，有 能 さ の 欲 求 ，自 律 性 欲 求 ，関 係 性 欲 求 が 挙 げ ら れ て い る 。有 能 さ の 欲 求 と は ，

自 己 の お か れ た 環 境 や 活 動 に お い て 効 果 的 で あ り た い と い う 欲 求 で あ り ， 自 律 性 欲

求 と は ， 自 分 自 身 が 自 分 の 行 動 の 起 源 で あ る と 感 じ た い 欲 求 の こ と を 意 味 す る 。 ま

た ， 関 係 性 欲 求 は ， 他 者 と つ な が っ て い た い ， 他 者 に 関 心 を 持 ち 他 者 か ら 関 心 を 持

た れ た い と い う 欲 求 を 示 す 概 念 で あ る 。 自 己 決 定 理 論 は ， こ れ ら の 欲 求 の 充 足 に よ

っ て 人 間 の 行 動 は よ り 自 律 的 （ 自 己 決 定 的 ） に 動 機 づ け ら れ る と 主 張 し て い る 。 こ

の 考 え 方 を 応 用 し ， 欲 求 の 充 足 に 基 づ い て 設 定 さ れ た 患 者 満 足 の 概 念 モ デ ル が 支 持

さ れ れ ば ，期 待 概 念 を 扱 っ た 患 者 満 足 モ デ ル が 説 明 で き な か っ た 患 者 満 足 の 内 容 や ，

患 者 満 足 が 患 者 の 健 康 関 連 行 動 に 及 ぼ す 影 響 を 説 明 で き る と 考 え ら れ る 。  

  

本 論 文 の 構 成  

 

 第 1 部 （ 第 1 章 ） で は ，「 研 究 の 背 景 と 問 題 意 識 」 を 提 示 す る 。 第 1 章 で は ， 医

療 の 質 改 善 が 求 め ら れ て い る 医 療 を 取 り 巻 く 環 境 に つ い て 概 観 す る 。 次 に ， 医 療 の
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質 評 価 や 患 者 満 足 度 評 価 が 行 わ れ る よ う に な っ た 歴 史 的 な 背 景 を ふ り か え り ， 医 療

の 質 評 価 に お け る 患 者 満 足 度 評 価 の 位 置 づ け に つ い て 確 認 す る 。 そ し て ， 患 者 満 足

研 究 に お い て 患 者 満 足 を 説 明 す る た め の 中 心 的 な 概 念 と さ れ て い る 期 待 概 念 を 扱 っ

た 患 者 満 足 モ デ ル の 諸 説 を 検 討 し ， そ れ ら の モ デ ル の 問 題 点 を 指 摘 す る 。 最 後 に ，

期 待 概 念 を 扱 っ た 患 者 満 足 モ デ ル の 問 題 点 を 解 決 す る た め に ， 欲 求 概 念 に 着 目 し た

患 者 満 足 モ デ ル を 提 案 し ， 欲 求 の 充 足 に 基 づ く 患 者 満 足 モ デ ル の 可 能 性 に つ い て 述

べ る 。  

 第 2 部（ 第 2 章 ～ 第 3 章 ）で は ，「 研 究 の 理 論 的 枠 組 み と 研 究 課 題 」を 提 示 す る 。

第 2 章 で は ，基 本 的 な 欲 求 の 内 容 を 扱 っ た 理論 を レ ビ ュ ー し ，欲 求 の 充 足 に 基 づ い

た 患 者 満 足 モ デ ル と ， 患 者 満 足 と 患 者 の 健 康 関 連 行 動 と の 関 係 に 関 す る 概 念 の モ デ

ル を 提 示 す る 。第 3 章 で は ，欲 求 の 充 足 に 基 づ い て 患 者 満 足 を 捉 え る モ デ ル が 患 者

満 足 モ デ ル と し て 支 持 で き る か 検 討 す る た め に ， 2 つ の 研 究 課 題 を 提 示 す る 。 研 究

課 題 1 は ，欲 求 の 充 足 に 基 づ い た 患 者 満 足 を 測 定 す る た め の 尺 度 を 開 発 す る こ と と

し ， 測 定 尺 度 の 妥 当 性 を 検 証 す る 方 法 に つ い て 論 じ る 。 次 に ， 研 究 課 題 2 と し て ，

患 者 満 足 が 患 者 の 健 康 関 連 行 動 に 及 ぼ す 影 響 の 心 理 過 程 を 検 討 す る た め の 課 題 に つ

い て 説 明 す る 。具 体 的 に は ，患 者 の 健 康 行 動 の 1 つ で あ る 運 動 を と り あ げ ，患 者 満

足 が 運 動 に 対 す る 動 機 づ け と 運 動 の 継 続 に 及 ぼ す 影 響 を 実 証 す る こ と を 研 究 課 題 と

し ， 自 己 決 定 理 論 を 応 用 し て 分 析 す る 枠 組 み を 示 す 。  

 第 3 部（ 第 4 章 ～ 第 6 章 ）で は ，欲 求 の 充 足 に 基 づ く 患 者 満 足 測 定 尺 度 を 開 発 し ，

そ の 信 頼 性 と 妥 当 性 に つ い て 検 討 す る 。第 4 章 で は ，測 定 尺 度 に 含 め る 項 目 を 選 定

す る た め の 予 備 調 査 を 行 い ，項 目 の 分 析 を 行 う 。第 5 章 と 第 6 章 で は ，測 定 尺 度 の

内 容 的 妥 当 性 ， 併 存 的 妥 当 性 ， 因 子 的 妥 当 性 ， 交 差 妥 当 性 に つ い て 検 討 す る 。  

第 4 部（ 第 7 章 ～ 第 8 章 ）で は ，欲 求 の 充 足 に 基 づ く 患 者 満 足 測 定 尺 度 を 使 用 し

て ， 患 者 満 足 が 運 動 に 対 す る 動 機 づ け と 運 動 の 継 続 に 及 ぼ す 影 響 を 検 討 す る 。 第 7

章 で は ， 自 己 決 定 理 論 を 応 用 し ， 患 者 満 足 と 運 動 に 対 す る 自 己 決 定 的 な 動 機 づ け と
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の 関 連 性 を 実 証 す る 。第 8 章 で は ，さ ら に 運 動 の 継 続 を 変 数 と し て 組 み 込 み ，患 者

満 足 が 運 動 に 対 す る 動 機 づ け の 促 進 を 介 し て 運 動 の 継 続 に 及 ぼ す 影 響 を 実 証 す る 。  

 終 章 で は ， 本 論 文 を 総 括 し ， 本 論 文 か ら 得 ら れ た 学 術 的 貢 献 や 実 践 的 貢 献 を 提 示

す る と と も に ， 今 後 の 研 究 を よ り 深 め て い く う え で の 課 題 に つ い て 論 じ る 。  

 



 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 部 研究の背景と問題意識  
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第 1 章 医療の質評価における患者満足の位置づけと患者満足モデル  

 

第 1 節  は じ め に  

 

 医 療 を 提 供 す る 医 療 機 関 に は ， 医 療 の 質 や 患 者 満 足 度 の 向 上 が 求 め ら れ て い る 。

そ の 背 景 に は ， 医 療 の 高 度 化 と 医 療 費 の 増 加 の な か で ， 医 療 の 質 保 証 の た め の 医 療

評 価 が 求 め ら れ て い る こ と や ， 患 者 が 医 療 を サ ー ビ ス 業 と し て 認 識 し は じ め ， 消 費

者 と し て の 権 利 意 識 を 高 め て い る こ と が 挙 げ ら れ る （ 大 庭 ・ 米 山 ， 2007）。 医 療 に

対 す る 患 者 ， 国 民 の 不 満 ， 不 信 感 の 増 大 は ， 1990 年 代 よ り 指 摘 さ れ て お り （ 上 林 ,  

1998）， 高 度 の 医 療 水 準 や 納 得 の い く 説 明 ， あ る い は 快 適 な 療 養 生 活 が 求 め ら れ る

よ う に な っ て い る （ 今 中 ,  1998）。  

本 章 で は ， 最 初 に ， 医 療 の 質 向 上 が 求 め ら れ て い る 医 療 を 取 り 巻 く 環 境 に つ い て

論 じ る 。 次 に ， 医 療 の 質 評 価 の 歴 史 と 患 者 満 足 度 評 価 の 登 場 背 景 を ふ り か え っ た う

え で ， 医 療 の 質 の 捉 え 方 や 医 療 の 質 評 価 に お け る 患 者 満 足 の 位 置 づ け を 確 認 す る 。

そ し て ， 患 者 満 足 研 究 に お け る 主 要 な 患 者 満 足 モ デ ル に つ い て 検 討 し ， 最 後 に ， こ

れ ま で の 患 者 満 足 モ デ ル の 問 題 点 を 指 摘 し た う え で ， 問 題 を 解 決 す る た め の 視 点 や

新 た な モ デ ル に つ い て 論 じ る 。  

 

第 2 節  医 療 を 取 り 巻 く 環 境 の 変 化  

 

 近 年 ， わ が 国 の 医 療 を 取 り 巻 く 環 境 は ， 医 療 の 提 供 体 制 の 見 直 し が 迫 ら れ る ほ ど

大 き く 変 化 し て い る 。 具 体 的 に は ， 急 性 疾 患 か ら 慢 性 疾 患 に シ フ ト し て き た 疾 病 構

造 の 変 化 ， 医 療 費 の 高 騰 に よ る 診 療 報 酬 の マ イ ナ ス 改 定 ， そ し て ， 医 療 サ ー ビ ス に

対 す る 国 民 の 不 信 感 や サ ー ビ ス 志 向 が 指 摘 で き る 。  
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1） 急 性 疾 患 か ら 慢 性 疾 患 に シ フ ト し て き た 疾 病 構 造 の 変 化  

 医 療 を 取 り 巻 く 環 境 の 変 化 の 1 つ に ，疾 病 構 造 の 変 化 が 指 摘 で き る 。厚 生 労 働 省

（ 1996）が 公 表 し て い る デ ー タ を 表 1-1 に 示 す 。傷 病 別 に 入 院・外 来 受 療 率 を 対 人

口 10 万 で 上 位 5 位 を 示 す と ， 入 院 で は ， 循 環 器 系 の 疾 患 （ う ち 脳 血 管 疾 患 172）

と ，精 神 お よ び 行 動 の 障 害（ う ち 精 神 分 裂 病 ，分 裂 病 型 障 害 お よ び 妄 想 性 障 害 172）

が と も に 259 と 多 く ， 次 い で 新 生 物 が 134 で 続 い て い る 。 損 傷 ・ 中 毒 お よ び そ の

他 の 外 因 の 影 響 に よ る も の は 93， 消 化 器 系 の 疾 患 は 73， 筋 骨 格 系 お よ び 結 合 線 維

の 疾 患 は 61 と な っ て い る 。 外 来 で は ， 消 化 器 系 の 疾 患 が 圧 倒 的 に 多 く 1,198（ う

ち 歯 お よ び 歯 の 支 持 組 織 の 疾 患 835）で あ り ，循 環 器 系 の 疾 患 は 892（ う ち 高 血 圧

性 疾 患 564）， 筋 骨 格 系 お よ び 結 合 線 維 の 疾 患 は 763， 呼 吸 器 系 の 疾 患 は 676， 目

お よ び 付 属 器 の 疾 患 は 272 と な っ て い る 。精 神 及 び 行動 の 障 害 や 歯 に 関 す る 疾 患 を

除 け ば ， 脳 血 管 疾 患 や 高 血 圧 症 な ど 生 活 習 慣 に 起 因 す る 慢 性 疾 患 の 割 合 が 高 く な っ

て い る 。  

 さ ら に ， 厚 生 労 働 省 が 示 し た 「 第 3 次 対 が ん 10 か 年 総 合 戦 略 」 の 関 係 資 料 （ 厚

生 労 働 省（ 2003a）に よ れ ば ，わ が 国 の 3 大 主 要 死 因 は ，悪 性 新 生 物 ，脳 血 管 疾 患 ，

心 疾 患 で あ り ， こ れ に 続 く 疾 患 は 肺 炎 ， 不 慮 の 事 故 と 自 殺 に な っ て い る 。 1940 年

代 前 半 ま で 長 い 間 第 1 位 で あ っ た 結 核 に よ る 死 亡 は ，そ れ 以 降 は 大 き く 減 少 し ，そ

れ に 代 わ っ て 脳 血 管 疾 患 が 多 く な っ て い る 。ま た ，1981 年 か ら は 悪 性 新 生 物 が 第 1

位 を 占 め て い た が ， 4 年 後 の 1985 年 に は 心 疾 患 ， 悪 性 新 生 物 ， 脳 血 管 疾 患 の 順 と

な っ て い る 。 以 上 の よ う に ， わ が 国 の 疾 病 構 造 は ， 感 染 症 や 結 核 と い っ た 急 性 疾 患

よ り も ，長 期 の 治 療 を 要 す る 慢 性 疾 患 が 疾 病 構 造 の 中 心 と な っ て い る こ と が わ か る 。 
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表 1-1  入 院 ・外 来 の受 療 率 （人 口 対 10 万 ）  

傷　　病　　大　　分　　類 入院 外来

総　　　　　　数 1 176 5 824

Ⅰ 感染症及び寄生虫症  28  168

Ⅱ 新生物  134  153

Ⅲ 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害  5  27

Ⅳ 内分泌，栄養及び代謝疾患  40  269

Ⅴ 精神及び行動の障害  259  124

Ⅵ 神経系の疾患  53  95

Ⅶ 眼及び付属器の疾患  11  272

Ⅷ 耳及び乳様突起の障害  3  110

Ⅸ 循環器系の疾患  259  892

Ⅹ 呼吸器系の疾患  53  676

ⅩⅠ 消化器系の疾患  73 1 198

ⅩⅡ 皮膚及び皮下組織の疾患  6  207

ⅩⅢ 筋骨格系及び結合組織の疾患  61  763

ⅩⅣ 尿路性器系の疾患  34  172

ⅩⅤ 妊娠，分娩及び産じょく  21  14

ⅩⅥ 周産期に発生した病態  5  1

ⅩⅦ 先天奇形，変形及び染色体異常  6  11

ⅩⅧ 症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの  17  66

ⅩⅨ 損傷，中毒及びその他の外因の影響  93  254

ⅩⅩⅠ 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用  14  351

注 1 受療率は、主傷病についてみたものである。

2 総数には、年齢不詳を含む。  

出 所 ：厚 生 省 （1996）  
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2） 医 療 費 の 高 騰 に よ る 診 療 報 酬 の マ イ ナ ス 改 定  

医 療 を 取 り 巻 く 環 境 の 変 化 の 第 2 と し て は ，医 療 費 の 高 騰 に よ る 診 療 報 酬 の マ イ

ナ ス 改 定 が 挙 げ ら れ る 。 平 成 元 年 度 以 降 の 年 度 別 国 民 医 療 費 た 対 国 民 所 得 比 （ 厚 生

労 働 省 ，2008）を 図 1-1 に 示 す 。平 成 18 年 度 の 国 民 医 療 費 は 33 兆 1276 億 円（ 前

年 度 33 兆 1289 億 円 ）で あ り ，国 民 所 得 比 は 8.9%（ 前 年 度 9.0%）と な っ て い る 。

こ こ 最 近 で は ， 平 成 12 年 度 に 介 護 保 険 制 度 が 施 行 さ れ た 影 響 で ， 医 療 費 は 一 時 的

に 抑 制 さ れ た が ， そ の 影 響 も 短 期 的 な も の で あ っ た 。 国 民 医 療 費 は 年 々 増 加 傾 向 に

あ り ， 医 療 財 源 が 逼 迫 し て い る こ と が う か が わ れ る 。  
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図 1-1  年 度 別 国 民 医 療 費 と対 国 民 所 得 比  

出 所 ：厚 生 労 働 省 （2008）を基 に筆 者 作 成  
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次 に ，診 療 報 酬 の 改 定 率 を 図 1-2 に 示 す 。わ が 国 で は 医 療 費 の 抑 制 策 と し て ，診

療 報 酬 の マ イ ナ ス 改 定 が 行 わ れ て い る 。 平 成 20 年 の 診 療 報 酬 本 体 は ， 8 年 ぶ り に

0.38％ と 若 干 の プ ラ ス 改 定 に な っ た が ， 薬 価 ・ 材 料 費 は マ イ ナ ス 1.20％ で あ り ，

全 体 で は や は り マ イ ナ ス 0.82％ と な っ て い る 。こ の マ イ ナ ス 幅 は 平 成 18 年 の マ イ

ナ ス 3.16％ 改 定 と 比 べ て 小 さ か っ た も の の ，診 療 報 酬 の 度 重 な る マ イ ナ ス 改 定 は 医

療 機 関 に と っ て 厳 し い 傾 向 に あ る 。  
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図 1-2  診 療 報 酬 の改 定 率  

 

3） 医 療 に 対 す る 国 民 の 不 信 感 や サ ー ビ ス 志 向  

わ が 国 で は ， 医 療 費 が 増 大 す る 一 方 で ， 増 加 し た 医 療 費 が 主 に 患 者 の 自 己 負 担 に

転 嫁 さ れ た こ と か ら ， 国 民 の 医 療 へ の 意 識 が 大 き く 変 化 し て い る こ と が 指 摘 さ れ て

い る （ 矢 崎 ， 2008）。 ま た ， 医 療 事 故 や 医 療 ミ ス の 頻 発 ， さ ら に は 医 療 機 関 が そ れ

ら の 事 実 を 隠 蔽 し よ う と し た こ と が 発 覚 し た こ と に よ り ， 医 療 に 対 す る 患 者 や 国 民

の 不 信 感 も 高 く な っ て い る 。 医 療 現 場 で は ， メ デ ィ ア が 取 り 上 げ る よ う な 大 型 ・ 高

機 能 病 院 の 医 療 事 故 だ け で な く （ 川 上 ・ 藤 井 ・ 梅 谷 ・ 山 内 ,  2006）， 医 療 事 故 の 前

兆 と な る よ う な ， い わ ゆ る 「 ヒ ヤ リ ・ ハ ッ ト 」 も 少 な く な い 。 医 療 サ ー ビ ス を 利 用
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す る 患 者 や 国 民 は ， 自 分 の 負 担 に 見 合 っ た 安 全 な 医 療 が 提 供 さ れ て い る か ， 強 い 関

心 を 持 つ よ う に な っ た と 考 え ら れ る 。  

 さ ら に ，医 療 の 業 態 に 関 す る 国 民 の 認 識 も 変 化 し て い る 。平 成 7 年 版 の 厚 生 白 書

（ 厚 生 省 ，1995）で は ，一 般 市 民 に 対 し て「 医 療 を サ ー ビ ス 業 と し て み る こ と 」に

つ い て 調 査 が 行 わ れ て い る 。そ の 結 果 ，「 医 療 は サ ー ビ ス 業 だ が ，普 通 の サ ー ビ ス 業

と 同 じ 対 応 は 難 し い 」（ 33.0%） と い う 回 答 と ，「 医 療 は サ ー ビ ス 業 だ か ら 患 者 を お

客 と し て 扱 う べ き だ 」（ 29.4%） と い う 回 答 の 多 い こ と が 示 さ れ て い る （ 図 1-3）。

両 者 を 合 わ せ る と ，回 答 者 の ほ ぼ 6 割 が「 医 療 は サ ー ビ ス 業 で あ る 」と 認 識 し て い

る こ と に な る 。 別 の 見 方 を す れ ば ， 半 数 以 上 の 一 般 市 民 は ， 医 療 は 一 般 の 営 利 サ ー

ビ ス と 同 じ で あ る と み な す に は や や 違 和 感 が あ る と 認 識 し て い る と も 読 み と れ る が ，

も し そ う だ と し て も ， 医 療 は ど ち ら か と い え ば サ ー ビ ス 業 で あ る と 認 識 し て い る 国

民 の 存 在 は 否 定 で き な い 。 こ の こ と か ら ， 医 療 に は 一 般 の 営 利 サ ー ビ ス と 同 様 の 対

応 は 望 ま れ て い な い が ， だ か ら と い っ て 医 療 を サ ー ビ ス 業 と み な さ な い 医 療 従 事 者

の 姿 勢 も ま た 望 ま れ て い な い と 考 え ら れ る 。 こ の 厚 生 白 書 に お い て 医 療 が サ ー ビ ス

業 と し て 定 義 さ れ て 以 来 ， 患 者 を 顧 客 ・ 消 費 者 と し て 受 け 入 れ る 考 え 方 が 医 療 従 事

者 内 で 浸 透 し ，医 療 の 評 価 を 患 者 に 求 め る 動 き が 高 ま っ て き て い る（ 後 藤 田・郡 司 ・

河 相 ・ 有 川 ・ 田 口 ・ 菅 野 ・ 笹 井 ・ 川 良 ,  2007）。  
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図 1-3  医 療 をサービス業 としてみることについて（n=1,412 ,  回 答 は 1 つ）  

出 所 ：厚 生 白 書 （1995）を基 に筆 者 作 成  

 

第 3 節  医 療 の 質 評 価 の 歴 史 と 患 者 満 足 度 評 価 の 登 場 背 景  

 

1） 医 療 の 質 評 価 の 歴 史  

 医 療 を 取 り 巻 く 環 境 の 変 化 の も と ， 医 療 機 関 に は サ ー ビ ス 志 向 が 強 ま っ て き た 患

者 に 対 し て ， 質 の 高 い 医 療 を 提 供 す る こ と が 求 め ら れ て い る 。 医 療 機 関 が 提 供 す る

医 療 は ど の よ う に 評 価 さ れ る の か に つ い て は ， こ れ ま で 医 療 の 質 に 関 す る 研 究 の な

か で 検 討 さ れ て き た 。 医 療 の 質 評 価 を い ち 早 く 試 み た 国 は 米 国 で あ り （ Roberts ,  

1987）， そ の 歴 史 は ， 外 科 医 で あ る E.  Codman の 取 り 組 み に 遡 る と い わ れ て い る

（ 郡 司 ,  1998）。 Codman が 行 っ た 評 価 は ， 外 科 手 術 に よ っ て ， ど れ く ら い の 割 合

の 患 者 が ， ど の 程 度 ま で 回 復 し た の か を ま と め る も の で あ っ た 。 こ れ は ， 最 終 結 果

評 価 シ ス テ ム “End Resul ts  System”と 呼 ば れ る も の で あ り ， こ の こ と か ら ， 医 療

の 質 の 評 価 は 医 療 の 結 果 の 評 価 か ら は じ ま っ た と さ れ て い る （ 郡 司 ,  1998）。 こ の

評 価 方 法 は ， 医 療 を 客 観 的 に 評 価 し よ う と し た 試 み で あ っ た が ， 当 時 の 医 師 た ち に

受 け 入 れ ら れ ず ， 医 療 の 評 価 の 焦 点 は ， 医 療 の 結 果 か ら 医 療 を 提 供 す る 組 織 の 構 造
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へ と 移 っ て い く こ と に な る 。  

 そ の 後 ，医 療 の 質 を 客 観 的 に 評 価 し よ う と し た Codman の 試 み に 賛 同 し た 医 師 た

ち に よ っ て ， 1913 年 に 医 療 の 質 評 価 の 実 施 を 目 的 と し た ア メ リ カ 外 科 学 会 が 創 設

さ れ た 。 そ し て ， 1917 年 に は ， 同 学 会 に よ っ て 病 院 の 標 準 化 に 関 す る 取 り 組 み が

始 ま っ て い る 。 病 院 の 標 準 化 と は ， ど の 病 院 に 行 っ て も 同 じ レ ベ ル の 医 療 が 受 け ら

れ る よ う に 保 証 す る 仕 組 み づ く り の こ と で あ る 。 同 会 に よ っ て 設 定 さ れ た レ ベ ル に

到 達 し た 病 院 は ， 同 学 会 か ら 認 定 が 与 え ら れ る こ と に な っ た が ， こ れ は ， 医 療 の 第

三 者 評 価 の 原 型 で あ る と い え る 。  

 1951 年 に は ， 認 定 を 受 け る 病 院 が 増 え ， ア メ リ カ 外 科 学 会 だ け で は 対 応 で き な

く な っ た こ と か ら ， ア メ リ カ 内 科 学 会 ， ア メ リ カ 医 師 会 ， ア メ リ カ 病 院 協 会 ， カ ナ

ダ 医 師 会 の 参 加 を 経 て ，医 療 の 質 を 認 定 す る 団 体 と し て JCAH（ Joint  Commiss ion 

on Accredi ta t ion o f  Hospi ta ls） が 組 織 さ れ た 。 JCAH に よ る 評 価 は ， 医 療 を 提 供

す る 組 織 の 構 造 の 評 価 で あ る こ と に そ の 特 徴 が あ る が ，「 構 造 的 な 評 価 が 医 療 の 質 の

結 果 を 改 善 す る と い う 証 拠 が 不 十 分 」と の 批 判 を 受 け る こ と に な る（ 郡 司 ,  1998）。

こ れ に 対 し て ， JCAH は ， 1987 年 に 名 称 を JCAHO （ Joint  Commiss ion on 

Accredi ta t ion o f  Heal thcare  Organizat ions）に 改 め る と 同 時 に ，臨 床 指 標（ 例 え

ば ，産 婦 人 科 に お け る 帝 王 切 開 率 ，外 科 に お け る 再 手 術 率 な ど ）を 評 価 指 標 の 1 つ

と し て 導 入 し ， 構 造 的 な 評 価 を 大 幅 に 簡 略 し よ う と 試 み て い る 。 こ の よ う に ， 評 価

の 力 点 は 時 代 を 経 て 見 直 さ れ て い る も の の ， JCAH の 活 動 は ， 米 国 に お け る 医 療 の

質 の 向 上 と 標 準 化 に 多 大 の 貢 献 を し て き た と さ れ て い る （ 郡 司 ,  1998）。  

 

2） 患 者 満 足 度 評 価 の 登 場 背 景  

 医 療 の 質 評 価 の 歴 史 を み る と ， 医 療 の 質 評 価 は 医 師 に よ る 自 己 評 価 か ら 第 三 者 評

価 に シ フ ト し て い く 流 れ が あ っ た 。 そ の 一 方 で ， 1950 年 代 後 半 か ら 1970 年 代 前

半 に 米 国 や 英 国 に お い て 消 費 者 運 動 が 活 発 化 し た こ と か ら 、 医 療 の 質 評 価 に 患 者 を



 

19 

参 加 さ せ る 流 れ が 形 成 さ れ る よ う に な る （ Linder-Pe lz ,  1982a）。  

S i tz ia  & Wood（ 1997） に よ れ ば ， 英 国 で は ， 1970 年 以 降 に 起 こ っ た 消 費 者 運

動 の 影 響 に よ っ て ， 医 療 サ ー ビ ス の 計 画 や 評 価 に お い て 患 者 の 意 見 が か な り 多 く 取

り 込 ま れ る よ う に な っ た 。 1980 年 代 に 入 る と ， 英 国 政 府 は 患 者 の 視 点 に 立 っ た 医

療 を 提 供 す る よ う 医 療 従 事 者 に 求 め る よ う に な り ， 医 療 従 事 者 は サ ー ビ ス の 管 理 や

改 善 の プ ロ セ ス に 患 者 の 視 点 を 取 り 入 れ る よ う プ レ ッ シ ャ ー を か け ら れ る よ う に な

っ た （ Jone,  Leneman,  & Maclean,  1987）。 そ の た め ， 医 療 サ ー ビ ス の 消 費 者 で

あ る 患 者 は ， 提 供 さ れ る 医 療 に 対 し て 批 判 で き る 立 場 と な り ， 医 療 サ ー ビ ス の 計 画

や 評 価 に 対 し て 能 動 的 に 参 加 す る よ う に な っ て い っ た 。  

こ の 流 れ の な か で ， 医 療 に 対 す る 一 般 市 民 の 意 見 の 表 出 や ， 患 者 の 満 足 度 の 表 明

が な さ れ る よ う に な っ て い っ た 。 そ の 結 果 ， 医 療 サ ー ビ ス に お い て 患 者 は 最 も 権 威

が あ る 存 在 と 見 な さ れ る よ う に な り ， 患 者 満 足 度 評 価 が 盛 ん に 行 わ れ る よ う に な る

（ Wil l iams,  1994）。 患 者 満 足 に 関 す る 研 究 は ， 医 療 の 質 に 関 す る 研 究 と し て 多 く

行 わ れ る よ う に な っ て い る（ 水 野・楊・徐・太 田・山 内 ,  1999；後 藤 田 ら ,  2007）。  

 

第 4 節  医 療 の 質 評 価 に お け る 患 者 満 足 の 位 置 づ け  

 

1） 医 療 の 質 と は な に か  

医 療 の 質 評 価 の 歴 史 に は ， 医 師 に よ る 医 療 の 結 果 の 評 価 か ら 始 ま り ， そ の 後 は 第

三 者 に よ る 評 価 と と も に ， 患 者 に よ る 評 価 の 流 れ が 形 成 さ れ て い た 。 患 者 に よ る 評

価 は ， 市 民 運 動 の 活 発 化 を 背 景 に 注 目 さ れ る よ う に な り ， 医 療 機 関 は 患 者 満 足 度 調

査 に よ っ て 患 者 の 意 見 や 要 望 を 医 療 に 取 り 入 れ る よ う に な っ た と さ れ て い る 。  

こ こ で ， 医 療 の 質 と 患 者 満 足 の 関 係 を 明 確 に す る た め に ， 医 療 の 質 に 関 す る 研 究

領 域 に お い て ， 患 者 満 足 は ど の よ う に 位 置 づ け ら れ て い る の か に つ い て 整 理 す る 。

ま ず ，医 療 の 質 と は 何 か ，ど の よ う に 評 価 さ れ る の か に つ い て 検 討 し ，そ の う え で ，
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医 療 の 質 評 価 に お け る 患 者 満 足 の 位 置 づ け を 明 ら か に す る 。  

医 療 の 質 に 関 し て は ， こ れ ま で い く つ か の 捉 え 方 が 示 さ れ て い る 。 ア メ リ カ 医 師

会 は 「 生 命 の 延 長 と 質 に 確 実 に 寄 与 す る ケ ア 」（ AMA,  1986） と 述 べ て い る 。 生 命

の 延 長 は 医 療 の 本 質 的 な 命 題 の 1 つ で あ り ，こ の 場 合 ，医 療 の 質 は 死 亡 率 や 罹 患 率

と い っ た 医 学 的 な ア ウ ト カ ム に よ っ て 判 断 さ れ る こ と に な る 。 ま た ， 医 学 的 な 見 地

か ら 医 療 の 質 を 捉 え る 考 え 方 に Lohr（ 1990）が あ る 。Lohr（ 1990）は ，医 療 の 質

に つ い て 「 個 人 や 集 団 を 対 象 に 行 わ れ る 医 療 が ， 望 ま し い 健 康 状 態 を も た ら す 可 能

性 を ど れ だ け 高 く す る の か ， そ の 時 々 の 専 門 知 識 に ど れ だ け 合 致 し て い る の か ， そ

れ ら の 度 合 い 」と 述 べ て い る 。こ の 見 解 は ，科 学 的 根 拠 に 基 づ い た 医 療（ Evidence 

Based Medic ine： EBM） を 重 視 す る 現 代 の 医 療 の パ ラ ダ イ ム に 合 致 し た も の で あ

り ， 医 療 の 質 を 捉 え る 視 点 と し て 妥 当 な も の と い え る 。 一 方 ， こ の よ う な 医 学 的 な

視 点 で は な く ， 患 者 の 視 点 か ら 医 療 の 質 を 捉 え る 考 え 方 に ， Donabedian（ 1966）

が あ る 。Donabedian（ 1966）は ，「 患 者 の 健 康 と 満 足 を 達 成 し て い る か ど う か が ，

医 療 の 質 の 究 極 の 指 標 で あ る 」と 述 べ て い る 。こ の Donabedian（ 1966）の 主 張 は ，

医 療 の 質 評 価 に お い て ， 患 者 満 足 と い う 極 め て 主 観 的 反 応 も 判 断 基 準 と し て 考 慮 す

る 必 要 性 を 示 唆 し て い る 。Donabedian（ 1966）の 捉 え 方 は ，ア メ リ カ 医 師 会（ AMA, 

1986）や Lohr（ 1990）の 捉 え 方 と は 異 な り ，医 療 の 質 を 患 者 の 立 場 か ら 捉 え よ う

と す る も の で あ る 。 こ れ ら の こ と か ら ， 望 ま し い 医 学 的 ア ウ ト カ ム が 得 ら れ て い る

こ と や ， 提 供 さ れ る 医 療 技 術 が 科 学 的 根 拠 に 基 づ い て い る こ と だ け で な く ， 患 者 満

足 も 質 の 高 い 医 療 の 必 要 条 件 で あ る と 考 え る こ と が で き る 。  

 

2） 医 療 の 質 評 価 の 領 域  

医 療 の 質 は ， 提 供 さ れ る 医 療 が 上 記 の 要 件 を 充 た し て い る か ど う か 判 断 す る た め

に 評 価 さ れ る こ と に な る 。 医 療 の 質 評 価 は ， 医 療 サ ー ビ ス を 提 供 す る 組 織 の 構 造 ，

医 療 サ ー ビ ス が 提 供 さ れ る 過 程 ，医 療 サ ー ビ ス を 利 用 し た 結 果 と い う 3 つ の 領 域 に
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分 け て 行 わ れ る （ Donabedian,  1966）。 島 津 （ 2005） に よ れ ば ， 3 つ の 領 域 に は

表 1-2 の 要 素 が 含 ま れ る 。  

 

表 1-2  医 療 の質 評 価 の領 域  

医療が提供される条件を構成する因子

①施設や設備などの物的資源

②専門職の数，多様性，資格などの人的資源

③ 医師・看護スタッフの組織，医療費支払い方法などの組織的特徴

医療がどのようにして提供されたのかという側面

① 診断，治療，リハビリテーション，患者教育など，通常は専門職によって行われる医療活動

②患者や家族などの医療への参加や，医療者と患者のかかわりかた

提供された医療に起因する個人や集団における変化

①健康状態の変化

②患者または家族が得た将来の健康におよぼしうる知識の変化

③将来の健康に影響をおよぼしうる患者または家族の行動の変化

④医療およびその結果に対する患者または家族の満足度

構造

過程

結果

 

出 所 ：島 津 （2005）を基 に筆 者 作 成  

 

福 井 （ 2007） は ， こ れ ら 3 つ の 領 域 の う ち ，「 構 造 」 に つ い て は ， 日 本 を 含 む 先

進 諸 国 で は ， 以 前 ほ ど 施 設 ご と に 大 き な 違 い は あ ま り 目 立 た な く な っ て き た と 述 べ

て い る 。 そ の た め ， 個 々 の 医 療 者 の 能 力 に 任 さ れ る こ と が 多 い 「 過 程 」 と 「 結 果 」

が ， 現 時 点 で は 重 要 な 指 標 に な る と 論 じ て い る 。 構 造 に 関 す る 評 価 は ， 医 療 に 対 す

る 患 者 の 総 合 的 な 評 価 に 大 き な 影 響 を 及 ぼ さ な い こ と が 示 さ れ て い る （ 例 え ば ， 長

谷 川 ・ 杉 田 ， 1993）。 そ の た め ， 患 者 が 医 療 の 質 を 評 価 す る に あ た っ て は ， 医 療 機

関 の 構 造 的 な 要 因 よ り も ，患 者 と 医 療 従 事 者 と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン（ 前 田 ，2007）

や 健 康 状 態 の 変 化 と い っ た ， 医 療 の 過 程 や 結 果 に 関 す る 要 因 の 評 価 が 重 要 に な っ て

く る と 考 え ら れ る 。  

 と こ ろ で ， 医 療 の 質 評 価 す る 際 に は ， 評 価 す る 立 場 に よ っ て ， 重 視 さ れ る 領 域 や

要 素 は 異 な っ て く る と 考 え ら れ る 。高 枡（ 1998）に よ れ ば ，医 療 の 質 評 価 に は 自 己
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評 価 ， 第 三 者 評 価 ， 患 者 評 価 が あ る 。 自 己 評 価 と は ， 医 師 や 看 護 師 と い っ た 医 療 従

事 者 に よ る 評 価 で あ り ， 学 術 的 あ る い は 経 済 的 な 観 点 か ら 専 門 的 な 領 域 を 含 め た 評

価 が 行 わ れ る 。 一 般 的 に ， 医 療 従 事 者 は 技 術 的 要 素 を 重 視 し ， 専 門 知 識 や 医 療 技 術

に 評 価 の 力 点 が 置 か れ る と 考 え ら れ て い る 。 技 術 的 要 素 は 患 者 の 生 命 や 健 康 を 左 右

す る 極 め て 重 要 な 要 因 で あ る が ， 医 療 の 専 門 家 以 外 は 適 切 に 評 価 で き な い と い う 限

界 も あ る 。 次 に ， 第 三 者 評 価 と は ， 医 療 従 事 者 や 患 者 で は な い 中 立 的 な 立 場 に よ る

評 価 の こ と を い う 。第 3 節 で 示 さ れ た JCAH に よ る 評 価 や ，学 術 的 な 観 点 か ら 中 立

的 な 立 場 で 医 療 機 関 の 機 能 を 評 価 す る 日 本 医 療 機 能 評 価 機 構 に よ る 評 価 は ， 第 三 者

評 価 に 含 ま れ る 。 そ し て ， 患 者 評 価 と は ， 医 療 受 療 者 で あ る 患 者 に よ る 評 価 の こ と

を い う 。 患 者 評 価 は ， 患 者 満 足 度 調 査 と い う 形 で 行 わ れ る こ と が 多 い 。 患 者 満 足 度

調 査 で は ， 医 療 の 技 術 的 要 素 よ り も ， 医 療 機 関 の ア メ ニ テ ィ （ 例 え ば ， ト イ レ の 清

潔 さ ， 駐 車 場 の 利 用 の し や す さ ， 待 合 室 の 騒 音 ， 病 室 の 快 適 さ な ど ） や 医 療 従 事 者

の 態 度 お よ び コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が 問 わ れ る こ と が 多 い 。 患 者 は ， 技 術 的 要 素 よ り

も 人 間 関 係 要 素 を 重 視 し て い る と い わ れ て お り ， そ の 評 価 を 中 心 に し て 医 療 の 良 し

悪 し を 判 断 し て い る と 考 え ら れ る 。 こ の よ う に ， 医 療 の 質 は ， 様 々 な 立 場 か ら 多 角

的 に 評 価 さ れ ， 包 括 的 に 判 断 さ れ る こ と に な る が ， 患 者 に よ る 評 価 は ， 医 学 的 ， 学

術 的 な 観 点 と は 切 り 離 さ れ た 視 点 に よ る 医 療 の 評 価 で あ る と い え る 。  

 

3） 医 療 の 質 評 価 に お け る 患 者 満 足 の 位 置 づ け  

患 者 に よ る 医 療 の 評 価 は ，医 療 の 質 を 判 断 す る う え で 1 つ の 指 標 に な る と い え る

が ，医 療 の 質 評 価 に お い て ，患 者 満 足 は ど の よ う に 位 置 づ け ら れ て き た の だ ろ う か 。

島 津 （ 2005） に よ れ ば ， 医 療 の 質 に 関 す る 3 つ の 領 域 は ， 図 1-4 の よ う に 結 び つ

け ら れ て い る 。 す な わ ち ， 良 い 構 造 は 良 い 過 程 を も た ら し ， そ し て ， 良 い 過 程 は 良

い 結 果 を も た ら す 可 能 性 が あ る と 考 え ら れ て い る 。 言 い 換 え れ ば ， 医 療 サ ー ビ ス が

提 供 さ れ る 構 造 の 質 が 結 果 の 質 を 生 み 出 す が ， 両 者 の 間 に は ， 医 療 サ ー ビ ス が 提 供



 

23 

さ れ る 過 程 の 質 が 想 定 さ れ て い る 。 こ の な か で ， 患 者 満 足 は 医 療 の 結 果 に 含 ま れ て

お り ， 医 療 サ ー ビ ス に お け る 患 者 満 足 は ， 患 者 評 価 に よ る 医 療 の 結 果 を 示 し た 指 標

と し て 位 置 づ け ら れ る こ と に な る 。  

 

構造 過程
結果

（患者満足を
含む）一定の確率 一定の確率

医療の質

 

 

図 1-4  医 療 の質 と患 者 満 足 の関 係  

出 所 ：島 津 （2005）を基 に筆 者 作 成  

 

 Jackson,  Chamber l in ,  & Kroenke（ 2001）に よ れ ば ，医 療 の 質 評 価 に お い て 患

者 満 足 が 利 用 さ れ る 目 的 は ，（ 1）異 な る 医 療 プ ロ グ ラ ム や シ ス テ ム を 比 較 す る た め ，

（ 2） 医 療 の 質 を 評 価 す る た め ，（ 3） 患 者 満 足 度 向 上 の た め に 改 善 を 必 要 と す る サ

ー ビ ス の 属 性 を 特 定 す る た め ，（ 4）離 脱 し そ う な 患 者 を 組 織 が 特 定 す る こ と を 助 け

る た め ， と さ れ て い る 。 ま た ， 患 者 満 足 は ， 医 療 シ ス テ ム の 機 能 を 理 解 す る う え で

重 要 で あ り（ Ware,  Davies-Avery  ,  & Stewart ,  1978;  Pascoe,  1983），そ の た め ，

患 者 満 足 を 患 者 立 脚 型 ア ウ ト カ ム と し て 定 量 化 す る こ と で ， 医 療 の 質 を 評 価 し よ う

と す る 動 き が 高 ま っ て い る （ 尾 藤 ・ 鈴 鴨 ・ 福 原 ， 2005）。  

患 者 が 正 確 な 知 識 を も ち ， 生 命 の 延 長 や 健 康 の 増 進 の た め に ， 常 に 正 し い 医 療 を

選 択 で き る と は 限 ら な い 。 そ の た め ， 患 者 満 足 を 追 及 す る こ と を 医 療 の 根 幹 的 な 目

標 に 据 え る こ と は ， 必 ず し も 適 切 と は 言 え な い か も し れ な い が ， 現 代 の 医 療 に は ，

患 者 の 視 点 を 取 り 入 れ る こ と が 求 め ら れ て い る こ と を 考 慮 す れ ば ， Donabedian

（ 1966）や Lohr（ 1988）が 指 摘 す る よ う に ，患 者 満 足 は そ れ 自 体 が 医 療 の 目 指 す

と こ ろ で あ り ， 医 学 的 な ア ウ ト カ ム と 同 様 に ， 患 者 満 足 を 患 者 立 脚 型 ア ウ ト カ ム と
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し て 考 え る こ と も 必 要 で あ る 。  

さ ら に ， 今 中 （ 1998） は ， 患 者 満 足 が 得 ら れ な い と ，「 治 療 の 中 断 や ド ク タ ー シ

ョ ッ ピ ン グ が 起 き る 」「 服 薬 や 生 活 処 方 に 対 し て コ ン プ ラ イ ア ン ス を 低 下 さ せ る 」「 コ

ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 悪 化 に 伴 っ て 症 状 ， 経 過 ， 関 連 因 子 等 が 隠 蔽 さ れ る 」 な ど ， 医

療 の 提 供 に 支 障 を き た す と 指 摘 し て い る 。 ま た ， 大 津 ・ 佐 伯 ・ 平 野 ・ 粟 屋 （ 2006）

は ， 患 者 の 満 足 は 治 療 に 対 す る 患 者 の 取 り 組 み に 影 響 を 及 ぼ す こ と を 示 し て い る 。

さ ら に ， 厚 生 労 働 省 は ， 全 国 の 一 般 病 院 を 利 用 す る 患 者 を 対 象 に 受 療 行 動 調 査 を 3

年 ご と に 実 施 し ， 医 療 機 関 の 利 用 者 の 受 療 状 況 や 医 療 に 対 す る 満 足 度 調 査 を す る こ

と で ， 医 療 に 対 す る 患 者 の 認 識 や 行 動 を 把 握 ・ 分 析 し ， 医 療 の 質 の 確 保 と 向 上 に 資

す る こ と に 努 め て い る 。 こ の よ う な 取 り 組 み か ら も ， 受 療 行 動 に 関 す る 臨 床 上 あ る

い は 政 策 立 案 上 の 知 見 を 得 る う え で ，患 者 満 足 は 重 要 な 要 因 に な る と 考 え ら れ る（ 今

中 ・ 荒 記 ・ 村 田 ・ 信 友 ,  1993）。 医 療 の 質 評 価 を 患 者 に 求 め よ う と す る 動 き は ， 少

し ず つ 浸 透 し て お り （ 水 野 ら ,  1999； 後 藤 田 ら ， 2007）， 患 者 満 足 度 調 査 は ， 医 療

の 質 評 価 の 手 段 と し て ま す ま す 注 目 さ れ て い る （ 今 中 ら ,  1993； 大 和 田 ・ 郡 司 ・ 今

中 ， 1995）。  

 

第 5 節  患 者 満 足 モ デ ル に 関 す る 既 存 研 究  

 

1） 患 者 満 足 モ デ ル の 研 究 背 景  

 患 者 満 足 に 関 す る 研 究 は ，1950 年 代 よ り 報 告 さ れ は じ め て い る が ，1970 年 代 後

半 ま で は ， 医 療 サ ー ビ ス の 管 理 者 や 医 療 従 事 者 ， あ る い は 消 費 者 団 体 が 求 め る 実 践

的 な デ ー タ の 提 供 を 目 的 と し た 研 究 が 大 半 を 占 め て い る （ Linder-Pe lz ,  1982a）。

多 く の 研 究 で は ，患 者 属 性 や 医 療 サ ー ビ ス の 属 性 と 患 者 満 足 と の 関 係 や ，あ る い は ，

患 者 の 行 動 と 患 者 満 足 と の 関 係 が 検 討 さ れ て い る（ 例 え ば ，Lebow,  1974;  Locker  & 

Dunt ,  1978;  Ware ,  Dav ies-Avery ,  & Stewart ,  1978）。 論 理 的 に は ， 概 念 の 意 味
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が 理 論 的 に 検 討 さ れ た 後 に 測 定 方 法 の 検 討 や 実 際 の 測 定 が 行 わ れ る が ， 少 な く と も

1970 年 後 半 ま で の 患 者 満 足 研 究 で は ， 支 持 さ れ た 患 者 満 足 の 定 義 や 心 理 学 的 モ デ

ル は 明 快 に 展 開 さ れ な か っ た （ Pascoe,  1983）。 こ の よ う な 患 者 満 足 概 念 の 意 味 に

対 す る 配 慮 の 欠 如 は ，患 者 満 足 研 究 の 1 つ の 大 き な 欠 陥 と し て 指 摘 さ れ る よ う に な

っ た （ Locker  & Dunt,  1978;  Abradmowitz  e t  a l . ,  1987;  Wi l l iams,  1994）。  

患 者 の 年 齢 や 性 別 と い っ た 社 会 統 計 学 的 属 性 と 患 者 満 足 と の 関 係 の 検 討 が 多 く

行 わ れ て い た 1970 代 後 半 ま で の 研 究 の 状 況 が 批 判 さ れ は じ め ， 患 者 満 足 あ る い は

不 満 が 決 ま る プ ロ セ ス の 理 解 が 重 要 な 課 題 で あ る と 述 べ ら れ る よ う に な る（ 例 え ば ，

Locker  & Dunt ,  1978）。 こ の 問 題 に 対 し て ， 1970 年 代 後 半 頃 か ら 患 者 満 足 概 念 の

意 味 の 重 要 性 が 指 摘 さ れ る よ う に な っ て い っ た （ Locker  & Dunt,  1978;  Ware  e t  

a l . ,  1978）。  

 

2） 患 者 満 足 モ デ ル の 基 本 的 要 件  

 患 者 満 足 の モ デ ル 化 に あ た っ て は ， い く つ か 基 本 的 な 要 件 が 考 え ら れ る 。

Linder-Pe l tz（ 1982a） に よ れ ば ， 患 者 満 足 の 概 念 に は ， 患 者 や 医 療 サ ー ビ ス の 属

性 に よ っ て 決 ま る 従 属 変 数 と し て の 側 面 が あ り ， 一 方 で は ， 引 き 続 き 起 こ る 患 者 の

健 康 関 連 行 動 に 影 響 を 及 ぼ す 独 立 変 数 と し て の 側 面 が あ る 。 従 属 変 数 と し て の 患 者

満 足 は ，医 療 サ ー ビ ス の 構 造 ，過 程 ，結 果 の 評 価 に 従 属 す る と み な さ れ る（ Pascoe,  

1983）。 一 方 ， 患 者 満 足 を 独 立 変 数 と み な し た 場 合 ， 患 者 満 足 は 治 療 に 対 す る コ ン

プ ラ イ ア ン ス や 医 学 的 な ア ド バ イ ス を 患 者 が 正 確 に 覚 え て い る か と い う 点 に 影 響 を

及 ぼ す と い う 見 方 か ら ， 健 康 状 態 の 重 要 な 決 定 要 因 で あ る と さ れ る （ Falvo ,  

Woehlke ,  & De ichmann,  1980）。し た が っ て ，患 者 満 足 の モ デ ル 化 に あ た っ て は ，

医 療 サ ー ビ ス の 評 価 が 反 映 さ れ ， 患 者 の 健 康 関 連 行 動 を 説 明 で き る こ と が 基 本 的 な

要 件 に な る と い え る 。  
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3） 患 者 満 足 モ デ ル の 諸 説  

Pascoe（ 1983） に よ れ ば ， 患 者 満 足 は ， サ ー ビ ス 経 験 の 文 脈 ， プ ロ セ ス ， 成 果

に 関 す る 主 要 な 側 面 に 対 す る 患 者 の 反 応 と し て 定 義 さ れ る 。 こ の 評 価 は ， 患 者 の 主

観 的 な 基 準 （ 期 待 ， 理 想 ， 規 範 ） と ， 個 々 の 医 療 経 験 に 関 す る 重 要 な 特 質 と の 比 較

と し て み な さ れ る 。そ し て ，比 較 の プ ロ セ ス は ，相 互 関 係 に あ る 2 つ の 心 理 的 活 動

を 含 ん で い る こ と が 想 定 さ れ て い る 。 1 つ は サ ー ビ ス の 構 造 ， 過 程 ， 結 果 に 関 す る

認 知 ベ ー ス の 評 価 ，も し く は 等 級 付 け で あ る 。も う 1 つ は ，サ ー ビ ス の 構 造 ，過 程 ，

結 果 に 関 す る 感 情 ベ ー ス の 反 応 も し く は 情 動 的 反 応 で あ る 。  

1980 年 代 以 降 ， 患 者 満 足 モ デ ル に 関 す る 研 究 が 展 開 さ れ て い く こ と に な る が ，

Pascoe（ 1983） の 定 義 の う ち ， 患 者 満 足 モ デ ル は ， 患 者 満 足 の 認 知 ベ ー ス の 評 価

を 中 心 に 発 展 し て い く こ と に な る 。 そ の 理 由 は ， 医 療 サ ー ビ ス の 各 属 性 に 対 す る 認

知 的 評 価 と し て 患 者 満 足 モ デ ル を 構 築 し た ほ う が ， 患 者 満 足 や 不 満 足 を 改 善 す る た

め の 領 域 を 容 易 に 特 定 で き る た め と さ れ て い る（ Singh,  1989）。そ し て ，患 者 満 足

を 説 明 す る モ デ ル に お い て ， 今 日 ま で 中 心 的 な 役 割 を 担 っ て き た 心 理 的 概 念 は 期 待

で あ る と 考 え ら れ て い る （ Thompson & Sunol ,  1995）。 以 下 に ， 期 待 概 念 を 扱 っ

た 患 者 満 足 モ デ ル に 関 す る 研 究 を 概 観 す る 。  

 

（1）期 待 －価 値 モデル  

 患 者 満 足 の 概 念 化 を 試 み た 初 期 の 研 究 に Hulka et  a l .（ 1970）が あ る 。Hulka et  

a l .（ 1970） は ， 患 者 満 足 を 「 医 師 や 医 療 に 対 す る 態 度 」 と 定 義 し て 患 者 満 足 を 捉

え よ う と し た 。 こ の 定 義 は ， 1980 年 代 前 半 ま で の 患 者 満 足 研 究 に お い て よ く 採 用

さ れ て い た （ 例 え ば ， Ware,  Dav ies-Avery ,  & Stewart ,  1978）。  

 そ の 後 ，Linder-Pe lz（ 1982a）は ，満 足 を 扱 っ た 職 務 満 足 の 研 究 を 概 観 し ，職 務

満 足 は 仕 事 の 多 面 的 な 次 元 に 関 す る 肯 定 的 な 評 価 と 考 え ら れ て い た こ と か ら ， 患 者

満 足 も 同 様 に 扱 お う と し た 。 つ ま り ， 患 者 満 足 は 医 療 の 異 な る 側 面 の 多 面 的 評 価 と
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し て 定 義 で き る と 考 え ，患 者 満 足 を ，「 医 療 の 区 別 さ れ た 次 元 に 対 す る 肯 定 的 な 評 価 」

と 定 義 し た 。 そ し て ， Fishbe in & A jzen（ 1975） の 態 度 理 論 を 応 用 し ， 期 待 － 価

値 モ デ ル に よ っ て 患 者 満 足 を 説 明 し よ う と し た 。 Fishbe in & A jzen（ 1975） は ，

対 象 に 対 す る 人 の 態 度 は 「 対 象 が 特 定 の 属 性 を 有 し て い る と い う そ の 人 の 信 念 と ，

そ の 属 性 に 対 す る そ の 人 の 評 価 に 関 連 す る 」 と 考 え ， 態 度 を 説 明 す る た め の 理 論 と

し て ，期 待 － 価 値 理 論 を 提 案 し て い る 。Linder-Pe l tz（ 1982a）は ，Fishbe in & Ajzen

（ 1975）の 理 論 を 応 用 し ，患 者 満 足 は ，医 療 の 各 属 性 に 対 す る 期 待 と 価 値 に よ っ て

説 明 で き る と 考 え た 。な お ，こ こ で い う 期 待 と は ，「 信 念 の 集 合 ，あ る 出 来 事 の 属 性

に 関 す る 主 観 的 な 見 込 み ， 出 来 事 の 予 期 ， 起 こ り そ う と 知 覚 さ れ た ア ウ ト カ ム 」 と

定 義 さ れ ， 価 値 は 「 良 い ／ 悪 い も し く は 重 要 ／ 重 要 で な い と い う 観 点 か ら み た ， 属

性 に 関 す る 評 価 ， あ る い は 医 療 の 出 来 事 の 側 面 に 関 す る 評 価 」 と 定 義 さ れ て い る 。  

L inder-P le tz（ 1982b） で は ， 初 診 患 者 の デ ー タ を 用 い て 期 待 － 価 値 モ デ ル の 検

証 を 行 っ て い る 。 そ の 結 果 ， 期 待 は （ 医 師 の 行 動 に 関 す る ） 満 足 の 8%を 説 明 し た

に 過 ぎ ず ， 価 値 は 満 足 に 有 意 な 影 響 を 及 ぼ さ な い こ と が 示 さ れ た 。 さ ら に ， 期 待 と

価 値 の 相 互 作 用 も 満 足 に 有 意 な 影 響 を 及 ぼ さ な か っ た こ と か ら ， 期 待 － 価 値 モ デ ル

は 患 者 満 足 を 説 明 す る モ デ ル と し て 積 極 的 に 支 持 さ れ な い こ と が 示 さ れ た 。 そ の 後

の 研 究 （ Linder-Pe lz  & Struening,  1985） に お い て も ， 価 値 と 結 び つ け た 期 待 で

は 患 者 満 足 を 説 明 で き な い こ と が 示 さ れ て い る 。  

 

（2）不 一 致 モデル  

 患 者 満 足 を 期 待 － 価 値 に よ る 態 度 と し て 概 念 化 し た こ と に つ い て ， 問 題 点 が 指 摘

さ れ て い る 。 Pascoe（ 1983） は ， 個 々 が 実 際 に 受 け た 医 療 サ ー ビ ス に 対 す る 満 足

は ， 患 者 が 医 療 に 対 し て も つ 一 般 的 な 期 待 や 価 値 よ り も ， 経 験 直 後 の 患 者 の 反 応 に

よ っ て 影 響 を 受 け る 可 能 性 を 挙 げ ， 期 待 － 価 値 モ デ ル を 批 判 し た 。 そ し て ， 期 待 概

念 を 扱 っ た 代 替 モ デ ル と し て ， 不 一 致 モ デ ル が 提 唱 さ れ て い る 。  
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 不 一 致 モ デ ル に よ る ア プ ロ ー チ は ， も と も と 職 務 満 足 研 究 に お い て 行 わ れ て い た

も の で あ り ， Lawler（ 1973） に よ っ て 検 討 さ れ て い る 。 不 一 致 モ デ ル は ， 期 待 も

し く は 価 値 に 関 す る 主 観 的 な 知 覚 を ベ ー ス ラ イ ン と し ， こ の ベ ー ス ラ イ ン と 実 際 の

成 果 と の 比 較 に よ っ て 患 者 満 足 は 決 定 す る と 考 え る 立 場 で あ る 。 患 者 満 足 が こ の よ

う に 定 義 さ れ る こ と に よ っ て ， 医 療 に 対 す る 期 待 と 実 際 に 受 け た 医 療 の 知 覚 と の マ

ッ チ ン グ が 患 者 満 足 を 規 定 す る こ と に な る 。 Pascoe（ 1983） に よ れ ば ， 過 去 の 患

者 満 足 研 究 は 暗 に 不 一 致 モ デ ル が 使 用 さ れ て い る 。  

 Pacoe（ 1983）は ，不 一 致 モ デ ル に つ い て ，以 下 の 問 題 を 指 摘 し て い る 。不 一 致

モ デ ル で は ， ア ウ ト カ ム と い く つ か の 心 理 学 的 基 準 と が 比 較 さ れ ， 期 待 さ れ た あ ら

ゆ る も の か ら の 逸 脱 が 不 満 足 に な る と 想 定 さ れ て い る 。 し か し な が ら ， 期 待 か ら の

逸 脱 は 驚 き を も た ら す こ と も あ り ， 必 ず し も 不 満 が も た ら さ れ る わ け で は な い 。 ま

た ， 期 待 以 上 の 成 果 で あ っ た 場 合 は ， 期 待 通 り の 成 果 で あ っ た 場 合 と 比 べ て ， 満 足

度 が 低 く な る こ と は 考 え に く い 。 さ ら に ， 不 一 致 モ デ ル で は ， 医 療 サ ー ビ ス の 各 属

性 に 対 す る 期 待 と 実 際 が 完 全 に 一 致 す る こ と が 満 足 な の か ， ど こ ま で の 不 一 致 は 不

満 足 と な ら な い の か ， と い う 問 題 も 指 摘 さ れ る 。  

 

（3）同 化 －対 照 モデル  

 不 一 致 モ デ ル が も つ 問 題 の 一 部 を 説 明 す る モ デ ル と し て ， 同 化 － 対 照 モ デ ル が 挙

げ ら れ て い る 。 同 化 － 対 照 モ デ ル は ， Sher i f  & Hov land（ 1961） が 主 張 し た 理 論

で あ り ，も と も と は 製 品 に 対 す る 消 費 者 の 認 知 を 扱 っ た も の で あ る（ 図 1-5）。同 化

－ 対 照 モ デ ル に よ れ ば ， 消 費 者 （ 患 者 ） の 知 覚 に は 許 容 範 囲 と 拒 否 範 囲 が 存 在 し て

い る 。 消 費 者 の 期 待 と 製 品 の 成 果 判 断 の 不 一 致 が 小 さ い 場 合 は ， 判 断 の 結 果 が 許 容

範 囲 に 位 置 し て お り ， 消 費 者 は 自 分 が 持 っ て い た 期 待 に 製 品 成 果 の 評 価 を 同 化 さ せ

よ う と す る 。 一 方 ， 期 待 と 製 品 成 果 の 間 の 不 一 致 が 大 き く て ， 判 断 結 果 が 拒 否 範 囲

に 位 置 す る 場 合 は ， 対 照 効 果 に よ っ て そ の 不 一 致 を 誇 張 し て 知 覚 す る こ と に な る 。
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同 化 － 対 照 モ デ ル に よ る と ， 期 待 が 持 つ 効 果 は ， 成 果 判 断 と の 不 一 致 の 程 度 に よ っ

て 規 定 さ れ る と い う こ と で ， 適 当 な 程 度 の 不 一 致 は 同 化 効 果 を 誘 導 す る が ， 一 定 水

準 以 上 の 不 一 致 が 発 生 し た 場 合 は ， 対 照 効 果 が 発 生 す る と い う こ と に な る （ 金 ,  

2004）。  

医 療 サ ー ビ ス に お い て も 同 様 に ， 医 療 サ ー ビ ス の 経 験 が 許 容 範 囲 に あ れ ば ， 期 待

と と も に 同 化 効 果 が 生 じ ， 一 方 ， 経 験 が 拒 否 範 囲 に 位 置 し た 場 合 ， 対 照 効 果 に よ っ

て ， よ り 肯 定 的 も し く は よ り 否 定 的 な 評 価 が な さ れ る こ と に な る 。 た だ し ， 医 療 が

提 供 さ れ る プ ロ セ ス は 患 者 に と っ て あ い ま い な も の で る た め ， 許 容 範 囲 は か な り 大

き く な る と 考 え ら れ る 。そ し て ，幅 広 い 許 容 範 囲 は 同 化 効 果 を 生 じ や す く な る た め ，

そ の 結 果 ， 患 者 満 足 度 が 高 く な っ て し ま う 可 能 性 が あ る （ Pascoe,  1983）。  
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図 1-5  同 化 －対 照 モデル  

出 所 ：Thompson  &  Suno l（1995）を基 に筆 者 が加 筆 ・修 正  
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（ 4） 受 容 ゾ ー ン モ デ ル  

 受 容 ゾ ー ン モ デ ル は ， サ ー ビ ス マ ー ケ テ ィ ン グ の 研 究 領 域 に お い て ，

Parasuraman,  Berry ,  & Ze i thmal（ 1991） よ っ て 提 案 さ れ た モ デ ル で あ る 。 受 容

ゾ ー ン モ デ ル に よ れ ば ，期 待 に は 2 つ あ り ，業 界 内 の 標 準 的 な 期 待（ 適 正 水 準 ）と ，

あ っ て 欲 し い 期 待（ 要 求 水 準 ）が あ る（ 図 1-6）。こ こ で ，サ ー ビ ス 属 性 の 成 果 が 業

界 内 の 標 準 的 な 期 待 値 （ 適 正 水 準 ） を 上 回 っ て い れ ば ， あ っ て 欲 し い 期 待 （ 要 求 水

準 ） 以 下 で あ っ た と し て も ， 不 満 を 感 じ る こ と は な い と 仮 定 さ れ る 。 仮 に ， サ ー ビ

ス 属 性 の 成 果 が 適 正 水 準 以 下 で あ っ た 場 合 は 不 満 足 が 生 じ ， 要 求 水 準 以 上 で あ れ ば

高 い 満 足 が 得 ら れ る と さ れ て い る 。  

 受 容 ゾ ー ン モ デ ル を 応 用 し て 医 療 サ ー ビ ス の 患 者 満 足 を 説 明 し よ う と す る と ， 以

下 の よ う な 問 題 が 生 じ る 。 こ の モ デ ル で は ， 業 界 内 の 適 正 水 準 や 要 求 水 準 が 明 確 に

判 断 さ れ る こ と を 前 提 と し て い る が ， 患 者 が 医 療 の 提 供 過 程 に 関 す る 業 界 内 の 適 正

水 準 を 明 確 に 判 断 で き る と は 限 ら な い 。 ま た ， 適 正 水 準 か ら 要 求 水 準 の 範 囲 に 限 れ

ば ， 望 ま し い 成 果 が 得 ら れ て も 満 足 度 は 高 ま ら な い こ と に な る 。 こ の こ と は ， 同 化

－ 対 照 モ デ ル に お け る 同 化 効 果 と 同 じ 現 象 を 示 し て い る と 考 え ら れ る （ Thompson 

& Sunol ,  1995）。  

 

低 高

期待

適正水準
（下限）

要求水準
（上限）  

図 1-6  受 容 ゾーンモデル  

出 所 ：Thompson  &  Suno l（1995）を基 に筆 者 作 成  
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第 6 節  本 論 文 の 問 題 意 識 と 目 的  

 

1） 本 論 文 の 問 題 意 識  

 こ こ ま で み て き た よ う に ， 患 者 満 足 モ デ ル に つ い て は ， 期 待 概 念 を 中 心 に い く つ

か の モ デ ル が 提 案 さ れ て き た 。 期 待 概 念 に 対 す る 問 題 と し て は ， 期 待 に は 「 理 想 的

な 期 待 」「 予 測 的 な 期 待 」「 規 範 的 な 期 待 」 な ど が あ り ， 期 待 は 多 義 的 な 概 念 で あ る

た め ， 定 義 の 仕 方 に よ っ て は 患 者 満 足 を う ま く 説 明 で き な く な る と い う 問 題

（ Thompson & Sunol ,  1995） や ， 医 療 技 術 な ど 医 療 サ ー ビ ス の 属 性 に よ っ て は 明

確 な 期 待 が 形 成 さ れ に く い と い う 問 題（ Wil l iams,  1994）も あ る 。そ の う え ，期 待

概 念 を 扱 っ た こ れ ま で の 患 者 満 足 モ デ ル に は ， 患 者 満 足 と い う 概 念 に つ い て 説 明 し

に く い 2 つ の 問 題 が 指 摘 で き る 。  

 第 1 は ，患 者 満 足 を 構 成 す る 内 容 に つ い て で あ る 。期 待 概 念 を 扱 っ た こ れ ま で の

患 者 満 足 モ デ ル で は ， ど ち ら か と い え ば ， 患 者 満 足 の 評 価 過 程 に 焦 点 が あ て ら れ て

い た 。 不 一 致 モ デ ル に 代 表 さ れ る 患 者 満 足 モ デ ル は ， 患 者 に 満 足 や 不 満 足 が も た ら

さ れ る プ ロ セ ス の 解 明 に 貢 献 し て き た 。 し か し な が ら ，「 患 者 の 何 が 満 足 し た の か 」

に つ い て は ， 不 一 致 モ デ ル を 用 い て 説 明 す る こ と は で き な い 。 こ の 点 は ， 期 待 概 念

を 扱 っ た 患 者 満 足 モ デ ル の 限 界 で あ る と 考 え ら れ る 。  

患 者 満 足 モ デ ル に 関 す る こ れ ま で の 研 究 に お い て ， 患 者 満 足 の 内 容 を 説 明 す る た

め に 構 築 さ れ ， 実 証 的 に 支 持 さ れ た モ デ ル は み あ た ら な い 。 期 待 は 認 知 過 程 を 説 明

す る 概 念 と し て 有 用 か も し れ な い が ， 患 者 の 満 足 や 不 満 の 内 容 を 説 明 す る 概 念 と し

て は 不 向 き と い え る 。 そ の た め ， 患 者 満 足 を 構 成 す る 内 容 を 説 明 で き る モ デ ル の 作

成 に あ た っ て は ， 期 待 以 外 の 心 理 的 概 念 に 着 目 す る 必 要 が あ る と 考 え ら れ る 。  

 第 2 の 問 題 は ，患 者 満 足 と 患 者 の 健 康 関 連 行 動 と の 関 係 に つ い て で あ る 。患 者 満

足 に 関 す る 初 期 の モ デ ル の 1 つ に ，期 待 － 価 値 モ デ ル が あ り ，こ の モ デ ル は ，職 務

満 足 研 究 の 領 域 で は 労 働 者 の 動 機 づ け を 説 明 す る 理 論 と し て 発 展 し て い っ た 。 患 者
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満 足 研 究 に お い て も 期 待 － 価 値 モ デ ル が 注 目 さ れ ， 患 者 満 足 を 説 明 す る モ デ ル と し

て 応 用 さ れ た が ， 患 者 満 足 を う ま く 説 明 で き な か っ た こ と か ら ， 患 者 満 足 は 不 一 致

モ デ ル へ と 展 開 し て い く こ と に な っ た 。 不 一 致 モ デ ル は ， 患 者 満 足 や 不 満 足 の 判 断

を 説 明 す る こ と に 力 点 が 置 か れ て い た が ， 以 後 の 同 化 － 対 照 モ デ ル や 受 容 ゾ ー ン モ

デ ル に お い て も ， 患 者 の 健 康 関 連 行 動 を 説 明 す る 概 念 と し て の 患 者 満 足 は 考 慮 さ れ

て い な か っ た よ う に 思 わ れ る 。  

期 待 は ，人 間 の 動 機 づ け を 説 明 す る た め の 1 つ の 概 念 で あ る こ と か ら ，特 定 の 行

動 に つ い て は あ る 程 度 説 明 が 可 能 で あ る 。 例 え ば ， 患 者 満 足 モ デ ル で 扱 わ れ て い る

期 待 の 対 象 は 医 療 サ ー ビ ス で あ る こ と か ら ， 期 待 の 強 さ に は ， 医 療 サ ー ビ ス に 接 近

す る 行 動 や 医 療 サ ー ビ ス を 回 避 す る 行 動 に 影 響 を 及 ぼ す 可 能 性 が あ る 。 つ ま り ， 医

療 機 関 の 再 受 診 や 医 療 機 関 の ス イ ッ チ ン グ に つ い て は ， 期 待 概 念 を 扱 っ た 患 者 満 足

モ デ ル を 用 い て 説 明 で き る か も し れ な い 。し か し な が ら ，運 動 や 食 事 制 限 と い っ た ，

病 気 の 治 療 や 予 防 の た め の 健 康 行 動 は ， 患 者 満 足 モ デ ル に お け る 期 待 の 対 象 外 と な

る 。 そ の た め ， こ れ ら の 健 康 行 動 に 対 し て 患 者 満 足 が 及 ぼ す 影 響 を 説 明 す る た め の

枠 組 み は ， 期 待 概 念 を 扱 っ た 患 者 満 足 モ デ ル で は 提 供 さ れ て い な い 。 健 康 行 動 と 患

者 満 足 と の 関 係 を う ま く 説 明 す る た め に は ， 動 機 づ け を 説 明 で き る 概 念 が 扱 わ れ た

患 者 満 足 モ デ ル が 必 要 に な っ て く る 。  

 

2） 本 論 文 の 視 点 と 目 的  

期 待 概 念 を 扱 っ た 患 者 満 足 モ デ ル は ， 患 者 満 足 の 評 価 過 程 に 焦 点 が あ て ら れ て お

り ， 患 者 の 満 足 や 不 満 足 が も た ら さ れ る 認 知 的 プ ロ セ ス の 理 解 に 優 れ た モ デ ル で あ

っ た 。 そ の 一 方 で ， こ れ ら の モ デ ル で は ， ① 患 者 満 足 を 構 成 す る 内 容 に つ い て 説 明

で き な い ， ② 患 者 の 健 康 関 連 行 動 と 患 者 満 足 と の 関 係 を 説 明 す る 枠 組 み が 提 示 で き

な い ， と い っ た 問 題 が 指 摘 さ れ た 。 医 療 サ ー ビ ス に お け る 患 者 満 足 の 理 解 を 深 め る

た め に は ， 患 者 満 足 の 内 容 や 患 者 満 足 に よ る 動 機 づ け を 説 明 で き る モ デ ル の 作 成 が
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必 要 と な る 。  

そ こ で ， 本 論 文 で は 欲 求 概 念 に 着 目 し ， 欲 求 の 充 足 に 基 づ い た 患 者 満 足 モ デ ル を

提 案 す る 。 な ぜ な ら 欲 求 は ， 心 理 学 の 領 域 に お い て ， 人 間 の 行 動 の 動 機 づ け に 関 わ

る 概 念 と し て 古 く か ら 研 究 さ れ て き た か ら で あ る 。 欲 求 に 関 す る 初 期 の 研 究 で は ，

生 理 的 な 欲 求 や 心 理 的 な 欲 求 を 充 足 さ せ る た め に 人 間 は 行 動 す る と 考 え ら れ （ 例 え

ば ， Murray,  1938）， 欲 求 が 充 足 す れ ば 行 動 は 起 こ ら な く な る と 考 え ら れ て い た 。

そ の 後 ， Maslow（ 1943） は ， 欠 乏 し た 欲 求 を 充 た す た め だ け に 人 間 は 行 動 す る の

で は な く ， 充 足 さ れ た 後 で も そ の 重 要 性 は 減 少 せ ず よ り い っ そ う 充 足 を 求 め て 行 動

す る こ と も あ る と 考 え て い る 。 近 年 で は ， 人 間 は 本 来 積 極 的 で 能 動 的 な 存 在 で あ る

と 捉 え ら れ て お り ， 人 間 に は ， 自 分 自 身 の 成 長 と 発 達 を 目 指 す 志 向 性 が あ る と さ れ

て い る （ Deci  & Ryan,  2002）。 Deci  & Ryan（ 2002） は ， 彼 ら が 提 唱 し た 自 己 決

定 理 論 の な か で ， 人 間 の 行 動 の 自 律 性 に 関 わ る 欲 求 概 念 と し て ， 有 能 さ の 欲 求 ， 自

律 性 欲 求 ， 関 係 性 欲 求 を 挙 げ て い る 。 有 能 さ の 欲 求 と は ， 自 己 の お か れ た 環 境 や 活

動 に お い て 効 果 的 で あ り た い と い う 欲 求 で あ り ， 自 律 性 欲 求 と は ， 自 分 自 身 が 自 分

の 行 動 の 起 源 で あ る と 感 じ た い 欲 求 の こ と を 意 味 す る 。 ま た ， 関 係 性 欲 求 は ， 他 者

と つ な が っ て い た い ， 他 者 に 関 心 を 持 ち 他 者 か ら 関 心 を 持 た れ た い と い う 欲 求 を 示

す 概 念 で あ る 。 自 己 決 定 理 論 は ， こ れ ら の 欲 求 の 充 足 に よ っ て 人 間 の 行 動 は よ り 自

律 的 （ 自 己 決 定 的 ） に 動 機 づ け ら れ る と 主 張 し て い る 。 こ の 考 え 方 を 応 用 し ， 欲 求

の 充 足 に 基 づ い て 設 定 さ れ た 患 者 満 足 モ デ ル が 支 持 さ れ れ ば ， 期 待 概 念 を 扱 っ た 患

者 満 足 モ デ ル が 説 明 で き な か っ た 患 者 満 足 の 内 容 や ， 患 者 満 足 が 患 者 の 行 動 に 対 す

る 動 機 づ け に 及 ぼ す 影 響 を 説 明 で き る と 考 え ら れ る 。  
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第 7 節  ま と め  

 

 本 章 で は ， 最 初 に ， 医 療 の 質 が 求 め ら れ て い る わ が 国 の 医 療 を と り 巻 く 背 景 が 概

観 さ れ た 。 次 に ， 医 療 の 質 評 価 の 歴 史 と 患 者 満 足 度 評 価 が 注 目 さ れ る よ う に な っ た

背 景 を 概 観 し ， 医 療 の 質 評 価 に お け る 患 者 満 足 の 位 置 づ け を 確 認 し た 。 そ し て ， 患

者 満 足 研 究 に お い て ，期 待 概 念 を 扱 っ た 患 者 満 足 モ デ ル に つ い て 検 討 し た 。そ の 後 ，

期 待 概 念 を 扱 っ た 患 者 満 足 モ デ ル で は ， 患 者 満 足 を 構 成 す る 内 容 や ， 患 者 満 足 が 患

者 の 健 康 関 連 行 動 に 及 ぼ す 影 響 の 心 理 過 程 を う ま く 説 明 で き な い と い う 問 題 が 指 摘

さ れ た 。 最 後 に ， そ の 問 題 を 解 決 す る た め の モ デ ル と し て ， 欲 求 の 充 足 に 基 づ く 患

者 満 足 モ デ ル を 提 案 し ， そ の 可 能 性 に つ い て 論 じ た 。
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第 2 章  欲 求 の内 容 と動 機 づけに関 する理 論 的 枠 組 み  

 

第 1 節  はじめに  

 

 第 2 部 で は ， 欲 求 の 充 足 に 基 づ く 患 者 満 足 モ デ ル に つ い て 検 討 し て い く た め に ，

欲 求 の 内 容 と 動 機 づ け に 関 す る 理 論 に つ い て 検 討 し た う え で ， 本 論 文 の 研 究 課 題 と

分 析 枠 組 み に つ い て 述 べ る 。第 2 章 で は ，欲 求 の 内 容 と 動 機 づ け に 関 す る 理 論 的 枠

組 み に つ い て 検 討 し ， 欲 求 の 充 足 に 基 づ く 患 者 満 足 の モ デ ル と ， 患 者 満 足 と 患 者 の

健 康 関 連 行 動 と の 関 係 を 説 明 す る 概 念 モ デ ル を 提 示 す る 。そ し て ，第 3 章 で は ，第

2 章 で 構 築 し た モ デ ル を も と に 本 論 文 の 研 究 課 題 を 設 定 し ， 分 析 方 法 に つ い て 述 べ

る 。  

ま ず ， 本 章 第 2 節 で は ， 欲 求 の 分 類 に 関 す る 古 典 的 研 究 で あ る Murray（ 1938）

の 欲 求 リ ス ト の な か で 示 さ れ た ， 臓 器 発 生 的 欲 求 と 心 理 発 生 的 欲 求 の 内 容 を 検 討 す

る 。次 に ，  第 3 節 に お い て ，Murray（ 1938）の 研 究 の 流 れ と は 別 の 研 究 体 系 で あ

る Maslow（ 1943）の 欲 求 階 層 説 を 概 観 す る 。そ し て ，第 4 節 で は ，人 間 の 心 理 的

な 欲 求 に 着 目 し ， 動 機 づ け と の 関 連 の な か で 構 築 さ れ た 基 本 的 欲 求 理 論 （ Deci  &  

Ryan,  2002） を と り あ げ る 。 第 5 節 で は ， 欲 求 の 内 容 と 動 機 づ け に 関 す る 以 上 の

理 論 を 基 盤 に し た 患 者 満 足 モ デ ル に 関 す る 枠 組 み を 提 示 す る 。  

 

第 2 節  Mur ray の欲 求 リスト  

 

1）欲 求 リストの概 要  

 

Murray（ 1938） は ， 人 間 の 欲 求 に 関 す る リ ス ト （ 欲 求 リ ス ト ） を 作 成 し ， 欲 求

を 臓 器 発 生 的 欲 求 と 心 理 発 生 的 欲 求 に 分 け て い る 。 臓 器 発 生 的 欲 求 は ， 人 間 の 内 臓
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器 官 と 直 接 関 係 し て い る 欲 求 で あ り ， 例 え ば ， 胃 と 関 係 し た 食 物 欲 求 ， 肺 と 関 係 し

た 呼 気 欲 求 な ど が 含 ま れ て い る 。 生 理 的 欲 求 と も い う べ き 臓 器 発 生 的 欲 求 は ， 最 も

基 本 的 な 欲 求 で あ り ， こ の 欲 求 が 終 始 充 た さ れ な い 場 合 ， 人 間 は こ の 欲 求 に 大 半 が

支 配 さ れ る と 考 え ら れ て い る 。他 方 ，心 理 発 生的 欲 求 は ，臓 器 発 生 的 欲 求 と 異 な り ，

臓 器 に 直 接 関 係 し て い な い 欲 求 を 意 味 し て い る 。  

 

2）臓 器 発 生 的 欲 求  

ま ず ，臓 器 発 生 的 欲 求 の 内 容 を み て み る（ 表 2-1）。最 初 の 6 つ の 欲 求（ 吸 気 ，飲

水 ，食 物 ，感 性 ，性 ，授 乳 ）は ，「 積 極 的 」あ る い は「 接 近 」の 欲 求 と 呼 ば れ る こ と

が あ る 。な ぜ な ら ば ，こ れ ら 6 つ 欲 求 は ，人 間 の 関 心 を 積 極 的 に 他 の 対 象 ，例 え ば ，

空 気 ， 水 ， 食 物 ， 美 的 な も の ， 性 対 象 ， 乳 児 な ど に 向 け さ せ る 欲 求 と い え る か ら で

あ る 。 積 極 的 欲 求 の 特 徴 は ， 主 と し て 終 末 状 況 に 到 達 し よ う と す る 欲 望 が 主 観 的 に

あ る こ と で あ る 。 例 え ば ， 飲 水 欲 求 は ， 水 が 欠 乏 し て い る 状 況 か ら ， 水 分 が 摂 取 さ

れ た 状 況（ 終 末 状 況 ）に 到 達 し よ う と す る 欲 求 で あ り ，積 極 的 欲 求 の 代 表 例 で あ る 。  

他 方 ，後 の 7 つ の 欲 求（ 呼 気 ，排 尿 ，排 便 ，毒 性 回 避 ，暑 熱 回 避 ，寒 冷 回 避 ，傷

害 回 避 ）は ，「 消 極 的 」あ る い は「 疎 遠 」の 欲 求 と 呼 ば れ る こ と が あ る 。そ の 理 由 は ，

こ れ ら 7 つ の 欲 求 は ， 最 初 の 6 つ の 欲 求 と 異 な り ， 老 廃 物 を 除 い た り ， 不 愉 快 な ，

害 を 与 え る も と に な る も の か ら 逃 れ た り す る よ う に ， 人 間 を 対 象 か ら 引 き 離 す よ う

に さ せ る か ら で あ る 。 消 極 的 欲 求 の 特 徴 に は ， 主 と し て 始 発 状 況 か ら 離 れ て い こ う

と す る 点 が 挙 げ ら れ る 。 例 え ば ， 毒 性 回 避 欲 求 は ， 毒 性 の 障 害 に 脅 か さ れ て い る 状

況 （ 始 発 状 況 ） か ら 退 去 し た い と い う 欲 求 を 示 し て い る 。  
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表 2-1  臓 器 発 生 的 欲 求  

A. 欠乏から摂取に導く欲求

1. 吸気

2. 飲水

3. 食物

4. 感性 積極的

B. 膨腸から排泄に導く欲求

5. 性

6. 授乳

7. 呼気

8. 排尿

9. 排便

C. 傷害から回避に導く欲求

10. 毒性回避 消極的

11. 暑熱回避

12. 寒冷回避

13. 傷害回避

分泌（生命源）

排泄（老廃物）

 

出 所 ：Mur ray（1938）を基 に筆 者 作 成  

 

3）心 理 発 生 的 欲 求  

次 に ，心 理 発 生 的 欲 求 の 内 容 を 確 認 し て み る（ 表 2-2）。心 理 発 生 的 欲 求 は ，臓 器

発 生 的 欲 求 に 依 存 し ， そ れ か ら 由 来 す る 欲 求 と 考 え ら れ て い る 。 ま た ， 心 理 発 生 的

欲 求 は ， 日 常 よ く あ ら わ れ る 反 応 系 や 願 望 の 基 盤 に な っ て い る も の で あ る 。  

こ こ で ，表 2-2 に 挙 げ ら れ た 28 の 心 理 発 生 的 欲 求 の 内 容 に つ い て 簡 単 に 述 べ る 。

1 か ら 5 ま で の 欲 求 群 A（ 獲 得 ， 保 存 ， 秩 序 ， 保 持 ， 構 成 ） は ， 主 と し て 無 生 物 と

関 連 し た 活 動 に 関 係 し て い る 。そ し て ，6 か ら 13 ま で の 欲 求 群 B の う ち ，6 か ら 9

ま で の 欲 求 （ 優 越 ， 成 就 ， 承 認 ， 顕 示 ） は ， 野 心 ， 権 力 へ の 意 志 ， 成 功 と 威 光 へ の

欲 望 と 呼 ば れ る も の を 表 す と さ れ て い る 。 ま た ， 10 か ら 13 ま で の 欲 求 （ 不 可 侵 ，
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屈 辱 回 避 ， 防 衛 ， 中 和 ） は ， 成 就 や 承 認 を 補 足 す る 欲 望 や 行 為 と し て ， 地 位 を 防 御

し ， 屈 辱 を 回 避 し よ う と す る 傾 向 が 人 間 に は あ る と し て 分 類 さ れ て い る 。 14 か ら

18 ま で の 欲 求 群 D（ 支 配 ， 恭 順 ， 同 化 ， 自 律 ， 対 立 ） は ， 他 人 の 力 を 行 使 し た り ，

そ れ に 対 抗 し た り ，そ れ に 屈 服 し た り す る 場 合 に 関 係 し て い る 。19 か ら 21 ま で の

欲 求 群 D の う ち ， 19 と 20 の 欲 求（ 攻 撃 ，屈 従 ）は ，加 虐 性 ―被 虐 性 の よ う な 2 分

法 が あ て は ま る も の で あ る 。21 の 非 難 回 避 の 欲 求 は ，主 観 的 に 区 別 で き る 行 動 様 式 ，

す な わ ち ，「 禁 止 」と い う 特 殊 な 条 件 を 含 ん で い る 。22 か ら 25 ま で の 欲 求 群 E（ 親

和 ， 排 除 ， 養 護 ， 救 護 ） は ， 人 々 と の 間 の 愛 情 に 関 係 し て お り ， す な わ ち ， 関 係 を

求 め ， 交 換 し ， 与 え ， 出 し し ぶ る 欲 求 を 含 む 。 26 か ら 28 ま で の 欲 求 群 F（ 遊 戯 ，

認 知 ， 説 明 ） は ， そ の 他 の 欲 求 群 に 範 疇 化 さ れ ， 社 会 生 活 に お い て 補 足 的 な 欲 求 と

し て 位 置 づ け ら れ て い る 。  

 

4） 欲 求 リ ス ト の 問 題  

 Murray の 欲 求 リ ス ト は ， 臓 器 発 生 的 欲 求 と 心 理 発 生 的 欲 求 の 2 つ に 大 別 さ れ て

い る が ， こ こ ま で み て き た よ う に ， 非 常 に 多 く の 欲 求 を 含 ん で い る 。 人 間 の 欲 求 は

単 純 で は な い こ と を 考 え る と ， Murray（ 1938） の 欲 求 リ ス ト の よ う に ， 臓 器 発 生

的 欲 求 と 心 理 発 生 的 欲 求 に 含 ま れ る 欲 求 を 全 て 仮 定 す れ ば ， た い て い の 行 動 は 説 明

で き る と 思 わ れ る 。 し か し な が ら ， 理 論 の 効 率 か ら 言 え ば ， 一 定 範 囲 の 現 象 を 説 明

す る た め に は ，で き る だ け 少 数 の 概 念 で 説 明 で き る ほ う が 望 ま し い 。言 い 換 え れ ば ，

で き る だ け 少 な い 概 念 で 多 く の 現 象 を 説 明 で き る ほ う が ，理 論 と し て は 優 れ て い る 。

ま た ， Murray（ 1938） は ， 欲 求 の 強 さ に よ っ て 行 動 を 説 明 し よ う と し て い る が ，

ど の よ う な 欲 求 の 充 足 が ど の よ う な 動 機 づ け に 影 響 を 及 ぼ し て い る か に つ い て は 検

討 さ れ て い な い 。 そ の た め ， 行 動 を 動 機 づ け た 欲 求 の 内 容 は 説 明 で き る か も し れ な

い が ， 欲 求 の 充 足 に よ る 動 機 づ け の 詳 細 を 説 明 す る モ デ ル と し て は 不 向 き で あ る と

考 え ら れ る 。  
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表 2-2  心 理 発 生 的 欲 求  

A.　おもに事物と結びついた欲求

1. 獲得： 所有物と財産を得ようとする欲求

2. 保存： いろいろな物を集めたり，修理したり，手入れしたり，保管したりする欲求

3. 秩序： 物を整頓し，組織立て，片付け，整然とさせ，きちんとする欲求

4. 保持： 物を所有しつづけ，それを貯蔵する欲求

質素で，経済的で，けちけちする欲求

5. 構成： 組織化し，築き上げる欲求

B. 大望，意思権力，達成，および威光に関係する欲求

6. 優越： 優位に立とうとする欲求，達成と承認の複合

7. 成就： 障害に打ちかち，力を行使し，できるだけうまく，かつ速やかに困難なことを成し遂げようと努力する欲求

8. 承認： 賞賛を博し，推薦されたいという欲求，尊敬を求める欲求

9. 顕示： 自己演出の欲求，他人を興奮させ，楽しませ，煽動し，ショックを与え，はらはらさせようとする欲求

10. 不可侵： 侵されることなく，自尊心を失わないようにし，"良い評判"を維持しようとする欲求

11. 屈辱回避： 失敗，恥辱，不面目，嘲笑を避けようとする欲求

12. 防衛： 非難または軽視に対して自己を防衛しようとする欲求

自己の行為を正当化しようとする欲求

13. 中和： ふたたび努力し，報復することによって敗北を克服しようとする欲求

C. 力を発揮し，それに抵抗し，あるいはそれに屈服することに関係のある欲求

14. 支配： 他人に影響を与え，あるいは統制しようとする欲求

15. 恭順： 優越者を賞賛し，進んで追随し，喜んで仕えようとする欲求

16. 同化： 他人を模倣，または真似ようとする欲求

他人に同意し，信じようとする欲求

17. 自律： 影響に抵抗し，独立しようと努力する欲求

18. 対立： 他人と異なった行動をし，独自的であろうとし，反対の側に立とうとする欲求

D. 他者または自己に損傷を与えることに関する欲求

19. 攻撃： 他人を攻撃したり，または傷つけたりしようとする欲求

人を軽視し，害を与え，あるいは悪意をもって嘲笑しようとする欲求

20. 屈従： 罪を承服甘受しようとする欲求，自己卑下

21. 非難回避： しきたりに反する衝動を抑えることによって，非難，追放，または処罰を避けようとする欲求

行儀よくふるまい，法に従おうとする欲求

E. 他者との愛情に関する欲求

22. 親和： 友情と絆をつくる欲求

23. 排除： 他人を差別し，鼻であしらい，無視し，排斥しようとする欲求

24. 養護： 他人を養い，助け，または保護しようとする欲求

25. 救護： 援助，保護または同情を求めようとし，依存的であろうとする欲求

F. その他の欲求

26. 遊戯： 緊張を和らげ，自分で楽しみ，気晴らしと娯楽を求める欲求

27. 認知： 探索し，質問し，好奇心を満足させる欲求

28. 説明： 指摘し，例証しようとする欲求

情報を与え，説明し，解釈し，講釈しようとする欲求  

出 所 ：Mur ray（1938）を基 に筆 者 作 成  
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第 3 節  Mas low の欲 求 階 層 説  

 

1）人 間 観 と欲 求 構 造  

 Murray（ 1938） の 研 究 の 流 れ と は 別 の 欲 求 理 論 と し て ， Maslow の 欲 求 階 層 説

が 挙 げ ら れ る 。 Maslow（ 1943） は ， 人 間 性 を 基 本 的 に 善 で あ る と し ， 人 間 を 目 的

と 価 値 と 選 択 権 を 持 ち ， 自 己 決 定 の 権 利 と 能 力 を 備 え た 存 在 と み て い る （ 八 田 ,  

2007）。 ま た ， 人 間 は ， 自 由 意 志 に よ っ て 自 ら の も つ 成 長 と 幸 福 へ の 潜 在 的 能 力 を

備 え た 存 在 と み て い る（ 園 田 ,  2003）。こ の よ う な 人 間 観 に 基 づ き ，Maslow（ 1943）

は ， 人 間 の 内 部 に は 成 長 や 進 歩 に 向 け て の 自 己 の 可 能 性 を 最 大 限 に 実 現 し て い こ う

と す る 欲 求 が あ る と 仮 定 し ， こ れ を 自 己 実 現 欲 求 と 名 づ け た 。 さ ら に ， 人 間 の 欲 求

は ， 自 己 実 現 欲 求 を 頂 点 と し ， 4 つ の 欲 求 か ら 構 成 さ れ る 階 層 性 を も っ て 存 在 す る

と 考 え た 。こ の 考 え 方 は ，欲 求 5 段 階 説 と も 呼 ば れ ，生 理 的 欲 求 ，安 全 欲 求 ，所 属

と 愛 情 の 欲 求 ， 承 認 と 尊 重 の 欲 求 ， 自 己 実 現 の 欲 求 と い っ た 欲 求 の 構 造 が 仮 定 さ れ

て い る （ 図 2-1）。  

 

生理的

安全

所属と愛情

承認と尊重

自己
実現

  

図 2-1  欲 求 の階 層 構 造   

出 所 ：Mas low（1943）を基 に筆 者 作 成  
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2）欲 求 階 層 説 における欲 求 の内 容  

欲 求 階 層 説 で は ， す べ て の 人 に は ， 人 生 の な か で 切 れ 端 ば か り で な く 全 体 を 得 た

い ， で き る 限 り 成 長 を 続 け た い と い う 生 来 の 願 望 が あ る と 考 え ら れ て い る （ 田 尾 ,  

1993）。 こ こ で い う 全 体 を 得 た い と い う 気 持 ち と は ， そ の 人 自 身 が 持 っ て い る は ず

の 潜 在 的 な 能 力 を 最 大 限 生 か し た い と い う 欲 求 で あ る 。 全 体 を 求 め た い と い う 気 持

ち は ， 人 間 的 な 欲 求 と し て 高 次 の 欲 求 に 位 置 づ け ら れ ， そ れ 以 外 の 欲 求 は 低 次 の 欲

求 と さ れ て い る 。そ し て ，低 次 の 欲 求 に 含 ま れ る 欲 求に は ，生 理 的 欲 求 ，安 全 欲 求 ，

所 属 と 愛 情 の 欲 求 ， 承 認 と 尊 重 の 欲 求 が あ る （ 表 2-3）。  

生 理 的 欲 求 と は ，水 分 や 養 分 の 補 給 ，睡 眠 ，性 な ど ，生 命 の 維 持 や 生 存 に 必 要 な ，

最 も 基 本 的 な 欲 求 の こ と を い う（ 園 田 ,  2003）。生 理 的 欲 求 の 欠 乏 状 態 で は ，飢 え ，

渇 き ， 性 的 欲 求 不 満 な ど が 生 じ ， 充 足 さ れ れ ば 弛 緩 ， 快 感 経 験 ， 緊 張 緩 和 な ど が 生

じ る（ 茨 木 ,  1997）。こ れ ら 生 理 的 欲 求 に 含 ま れ る 内 容 は ，Murray（ 1938）の 臓 器

発 生 的 欲 求 の 内 容 を 1 つ の 概 念 に 包 含 し て い る と い え る 。  

生 理 的 欲 求 の 上 位 の 階 層 は ， 安 全 欲 求 で あ る 。 安 全 欲 求 と は ， 危 険 や 不 確 実 な 状

況 か ら 逃 れ ， 安 全 や 安 定 を 求 め る 欲 求 の こ と を 指 す （ 園 田 ,  2003）。 こ の 欲 求 の 欠

乏 状 態 で は ， 不 安 ， 絶 望 ， 喪 失 感 な ど が 生 じ ， 充 足 さ れ れ ば ， 安 心 ， 安 楽 ， 均 衡 な

ど が 生 じ る （ 茨 木 ,  1997）。  

安 全 欲 求 の 上 位 の 欲 求 は ， 所 属 と 愛 情 の 欲 求 と 呼 ば れ て い る 。 所 属 と 愛 情 の 欲 求

と は ， 集 団 の 一 員 と し て 認 め ら れ る こ と や ， 他 者 と の 交 流 や 友 情 ， 愛 情 を 求 め る 欲

求 の こ と を 意 味 す る （ 園 田 ,  2003）。 所 属 と 愛 情 の 欲 求 が 欠 乏 す れ ば ， 自 己 意 識 の

欠 如 ， 求 め ら れ て い な い と い う 感 じ や 価 値 が な い と い う 感 じ な ど が 生 じ る 。 ま た ，

こ れ ら の 欲 求 が 充 足 さ れ れ ば ， 自 由 な 感 情 表 現 ， 一 体 感 ， 暖 か さ の 感 じ な ど が 生 じ

る（ 茨 木 ,  1997）。こ の 欲 求 は ，Murray（ 1938）の 欲 求 分 類 で い え ば ，心 理 発 生 的

欲 求 の 一 部 で あ る ， 他 者 と の 愛 情 に 関 す る 欲 求 と 類 似 し た 内 容 で あ る 。 た だ し ，

Maslow（ 1943） に お け る 所 属 と 愛 情 の 欲 求 に は ， 他 者 を 排 除 し よ う と す る 欲 求 は
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含 ま れ て お ら ず ， 人 間 関 係 に 関 す る 肯 定 的 な 欲 求 の 内 容 に な っ て い る 。  

4 番 目 の 欲 求 は ， 承 認 と 尊 重 の 欲 求 で あ る 。 承 認 と 尊 重 の 欲 求 と は ， 他 者 か ら 尊

敬 さ れ る こ と や ， 人 間 と し て の 尊 厳 を 保 ち ， 自 律 的 に 行 動 す る こ と を 求 め る 欲 求 の

こ と を い う （ 園 田 ,  2003）。 承 認 と 尊 重 の 欲 求 が 欠 乏 す れ ば ， 無 力 感 ， 拒 絶 感 ， 劣

等 感 な ど が 生 じ ， 充 足 さ れ れ ば ， 自 信 ， 熟 達 度 ， 肯 定 的 自 己 意 識 な ど が 生 じ る （ 茨

木 ,  1997）。Murray（ 1938）の 欲 求 分 類 で も ，承 認 や 自 律 の 欲 求 は 仮 定 さ れ て い る

が ， Maslow（ 1943） で は よ り 上 位 の 階 層 に 位 置 づ け ら れ て い る 。  

欲 求 階 層 説 で は ， こ れ ま で み て き た 低 次 の 欲 求 と は 別 に ， 高 次 の 欲 求 と し て 自 己

実 現 の 欲 求 が 想 定 さ れ て い る 。 自 己 実 現 の 欲 求 と は ， 自 己 の も つ 可 能 性 を 最 大 限 に

追 い 求 め ，自 己 の あ る べ き 理 想 的 な 存 在 の 実 現 に 近 づ こ う と す る 欲 求 を 指 す（ 園 田 ,  

2003）。自 己 実 現 の 欲 求 が 充 足 さ れ な い と ，疎 外 感 ，病 理 性 の 意 識（ メ タ 病 理 ），生

き る 意 味 の 欠 如 な ど が 生 じ ， 充 足 さ れ れ ば ， 健 全 な 好 奇 心 ， 至 高 体 験 ， 可 能 性 の 実

現 な ど が も た ら さ れ る （ 茨 木 ,  1997）。  

さ ら に ， す で に 述 べ た と お り ， Maslow（ 1943） の 欲 求 階 層 説 で は ， 自 己 実 現 が

非 常 に 重 要 視 さ れ て い る 。 自 己 実 現 の 概 念 に は ， 意 味 ， 自 己 充 実 ， 楽 し み ， 豊 富 ，

単 純 ， 秩 序 ， 正 義 ， 完 成 ， 必 然 ， 個 性 ， 躍 動 ， 真 ， 善 ， 美 な ど 様 々 な 概 念 が 含 ま れ

て い る 。 自 己 実 現 は ， Murray（ 1938） で は 想 定 さ れ な か っ た ， 欲 求 階 層 説 に 特 徴

的 な 仮 定 で あ り ，こ の 仮 定 に Maslow（ 1943）の 人 間 観 が 大 き く 反 映 さ れ て い る と

い え る 。  
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表 2-3  欲 求 階 層  

欲求階層 欠乏状態 ― 充足状態

飢え，渇き ― 弛緩

性的欲求不満 ― 快感経験

緊張 ― 緊張緩和

疲労 ― 快感経験

病気 ― 身体的健康

適切な住居の欠乏 ― 安楽

不安 ― 安心

熱望 ― 安楽

喪失感 ― 均衡

恐れ ― 平静

緊迫観念 ― 平穏

脅迫 ― 落ち着き

自己意識 ― 自由な感情表現

求められていないと感じる ― 一体感

価値がないと感じる ― 暖かさの感じ

空虚 ― 生命力と精神力の回復

孤独 ― 一緒に成長していると感じる

孤立 ― 同上

不完全感 ― 同上

無能力感 ― 自信

拒絶（反抗） ― 熟達度

劣等感 ― 肯定的自己意識

疎外感 ― 健全な好奇心

メタ病理 ― 至高経験

生きる意味の欠如 ― 可能性の実現

退屈 ― 楽しく価値のある仕事

決まりきった生活 ― 創造的な生活

生理的

安全

所属と愛情

承認と尊重

自己実現

 

出 所 ：  宮 本 （1989）を基 に筆 者 作 成  
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3）欲 求 相 互 の関 係  

 欲 求 階 層 説 で は ， 欲 求 は 生 理 的 欲 求 を 基 盤 に し た 階 層 構 造 を な し て い る と 仮 定 さ

れ て い る 。 こ の 階 層 構 造 の な か で は ， あ る 階 層 の 欲 求 が 活 性 化 さ れ る た め に は ， そ

れ よ り も 下 位 の 欲 求 が 充 足 さ れ て い る こ と が 必 要 と な る（ 図 2-2）。逆 に い え ば ，あ

る レ ベ ル の 欲 求 が 充 足 さ れ て い な い 場 合 に は ， そ れ よ り も 上 位 の 欲 求 が 活 性 化 さ れ

る こ と は な い 。  

 よ り 上 位 の 欲 求 が 活 性 化 さ れ て い く 過 程 は ， 次 の よ う に 説 明 さ れ て い る （ 園 田 ,  

2003）。 欲 求 の 欠 乏 状 態 は 心 理 的 緊 張 （ 不 快 ） を 引 き 起 こ す 。 こ の 緊 張 は 欲 求 が 充

足 さ れ た 時 点 で 解 消 さ れ る も の で あ り ，行 動 は 欲 求 の 充 足 に む け て 動 機 づ け ら れ る 。

欠 乏 状 態 が 充 足 さ れ る と 緊 張 感 は 解 消 し ， そ の 欲 求 が も っ て い た 重 要 性 は 低 下 す る

た め に ， 動 機 づ け の 力 は 弱 ま る 。 し か し ， こ の 充 足 感 は ， 一 時 的 で 不 安 定 な も の で

あ っ て 長 続 き せ ず ， さ ら に ， そ れ よ り も 一 段 上 の 階 層 に あ る 欲 求 の 重 要 性 が 顕 在 化

し て く る 。 こ う し て 欲 求 は ， さ ら に 高 次 の 欲 求 の 階 層 へ と 段 階 的 に 昇 っ て い く と 考

え ら れ て い る 。  

 

生理的
安全

所属と愛情

承認と尊重

自己
実現

心理的発達   

図 2-2  欲 求 相 互 の関 係  

出 所 ：Kreck ,  C ru t ch f i e l d ,  &  Ba l l achey（1962）を基 に筆 者 作 成  
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4）欲 求 の充 足 による動 機 づけ  

Maslow（ 1943） は 低 次 の 欲 求 を ， D 欲 求 （ def ic i t  need） と 名 付 け て い る 。 D

欲 求 は ， そ れ ら の 欲 求 が 欠 乏 し た と き ， そ れ を 充 足 さ せ る た め に 喚 起 さ れ た 行 動 の

動 機 と な る 。 な お ， D 欲 求 は ， 欠 乏 欲 求 と 呼 ば れ る こ と も あ る （ 田 尾 ,  1993）。 つ

ま り ， 欲 求 が 充 足 す れ ば ， 当 該 欲 求 を 充 足 さ せ る た め の 行 動 は 起 こ ら な く な る と 仮

定 さ れ て い る 。  

一 方 ， 自 己 実 現 欲 求 は ， 低 次 の 欲 求 の よ う な 欠 乏 欲 求 （ D 欲 求 ） で は な い 。 そ れ

は ， 自 己 の あ る べ き 理 想 的 な 存 在 形 態 に 少 し で も 近 づ き た い と す る 成 長 へ の 欲 求 で

あ り ， 充 足 さ れ た 後 で も そ の 重 要 性 は 依 然 と し て 減 少 し な い 。 し た が っ て ， 行 動 は

停 止 せ ず ， よ り い っ そ う の 充 足 を 求 め て さ ら に 続 い て い く 。 生 理 的 欲 求 か ら 承 認 と

尊 重 の 欲 求 ま で は ， 欠 乏 時 に は 人 を 行 動 に 駆 り 立 て る が ， い っ た ん 充 足 す る と ， も

は や 人 を 動 機 づ け る 力 を も た な く な る の に 対 し ， 自 己 実 現 の 欲 求 は 人 の 限 り な い 成

長 を 促 す 至 高 の 欲 求 で あ る と い う こ と が で き る （ 園 田 ,  2003）。 Maslow（ 1943）

は ，こ の よ う な 自 己 実 現 に 関 連 す る 欲 求 を ，成 長 欲 求（ B 欲 求 ： be ing need）と 名

付 け て い る 。  

Murray（ 1938） の 欲 求 リ ス ト に 比 べ て ， 欲 求 階 層 説 に お い て 仮 定 さ れ て い る 欲

求 の 構 造 は シ ン プ ル で あ る こ と か ら ， 動 機 づ け を 説 明 す る た め の モ デ ル と し て 用 い

や す い か も し れ な い 。 し か し な が ら ， 欲 求 階 層 説 に 関 す る 問 題 が い く つ か 指 摘 さ れ

て い る 。 例 え ば ， 欲 求 階 層 説 で は ， 欲 求 相 互 の 関 係 に お い て ， 下 位 の 欲 求 が 充 足 さ

れ な け れ ば ， 上 位 の 欲 求 が 活 性 化 さ れ な い と さ れ て い る が ， こ の 点 を 裏 付 け る 実 証

的 示 唆 は 少 な い 。 ま た ， 自 己 実 現 と は 何 か に つ い て 一 般 的 に 定 義 で き た と し て も ，

概 念 が 高 度 で 多 義 的 で あ る ゆ え に ， 個 々 人 の 自 己 実 現 の 程 度 を 把 握 す る こ と は 極 め

て 困 難 で あ る と 考 え ら れ て い る（ 久 保 田 ,  桐 谷 ,  鎌 倉 ,  江 藤 ,  岡 西 ,  2003）。さ ら に ，

5 つ の 欲 求 は 必 ず し も 相 互 に 独 立 せ ず ，カ テ ゴ リ ー に は 個 人 差 が あ る と い う 批 判（ 松

井 ，2001）も あ る 。こ れ ら の こ と か ら ，Maslow（ 1943）の 欲 求 階 層 説 は ，Murray
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（ 1938）と 同 様 に ，欲 求 の 充 足 に よ る 動 機 づ け を 説 明 す る モ デ ル と し て 十 分 と は い

え な い と 考 え ら れ る 。  

 

第 4 節  Dec i  &  Ryan の基 本 的 欲 求 理 論  

 

1） 基 本 的 欲 求 理 論 の 概 要  

こ れ ま で ， Murray（ 1938） の 欲 求 リ ス ト と ， Maslow（ 1943） の 欲 求 階 層 説 を

概 観 し て き た 。 こ れ ら の 理 論 的 系 譜 と は 異 な り ， 動 機 づ け 研 究 の 流 れ を う け て 構 築

さ れ た 欲 求 理 論 と し て ， 基 本 的 欲 求 理 論 （ Deci  & Ryan,  2002） が あ る 。 基 本 的 欲

求 理 論 は ， 彼 ら が 提 唱 し た 自 己 決 定 理 論 （ Deci  & Ryan,  2002） を 構 成 す る 下 位 理

論 の 1 つ で あ る 。  

Dec i  & Ryan（ 2000）は ，彼 ら が 提 唱 し て い る 自 己 決 定 理 論 に お い て ，人 間 は 本

来 積 極 的 で 能 動 的 な 存 在 で あ る と 捉 え て い る 。 さ ら に ， 人 間 に は ， 自 分 自 身 の 成 長

と 発 達 を 目 指 す 志 向 性 が あ る と し て い る 。 基 本 的 欲 求 理 論 で は ， こ の よ う な 人 間 の

特 徴 の 基 に な る 基 本 的 心 理 的 欲 求 と し て ， 有 能 さ へ の 欲 求 ， 自 律 性 欲 求 ， 関 係 性 欲

求 の 3 つ が 仮 定 さ れ て い る 。こ の 3 つ の 欲 求 が 充 た さ れ る と ，人 間 は 精 神 的 に 健 康

と な り ，よ り 自 律 的（ 自 己 決 定 的 ）な 動 機 づ け を も つ よ う に な る と 考 え ら れ て い る 。  

Dec i  & Ryan（ 1991）は ，White（ 1959）の イ フ ェ ク タ ン ス 欲 求 に 基 づ い た 有 能

さ へ の 欲 求 と ， de Charms（ 1968） の 自 己 原 因 性 欲 求 に 基 づ い た 自 己 決 定 の 欲 求

を ， 人 間 の 生 得 的 な 内 発 的 欲 求 と し て 仮 定 し て い る 。 そ し て ， Harlow（ 1958） の

愛 情 へ の 欲 求 ， McCl le land（ 1953） の 親 和 欲 求 ， Alder fer（ 1972） の ERG 理 論

に お け る 関 係 欲 求 な ど に 基 づ き ， 社 会 的 欲 求 と し て の 関 係 性 へ の 欲 求 を 生 得 的 な 内

発 的 欲 求 と し て 位 置 づ け て い る （ 長 沼 ,  2004）。  
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2） 基 本 的 欲 求 理 論 に お け る 欲 求 の 内 容  

こ こ で ， 基 本 的 欲 求 理 論 に お い て 仮 定 さ れ て い る 有 能 さ へ の 欲 求 ， 自 律 性 欲 求 ，

関 係 性 欲 求 に つ い て 概 観 し て み る 。  

Dec i  & Ryan（ 2002）に よ れ ば ，有 能 さ と は ，訓 練 や 能 力 発 揮 の た め に 経 験 す る

機 会 や 社 会 的 環 境 に 対 し て ， 継 続 し て 効 果 的 に 相 互 作 用 し て い る 感 覚 の こ と を 意 味

す る （ Deci ,  1975;  Harter ,  1983;  White ,  1959）。 こ こ で の 有 能 さ と は ， White

（ 1959）が 提 唱 し た 有 能 さ の 概 念 を 源 流 と し て い る 。Whtie（ 1959）は 有 能 さ を ，

環 境 と 効 果 的 に 相 互 作 用 す る 能 力 で あ る と 考 え た 。 そ し て ， そ の 能 力 を 発 揮 し ， 環

境 と 効 果 的 に 相 互 作 用 が で き た と 感 じ た と き に 感 じ る 効 力 感 を 求 め る 欲 求 が あ る と

考 え た 。 こ の 考 え 方 と 同 様 に ， 自 己 決 定 理 論 に お け る 有 能 さ へ の 欲 求 は ， 自 分 に 能

力 が あ る と い う こ と を 確 認 し た い と い う 傾 向 で あ る と さ れ て い る 。有 能 さ の 欲 求 は ，

そ の 人 の 能 力 に と っ て 最 適 な 挑 戦 へ 人 々 を 導 い た り ， 活 動 を 通 じ て 人 々 の 技 術 や 能

力 を し つ こ く 維 持 ま た は 強 化 さ せ る た め に 試 み る よ う に 人 々 を 導 い た り す る 。 有 能

さ は ， 備 わ っ た 技 術 も し く は 能 力 で は な く ， む し ろ ， 活 動 に お け る 自 信 や 効 果 的 で

あ る と い う 感 覚 と さ れ て い る 。  

 次 に ， 自 律 性 は ， 自 分 自 身 が 自 分 の 行 動 の 起 源 や 源 で あ る と 感 じ て い る 状 態 を 指

す （ de Charms,  1968;  Dec i  & Ryan,  1985;  Ryan & Connel l ,  1989）。 そ し て ，

自 律 性 欲 求 と は ， 自 分 の 行 動 を 決 定 し ， 自 分 の 意 志 で 行 動 を 始 め た い と い う 欲 求 を

意 味 す る 。人 間 の 自 律 性 に 関 し て ， de Charms（ 1968）は ，指 し 手（ or ig in）と コ

マ （ pawn） と い う 概 念 を 提 唱 し て い る 。 指 し 手 と は ， 自 分 自 身 で 自 分 の 行 動 を 決

め て い る こ と を 指 し ， そ の よ う な 場 合 に は ， 内 発 的 に 動 機 づ け ら れ て い る 。 一 方 ，

コ マ と は ， 自 分 の 行 動 が 何 か 外 的 な 力 に よ っ て 決 め ら れ て い る と 感 じ る こ と と さ れ

る 。 こ れ は ， 外 発 的 動 機 づ け に あ た る 。 こ の よ う に ， 自 分 で 決 定 し て い る の か ， 他

人 に よ っ て 決 め ら れ て い る の か と い う 感 覚 は ， 動 機 づ け に 大 き く 影 響 を 及 ぼ す と 考

え ら れ て い る 。 自 己 決 定 理 論 に お い て も ， 他 者 に 決 め ら れ る の で は な く ， 自 分 自 身
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で 自 分 の 行 動 を 決 定 し た い と い う 自 律 性 欲 求 が 仮 定 さ れ ， 自 律 性 欲 求 は 自 律 的 （ 自

己 決 定 的 ） な 動 機 づ け の 基 に な る 欲 求 概 念 と し て 位 置 づ け ら れ て い る 。  

そ し て ， 関 係 性 と は ， 他 者 と つ な が っ て い る と い う 感 覚 ， 他 者 に 関 心 を 持 ち 他 者

か ら 関 心 を 持 た れ る と い う 感 覚 ， 他 の 個 人 や 他 の 共 同 体 の 両 方 に 属 し て い る 感 覚 を

意 味 す る （ Baumeister  & Leary ,  1995;  Bowlby,  1979;  Har low,  1958;  Ryan,  

1995）。 他 者 と 関 係 し て い る 自 己 の 感 覚 の 欲 求 は ， あ る 結 果 の 達 成 （ 例 え ば ， セ ッ

ク ス ） や 公 式 な 状 態 （ 例 え ば ， 配 偶 者 や グ ル ー プ の メ ン バ ー に な る ） と 結 び つ く の

で は な く ， 安 全 な 交 流 も し く は 調 和 に お い て 他 者 と と も に い る と い う 心 理 的 な 感 覚

と 結 び つ い て い る 。 こ の 欲 求 は ， Maslow（ 1943） の 欲 求 階 層 説 に お け る 所 属 と 愛

情 の 欲 求 に 近 い 概 念 で あ る 。 廣 森 （ 2006） に よ れ ば ， 関 係 性 欲 求 を 含 む こ れ ら 3

つ の 欲 求 は ， 動 機 づ け に 影 響 を 及 ぼ す 心 理 的 欲 求 を 構 成 す る 普 遍 的 な 欲 求 で あ り ，

心 理 的 欲 求 の 構 成 概 念 と し て 内 容 的 に 妥 当 で あ る と 考 え ら れ て い る 。   

 

3） 心 理 的 欲 求 と 動 機 づ け と の 関 連  

基 本 的 欲 求 理 論 を 下 位 理 論 に も つ 自 己 決 定 理 論 に は ， 動 機 づ け 概 念 の 捉 え 方 を 説

明 す る た め の 下 位 理 論 と し て 有 機 的 統 合 理 論 が 提 示 さ れ て い る 。有 機 的 統 合 理 論 は ，

個 人 の 中 に 価 値 が 内 在 化 さ れ る 過 程 を 説 明 す る 理 論 で あ り ， そ こ で は ， 行 動 の 自 己

決 定 性 の 違 い に よ っ て ， 動 機 づ け 概 念 が 調 整 ス タ イ ル と い う い く つ か の 下 位 概 念 に

分 類 さ れ て い る 。調 整 ス タ イ ル と は ，簡 潔 に い え ば ，「 行 動 す る 自 分 な り の 理 由 」と

解 釈 さ れ る 。 自 己 決 定 理 論 に お い て ， 動 機 づ け お よ び 調 整 ス タ イ ル は 自 己 決 定 性 の

程 度 に よ っ て 一 次 元 上 に 区 分 さ れ る 連 続 体 と み な さ れ て い る 。 こ の よ う な 連 続 体 と

し て の 動 機 づ け に 対 し て は ， 概 念 的 な 妥 当 性 を 支 持 す る 研 究 が 数 多 く 報 告 さ れ て い

る （ Ryan & Connel l ,  1989;  Val lerand & Bissonnette ,  1992）。  

有 機 的 統 合 理 論 （ Ryan & Deci ,  2000） に よ れ ば ， 動 機 づ け の 種 類 （ 内 発 的 動 機

づ け ， 外 発 的 動 機 づ け ， 非 動 機 づ け ） は ， 行 動 の 自 己 決 定 性 の 強 さ に よ っ て ， 大 き
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く 6 つ の 調 整 ス タ イ ル に 分 類 さ れ る（ 表 2-4）。最 も 自 己 決 定 的 で あ る と さ れ る 内 発

的 調 整 は ， 行 動 に よ っ て 得 ら れ る 楽 し み や 満 足 に 動 機 づ け ら れ て い る 状 態 で あ り ，

内 発 的 動 機 づ け に 位 置 づ け ら れ る 。 二 番 目 に 自 己 決 定 的 で あ る と さ れ る 統 合 的 調 整

は ，外 発 的 動 機 づ け の 1 つ で あ り ，他 の 価 値 観 と 対 立 し な い 自 己 の 価 値 観 に よ っ て

動 機 づ け ら れ る 調 整 ス タ イ ル で あ る 。こ れ は ，他 に や り た い こ と が あ っ た 場 合 で も ，

何 の 葛 藤 も な く 自 然 と そ の 行 動 を 優 先 さ せ て し ま う よ う な 状 態 で あ り ， 自 ら 「 や り

た く て 」 行 動 し て い る 状 態 で あ る 。 三 番 目 に 自 己 決 定 的 で あ る と さ れ る 同 一 視 的 調

整 と は ，自 分 の 価 値 と し て 行 動 の も つ 重 要 性 が 認 識 さ れ ，「 自 分 に と っ て 重 要 な こ と

だ か ら 」 行 動 し て い る 状 態 で あ る 。 四 番 目 に 自 己 決 定 的 で あ る と さ れ る 取 り 入 れ 的

調 整 と は ，課 題 の 価 値 は 認 め ，自 己 の 価 値 観 と し て 取 り 入 れ つ つ あ る も ，ま だ ，「 し

な く て は い け な い 」 と い っ た 義 務 的 な 感 覚 を 伴 っ て い る 状 態 で あ る 。 五 番 目 に 自 己

決 定 的 で あ る と さ れ る 外 的 調 整 と は ， 課 題 に 対 す る 価 値 を 認 め て い な い が ， 外 部 か

ら 強 制 さ れ て ， や ら さ れ 感 か ら 行 動 し て い る 状 態 で あ り ， 最 も 外 発 的 に 動 機 づ け ら

れ て い る 状 態 で あ る 。最 も 自 己 決 定 的 で な い（ 非 動 機 づ け の 状 態 で あ る ）無 調 整 は ，

目 的 意 識 が な く ， 行 動 が ま っ た く 自 己 決 定 さ れ て い な い 状 態 で あ る 。 な お ， 自 己 決

定 理 論 に お け る 内 在 化 と は ， 社 会 的 な 価 値 を 取 り 入 れ ， 動 機 が よ り 自 己 決 定 的 な も

の に な る こ と を 意 味 す る 。動 機 づ け 調 整 ス タ イ ル の う ち ，内 発 的 調 整 ，統 合 的 調 整 ，

同 一 視 的 調 整 は ， 自 己 決 定 的 で 自 律 的 な 調 整 ス タ イ ル と し て ま と め ら れ て い る

（ Ryan & Deci ,  2000）。 一 方 ， 取 り 入 れ 的 調 整 と 外 的 調 整 は 非 自 己 決 定 的 で 統 制

的 な 調 整 ス タ イ ル と し て 扱 わ れ て い る（ Wil l iams,  Grow,  Freedman,  Ryan,  & Deci ,  

1996）。  
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表 2-4  連 続 体 としての動 機 づけと自 己 決 定 性  

動機づけのタイプ 非動機づけ 外発的 動機づけ 内発的 動機づけ

調整スタイル 無調整 外的調整 取り入れ的調整 同一視的 調整 統合的 調整 内発的 調整

行動の質 非自己決定的 自己決定的
 

出 所 ：Ryan  &  Dec i（2000）を基 に筆 者 が加 筆 ・修 正  

 

 自 己 決 定 理 論 で は ， 有 能 さ の 欲 求 ， 自 律 性 欲 求 ， 関 係 性 欲 求 と い っ た 心 理 的 欲 求

の 充 足 に よ っ て ， 人 は 内 発 的 に 動 機 づ け ら れ ， 所 与 の 課 題 に 対 し て 自 ら 積 極 的 に 取

り 組 む よ う に な る と 仮 定 さ れ て い る（ Deci  & Ryan,  2002）。実 証 研 究 に お い て も ，

心 理 的 欲 求 の 充 足 は ，自 己 決 定 的 な 動 機 づ け に 影 響 を 及 ぼ す こ と が 示 さ れ て い る（ 例

え ば ， Edmunds,  Ntoumanis ,  & Duda,  2007）。 こ れ ら 心 理 的 欲 求 は ， 人 の 自 己 決

定 的 な 動 機 づ け に 影 響 を 及 ぼ す 欲 求 と 考 え ら れ る 。  

 

第 5 節  欲 求 の 充 足 に 基 づ く 患 者 満 足 モ デ ル に 関 す る 枠 組 み  

  

 本 節 で は ， こ れ ま で の 検 討 を ふ ま え て ， 欲 求 の 充 足 に 基 づ く 患 者 満 足 モ デ ル と ，

患 者 満 足 と 患 者 の 健 康 関 連 行 動 と の 関 係 に 関 す る 概 念 の モ デ ル を 提 示 す る 。  

 

1） 欲 求 の 充 足 に 基 づ く 患 者 満 足 モ デ ル  

欲 求 の 分 類 に 関 す る 古 典 的 研 究 で あ る Murray（ 1938） の 欲 求 リ ス ト に お い て ，

欲 求 は ， 生 理 的 欲 求 （ 臓 器 発 生 的 欲 求 ） と 心 理 的 欲 求 （ 心 理 発 生 的 欲 求 ） に 区 別 さ

れ て い る 。 ま た ， Maslow（ 1943） の 欲 求 階 層 説 で は ， 生 理 的 欲 求 は 最 も 低 次 な 基

本 的 な 欲 求 の 1 つ と し て 想 定 さ れ て お り ，Deci  & Ryan（ 2002）の 基 本 的 欲 求 理 論

で は ， 心 理 的 欲 求 は 生 理 的 欲 求 と 区 別 さ れ て い る 。 そ こ で ， 本 論 文 に お い て も ， 患

者 の 欲 求 を 想 定 す る う え で ， 生 理 的 欲 求 と 心 理 的 欲 求 は 区 別 さ れ る も の と す る 。  
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 多 く の 人 は ， 身 体 的 な 不 調 を き っ か け に ， 医 療 サ ー ビ ス を 利 用 し て い る こ と が 予

想 さ れ る 。 身 体 的 な 不 調 以 外 に ， 精 神 的 な 問 題 を 抱 え て 医 療 サ ー ビ ス を 利 用 す る 者

も い る が ， 多 く の 場 合 は 何 ら か の 生 理 機 能 や 運 動 機 能 の 低 下 ， 症 状 の 出 現 ・ 悪 化 を

き っ か け に 医 療 機 関 を 受 診 し ， 疾 病 の 治 療 や 予 防 に 取 り 組 む よ う に な る 。 医 療 サ ー

ビ ス に お け る 患 者 満 足 の 研 究 に お い て も ， 症 状 の 改 善 感 は 患 者 満 足 と 有 意 に 関 連 す

る こ と が 示 さ れ て い る （ 例 え ば ， 長 谷 川 ・ 杉 田 ,  1993）。 こ れ ら の こ と か ら ， 患 者

満 足 を 構 成 す る 欲 求 概 念 の 1 つ に 生 理 的 欲 求 を 想 定 す る こ と は 妥 当 と い え る 。  

一 方 ， 心 理 的 欲 求 に つ い て は ， 諸 家 で 分 類 内 容 が 異 な る 。 Murray（ 1938） は ，

心 理 的 欲 求 を 6 つ の 欲 求（ 主 に 事 物 と 結 び つ い た 欲 求 ，大 望・意 思 権 力・達 成 お よ

び 威 光 に 関 係 す る 欲 求 ， 力 を 発 揮 し そ れ に 抵 抗 し あ る い は そ れ に 屈 服 す る こ と に 関

係 の あ る 欲 求 ， 他 者 ま た は 自 己 に 損 傷 を 与 え る こ と に 関 す る 欲 求 ， 他 者 と の 愛 情 に

関 す る 欲 求 ， そ の 他 の 欲 求 ） に 区 分 し て い る 。 ま た ， Maslow（ 1943） は ， 生 理 的

欲 求 以 外 の 欲 求 と し て ，  4 つ の 欲 求（ 安 全 の 欲 求 ，所 属 と 愛 情 の 欲 求 ，承 認 と 尊 重

の 欲 求 ，自 己 実 現 欲 求 ）を 想 定 し ， Deci  & Ryan（ 2002）は ，有 能 さ の 欲 求 ，自 律

性 欲 求 ，関 係 性 欲 求 と い っ た 3 つ の 欲 求 を ，基 本 的 心 理 的 欲 求 と し て い る 。こ れ ら

の 欲 求 う ち ，Deci  & Ryan（ 2002）が 主 張 し て い る 3 つ の 心 理 的 欲 求 は ，行 動 の 動

機 づ け ， と り わ け 内 発 的 動 機 づ け や 自 己 決 定 に よ る 動 機 づ け に 関 連 す る 心 理 的 欲 求

と し て 多 く の 研 究 者 か ら 支 持 さ れ て い る 。 さ ら に ， こ れ ら の 欲 求 は ， 動 機 づ け に 影

響 を 及 ぼ す 心 理 的 欲 求 を 構 成 す る 欲 求 と し て 普 遍 的 で あ る と 考 え ら れ て い る（ 廣 森 ，

2006）。 患 者 満 足 は ， 患 者 の 健 康 関 連 行 動 に 影 響 を 及 ぼ す 概 念 と し て 考 え ら れ て い

る こ と か ら ，本 論 文 で は ， Deci  & Ryan（ 2002）が 仮 定 し て い る 有 能 さ の 欲 求 ，自

律 性 欲 求 ， 関 係 性 欲 求 を ， 患 者 の 心 理 的 欲 求 と し て 想 定 す る 。 以 上 よ り ， 本 論 文 で

は ，患 者 満 足 を ，「 医 療 と 患 者 と の 相 互 作 用 に よ っ て ，患 者 の 心 理 的 欲 求 や 生 理 的 欲

求 が 充 足 さ れ た 程 度 」 と 定 義 し ， 有 能 さ の 欲 求 の 充 足 ， 自 律 性 欲 求 の 充 足 ， 関 係 性

欲 求 の 充 足 ，生 理 的 欲 求 の 充 足 か ら 構 成 さ れ る 患 者 満 足 モ デ ル を 設 定 す る（ 図 2-3）。 
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心理的欲求の充足

自律性欲求
の充足

生理的欲求の充足

有能さの
欲求の充足

関係性欲求
の充足

患者満足

 

 

図 2-3  欲 求 の充 足 に基 づく患 者 満 足 モデル  

 

2） 患 者 満 足 と 患 者 の 健 康 関 連 行 動 と の 関 係 に 関 す る 概 念 の モ デ ル  

  

 患 者 は ， 何 ら か の 身 体 的 問 題 あ る い は そ の リ ス ク を 抱 え て 医 療 機 関 を 利 用 し ， 疾

病 の 治 療 や 予 防 に 取 り 組 ん で い る 。 こ の こ と か ら ， 多 く の 患 者 が 症 状 の 緩 和 や 機 能

の 改 善 を 医 療 に 求 め て い る こ と は 容 易 に 想 像 で き る 。 そ し て ， あ る 治 療 を 行 っ た 結

果 ， 症 状 の 緩 和 や 機 能 の 改 善 が 得 ら れ ， 再 び そ の 治 療 を 希 望 す る よ う に な る 患 者 も

少 な く な い 。 こ の よ う に 考 え る と ， 最 初 は 誰 か の 紹 介 や 医 師 の 指 示 に よ っ て 治 療 を

受 け る こ と に な っ た と し て も ， 症 状 の 緩 和 や 機 能 の 改 善 と い っ た 生 理 的 欲 求 の 充 足

に よ っ て 患 者 に 快 が も た ら さ れ る こ と に よ り ， 自 分 の 意 志 で 治 療 を 受 け る よ う に な

る 患 者 は 多 い も の と 推 察 さ れ る 。 そ こ で ， 本 論 文 で は ， 医 療 サ ー ビ ス に お け る 生 理

的 欲 求 の 充 足 は ， 心 理 的 欲 求 の 充 足 と 同 様 に ， 患 者 の 自 己 決 定 的 な 動 機 づ け に 影 響
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を 及 ぼ す も の と 考 え る 。  

自 己 決 定 理 論 に よ れ ば ， 心 理 的 欲 求 の 充 足 は ， 行 動 に 対 す る 自 己 決 定 的 な 動 機 づ

け に 影 響 を 及 ぼ す と 考 え ら れ て い る 。 本 論 文 で は ， 心 理 的 欲 求 の 充 足 と 生 理 的 欲 求

の 充 足 か ら 患 者 満 足 を 捉 え る こ と か ら ， 心 理 的 欲 求 を 含 め た 欲 求 の 充 足 の 総 体 で あ

る 患 者 満 足 は ， 患 者 の 自 己 決 定 的 な 動 機 づ け を 促 進 さ せ る こ と が 予 想 さ れ る 。 以 上

を 基 に ， 欲 求 の 充 足 に 基 づ い た 患 者 満 足 と 患 者 の 健 康 関 連 行 動 と の 関 係 に つ い て ，

図 2-4 に 示 す モ デ ル を 構 築 す る 。  

 

健康関連行動

心理的欲求
の充足

生理的欲求
の充足

自己決定的な
動機づけ

非自己決定的
な動機づけ

非動機づけ

患者満足 動機づけ
 

 

図 2-4  患 者 満 足 と患 者 の健 康 関 連 行 動 との関 係 に関 する概 念 のモデル  

 

第 6 節  まとめ  

 

 本 章 は ， 欲 求 の 充 足 に 基 づ く 患 者 満 足 モ デ ル と ， 患 者 満 足 と 患 者 の 健 康 関 連 行 動

と の 関 係 に 関 す る 概 念 の モ デ ル を 構 築 す る た め に ， 欲 求 の 内 容 に 関 す る 理 論 的 枠 組

み に つ い て 検 討 し た 。  

欲 求 理 論 と し て ， Murray（ 1938） の 欲 求 リ ス ト ， Maslow（ 1943） の 欲 求 階 層

説 ， Deci  & Ryan（ 2000,  2002）の 基 本 的 欲 求 理 論 を と り あ げ ，人 間 の 基 本 的 な 欲

求 の 内 容 と 動 機 づ け に つ い て 検 討 し た 。 Murray（ 1938） の 欲 求 リ ス ト に お い て ，
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欲 求 は 臓 器 発 生 的 な 欲 求 と 心 理 発 生 的 な 欲 求 に 大 別 さ れ て お り ， 多 様 な 欲 求 概 念 が

含 ま れ て い た 。 そ の た め ， 欲 求 リ ス ト は ， 患 者 満 足 に 含 め ら れ る 欲 求 と し て あ ま り

に も 網 羅 的 と な り ， 理 論 効 率 の 観 点 か ら 問 題 が あ る と 考 え ら れ た 。  

ま た ， Maslow（ 1943） の 欲 求 階 層 説 で は ， 基 本 的 な 欲 求 と し て 5 つ の 欲 求 （ 生

理 的 欲 求 ， 安 全 の 欲 求 ， 所 属 と 愛 情 の 欲 求 ， 承 認 と 尊 重 の 欲 求 ， 自 己 実 現 欲 求 ） が

仮 定 さ れ て お り ， Murray（ 1938） の 欲 求 リ ス ト と 比 べ て 欲 求 の 構 造 は シ ン プ ル あ

っ た 。 し か し な が ら ， 問 題 と し て ， 下 位 の 欲 求 の 充 足 が 上 位 の 欲 求 の 欲 求 を 活 性 化

す る と い う 欲 求 相 互 の 関 係 が 実 証 さ れ て い な い こ と や ， 自 己 実 現 の 定 義 が 困 難 で あ

る こ と ， さ ら に は ， 欲 求 の カ テ ゴ リ ー の 普 遍 性 が 疑 問 視 さ れ て い る こ と が 指 摘 さ れ

た 。  

基 本 的 欲 求 理 論 は ，Deci  & Ryan（ 2002）が 提 唱 し た 動 機 づ け に 関 す る 自 己 決 定

理 論 の 下 位 理 論 の 1 つ で あ り ，心 理 的 欲 求 と し て 有 能 さ の 欲 求 ，自 律 性 欲 求 ，関 係

性 欲 求 が 仮 定 さ れ て い た 。 こ れ ら の 欲 求 は ， 心 理 的 欲 求 を 構 成 す る 概 念 と し て 内 容

的 に 妥 当 で あ る こ と が 確 認 さ れ て い た 。 ま た ， 自 己 決 定 理 論 の 下 位 理 論 で あ る 有 機

的 統 合 理 論 に お い て ，動 機 づ け 概 念 は 自 己 決 定 の 程 度 に よ っ て 分 類 さ れ る 6 つ の 調

整 ス タ イ ル（ 内 発 的 調 整 ，統 合 的 調 整 ，同 一視 的 調 整 ，取 り 入 れ 的 調 整 ，外 的 調 整 ，

非 動 機 づ け ）か ら 構 成 さ れ て お り ，心 理 的 欲 求 の 充 足 は ，内 発 的 調 整 や 統 合 的 調 整 ，

同 一 視 的 調 整 な ど 自 己 決 定 的 な 動 機 づ け を 促 進 す る と 考 え ら れ て い た 。  

欲 求 の 内 容 と 動 機 づ け に 関 す る 以 上 の 理 論 的 検 討 か ら ， 本 論 文 で は ， 患 者 満 足 を

心 理 的 欲 求 と 生 理 的 欲 求 の 充 足 か ら 構 成 さ れ る 概 念 と し て 捉 え る モ デ ル を 構 築 し た 。

そ の な か で ，心 理 的 欲 求 は ，Deci  & Ryan（ 2002）の 基 本 的 欲 求 理 論 に し た が っ て ，

有 能 さ の 欲 求 ， 自 律 性 欲 求 ， 関 係 性 欲 求 か ら 構 成 さ れ る も の と 仮 定 し た 。 そ し て ，

自 己 決 定 理 論 の 下 位 理 論 で あ る 有 機 的 統 合 理 論 を 応 用 し て ， 患 者 満 足 と 患 者 の 健 康

関 連 行 動 と の 関 係 に 関 す る 概 念 の モ デ ル を 構 築 し た 。  
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第 3 章 本論文の研究課題  

 

第 1 節  は じ め に  

 

 第 2 章 で は ，欲 求 の 充 足 に 基 づ く 患 者 満 足 モ デ ル と ，患 者 満 足 と 患 者 の 健 康 関 連

行 動 と の 関 係 に 関 す る 概 念 の モ デ ル を 構 築 す る た め に ， 欲 求 の 内 容 に 関 す る 理 論 を

検 討 し て き た 。 こ れ ら の モ デ ル を も と に ， 本 章 で は 本 論 文 の 研 究 課 題 を 設 定 し ， 研

究 課 題 を 検 討 す る た め の 分 析 枠 組 み に つ い て 述 べ る 。  

 

第 2 節  欲 求 の 充 足 に 基 づ く 患 者 満 足 測 定 尺 度 の 開 発 （ 研 究 課 題 1）  

 

1） 研 究 課 題 1 の 概 要  

 本 論 文 で は ， 患 者 満 足 を 構 成 す る 内 容 や ， 患 者 満 足 が 患 者 の 健 康 関 連 行 動 に 及 ぼ

す 影 響 の 心 理 過 程 を 説 明 す る た め の 患 者 満 足 モ デ ル を 提 示 す る た め に ， 欲 求 の 充 足

に 基 づ い て 患 者 満 足 を 捉 え る モ デ ル が 患 者 満 足 モ デ ル と し て 支 持 で き る か 検 討 す る

も の で あ る 。 患 者 満 足 モ デ ル と し て 欲 求 の 充 足 モ デ ル が 支 持 さ れ る た め に は ， 欲 求

の 充 足 に 基 づ い て 測 定 さ れ た 患 者 満 足 が ， 患 者 の 健 康 関 連 行 動 に 影 響 を 及 ぼ す こ と

を 実 証 す る 必 要 が あ る 。 な ぜ な ら ば ， 患 者 満 足 は ， 患 者 の 健 康 関 連 行 動 に 影 響 を 及

ぼ す 概 念 と し て 考 え ら れ て お り （ Linder-Pe l tz ,  1982a）， 患 者 満 足 モ デ ル は そ の 前

提 を 充 た す 必 要 が あ る と 考 え ら れ る た め で あ る 。そ こ で ，研 究 課 題 1 は ，欲 求 の 充

足 に 基 づ い て 患 者 満 足 を 測 定 す る た め の 測 定 尺 度 を 開 発 す る こ と と す る 。  

 

2） 研 究 課 題 1 の 分 析 の 枠 組 み  

尺 度 開 発 の 方 法 の 概 要 を 以 下 に 述 べ る 。 一 般 的 な 尺 度 開 発 の 手 順 （ 吉 田 ,  2001）

に し た が え ば（ 表 3-1），ま ず ，測 定 し た い 構 成 概 念 を 明 確 に す る 必 要 が あ る 。本 論
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文 で い え ば ，測 定 し た い 構 成 概 念 は 欲 求 の 充 足 に 基 づ い た 患 者 満 足 で あ る 。そ し て ，

そ の 構 成 概 念 の 基 本 構 造 は ， 有 能 さ の 欲 求 の 充 足 ， 自 律 性 欲 求 の 充 足 ， 関 係 性 の 欲

求 の 充 足 ，生 理 的 欲 求 の 充 足 と な っ て い る 。手 順 の 第 2 は ，明 確 に さ れ た 構 成 概 念

に し た が っ て 具 体 的 な 項 目 試 案 を 作 成 し ，第 3 は ，予 備 調 査 を 行 っ て 項 目 分 析 を 行

う こ と に な っ て い る 。そ し て ，手 順 の 第 4 は ，本 調 査 を 実 施 す る こ と と な っ て い る 。

測 定 尺 度 の 開 発 に あ た っ て は ，「 正 確 な 測 定 が な さ れ て い る か 」 と い う 測 定 精 度 と ，

「 構 成 概 念 の 指 し 示 す 内 容 が 適 切 に 測 ら れ て い る か 」と い う 測 定 内 容 が 問 題 に な る 。

前 者 は 尺 度 の 信 頼 性 と 呼 ば れ ， 後 者 は 尺 度 の 妥 当 性 と 呼 ば れ る 。 信 頼 性 と 妥 当 性 の

高 い 尺 度 を 作 る こ と が ， 尺 度 構 成 の も っ と も 大 切 な 課 題 に な る 。 尺 度 の 信 頼 性 と 妥

当 性 が 検 討 さ れ た 後 に ，第 5 段 階 と し て ，デ ー タ の 蓄 積 や 評 価 基 準 の 作 成 が 行 わ れ

る こ と と な る 。  

 

表 3-1  一 般 的 な尺 度 開 発 の手 続 き  

段階

第1段階 測定したい構成概念の明確化

第2段階 項目試案の作成

第3段階 予備調査による項目分析

第4段階 本調査による信頼性と妥当性の検討

第5段階 データの蓄積と評価基準の作成

目的

 

出 所 ：吉 田 （2001）を基 に筆 者 作 成  

 

こ こ で ，研 究 課 題 1 に お い て 検 討 す る 尺 度 の 妥 当 性 に つ い て 説 明 す る 。尺 度 の 妥

当 性 と は ，「 尺 度 が 測 定 し よ う と し て い る も の を ，実 際 に 測 っ て い る か ど う か ，そ の

程 度 」， ま た は ，「 尺 度 の 測 定 値 の 解 釈 ， お よ び ， 測 定 値 に よ っ て な さ れ る 推 論 や 決

定 が 適 切 で あ る か ど う か ，そ の 程 度 」を 表 す 概 念 で あ る（ 吉 田 ,  2001）。一 般 的 に ，

尺 度 の 妥 当 性 は ，表 3-2 に 示 さ れ る よ う に ，内 容 的 妥 当 性 ，基 準 関 連 妥 当 性 ，構 成

概 念 妥 当 性 に 大 別 さ れ る （ 鎌 原 ,  1998； 吉 田 ， 2001； 徳 永 ,  2004）。  
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表 3-2 尺 度 の 妥 当 性 に 関 す る 概 念  

Ⅰ.　内容的妥当性

調査に用いられている内容が，それを用いて結論しようとしている測定内容のいかによい見本となっているかを
示す概念

Ⅱ.　基準関連妥当性

問題としている特性と関連のある外部変数，あるいは基準測度と調査（テスト）の得点を比較することによって判
断される妥当性

　1.　予測的妥当性

そのテストが，後に評価されるある成績とどの程度の相関があるか。例えば，入学試験の成績は入学後の成績
と相関があるかどうか

　2.　併存的妥当性

別のテストの代用として用いることができるかどうか。例えば，外来で記入してもらった質問票が病気や診断やス
クリーニングに役立つなら，専門家の臨床診断として高い併存的妥当性をもつことになる

　3.　交差妥当性

ある1つの場面で決定された妥当性が他の場面でも同様に成り立つかどうか，妥当性の一般化の問題である

Ⅲ.　構成概念妥当性

具体的なテストは構成概念の間接測定であるので，種々のテストの結果の関連性とその間に横たわる規則性あ
るいはパターンから，そこで測定されている構成体が何であるかを間接的に推論することになる

　1.　収束的妥当性

同一の特性を同一の方法でテストした場合の相関（信頼性係数に相当）と，同一の特性を異方法で測定した場合
の相関

　2.　弁別的妥当性

ある1つの特性を測定していると考えられる測定値が別の特性を測定した場合，その測定値とは低い相関を示す
など，特性間の差異がよく弁別されなければならない

　3.　因子的妥当性

テストの測定値がもつ多数の共通因子を同時に含む場合は，測定内容を一義的に定めるわけにはいかず，テス
トのもつ因子構造からテスト全体の妥当性を推測することになる  

出 所 ：清 水 （2006）を基 に筆 者 修 正  

 

よ り 妥 当 性 の 高 い 尺 度 の 開 発 を 目 指 す の で あ れ ば ， で き る だ け 多 く の 妥 当 性 を 検

討 す る こ と が 望 ま れ る が ， 本 論 文 で は ， こ の う ち い く つ か の 妥 当 性 を 検 討 す る に と

ど め る 。 な ぜ な ら ， 本 論 文 の 主 た る 目 的 は ， 欲 求 の 充 足 に 基 づ い て 患 者 満 足 を 捉 え

る モ デ ル が ， 患 者 満 足 モ デ ル と し て 支 持 で き る か 検 討 す る こ と で あ り ， 尺 度 の 開 発

は こ の 目 的 を 達 成 す る た め の 手 段 の 1 つ と 位 置 づ け ら れ る か ら で あ る 。尺 度 の 標 準

化 が 目 的 で あ れ ば ， 尺 度 の 信 頼 性 や 妥 当 性 を 裏 づ け る で き る だ け 多 く の 証 拠 を 集 め

る 必 要 が あ る が ， 尺 度 の 標 準 化 は 本 論 文 の 目 的 で は な い 。 し た が っ て ， こ れ ら の 妥
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当 性 の 一 部 を 確 認 で き れ ば ， 欲 求 の 充 足 に 基 づ く 患 者 満 足 測 定 尺 度 に は ， 一 定 の 妥

当 性 が あ る と み な す こ と が で き よ う 。  

以 上 の 理 由 か ら ， 表 3-2 に 示 さ れ る 妥 当 性 の う ち ， 本 論 文 で は ， 内 容 的 妥 当 性 ，

併 存 的 妥 当 性 ， 因 子 的 妥 当 性 ， 交 差 妥 当 性 に 絞 っ て 検 討 す る 。 な お ， こ れ ら 以 外 の

妥 当 性 の 検 討 は ， 本 論 文 の 課 題 に は 含 め な い が ， 重 視 し て い な い わ け で は な い こ と

を 強 調 す る 。 本 論 文 の 目 的 を 考 え た 場 合 ， 尺 度 の 妥 当 性 の 検 討 に 焦 点 を あ て す ぎ る

べ き で は な い と 判 断 さ れ る た め に ， 検 討 す る 妥 当 性 の 内 容 を 一 部 に 限 定 す る こ と を

こ と わ っ て お く 。  

 

第 3 節  患 者 満 足 が 運 動 に 対 す る 動 機 づ け と 運 動 の 継 続 に 及 ぼ す 影 響 の 検 討（ 研 究

課 題 2）  

 

1） 研 究 課 題 2 の 概 要  

欲 求 の 充 足 に 基 づ く モ デ ル が 患 者 満 足 モ デ ル と し て 支 持 さ れ る た め に は ， 欲 求 の

充 足 に 基 づ い て 測 定 さ れ た 患 者 満 足 が ， 患 者 の 健 康 関 連 行 動 に 影 響 を 及 ぼ す こ と を

実 証 す る 必 要 が あ る 。研 究 課 題 2 で は ，研 究 課 題 1 で 開 発 さ れ た ，欲 求 の 充 足 に 基

づ く 患 者 満 足 測 定 尺 度 を 用 い て ， 患 者 満 足 が 患 者 の 健 康 関 連 行 動 に 及 ぼ す 影 響 を 実

証 す る こ と と す る 。  

 患 者 満 足 は 医 療 の 質 を 示 す も の で あ る こ と か ら ， 患 者 満 足 は 患 者 の 病 気 の 回 復 や

健 康 の 維 持 に 有 効 な 行 動 に 影 響 を 及 ぼ す 概 念 で あ る と 考 え る 必 要 が あ る 。 厚 生 労 働

省 は ，病 気 の 回 復 や 健 康 の 維 持 に 有 効 な 行 動 の 1 つ と し て ，運 動 を と り あ げ て い る 。

厚 生 労 働 白 書（ 2003b）で は ，「 糖 尿 病 を 始 め と す る 生 活 習 慣 病 の 予 防 に は ，バ ラ ン

ス の と れ た 食 事 に 加 え て 適 度 な 運 動 を 生 活 習 慣 と し て 定 着 さ せ て い く こ と が 重 要 で

あ る 」 と 記 載 さ れ て い る 。 ま た ， 厚 生 労 働 省 は ， 1989 年 に 「 健 康 づ く り の た め の

運 動 所 要 量 」，1993 年 に「 健 康 づ く り の た め の 運 動 指 針 」，そ し て ，2006 年 に は「 健
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康 づ く り の た め の 運 動 基 準 」（ 2006） を 策 定 し ， 運 動 の 継 続 の 普 及 に 熱 心 に 取 り 組

ん で い る 。 さ ら に ，「 健 康 日 本 21」 に お い て も ， 運 動 を 継 続 し て 行 う こ と が 推 奨 さ

れ て お り ， 日 常 身 体 活 動 量 が 多 い 人 や ， 運 動 を 定 期 的 に 行 っ て い る 人 は ， 生 活 習 慣

病 の 疾 病 率 や 死 亡 率 の 低 い こ と が 認 め ら れ て い る 。 加 え て ， 高 齢 者 に 対 す る 運 動 へ

の 動 機 づ け に つ い て も 関 心 が も た れ て お り（ 大 友・渡 辺・山 田・鈴 木・江 口・土 屋 ，

1995）， 運 動 や 身 体 活 動 を 行 う こ と に よ っ て ， 好 ま し い 心 理 的 効 果 が 得 ら れ る こ と

も 報 告 さ れ て い る （ 竹 中 ,  2000）。 以 上 よ り ， 本 論 文 で は ， 患 者 満 足 が 運 動 に 対 す

る 動 機 づ け と 運 動 の 継 続 に 及 ぼ す 影 響 を 検 討 す る こ と を 第 2 の 研 究 課 題 と す る 。  

 

2） 研 究 課 題 2 の 分 析 の 枠 組 み  

第 2 章 に お い て ，心 理 的 欲 求 の 充 足 と 動 機 づ け の 関 連 を 扱 っ た 理 論 の 1 つ に ，自

己 決 定 理 論 （ Deci  & Ryan,  2002） が あ る こ と を 述 べ た 。 本 論 文 で は ， 自 己 決 定 理

論 を 応 用 し て 研 究 課 題 2 を 検 討 す る こ と と す る 。  

自 己 決 定 理 論 に お い て 動 機 づ け は ， 自 己 決 定 連 続 体 の な か で ， 内 発 的 動 機 づ け ，

外 発 的 動 機 づ け ， 非 動 機 づ け に 区 分 さ れ て い る 。 こ れ ま で の 動 機 づ け 研 究 で は ， 内

発 的 動 機 づ け が 自 律 的 で あ り ， 外 発 的 動 機 づ け は 他 律 的 で あ る と い う よ う に ， 2 つ

の 動 機 づ け は 二 分 法 的 に 位 置 づ け て ら れ て い た 。 ま た ， 内 発 的 動 機 づ け の み に 肯 定

的 な 意 味 づ け が な さ れ ， 外 発 的 動 機 づ け は 否 定 的 な 意 味 づ け が な さ れ て い た 。 し か

し ， 自 己 決 定 理 論 で は ， 外 発 的 動 機 づ け に よ る 行 動 で も ， 行 動 の 価 値 や 重 要 性 の 認

識 に よ っ て ， よ り 自 己 決 定 的 な 動 機 づ け に よ る 行 動 に 移 行 す る 場 合 も 存 在 す る と 仮

定 し て い る 。 つ ま り ， 自 己 決 定 理 論 で は ， 外 発 的 動 機 づ け を 否 定 的 な 動 機 づ け と 捉

え る の で は な く ， そ の な か に は 自 己 決 定 的 な 動 機 づ け 調 整 ス タ イ ル も あ れ ば ， 非 自

己 決 定 的 な 動 機 づ け 調 整 ス タ イ ル も あ る と 考 え ら れ て い る 。  

 さ ら に ， 自 己 決 定 理 論 に よ れ ば ， 動 機 づ け の 種 類 （ 内 発 的 動 機 づ け ， 外 発 的 動 機

づ け ，非 動 機 づ け ）は ，行 動 の 自 己 決 定 性 の 強 さ に よ っ て ，大 き く 6 つ の 調 整 ス タ
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イ ル に 分 類 さ れ る 。 そ し て ， こ れ ら 動 機 づ け の ス タ イ ル は ， 3 つ の 心 理 的 欲 求 の 充

足 に よ り ， よ り 自 己 決 定 的 な 動 機 づ け へ 移 行 す る と 考 え ら れ て い る 。 す な わ ち ， 有

能 感 や 自 己 決 定 感 ，他 者 受 容 感 と い っ た 感 覚 は ，課 題 が も つ 価 値 の 取 り 込 み を 促 し ，

外 的 な 価 値 を 自 己 の 価 値 と し て 内 面 化 さ せ る 働 き が あ る と 考 え ら れ て い る 。 言 い 換

え れ ば ， 自 己 決 定 理 論 は ， 有 能 さ の 欲 求 の 充 足 ， 自 律 性 欲 求 の 充 足 ， 関 係 性 欲 求 の

充 足 が ， 動 機 づ け を 自 律 的 な 方 向 へ 促 進 さ せ る と み て い る 。 そ こ で ， 本 論 文 で は ，

患 者 満 足 が 運 動 に 対 す る 動 機 づ け に 及 ぼ す 影 響 に つ い て ， 自 己 決 定 理 論 の 枠 組 み を

応 用 し て 検 討 す る こ と と す る 。  

 

第 4 節  ま と め  

 

 本 章 で は ， 本 論 文 で 検 討 す る 研 究 課 題 と 研 究 の 枠 組 み を 提 示 し た 。 第 2 節 で は ，

研 究 課 題 1 と し て ，欲 求 の 充 足 に 基 づ く 患 者 満 足 測 定 尺 度 の 開 発 を 挙 げ た 。第 2 章

に お い て ，基 本 的 な 欲 求 の 構 造 や 内 容 に 関 す る 理 論 を 参 考 に ，「 有 能 さ の 欲 求 の 充 足 」

「 自 律 性 欲 求 の 充 足 」「 関 係 性 欲 求 の 充 足 」「 生 理 的 欲 求 の 充 足 」 か ら 構 成 さ れ る 患

者 満 足 モ デ ル が 想 定 さ れ て い る 。 こ の よ う に 想 定 さ れ た 患 者 満 足 モ デ ル が 支 持 で き

る か 検 討 し て い く た め に ， 欲 求 の 充 足 に 基 づ く 患 者 満 足 測 定 尺 度 を 開 発 し ， そ の 尺

度 の 妥 当 性 を 検 討 す る 方 法 が 示 さ れ た 。第 3 節 で は ，第 2 の 研 究 課 題 と し て ，患 者

満 足 が 運 動 に 対 す る 動 機 づ け や 運 動 の 継 続 に 及 ぼ す 影 響 を 検 討 す る と い う 課 題 が 示

さ れ た 。 健 康 行 動 の 1 つ で あ る 運 動 を と り あ げ ， 自 己 決 定 理 論 の 枠 組 み を 応 用 し ，

心 理 的 欲 求 の 充 足 を 含 む 患 者 満 足 が 運 動 に 対 す る 自 己 決 定 的 な 動 機 づ け に 影 響 を 及

ぼ す こ と を 分 析 す る 枠 組 み が 説 明 さ れ た 。  
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第 4 章 欲求の充足に基づく患者満足測定尺度開発のための項目分析  

 

第 1 節  は じ め に  

 

 本 章 で は ， 欲 求 の 充 足 に 基 づ く 患 者 満 足 測 定 尺 度 を 開 発 す る た め の 予 備 調 査 を 行

う 。 具 体 的 に は ， 本 章 に お い て ， 尺 度 に 含 め る 項 目 の 分 析 を 行 っ て 尺 度 試 案 を 作 成

し ， 第 5 章 と 第 6 章 で 尺 度 の 信 頼 性 と 妥 当 性 を 検 討 す る 。  

 す で に 第 3 章 で 述 べ た と お り ，欲 求 の 充 足に 基 づ い て 患 者 満 足 を 捉 え る モ デ ル が

支 持 で き る か 検 討 し て い く た め に ，本 論 文 で は 研 究 課 題 1 と し て ，欲 求 の 充 足 に 基

づ く 患 者 満 足 測 定 尺 度 を 開 発 し ，そ の 妥 当 性 を 検 証 す る 。吉 田（ 2001）に し た が え

ば ，本 研 究 に お け る 心 理 尺 度 の 作 成 手 順 の 第 1 段 階 は ，患 者 満 足 の 構 成 概 念 の モ デ

ル を 欲 求 の 充 足 に 基 づ い て 想 定 す る こ と に な る 。次 に ，第 2 段 階 と し て ，そ の 構 成

概 念 の モ デ ル を 反 映 さ せ た 項 目 候 補 を 作 成 し ， 予 備 調 査 を 行 っ て 項 目 分 析 を 行 う 必

要 が あ る 。そ し て ，開 発 さ れ た 尺 度 の 信 頼 性 や 妥 当 性 を 検 討 す る こ と が 第 3 段 階 と

し て 求 め ら れ る 。第 1 段 階 に つ い て は す で に 第 2 章 で 検 討 さ れ ，欲 求 階 層 説（ Maslow, 

1943）や 基 本 的 欲 求 理 論（ Deci  & Ryan,  2002）を 参 考 に ，患 者 満 足 は 有 能 さ の 欲

求 の 充 足 ， 自 律 性 欲 求 の 充 足 ， 関 係 性 欲 求 の 充 足 ， 生 理 的 欲 求 の 充 足 か ら 構 成 さ れ

る と 仮 定 さ れ た 。 次 に ， 本 章 で は 尺 度 開 発 を 第 2 段 階 ， 第 3 段 階 に す す め る 。  

検 討 の 第 2 段 階 に 関 し て ，菅 原（ 2001）は ，項 目 候 補 を 作 成 す る 方 法 と し て ，（ 1）

自 分 で 考 え る ，（ 2）人 に 尋 ね る ，（ 3）関 連 文 献 に あ た る ，を 挙 げ て い る 。ま た ，第

3 段 階 で 行 う 項 目 分 析 の 方 法 と し て ，（ 1）項 目 の 反 応 分 布 ，（ 2）G-P 分 析 ，（ 3） I -T

（ 項 目 -全 体 ） 相 関 分 析 ，（ 4） ク ラ イ テ リ オ ン 群 の 設 定 ，（ 5） 因 子 分 析 ， を 挙 げ ，

こ れ ら の 分 析 を 行 う た め に は 数 百 人 規 模 の サ ン プ ル が 必 要 で あ る と い う 考 え を 示 し

て い る 。  

 以 上 よ り ， 本 章 で は ， 欲 求 の 充 足 に 基 づ い て 患 者 満 足 を 測 定 す る た め の 項 目 試 案
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を 作 成 し ， 数 百 人 規 模 の サ ン プ ル に つ い て 項 目 分 析 を 行 っ て 項 目 を 選 定 す る こ と を

目 的 と す る 。  

 

第 2 節  方 法  

 

1） 対 象  

 対 象 者 は ， 医 療 機 関 お よ び 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 施 設 （ 以 下 ， デ イ ケ ア 施 設 ）

に お い て ， リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン （ 以 下 ， リ ハ ビ リ ） サ ー ビ ス を 利 用 し て い る 外 来 患

者 お よ び 利 用 者 と し た 。 こ の よ う な 人 々 を 本 章 の 調 査 対 象 に し た 理 由 を 以 下 に 説 明

す る 。 1982 年 の 国 連 障 害 者 世 界 行 動 計 画 に お い て ，「 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン と は ，身

体 的 ， 精 神 的 ， か つ ま た 社 会 的 に 最 も 適 し た 機 能 水 準 の 達 成 を 可 能 と す る こ と に よ

っ て ，各 個 人 が 自 ら の 人 生 を 変 革 し て い く た め の 手 段 を 提 供 し て い く こ と を め ざ し ，

か つ 時 間 を 限 定 し た プ ロ セ ス で あ る 」 と 定 義 さ れ て い る 。 そ し て ， リ ハ ビ リ の 代 表

的 な 分 野 と し て ， 医 学 的 リ ハ ビ リ ， 教 育 リ ハ ビ リ ， 職 業 リ ハ ビ リ ， 社 会 リ ハ ビ リ が

挙 げ ら れ る 。 わ が 国 で は 一 般 に ， 医 学 的 リ ハ ビ リ サ ー ビ ス は ， 医 療 機 関 や 介 護 保 険

施 設 に お い て 提 供 さ れ ， 提 供 の 担 い 手 に は 理 学 療 法 士 ， 作 業 療 法 士 ， 言 語 聴 覚 士 な

ど の 職 種 が 挙 げ ら れ る 。 医 療 機 関 お よ び デ イ ケ ア 施 設 に お い て リ ハ ビ リ サ ー ビ ス を

受 け て い る 者 は ， 医 療 サ ー ビ ス が 提 供 さ れ る 対 象 者 と み な す こ と が で き る と 考 え ら

れ る 。  

対 象 者 の 募 集 に あ た っ て ， ま ず ， 本 研 究 に 協 力 で き る 施 設 を 募 る た め に ， 広 島 県

内 で 理 学 療 法 士 が 勤 務 す る 医 療 機 関 と デ イ ケ ア 施 設（ 計 327 施 設 ）に 研 究 依 頼 の 文

書 を 郵 送 し た 。 そ の 後 ， 協 力 可 能 と 回 答 し た 43 施 設 （ 以 下 ， 協 力 施 設 ） の う ち ，

調 査 日 程 の 調 整 が で き た 16 施 設（ 医 療 機 関 10 施 設 ，デ イ ケ ア 施 設 6 施 設 ）に 対 し

て ， 調 査 の 協 力 を 正 式 に 依 頼 し た 。 次 に ， 協 力 施 設 に 訪 問 し ， 当 該 施 設 に 勤 務 す る

理 学 療 法 士 に 対 し て ， 調 査 の 趣 旨 を 説 明 し た 。 そ し て ， 協 力 施 設 に 勤 務 す る 理 学 療
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法 士 に 対 し て ， 当 該 施 設 の リ ハ ビ リ サ ー ビ ス を 利 用 し て い る 外 来 患 者 お よ び 利 用 者

の な か か ら ， 調 査 の 対 象 者 を 選 定 す る よ う 依 頼 し た 。 選 定 基 準 は ， 運 動 療 法 も し く

は 運 動 を リ ハ ビ リ と し て 行 っ て い る 者 と し た 。そ の 結 果 ， 247 名 の 外 来 患 者 お よ び

デ イ ケ ア 施 設 利 用 者 か ら 協 力 が 得 ら れ た 。  

 

2） 調 査 項 目  

 第 3 章 で 検 討 し た 患 者 満 足 の 概 念 概 念 に 基 づ き ，リ ハ ビ リ サ ー ビ ス が 利 用 さ れ る

実 際 の 場 面 を 考 慮 し て ，4 つ の 欲 求 の 充 足 を 測 定 す る 項 目 試 案 を 作 成 し た（ 表 4-1）。

有 能 さ の 欲 求 の 充 足 を 測 定 す る 項 目 X1～ X3 は ，リ ハ ビ リ サ ー ビ ス に お け る プ ロ グ

ラ ム （ 課 題 ） の 取 り 組 み を 通 し て 得 ら れ る 達 成 感 や 効 力 感 を 考 慮 し て 作 成 さ れ た 。

自 律 性 欲 求 の 充 足 を 測 定 す る 項 目 X4～ X6 は ，リ ハ ビ リ サ ー ビ ス に お け る プ ロ グ ラ

ム の 内 容 の 選 択 や ， プ ロ グ ラ ム の 中 止 や 変 更 に 関 す る 患 者 や 利 用 者 の 意 思 が 尊 重 さ

れ る 場 面 を 考 慮 し て 作 成 し た 。関 係 性 欲 求 の 充 足 を 測 定 す る 項 目 X7～ X9 は ，リ ハ

ビ リ サ ー ビ ス の 担 当 者 や サ ー ビ ス を 利 用 す る 他 の 参 加 者 と の つ な が り や 親 密 感 を 考

慮 し て 作 成 さ れ た 。生 理 的 欲 求 の 充 足 を 測 定 す る 項 目 X10～ X12 は ，リ ハ ビ リ サ ー

ビ ス の 利 用 に よ る 機 能 や 症 状 の 改 善 感 ， 不 安 感 の 軽 減 を 考 慮 し て 作 成 さ れ た 。 こ れ

ら の 項 目 の う ち ，X6 と X12 を 逆 転 項 目 と し た 。す べ て の 項 目 に 対 し て ，「 全 く 感 じ

な い 」（ 1 点 ） か ら 「 強 く 感 じ る 」（ 5 点 ） ま で の 5 件 法 で 回 答 を 求 め た 。 そ の 他 ，

個 人 属 性 と し て ， 年 齢 ， 性 別 ， サ ー ビ ス 利 用 期 間 ， 要 介 護 区 分 （ デ イ ケ ア 施 設 の 利

用 者 の み ） を 項 目 と し て 用 意 し た 。  
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表 4-1  調 査 項 目  

項目

X1 運動や動作が，以前よりも上手にできるようになったと感じますか。

X2 周りの人ができることを，自分も同じようにできると感じますか。

X3 自分のやりたいことは，自分の力だけでできると感じますか。

X4 リハビリをする中で，あなたの意思は尊重されていると感じますか。

X5 リハビリの内容は，自分の意思で選んでいると感じますか。

X6 誰かからリハビリを強制的にさせられていると感じますか。

X7 リハビリ担当者に精神面で支えられていると感じますか。

X8 リハビリ担当者には，親しみを感じますか。

X9 リハビリ仲間には，親しみを感じますか。

X10 リハビリによって，体の動きは良くなっていると感じますか。

X11 リハビリによって，痛みや症状は緩和されていると感じますか。

X12 健康に関して不安を感じますか。

内容

 

 

3） 手 続 き と 倫 理 的 配 慮  

 協 力 施 設 の 理 学 療 法 士 に よ っ て 選 出 さ れ た 者 に 対 し ， 調 査 の 趣 旨 に つ い て 理 学 療

法 士 に よ る 口 頭 お よ び 紙 面 に よ る 説 明 を 行 っ た 。そ の 際 ，以 下 の 4 点 に つ い て 強 調

し た 。第 1 は ，調 査 の 協 力 は 任 意 で あ り 強 制 で は な い 点 で あ る 。第 2 は ，匿 名 性 を

確 保 す る た め に 回 答 は 無 記 名 と す る 点 で あ る 。第 3 は ，対 象 者 の リ ハ ビ リ 担 当 者 が

回 答 後 の 質 問 紙 を 閲 覧 す る こ と は な い 点 で あ る 。第 4 は ，調 査 の 目 的 以 外 に ，得 ら

れ た デ ー タ を 使 用 し な い 点 で あ る 。 以 上 の 説 明 に つ い て 理 解 し ， 研 究 協 力 の 同 意 が

得 ら れ た 者 の み に 調 査 を 依 頼 し た 。  
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4） 統 計 解 析  

 項 目 分 析 の 方 法 は ，菅 原（ 2001）を 参 考 に ，項 目 の 反 応 分 布 と 探 索 的 因 子 分 析 を

用 い た 。 項 目 の 反 応 分 布 を 確 認 す る た め に ， ま ず ， す べ て の 項 目 に つ い て 記 述 統 計

量 を 算 出 し た 。 記 述 統 計 量 の 結 果 ， 反 応 分 布 に 著 し い 偏 り が 示 さ れ た 項 目 は そ の 後

の 分 析 か ら 削 除 し た 。 そ の う え で ， 探 索 的 因 子 分 析 を 行 い ， 尺 度 の 因 子 構 造 を 確 認

し た 。ま た ，参 考 と し て ，尺 度 の 信 頼 性 指 標 の 1 つ で あ る 内 的 一 貫 性 を 確 認 す る た

め に ， Cronbach の α 係 数 を 算 出 し た 。 な お ， 以 上 の 統 計 解 析 で は 有 意 水 準 を 5％

未 満 と し た 。 こ れ ら の 統 計 解 析 に は ， SPSS ver .16.0  for  Windows を 使 用 し た 。  

 

第 3 節  結 果  

 

1） 対 象 者 の 個 人 属 性  

 対 象 者 の 個 人 属 性 を 表 4-2 に 示 す 。 質 問 紙 に 半 数 以 上 の 欠 損 値 が あ っ た 38 名 を

除 き ， 210 名 を 分 析 の 対 象 者 と し た 。 対 象 者 の 年 齢 は 69.5±13.8 歳 で あ っ た 。 性

別 は ， 男 性 68 名 ， 女 性 139 名 ， 不 明 3 名 で あ っ た 。 サ ー ビ ス 利 用 期 間 は ， 1 年 以

上 3 年 未 満 が 51 名 で 最 も 多 か っ た 。 要 介 護 度 （ デ イ ケ ア 施 設 の 利 用 者 の み ） は ，

要 介 護 2 が 16 名 で 最 も 多 か っ た 。  
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表 4-2  対 象 者 の個 人 属 性  

人数

年齢

男性 68 (32.4) 39 (29.8) 29 (36.7)

女性 139 (66.2) 89 (67.9) 50 (63.3)

不明 3 (1.4) 3 (2.3) 0 0.0

～1ヶ月 25 (11.9) 22 (16.8) 3 (3.8)

～3ヶ月 23 (11.0) 20 (15.3) 3 (3.8)

～6ヶ月 33 (15.7) 28 (21.4) 5 (6.3)

～1年 16 (7.6) 12 (9.2) 4 (5.1)

～3年 51 (24.3) 27 (20.6) 24 (30.4)

3年～ 44 (21.0) 14 (10.7) 30 (38.0)

不明 18 (8.6) 8 (6.1) 10 (12.7)

要支援1 15 (19.0)

要支援2 15 (19.0)

要介護1 5 (6.3)

要介護2 16 (20.3)

要介護3 2 (2.5)

要介護4 0 (0.0)

要介護5 0 (0.0)

不明 7 (8.9)

*（　）内の数字は各集団に占める割合

79131210

カテゴリー 度数（％）
*

医療機関の
外来患者

全体
デイケア施設の

利用者

要介護
区分

サービス
利用期間

性別

64.5±13.969.5±13.8 77.7±8.8
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2） 項 目 の 反 応 分 布  

 項 目 得 点 の 記 述 統 計 量 を 表 4-3 に 示 す 。逆 転 項 目 で あ っ た X6 と X12 は ，他 の 項

目 と 同 じ 方 向 に 直 し て 得 点 化 し た 。平 均 値 か ら 標 準 偏 差（ SD）を 減 じ た 得 点 が 下 限

値 （ 1 点 ） 以 下 と な る 床 効 果 を 示 す 項 目 は 示 さ れ な か っ た 。 し か し な が ら ， 平 均 に

標 準 偏 差 を 加 え た 得 点 が 上 限 値 （ 5 点 ） 以 上 と な る 天 井 効 果 は ， X6， X7， X8 に お

い て 示 さ れ た 。 特 に ， X6 は 歪 度 と 尖 度 も 大 き か っ た た め に ， そ の 後 の 分 析 か ら 除

外 さ れ た 。  

 

 

 

表 4-3  項 目 得 点 の分 布  

項目 平均値
標準偏差
（SD）

平均－SD 平均＋SD 歪度 尖度

X1 運動や動作が，以前よりも上手にできるようになったと感じますか。 4.13 .84 3.29 4.97 -.85 .57

X2 周りの人ができることを，自分も同じようにできると感じますか。 3.22 .75 2.47 3.97 -.24 .65

X3 自分のやりたいことは，自分の力だけでできると感じますか。 3.55 .87 2.69 4.42 -.54 -.30

X4 リハビリをする中で，あなたの意思は尊重されていると感じますか。 3.44 1.07 2.37 4.51 -.55 -.22

X5 リハビリの内容は，自分の意思で選んでいると感じますか。 2.55 1.14 1.41 3.68 .14 -1.13

X6 誰かからリハビリを強制的にさせられていると感じますか。 4.68 .56 4.12 5.24 -2.27 8.56

X7 リハビリ担当者に精神面で支えられていると感じますか。 4.47 .56 3.92 5.03 -.41 -.89

X8 リハビリ担当者には，親しみを感じますか。 4.55 .53 4.02 5.08 -.50 -1.10

X9 リハビリ仲間には，親しみを感じますか。 4.00 .71 3.29 4.71 -.33 .37

X10 リハビリによって，体の動きは良くなっていると感じますか。 4.13 .77 3.36 4.90 -.81 1.05

X11 リハビリによって，痛みや症状は緩和されていると感じますか。 4.05 .75 3.30 4.80 -.78 1.27

X12 健康に関して不安を感じますか。 3.91 .73 3.18 4.64 -.75 1.34

内容
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3） 探 索 的 因 子 分 析 に よ る 尺 度 の 因 子 構 造 の 検 討  

 探 索 的 因 子 分 析（ 主 因 子 法 ，プ ロ マ ッ ク ス 回 転 ）の 結 果 を 表 4-4 に 示 す 。因 子 数

は ，固 有 値 1 以 上 の 基 準 を 設 け ，さ ら に 因 子 の 解 釈 可 能 性 も 考 慮 し た 結 果 ，初 期 解

と し て は 3 因 子 解 が 妥 当 と 判 断 さ れ た 。 そ し て ， 共 通 性 の 低 さ （ .300 以 下 ）， 因 子

負 荷 量 の 低 さ（ .400 以 下 ）， 2 因 子 以 上 に わ た る 因 子 負 荷 量 の 高 さ（ .350 以 上 ）を

基 準 に 項 目 を 削 除 し た 。そ の 結 果 ，X2，X3，X9 が 削 除 さ れ ，最 終 的 に 8 項 目 3 因

子 か ら な る 因 子 構 造 と な り ， 分 散 を 説 明 す る 割 合 は 57.2%で あ っ た 。 第 1 因 子 は ，

生 理 的 欲 求 の 充 足 を 測 定 す る 項 目 で あ る X10，X11，X12 の 因 子 負 荷 量 が 高 か っ た

こ と か ら ，「 生 理 的 欲 求 の 充 足 」 因 子 と 解 釈 さ れ た 。 第 2 因 子 は ， 関 係 性 欲 求 の 充

足 を 測 定 す る 項 目 で あ る X7， X8 の 因 子 負 荷 量 が 高 か っ た こ と か ら ，「 関 係 性 欲 求

の 充 足 」因 子 と 解 釈 さ れ た 。第 3 因 子 は ，自 律 性 欲 求 の 充 足 を 測 定 す る 項 目 で あ る

X4，X5 の 因 子 負 荷 量 が 高 か っ た こ と か ら ，「 自 律 性 欲 求 の 充 足 」因 子 と 解 釈 さ れ た 。  

 

表 4-4  尺 度 の因 子 構 造  

項目 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 共通性

X10 リハビリによって，体の動きは良くなっていると感じますか。 .92 .03 -.15 .86

X11 リハビリによって，痛みや症状は緩和されていると感じますか。 .80 -.03 .04 .64

X1 運動や動作が，以前よりも上手にできるようになったと感じますか。 .78 .00 .03 .62

X12 健康に関して不安を感じますか。 .64 -.02 .11 .43

X7 リハビリ担当者に精神面で支えられていると感じますか。 .04 .77 -.02 .62

X8 リハビリ担当者には，親しみを感じますか。 -.05 .73 .01 .50

X4 リハビリをする中で，あなたの意思は尊重されていると感じますか。 .07 .07 .72 .56

X5 リハビリの内容は，自分の意思で選んでいると感じますか。 -.02 -.07 .60 .34

因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ

Ⅰ － .46 .10

Ⅱ － .17

Ⅲ －

内容
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4） 信 頼 性 分 析 に よ る 尺 度 の 信 頼 性 （ 内 的 一 貫 性 ）  

 探 索 的 因 子 分 析 の 結 果 か ら 抽 出 さ れ た 3 因 子（ 概 念 ）を 測 定 す る 尺 度 の α 係 数 を

表 4-5 に 示 し た 。 一 般 的 に ， α 係 数 は .600～ .700 以 上 あ れ ば ， 十 分 な 信 頼 性 （ 内

的 一 貫 性 ） が あ る と 判 断 さ れ る （ 小 塩 ,  2004）。 こ の 判 断 基 準 に し た が え ば ， 生 理

的 欲 求 の 充 足 お よ び 関 係 性 欲 求 の 充 足 を 測 定 す る 尺 度 は 一 定 の 信 頼 性 が 示 さ れ た 一

方 で ， 自 律 性 欲 求 の 充 足 を 測 定 す る 尺 度 は ， 若 干 低 い 信 頼 性 が 示 さ れ た 。  

 

 

表 4-5  信 頼 性 分 析 の結 果   

項目数 α係数

4 .875

2 .724

2 .602

概念

自律性欲求の充足

関係性欲求の充足

生理的欲求の充足

 

 

第 4 節  考 察  

 

1） 有 能 さ の 欲 求 の 充 足 の 項 目  

 有 能 さ の 欲 求 の 充 足 を 測 定 す る 項 目 X1，X2，X3 は ，項 目 の 反 応 分 布 に 著 し い 偏

り を 示 さ な か っ た 。し か し な が ら ，探 索 的 因 子 分 析 の 結 果 で は ，こ れ ら 3 つ の 項 目

は 同 一 因 子 を 形 成 せ ず ，X1 は 生 理 的 欲 求 の 充 足 を 測 定 す る 項 目（ X10，X11，X12）

と 同 一 因 子 を 形 成 し て い た 。X1 は 過 去 基 準 に 基 づ く 有 能 感（ Harter ,  1976;  Harter ,  

1981）が 測 定 さ れ る 項 目 で あ る と い え る が ，こ の 結 果 は ，過 去 基 準 に 基 づ く 有 能 感

と 機 能 や 症 状 の 改 善 感 が 対 象 者 か ら 明 確 に 区 別 さ れ な か っ た こ と を 示 し て い る と 考

え ら れ る 。 こ の こ と か ら X1 は ， 有 能 さ の 欲 求 の 充 足 を 測 定 す る 項 目 と し て 適 切 と

は い え な い と 推 察 さ れ る 。  
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X1 を 除 く 2 項 目（ X2， X3）は ，生 理 的 欲 求 の 充 足 と は 別 の 概 念 を 測 定 す る 項 目

と し て 対 象 者 か ら 判 断 さ れ た も の の ， 有 能 さ の 欲 求 の 充 足 と し て 独 立 し た 同 一 因 子

を 形 成 し な か っ た 。 こ の 原 因 と し て ， 有 能 さ の タ イ プ の 違 い が 指 摘 で き る 。 X2 は

他 者 基 準 に 基 づ く 有 能 感（ Harter ,  1976;  Harter ,  1981）が 測 定 さ れ る 項 目 で あ り ，

X3 は 自 分 一 人 で 課 題 が こ な せ る と い っ た 独 立 達 成 に 基 づ く 有 能 感 （ El l io t ,  

McGregor ,  & Thrash,  2002） が 測 定 さ れ る 項 目 で あ る と い え る 。 つ ま り ， X2 と

X3 は そ れ ぞ れ 異 な る タ イ プ の 有 能 感 が 測 定 さ れ る 項 目 で あ っ た た め に ， 同 一 因 子

と し て 形 成 さ れ に く か っ た と 考 え ら れ る 。 こ の こ と か ら ， 有 能 さ の 欲 求 の 充 足 を 測

定 す る 項 目 は ， 有 能 さ の タ イ プ を 統 一 し た う え で 再 考 さ れ る 必 要 が あ ろ う 。  

 

2） 自 律 性 欲 求 の 充 足 の 項 目  

 自 律 性 欲 求 の 充 足 を 測 定 す る 項 目 の う ち ， X6 は 項 目 の 反 応 分 布 に お い て 天 井 効

果 や 大 き な 歪 度 と 尖 度 が 示 さ れ ， 分 布 の 著 し い 偏 り が 示 さ れ た 。 こ の 原 因 と し て ，

項 目 の 内 容 に 含 ま れ て い た 「 他 者 か ら の 強 制 」 と い う 言 葉 に 対 し て ， 対 象 者 が 否 定

的 な 反 応 を 示 し た 可 能 性 が 指 摘 で き る 。 X6 は 自 分 の 意 思 で リ ハ ビ リ を 行 っ て い る

と 感 じ る 程 度 を 測 定 す る 逆 転 項 目 で あ っ た が ， 医 師 か ら の 指 示 や 介 護 支 援 専 門 員 か

ら の 提 案 に 同 意 し て リ ハ ビ リ サ ー ビ ス を 利 用 し て い る 者 か ら す れ ば ， 他 者 か ら の 強

制 と い う 言 葉 に 抵 抗 感 を 感 じ た か も し れ な い 。 そ の 結 果 ， 強 制 を 否 定 す る 回 答 が 多

く な り ， 分 布 の 偏 り が 生 じ て し ま っ た と 考 え ら れ る 。  

X6 を 除 く 2 項 目（ X4， X5）は ，分 布 の 偏 り を 示 さ ず ，探 索 的 因 子 分 析 の 結 果 で

は 独 立 し た 同 一 因 子 を 形 成 し た 。し か し な が ら ，尺 度 の 信 頼 性 を 示 す α 係 数 が .602

と 低 く ， 尺 度 の 信 頼 性 は 必 ず し も 高 い と は い え な い 結 果 が 示 さ れ た 。 一 般 的 に α 係

数 は ， 項 目 数 が 多 く な れ ば 高 く な り ， 項 目 数 が 少 な く て も 相 関 が 高 け れ ば 高 く な る

（ 松 尾 ・ 中 村 ,  2002）。 こ の こ と か ら ， X4 と X5 か ら 構 成 さ れ る 尺 度 の 信 頼 性 が 低

か っ た 原 因 と し て ， 項 目 数 の 少 な さ や 項 目 相 互 の 類 似 性 の 低 さ が 考 え ら れ る 。 し た
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が っ て ， 自 律 性 欲 求 の 充 足 を 測 定 す る 項 目 は ， 項 目 数 や 類 似 性 を 考 慮 し て 再 考 さ れ

る 必 要 が あ ろ う 。  

 

3） 関 係 性 欲 求 の 充 足 の 項 目  

 関 係 性 欲 求 の 充 足 を 測 定 す る X7 と X8 は ， 項 目 の 反 応 分 布 に お い て 天 井 効 果 が

示 さ れ た 。こ の 原 因 と し て ，サ ン プ リ ン グ の 問 題 が 指 摘 で き る 。本 研 究 の 対 象 者 は ，

協 力 施 設 に 勤 務 す る 理 学 療 法 士 を 介 し て 調 査 を 依 頼 さ れ た が ， こ の と き ， 理 学 療 法

士 は 調 査 の 協 力 を 求 め や す い と い う 理 由 か ら ， 人 間 関 係 が 良 好 な 外 来 患 者 や 利 用 者

に 調 査 を 依 頼 し た 可 能 性 が 考 え ら れ る 。 し か し ， 探 索 的 因 子 分 析 の 結 果 で は ， X7

と X8 は 同 一 因 子 を 形 成 し ， 尺 度 の 信 頼 性 も 高 い こ と が 示 さ れ た 。 こ れ ら の 結 果 も

あ わ せ て 考 え る と ，X7 と X8 は 尺 度 に 含 め る 項 目 と し て 採 用 で き る と 判 断 で き よ う 。 

同 じ く 関 係 性 欲 求 の 充 足 を 測 定 す る X9 は ， X7 や X8 と 異 な り ，項 目 得 点 の 分 布

に お い て 天 井 効 果 を 示 さ な か っ た 。し か し な が ら ，探 索 的 因 子 分 析 の 結 果 で は ，X9

は X7 や X8 と 同 一 因 子 を 形 成 し な か っ た 。 つ ま り ， X9 は X7 や X8 と は 別 の 概 念

を 測 定 す る 項 目 で あ る こ と が う か が わ れ る 。X7 と X8 は サ ー ビ ス 担 当 者 と の 関 係 性

欲 求 の 充 足 が 測 定 さ れ る 項 目 で あ る 一 方 ， X9 は サ ー ビ ス を 利 用 し て い る 他 の 参 加

者 と の 関 係 性 欲 求 の 充 足 が 測 定 さ れ る 項 目 で あ る 。 こ れ ら の 点 を ふ ま え る と ， 関 係

性 欲 求 の 充 足 は ， サ ー ビ ス 担 当 者 と 参 加 者 を 区 別 し て 測 定 さ れ る べ き と い え る 。 よ

っ て ， 担 当 者 と の 関 係 性 欲 求 の 充 足 と は 別 に ， 参 加 者 と の 関 係 性 欲 求 の 充 足 が 測 定

で き る 項 目 も 作 成 す る 必 要 が あ る と 考 え ら れ る 。  

 

4） 生 理 的 欲 求 の 充 足 の 項 目  

生 理 的 欲 求 の 充 足 を 測 定 す る X10， X11， X12 は ，項 目 の 反 応 分 布 に お い て 偏 っ

た 分 布 を 示 さ な か っ た こ と か ら ， こ れ ら の 項 目 は 一 定 の 個 人 差 を 反 映 で き る 項 目 で

あ る と い え る 。 ま た ， X10， X11， X12 は ， 探 索 的 因 子 分 析 の 結 果 ， 同 一 因 子 を 形



 

82 

成 し ，そ の 尺 度 の 信 頼 性 も 高 か っ た（ α ＝ .875）こ と か ら ，こ れ ら の 項 目 は 同 一 概

念 を 測 定 し て い る と い え る 。 以 上 よ り ， X10， X11， X12 は ， 生 理 的 欲 求 の 充 足 を

測 定 す る 項 目 と し て 採 用 で き る と 考 え ら れ る 。 医 療 サ ー ビ ス に お け る 患 者 満 足 の 先

行 研 究 （ 長 谷 川 ・ 杉 田 ,  1992） に お い て ， 症 状 の 改 善 は 患 者 満 足 と 有 意 に 関 連 す る

こ と が 指 摘 さ れ て い る 。 こ の 指 摘 を あ わ せ て 考 え る と ， 生 理 的 欲 求 の 充 足 は 患 者 満

足 の 構 成 概 念 と し て 内 容 的 に も 妥 当 で あ る と い え よ う 。  

 

第 5 節  ま と め  

 

本 章 は ，研 究 課 題 1 と 研 究 課 題 2 の 検 討 に 使 用 す る ，欲 求 の 充 足 に 基 づ く 患 者 満

足 測 定 尺 度 を 開 発 す る た め の 予 備 調 査 と 位 置 づ け ， 測 定 に 含 め る 項 目 分 析 を 行 う こ

と を 目 的 と し た 。第 3 章 で 検 討 さ れ た ，欲 求 の 充 足 に基 づ く 患 者 満 足 の 構 成 概 念 に

基 づ き ， 患 者 満 足 を 「 有 能 さ の 欲 求 の 充 足 」「 自 律 性 欲 求 の 充 足 」「 関 係 性 欲 求 の 充

足 」「 生 理 的 欲 求 の 充 足 」か ら 構 成 さ れ る 概 念 と 仮 定 し て 項 目 試 案 を 作 成 し た 。リ ハ

ビ リ サ ー ビ ス の 利 用 者 247 名 か ら 得 ら れ た デ ー タ を 用 い て ，項 目 の 反 応 分 布 の 確 認 ，

探 索 的 因 子 分 析 ， 信 頼 性 分 析 を 行 っ た 。 項 目 の 反 応 分 布 か ら ， 尖 度 と 歪 度 が 著 し く

高 い 項 目 が 1 項 目 認 め ら れ た 。探 索 的 因 子 分 析 の 結 果 ，「 生 理 的 欲 求 の 充 足 」因 子 ，

「 関 係 性 欲 求 の 充 足 」因 子 ，「 自 律 性 欲 求 の 充 足 」因 子 が 抽 出 さ れ た 。信 頼 性 分 析 の

結 果 ， 自 律 性 欲 求 の 充 足 の み α 係 数 が 低 値 を 示 し た 。 以 上 の 結 果 か ら ， 生 理 的 欲 求

の 充 足 お よ び 関 係 性 欲 求 の 充 足 を 測 定 す る 項 目 は ， 測 定 尺 度 に 含 め る 項 目 と し て 採

用 で き る が ， 有 能 さ の 欲 求 の 充 足 お よ び 自 律 性 欲 求 の 充 足 を 測 定 す る 項 目 は 再 考 の

余 地 が あ る こ と が 示 さ れ た 。  
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第 5 章 欲求の充足に基づく患者満足測定尺度の信頼性と内容的妥当性お

よび併存的妥当性の検討  

 

第 1 節  は じ め に  

 

 前 章 で は ， 欲 求 の 充 足 に 基 づ く 患 者 満 足 の 構 成 概 念 の 妥 当 性 を 検 討 す る た め に ，

欲 求 の 充 足 に 基 づ く 患 者 満 足 測 定 尺 度 に 含 め る 項 目 試 案 を 考 案 し ， 実 際 の デ ー タ を

収 集 し て 項 目 分 析 を 行 っ た 。 そ の 結 果 ， 関 係 性 欲 求 の 充 足 と 生 理 的 欲 求 の 充 足 を 測

定 す る 項 目 は ， 測 定 尺 度 に 含 め る 項 目 と し て 採 用 で き る も の の ， 有 能 さ の 欲 求 の 充

足 と 自 律 性 欲 求 の 充 足 を 測 定 す る 項 目 は ， 再 検 討 の 余 地 が 示 さ れ た 。 さ ら に ， 関 係

性 欲 求 の 充 足 を 測 定 す る 項 目 は ， サ ー ビ ス 担 当 者 と サ ー ビ ス を 利 用 す る 他 参 加 者 を

区 別 し て 追 加 作 成 さ れ る 必 要 性 も 示 さ れ た 。 し た が っ て ， 欲 求 の 充 足 に 基 づ く 患 者

満 足 測 定 尺 度 の 開 発 を す す め る た め に は ， こ れ ら の 項 目 に つ い て 再 考 す る 必 要 が あ

る と 考 え ら れ た 。 以 上 よ り ， 本 章 で は ， 前 章 で 残 さ れ た 問 題 を 解 決 す る と と も に ，

修 正 さ れ た 尺 度 の 信 頼 性 と 内 容 的 妥 当 性 お よ び 併 存 的 妥 当 性 に つ い て 検 証 す る こ と

を 目 的 と す る 。  

 信 頼 性 と は ，「 テ ス ト や 尺 度 の 測 定 数 値 の 安 定 性・一 貫 性・正 確 さ 」を 表 す 概 念 で

あ る （ 吉 田 ,  2001;  村 上 ,  2006）。 信 頼 性 の 評 価 方 法 に は ， 再 テ ス ト 法 ， 折 半 法 ，

α 係 数 に よ る 評 価 方 法 が あ る （ 菅 原 ,  2001）。 再 テ ス ト 法 と は ， 同 一 の テ ス ト を 同

一 の 対 象 に 複 数 回 繰 り 返 し ，そ の 一 致 度 を 相 関 係 数 で 示 す も の で あ る 。折 半 法 と は ，

尺 度 を 二 分 し て そ れ ぞ れ 合 計 得 点 を 算 出 し ， そ の 間 の 相 関 係 数 を 算 出 す る も の で あ

る 。 α 係 数 に よ る 評 価 方 法 と は ， あ ら ゆ る 折 半 基 準 で 算 出 さ れ る 信 頼 性 係 数 の 「 平

均 値 」 を 算 出 す る 方 法 で あ る 。 尺 度 の 内 的 一 貫 性 （ 内 的 整 合 性 ） を 示 す Cronbach

の α 係 数 の 算 出 は ， 医 療 サ ー ビ ス に お け る 満 足 度 研 究 に お い て も っ と も 一 般 的 な 方

法 と な っ て い る （ Sitz ia ,  1999）。  
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 一 方 ，妥 当 性 と は ，「 尺 度 が 測 定 し よ う と し て い る も の を ，実 際 に 測 っ て い る か ど

う か ， そ の 程 度 」 を 表 す 概 念 で あ り ， 別 の 言 い 方 を す れ ば ，「 尺 度 の 測 定 値 の 解 釈 ，

お よ び ， 測 定 値 に よ っ て な さ れ る 推 論 や 決 定 が 適 切 で あ る か ど う か ， そ の 程 度 」 を

表 す 概 念 で あ る （ 吉 田 ,  2001）。 新 た に 開 発 さ れ る 測 定 尺 度 は ， 内 容 的 妥 当 性 や 基

準 関 連 妥 当 性 の 検 証 が 望 ま れ る 。 ま た ， 妥 当 性 を 考 え る 際 に は ， 内 容 的 妥 当 性 と 基

準 関 連 妥 当 性 は セ ッ ト に し て 考 え る 必 要 が あ る と 指 摘 さ れ て い る （ 山 口 ・ 高 橋 ,  

2002）。  

ま ず ， 内 容 的 妥 当 性 と は ， 尺 度 項 目 が 測 定 対 象 と し て い る 内 容 領 域 を ど の 程 度 反

映 し て い る か を 表 す 概 念 で あ る （ 吉 田 ,  2001）。 内 容 的 妥 当 性 を 客 観 的 に 評 価 す る

手 段 は 厳 密 に は な く ， も っ ぱ ら 専 門 家 に よ る 項 目 内 容 の 判 断 か ， 探 索 的 因 子 分 析 の

手 法 を 用 い る 場 合 が あ る 。 本 論 文 に お い て も ， 専 門 家 に よ る 内 容 の チ ェ ッ ク と 探 索

的 因 子 分 析 の 結 果 を 参 考 に ， 内 容 的 妥 当 性 を 判 断 す る 必 要 が あ る 。  

次 に ， 基 準 関 連 妥 当 性 と は ， 外 的 な 基 準 と な る 指 標 が 明 確 に あ る 場 合 ， そ れ と の

関 連 で 検 討 さ れ る 妥 当 性 で あ る （ 鎌 原 ， 1998）。 基 準 関 連 妥 当 性 の 1 つ で あ る 併 存

的 妥 当 性 は ，テ ス ト と 同 時 点 に 与 え ら れ た 外 的 基 準 と の 関 連 性 の こ と を い う（ 吉 田 ，

2001）。 こ の と き ， 外 的 基 準 と の 間 に 有 意 な 相 関 係 数 が 得 ら れ ， そ の 値 が 大 き い ほ

ど ， 新 た に 開 発 し た 尺 度 の 基 準 関 連 妥 当 性 （ 併 存 的 妥 当 性 ） は 高 い と 判 断 さ れ る 。  

 

第 2 節  方 法  

 

1） 対 象  

 対 象 は ， 前 章 と 同 様 に ， 医 療 機 関 お よ び 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 施 設 （ 以 下 ， デ

イ ケ ア 施 設 ） に お い て ， リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン （ 以 下 ， リ ハ ビ リ ） サ ー ビ ス を 利 用 し

て い る 外 来 患 者 お よ び 利 用 者 と し た 。 前 章 に お い て 調 査 の 協 力 が 得 ら れ た 43 施 設

（ 以 下 ， 協 力 施 設 ） の う ち ， 調 査 日 程 の 調 整 が で き た 10 施 設 （ 医 療 機 関 7 施 設 ，
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デ イ ケ ア 施 設 3 施 設 ）に 対 し て 本 章 の 調 査 の 協 力 を 正 式 に 依 頼 し た 。な お ，前 章 の

調 査 対 象 者 は ， 本 章 の 調 査 対 象 か ら 除 外 さ れ た 。 次 に ， 筆 者 が 協 力 施 設 に 訪 問 し ，

当 該 施 設 に 勤 務 す る 理 学 療 法 士 に 対 し て 調 査 の 趣 旨 を 説 明 し た 。 そ し て ， 協 力 施 設

に 勤 務 す る 理 学 療 法 士 に 対 し て ， 当 該 施 設 の リ ハ ビ リ サ ー ビ ス を 利 用 し て い る 外 来

患 者 お よ び 利 用 者 の な か か ら ，調 査 の 対 象 者 を 選 定 す る よ う 依 頼 し た 。選 定 基 準 は ，

運 動 療 法 も し く は 運 動 を リ ハ ビ リ と し て 行 っ て い る 者 と し た 。そ の 結 果 ， 270 名 の

外 来 患 者 お よ び 利 用 者 か ら 協 力 が 得 ら れ た 。  

 

2） 調 査 項 目  

 前 章 の 結 果 に お い て ，患 者 満 足 の 構 成 要 因 の 1 つ で あ る 関 係 性 欲 求 の 充 足 は ，参

加 者 と サ ー ビ ス 担 当 者 を 区 別 し て 捉 え ら れ る 必 要 性 が 示 さ れ て い た 。 こ の 結 果 を ふ

ま え て 本 章 で は ，患 者 満 足 を 5 つ の 欲 求 の 充 足（ 有 能 さ の 欲 求 の 充 足 ，自 律 性 欲 求

の 充 足 ， 参 加 者 と の 関 係 性 欲 求 の 充 足 ， 担 当 者 と の 関 係 性 欲 求 の 充 足 ， 生 理 的 欲 求

の 充 足 ） か ら 構 成 さ れ る 概 念 と し て 想 定 し た 。 ま た ， 前 章 の 結 果 で は ， 同 一 因 子 を

形 成 し な か っ た 項 目 や ， 尺 度 の 内 的 一 貫 性 が 低 い 因 子 が 示 さ れ た こ と か ら ， 有 能 さ

の 欲 求 の 充 足 と 自 律 性 欲 求 の 充 足 を 測 定 す る 項 目 に つ い て 再 考 の 余 地 が 示 さ れ た 。

そ の た め ， こ れ ら の 項 目 の 再 作 成 が 課 題 と し て 残 さ れ て い た 。 そ こ で ， 運 動 心 理 学

に お い て Wilson,  Rogers ,  Roders ,  & Wi ld（ 2006） が 開 発 し た ， 運 動 場 面 に お け

る 心 理 的 欲 求 の 充 足 を 測 定 す る 尺 度 で あ る Psycholog ica l  Need Sat is fact ion in  

Exerc ise  Scale（ PNSE） を 参 考 に ， 欲 求 の 充 足 に 基 づ く 患 者 満 足 測 定 尺 度 に 含 め

る 項 目 を 再 作 成 し た 。 PNSE は ， 本 論 文 に お い て 患 者 満 足 の 構 成 概 念 を 想 定 す る う

え で 参 考 に し た 基 本 的 欲 求 理 論（ Deci  & Ryan,  2002）に 基 づ い て 開 発 さ れ て い る 。

PNSE は ， 運 動 場 面 に お け る 有 能 さ の 欲 求 の 充 足 ， 自 律 性 欲 求 の 充 足 ， 関 係 性 欲 求

の 充 足 を 測 定 す る 項 目 か ら 構 成 さ れ て お り ，そ の 信 頼 性 と 妥 当 性 が 検 証 さ れ て い る 。 

以 上 の よ う に ，前 章 の 結 果 と PNSE の 測 定 項 目 を 参 考 に し て ，測 定 尺 度 の 項 目 を
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修 正 し た 。修 正 さ れ た 項 目 内 容 が 理 論 的 に 検 討 さ れ た 欲 求 の 内 容 を 網 羅 し て い る か ，

心 理 学 を 専 門 と す る 研 究 者 か ら チ ェ ッ ク を 受 け た 。 さ ら に ， こ れ ら の 項 目 は ， 医 療

機 関 に て リ ハ ビ リ サ ー ビ ス を 利 用 し て い る 3 名 の 外 来 患 者 か ら ，項 目 内 容 の あ い ま

い さ や わ か り に く さ に つ い て 意 見 を 聴 取 し て 修 正 さ れ た 。 そ の 結 果 ， 測 定 尺 度 の 項

目 は X1～ X19 と な っ た（ 表 5-1）。項 目 は そ れ ぞ れ ，有 能 さ の 欲 求 の 充 足（ X1～ X4），

自 律 性 欲 求 の 充 足（ X5～ X8），サ ー ビ ス を 利 用 す る 他 の 参 加 者 と の 関 係 性 欲 求 の 充

足 （ X9～ X12）， サ ー ビ ス 担 当 者 と の 関 係 性 欲 求 の 充 足 （ X13～ X16）， 生 理 的 欲 求

の 充 足（ X17～ X19）を 測 定 す る 項 目 と し た 。す べ て の 項 目 に 対 し て ，「 全 く 感 じ な

い 」（ 1 点 ） か ら 「 強 く 感 じ る 」（ 5 点 ） ま で の 5 件 法 で 回 答 を 求 め た 。  

ま た ， 測 定 尺 度 の 併 存 的 妥 当 性 を 検 討 す る た め に ， 外 的 基 準 と し て 全 体 的 な 満 足

度（ X20），施 設 の 利 用 意 向（ X21），施 設 の 変 更 意 向（ X22），他 者 へ の 推 奨 意 向（ X23）

を 項 目 に 加 え た（ 表 5-2）。外 的 基 準 と し て こ れ ら の 項 目 を 採 用 し た 理 由 は ，医 療 サ

ー ビ ス に お け る 患 者 満 足 測 定 尺 度 の 基 準 関 連 妥 当 性 を 検 討 し た 研 究 に お い て ， こ れ

ら の 外 的 基 準 が 頻 回 に 用 い ら れ て い た か ら で あ る（ Sitz ia ,  1999）。外 的 基 準 に 関 す

る 項 目 の 回 答 方 法 も 5 件 法 と し ，X20（ 全 体 的 な 満 足 度 ）で は ，「 非 常 に 不 満 で あ る 」

（ 1 点 ）か ら「 非 常 に 満 足 し て い る 」（ 5 点 ）ま で と し た 。ま た ， X21（ 施 設 の 利 用

意 向 ）で は ，「 絶 対 に 利 用 し た く な い 」（ 1 点 ）か ら「 絶 対 に 利 用 し た い 」（ 5 点 ）ま

で と し ， X22（ 施 設 の 変 更 意 向 ） で は ，「 絶 対 に 変 更 し た い 」（ 1 点 ） か ら 「 絶 対 に

変 更 し た く な い 」（ 5 点 ） ま で と し た 。 X23（ 他 者 へ の 推 奨 意 向 ） で は ，「 絶 対 に 紹

介 し た く な い 」（ 1 点 ） か ら 「 絶 対 に 紹 介 し た い 」（ 5 点 ） ま で の 5 件 法 で 回 答 を 求

め た 。 そ の 他 ， 個 人 属 性 と し て ， 年 齢 ， 性 別 ， サ ー ビ ス 利 用 期 間 ， 要 介 護 区 分 （ デ

イ ケ ア 施 設 の 利 用 者 の み ） を 項 目 と し て 用 意 し た 。  
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表 5-1  欲 求 の充 足 に基 づく患 者 満 足 測 定 尺 度 の項 目  

項目

X1 難しいリハビリを最後までやり遂げていると感じますか。

X2 もっと難しいリハビリであっても、うまくできる自信を感じますか。

X3 もっと難しいリハビリでも、うまくできそうに感じますか。

X4 難しいリハビリを最後までやり遂げて、心地よい気分を感じますか。

X5 自分なりのやり方で，リハビリをしていると感じますか。

X6 リハビリの内容は、自分自身で決めていると感じますか。

X7 どんなリハビリをするかは，自分自身に任せられていると感じますか。

X8 自分が行うリハビリは，自分で自由に選んでいると感じますか。

X9 自分を受け入れてくれるという理由から、リハビリ仲間に結びつきを感じますか。

X10 自分にとって重要な人達と一緒にリハビリをしていて、一体感を感じますか。

X11 リハビリをはじめたきっかけが自分と同じという理由から、リハビリ仲間に友情を感じますか。

X12 リハビリがどれだけ大変か知っている仲間に親しみを感じますか。

X13 リハビリ担当者との間に結びつきを感じますか。

X14 リハビリ担当者から暖かく見守られていると感じますか。

X15 リハビリ担当者から支えられていると感じますか。

X16 リハビリをしている間、リハビリ担当者に親しみを感じますか。

X17 リハビリを始めてから，体の動きが良くなったと感じますか。

X18 リハビリを始めてから，不快な症状が軽減したと感じますか。

X19 リハビリを始めてから，健康面の不安が軽減したと感じますか。

内容
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表 5-2  外 的 基 準 の項 目  

項目

X20 現在行っているリハビリについて，どれくらい不満もしくは満足を感じますか。

X21 リハビリ施設の継続利用について，今後はどのようにお考えですか。

X22 リハビリ施設の変更について，今後はどのようにお考えですか。

X23 リハビリ施設について，家族や知人に紹介できますか。

内容

 

 

3） 手 続 き と 倫 理 的 配 慮  

 協 力 施 設 の 理 学 療 法 士 に よ っ て 選 定 さ れ た 者 に 対 し ， 調 査 の 趣 旨 に つ い て 協 力 施

設 の 理 学 療 法 士 に よ る 口 頭 説 明 と 紙 面 に よ る 説 明 を 行 っ た 。倫 理 的 配 慮 は ，第 4 章

と 同 様 の 内 容 を 対 象 者 に 説 明 し た 。 以 上 の 説 明 に つ い て 理 解 し ， 調 査 協 力 の 同 意 が

得 ら れ た 者 の み に 調 査 を 依 頼 し た 。  

 

4） 統 計 解 析  

 前 章 で 検 討 さ れ た 項 目 の 一 部 が 入 れ 替 え ら れ た こ と か ら ， 本 章 で 改 め て 項 目 分 析

を 行 う 必 要 が あ る 。 そ こ で ， 再 度 ， 項 目 の 反 応 分 布 の 確 認 と 因 子 分 析 を 行 う こ と と

し た 。 項 目 の 反 応 分 布 を 確 認 す る た め に ， す べ て の 項 目 に つ い て 記 述 統 計 量 を 算 出

し た 。 尺 度 の 因 子 構 造 を 検 討 す る た め に ， 探 索 的 因 子 分 析 を 行 っ た 。 ま た ， 尺 度 の

信 頼 性 指 標 の 1 つ で あ る 内 的 一 貫 性 を 確 認 す る た め に ， Cronbach の α 係 数 を 算 出

し た 。 さ ら に ， 測 定 尺 度 の 併 存 的 妥 当 性 を 検 討 す る た め に ， 測 定 尺 度 の 合 計 得 点 と

各 外 的 基 準 の 得 点 と の 間 で Pearson の 積 率 相 関 係 数 を 求 め た 。  

以 上 の 統 計 解 析 で は 有 意 水 準 を 5％ 未 満 と し た 。 こ れ ら の 統 計 解 析 に は ， SPSS 

ver .16.0 for  Windows を 使 用 し た 。  
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第 3 節  結 果  

 

1） 対 象 者 の 個 人 属 性  

対 象 者 の 個 人 属 性 を 表 5-3 に 示 し た 。半 数 以 上 の 項 目 で 回 答 が な い 者 や ，同 一 回

答 が 連 続 15 問 以 上 あ っ た 者 （ 合 計 20 名 ） を 除 き ， 最 終 的 に 250 名 の デ ー タ を 分

析 に 使 用 し た 。対 象 者 の 年 齢 は ， 69.4±15.1 歳 で あ っ た 。性 別 は ，男 性 92 名 ，女

性 154 名 ， 不 明 4 名 で あ っ た 。 サ ー ビ ス 利 用 期 間 で は ， 1 年 以 上 3 年 未 満 が 69 名

で 最 も 多 か っ た 。 要 介 護 区 分 （ デ イ ケ ア 施 設 の 利 用 者 の み ） で は ， 要 支 援 2 が 25

名 で 最 も 多 か っ た 。  

2） 項 目 の 反 応 分 布  

 測 定 尺 度 と 外 的 基 準 の 項 目 得 点 の 記 述 統 計 量 を 表 5-4 に 示 し た 。平 均 値 か ら 標 準

偏 差（ SD）を 減 じ た 得 点 は す べ て 下 限 値（ 1 点 ）以 上 で あ る こ と か ら ，床 効 果 を 示

す 項 目 は な か っ た 。 平 均 値 に 標 準 偏 差 を 加 え た 得 点 が 上 限 値 （ 5 点 ） 以 上 と な る 天

井 効 果 は ， X14， X15， X16 で み ら れ た 。 し か し な が ら ， 分 布 の 歪 み や 尖 り を 示 す

統 計 量 で あ る 歪 度 と 尖 度 は ， 特 に 大 き い 値 を 示 す も の は な か っ た 。  
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表 5-3  対 象 者 の個 人 属 性  

人数

年齢

男性 92 (36.8) 77 (41.2) 15 (23.8)

女性 154 (61.6) 106 (56.7) 48 (76.2)

不明 4 (1.6) 4 (2.1) 1 (1.6)

～1ヶ月 19 (7.6) 18 (9.6) 2 (3.2)

～3ヶ月 27 (10.8) 25 (13.4) 3 (4.8)

～6ヶ月 38 (15.2) 35 (18.7) 1 (1.6)

～1年 19 (7.6) 18 (9.6) 26 (41.3)

～3年 69 (27.6) 43 (23.0) 20 (31.7)

3年～ 60 (24.0) 40 (21.4) 53 (84.1)

不明 18 (7.2) 8 (4.3) 10 (15.9)

要支援1 13 (20.6)

要支援2 25 (39.7)

要介護1 8 (12.7)

要介護2 8 (12.7)

要介護3 5 (7.9)

要介護4 0 (0.0)

要介護5 0 (0.0)

不明 4 (6.3)

*（　）内の数字は各集団に占める割合

63187250

カテゴリー 度数（％）
*

医療機関の
外来患者

全体
デイケア施設の

利用者

66.0±15.469.4±15.1 78.9±8.7

性別

サービス
利用期間

要介護
区分
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表 5-4  欲 求 の充 足 に基 づく患 者 満 足 測 定 尺 度 と外 的 基 準 の項 目 得 点 の記 述 統 計 量  

項目 平均値
標準偏差
（SD）

平均値－SD 平均値＋SD 歪度 尖度

X1 難しいリハビリを最後までやり遂げていると感じますか。 3.66 .99 2.67 4.65 -.55 -.25

X2 もっと難しいリハビリであっても、うまくできる自信を感じますか。 3.50 .81 2.69 4.31 .09 -.48

X3 もっと難しいリハビリでも、うまくできそうに感じますか。 3.50 .87 2.62 4.37 -.27 .18

X4 難しいリハビリを最後までやり遂げて、心地よい気分を感じますか。 3.83 .85 2.99 4.68 -.65 .60

X5 自分なりのやり方で，リハビリをしていると感じますか。 3.50 .89 2.60 4.39 -.60 .04

X6 リハビリの内容は、自分自身で決めていると感じますか。 2.98 .97 2.01 3.95 -.21 -.18

X7 どんなリハビリをするかは，自分自身に任せられていると感じますか。 2.94 1.02 1.92 3.96 -.07 -.41

X8 自分が行うリハビリは，自分で自由に選んでいると感じますか。 2.90 1.02 1.88 3.92 -.16 -.59

X9 自分を受け入れてくれるという理由から、リハビリ仲間に結びつきを感じますか。 2.73 1.17 1.56 3.90 -.03 -1.01

X10 自分にとって重要な人達と一緒にリハビリをしていて、一体感を感じますか。 2.91 1.16 1.76 4.07 -.19 -.80

X11 リハビリをはじめたきっかけが自分と同じという理由から、リハビリ仲間に友情を感じますか。 3.03 1.16 1.87 4.19 -.26 -.87

X12 リハビリがどれだけ大変か知っている仲間に親しみを感じますか。 3.51 1.07 2.44 4.57 -.64 -.11

X13 リハビリ担当者との間に結びつきを感じますか。 4.07 .90 3.17 4.97 -.99 .92

X14 リハビリ担当者から暖かく見守られていると感じますか。 4.30 .71 3.59 5.01 -.86 .73

X15 リハビリ担当者から支えられていると感じますか。 4.28 .72 3.56 5.00 -.88 .82

X16 リハビリをしている間、リハビリ担当者に親しみを感じますか。 4.32 .68 3.63 5.00 -.73 .36

X17 リハビリを始めてから，体の動きが良くなったと感じますか。 4.19 .74 3.46 4.93 -.88 1.37

X18 リハビリを始めてから，不快な症状が軽減したと感じますか。 3.87 .93 2.94 4.79 -.87 .73

X19 リハビリを始めてから，健康面の不安が軽減したと感じますか。 3.77 .93 2.84 4.70 -.84 .79

X20 現在行っているリハビリについて，どれくらい不満もしくは満足を感じますか。 4.10 .73 3.36 4.61 -.73 .79

X21 リハビリ施設の継続利用について，今後はどのようにお考えですか。 4.18 .60 3.58 4.52 -.21 .16

X22 リハビリ施設の変更について，今後はどのようにお考えですか。 4.01 .70 3.31 4.43 -.24 -.28

X23 リハビリ施設について，家族や知人に紹介できますか。 3.95 .69 3.26 4.34 -.24 -.07

内容
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3） 探 索 的 因 子 分 析 に よ る 尺 度 の 因 子 構 造 の 検 討  

探 索 的 因 子 分 析（ 主 因 子 法 ，プ ロ マ ッ ク ス 回 転 ）の 結 果 を 表 5-5 に 示 し た 。因 子

数 は ，固 有 値 1 以 上 の 基 準 を 設 け ，さ ら に ，因 子 の 解 釈 可 能 性 も 考 慮 し た 結 果 ，初

期 解 と し て は 5 因 子 解 が 妥 当 と 判 断 さ れ た 。 そ し て ， 共 通 性 の 低 さ （ .300 以 下 ），

因 子 負 荷 量 の 低 さ（ .400 以 下 ），2 因 子 以 上 に わ た る 因 子 負 荷 量 の 高 さ（ .350 以 上 ）

を 基 準 に 項 目 を 削 除 し た 。そ の 結 果 ，因 子 負 荷 量 が .400 以 下 で あ っ た X1 の み が 削

除 さ れ ， 最 終 的 に 18 項 目 5 因 子 か ら な る 因 子 と な っ た 。 な お ， 回 転 前 の 5 因 子 で

18 項 目 の 分 散 を 説 明 す る 割 合 は 74.38%で あ っ た 。第 1 因 子 は ，X13，X14，X15，

X16 の 因 子 負 荷 量 が 高 か っ た こ と か ら「 担 当者 と の 関 係 性 欲 求 の 充 足 」因 子 と 解 釈

さ れ た 。第 2 因 子 は ， X9， X10， X11， X12 の 因 子 負 荷 量 が 高 か っ た こ と か ら「 参

加 者 と の 関 係 性 欲 求 の 充 足 」 因 子 と 解 釈 さ れ た 。 第 3 因 子 は ， X5， X6， X7， X8

の 因 子 負 荷 量 が 高 か っ た こ と か ら「 自 律 性 欲 求 の 充 足 」因 子 と 解 釈 さ れ た 。第 4 因

子 は ， X2， X3， X4 の 因 子 負 荷 量 が 高 か っ た こ と か ら「 有 能 さ の 欲 求 の 充 足 」因 子

と 解 釈 さ れ た 。第 5 因 子 は ，X17，X18，X19 の 因 子 負 荷 量 が 高 か っ た こ と か ら「 生

理 的 欲 求 の 充 足 」 因 子 と 解 釈 さ れ た 。 以 上 の 因 子 数 と 因 子 内 容 は ， 本 論 文 で 想 定 さ

れ た 患 者 満 足 の 構 成 概 念 と 内 容 的 に 合 致 し て い た 。  
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表 5-5  探 索 的 因 子 分 析 の結 果  

項目 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 共通性

X16 リハビリをしている間、リハビリ担当者に親しみを感じますか。 .93 -.03 .00 -.09 .03 .81

X15 リハビリ担当者から支えられていると感じますか。 .92 -.09 .01 .01 -.02 .80

X14 リハビリ担当者から暖かく見守られていると感じますか。 .85 -.02 -.01 .02 .00 .73

X13 リハビリ担当者との間に結びつきを感じますか。 .67 .23 .00 -.03 .04 .59

X11 リハビリをはじめたきっかけが自分と同じという理由から、リハビリ仲間に友情を感じますか。 .05 .89 -.05 -.01 -.08 .73

X9 自分を受け入れてくれるという理由から、リハビリ仲間に結びつきを感じますか。 -.07 .85 .00 -.06 .07 .71

X10 自分にとって重要な人達と一緒にリハビリをしていて、一体感を感じますか。 -.07 .78 .09 -.02 .11 .72

X12 リハビリがどれだけ大変か知っている仲間に親しみを感じますか。 .09 .72 -.03 .18 -.13 .59

X6 リハビリの内容は、自分自身で決めていると感じますか。 .03 -.04 .93 .03 -.05 .81

X7 どんなリハビリをするかは，自分自身に任せられていると感じますか。 -.07 -.06 .85 -.01 .02 .67

X8 自分が行うリハビリは，自分で自由に選んでいると感じますか。 -.03 .22 .56 -.12 .06 .49

X5 自分なりのやり方で，リハビリをしていると感じますか。 .15 .01 .44 .18 -.05 .30

X3 もっと難しいリハビリでも、うまくできそうに感じますか。 -.07 -.01 -.01 .99 -.05 .88

X2 もっと難しいリハビリであっても、うまくできる自信を感じますか。 -.03 .03 .00 .80 .04 .65

X4 難しいリハビリを最後までやり遂げて、心地よい気分を感じますか。 .07 .03 .04 .53 .11 .41

X18 リハビリを始めてから，不快な症状が軽減したと感じますか。 -.02 -.08 .01 -.01 .92 .78

X19 リハビリを始めてから，健康面の不安が軽減したと感じますか。 .00 .12 -.02 -.03 .77 .65

X17 リハビリを始めてから，体の動きが良くなったと感じますか。 .16 -.06 -.03 .16 .58 .53

因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

Ⅰ － .26 .18 .42 .55

Ⅱ － .49 .28 .36

Ⅲ － .23 .35

Ⅳ － .34

Ⅴ －

内容
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4） 信 頼 性 分 析 に よ る 尺 度 の 信 頼 性 （ 内 的 一 貫 性 ）  

探 索 的 因 子 分 析 の 結 果 か ら 抽 出 さ れ た 5 因 子（ 概 念 ）を 測 定 す る 尺 度 の α 係 数 を

表 5-6 に 示 し た 。担 当 者 と の 関 係 性 欲 求 の 充 足 が .897，参 加 者 と の 関 係 性 欲 求 の 充

足 が .885，自 律 性 欲 求 の 充 足 が .799，有 能 さ の 欲 求 の 充 足 が .814，生 理 的 欲 求 の 充

足 が .826 で あ っ た 。ま た ，患 者 満 足（ 全 18 項 目 ）の α 係 数 は .882 で あ っ た 。測 定

尺 度 の 下 位 尺 度 の α 係 数 は す べ て .700 以 上 で あ り ， 測 定 尺 度 全 体 の α 係 数 も .800

を 超 え て い た 。し た が っ て ，測 定 尺 度 の 下 位 尺 度 と 尺 度 全 体 の 信 頼 性（ 内 的 一 貫 性 ）

の 高 い こ と が 示 さ れ た 。  

 

 

 

 

表 5-6  信 頼 性 分 析 の結 果  

概念 項目数 α係数

有能さの欲求の充足 3 .814

自律性欲求の充足 4 .799

参加者との関係性欲求の充足 4 .885

担当者との関係性欲求の充足 4 .897

生理的欲求の充足 3 .826

患者満足 18 .882
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5） 尺 度 得 点 と 外 的 基 準 得 点 と の 関 連 性  

 測 定 尺 度 の 合 計 得 点 と 各 外 的 基 準 （ X20～ X23） の 得 点 と の 相 関 分 析 の 結 果 を 表

5-7 に 示 し た 。得 ら れ た Pearson の 積 率 相 関 係 数 は ，全 体 的 満 足 度 が .427，施 設 の

利 用 意 向 が .325， 施 設 の 変 更 意 向 が .326， 他 者 へ の 推 奨 意 向 が .452 で あ り ， い ず

れ も 有 意 で あ っ た 。 こ の 結 果 ， 測 定 尺 度 の 合 計 得 点 は ， 医 療 サ ー ビ ス に お け る 患 者

満 足 の 外 的 基 準 と の 得 点 と 関 連 し て い る こ と が 示 さ れ た 。  

 

表 5-7  相 関 分 析 の結 果  

全体的な満足度 .427***

施設の利用意向 .325***

施設の変更意向 .326***

他者への推奨意向 .452***

***p <.001

患者満足

 

第 4 節  考 察  

 

1） 測 定 尺 度 の 信 頼 性  

最 初 に ， 測 定 尺 度 の 信 頼 性 に つ い て 検 討 す る 。 信 頼 性 と は ，「 テ ス ト や 尺 度 の 測

定 数 値 の 安 定 性・一 貫 性・正 確 さ 」を 表 す 概 念 で あ り（ 吉 田 ,  2001;  村 上 ,  2006），

一 般 的 に ， α 係 数 は .600 か ら .700 以 上 あ れ ば ， 十 分 な 信 頼 性 （ 内 的 一 貫 性 ） が あ

る と 判 断 さ れ る （ 小 塩 ,  2004）。 探 索 的 因 子 分 析 の 結 果 ， 本 研 究 が 想 定 し て い た 有

能 さ の 欲 求 の 充 足 ， 自 律 性 欲 求 の 充 足 ， 参 加 者 と の 関 係 性 欲 求 の 充 足 ， 担 当 者 と の

関 係 性 欲 求 の 充 足 ，生 理 的 欲 求 の 充 足 の 5 因 子 が 抽 出 さ れ ，そ れ ら の 下 位 尺 度 の α

係 数 は .799 か ら .897 の 範 囲 に あ っ た 。 前 章 の 結 果 で は ， 自 律 性 欲 求 の 充 足 尺 度 の

α 係 数 は .700 を 下 回 っ て い た が ， 本 章 で 再 作 成 さ れ た 尺 度 は .799 で あ り ， 高 い 値
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が 示 さ れ た 。 そ の う え ， 前 章 で は 検 討 で き な か っ た 有 能 さ の 欲 求 の 充 足 尺 度 と 参 加

者 と の 関 係 性 欲 求 の 充 足 尺 度 も 信 頼 性 の 高 い こ と が 示 さ れ た 。 加 え て ， 全 18 項 目

か ら 構 成 さ れ る 測 定 尺 度 全 体 の α 係 数 は .882 で あ り ，合 計 得 点 の 信 頼 性 も 高 い こ と

が 示 さ れ た 。 以 上 よ り ， 測 定 尺 度 の 下 位 尺 度 と 尺 度 全 体 の 信 頼 性 は 検 証 さ れ た と い

え る 。  

 

2） 測 定 尺 度 の 内 容 的 妥 当 性  

 内 容 的 妥 当 性 と は ， 尺 度 項 目 が 測 定 対 象 と し て い る 内 容 領 域 を ど の 程 度 反 映 し て

い る か を 表 す 概 念 で あ る （ 吉 田 ,  2001）。 内 容 的 妥 当 性 を 客 観 的 に 評 価 す る 手 段 は

厳 密 に は な く ， も っ ぱ ら 専 門 家 に よ る 項 目 内 容 の 判 断 か ， 探 索 的 因 子 分 析 の 手 法 を

用 い る 場 合 が あ る 。 本 研 究 で は ， 前 者 に つ い て は 心 理 学 を 専 門 と す る 研 究 者 か ら 項

目 内 容 の チ ェ ッ ク を 受 け て お り ， 後 者 に つ い て も 探 索 的 因 子 分 析 に よ っ て 想 定 さ れ

た 因 子 数 と 因 子 内 容 が 抽 出 さ れ た 。 こ れ ら の 手 続 き に よ っ て ， 測 定 尺 度 の 一 定 の 内

容 的 妥 当 性 は 確 認 さ れ た と 考 え ら れ る 。  

 

3） 測 定 尺 度 の 併 存 的 妥 当 性  

 基 準 関 連 妥 当 性 は ， 外 的 基 準 と な る 指 標 が 明 確 に あ る 場 合 ， そ れ と の 関 連 で 検 討

さ れ る 妥 当 性 で あ る （ 鎌 原 ,  1998）。 テ ス ト と 同 時 点 に 与 え ら れ た 外 的 基 準 と の 関

連 性 は ， 併 存 的 妥 当 性 と 呼 ば れ る （ 吉 田 ， 2001）。 医 療 サ ー ビ ス に お け る 患 者 満 足

測 定 尺 度 の 基 準 関 連 妥 当 性 に 関 す る 既 存 研 究 を レ ビ ュ ー し た Sitz ia（ 1999）に よ る

と ，既 存 研 究 で 使 用 さ れ た 外 的 基 準 は ，「 施 設 の 利 用 意 向 」が 最 も 多 く ，次 い で「 患

者 満 足 度 」，「 心 理 的 状 態 」，「 他 者 へ の 推 奨 意 向 」と な っ て い る 。そ の な か で ，Sitz ia

（ 1999） は 患 者 満 足 測 定 尺 度 の 得 点 と 上 記 の 各 外 的 基 準 の 得 点 と の 相 関 係 数 （ r）

に つ い て 複 数 の 研 究 が 報 告 し た 値 を 調 べ た と こ ろ ， そ の 中 央 値 は ， 施 設 の 利 用 意 向

が .51，患 者 満 足 度 が .56，心 理 状 態 が .26，他 者 へ の 推 奨 意 向 が .68 で あ っ た と 報 告
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し て い る 。本 研 究 の 結 果 ，測 定 尺 度 の 合 計 得 点 と 外 的 基 準 の 得 点 と の Pearson の 積

率 相 関 係 数 は ， 施 設 の 利 用 意 向 が .325， 全 体 的 満 足 度 が .427， 他 者 へ の 推 奨 意 向

が .452 で あ っ た 。本 研 究 の 結 果 に お い て 示 さ れ た 相 関 係 数 は ，先 行 研 究 が 示 し た 中

央 値 と 比 べ て い ず れ も や や 低 値 で あ っ た も の の ， 外 的 基 準 と の 有 意 な 関 連 が 示 さ れ

た こ と か ら ， 測 定 尺 度 に お い て 一 定 の 併 存 的 妥 当 性 は 確 認 さ れ た と 考 え ら れ る 。  

 

第 5 節  ま と め  

 

 本 章 で は ，欲 求 の 充 足 に 基 づ く 患 者 満 足 測 定 尺 度 に 含 め る 項 目 を 見 直 し た う え で ，

測 定 尺 度 の 信 頼 性 と 内 容 的 妥 当 性 お よ び 併 存 的 妥 当 性 を 検 討 す る こ と を 目 的 と し た 。 

前 章 の 結 果 と 既 存 研 究 の 項 目 を 参 考 に ， 患 者 満 足 の 下 位 概 念 と し て 「 有 能 さ の 欲

求 の 充 足 」「 自 律 性 欲 求 の 充 足 」「 参 加 者 と の 関 係 性 欲 求 の 充 足 」「 担 当 者 と の 関 係 性

欲 求 の 充 足 」「 生 理 的 欲 求 の 充 足 」を 想 定 し ，前 章 で 検 討 し た 項 目 を 含 め て 測 定 尺 度

を 再 作 成 し た 。 そ し て ， 測 定 尺 度 に 含 め る 計 19 項 目 を 作 成 し ， 項 目 内 容 に つ い て

心 理 学 の 研 究 者 か ら チ ェ ッ ク を 受 け た 。 外 的 基 準 と し て 全 体 的 満 足 度 ， 施 設 の 利 用

意 向 ， 施 設 の 変 更 意 向 ， 他 者 へ の 推 奨 意 向 を 測 定 し た 。 リ ハ ビ リ サ ー ビ ス の 利 用 者

250 名 の デ ー タ を 用 い て ， 項 目 の 反 応 分 布 の 確 認 ， 探 索 的 因 子 分 析 ， 信 頼 性 分 析 ，

相 関 分 析 を 行 っ た 。 項 目 の 反 応 分 布 を 確 認 し た 結 果 ， 3 項 目 に 天 井 効 果 が み ら れ た

が ， 尖 度 と 歪 度 は 特 に 大 き い 値 を 示 す も の で は な か っ た 。 探 索 的 因 子 分 析 の 結 果 ，

想 定 さ れ た 5 因 子 が 抽 出 さ れ ，内 容 的 妥 当 性 が 確 認 さ れ た 。信 頼 性 分 析 の 結 果 ，下

位 尺 度 の α 係 数 は す べ て .799 以 上 を 示 し ，測 定 尺 度 全 体 も .882 で あ っ た こ と か ら ，

下 位 尺 度 お よ び 尺 度 全 体 の 高 い 内 的 一 貫 性 が 示 さ れ た 。 相 関 分 析 の 結 果 ， 測 定 尺 度

の 合 計 得 点 と 各 外 的 基 準 の 得 点 と の 相 関 係 数 は す べ て 有 意 で あ り ，相 関 係 数 は .325

か ら .452 の 範 囲 に あ っ た 。以 上 よ り ，測 定 尺 度 の 信 頼 性 と 内 容 的 妥 当 性 お よ び 基 準

関 連 妥 当 性 が 確 認 さ れ た 。
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第 6 章 欲求の充足に基づく患者満足測定尺度の因子的妥当性と交差妥当

性の検討  

 

第 1 節  は じ め に  

 

 第 4 章 と 前 章 で は ，欲 求 の 充 足 に基 づ く 患 者 満 足 の 構 成 概 念 の 妥 当 性 を 検 討 す る

た め に ， 欲 求 の 充 足 に 基 づ く 患 者 満 足 測 定 尺 度 を 開 発 し ， 測 定 尺 度 の 信 頼 性 と と も

に ， 内 容 的 妥 当 性 と 併 存 的 妥 当 性 が 検 討 さ れ た 。 専 門 家 に よ る 項 目 内 容 の チ ェ ッ ク

や 探 索 的 因 子 分 析 に よ る 因 子 構 造 の 検 討 結 果 か ら ，測 定 尺 度 に 含 ま れ る 因 子 は ，「 有

能 さ の 欲 求 の 充 足 」「 自 律 性 欲 求 の 充 足 」「 参 加 者 と の 関 係 性 欲 求 の 充 足 」「 担 当 者 と

の 関 係 性 欲 求 の 充 足 」「 生 理 的 欲 求 の 充 足 」か ら 構 成 さ れ る と 判 断 さ れ ，項 目 の 内 容

と い う 側 面 か ら み た 尺 度 の 妥 当 性 を 意 味 す る 内 容 的 妥 当 性 が 確 認 さ れ た 。 ま た ， 患

者 満 足 度 を 示 す 測 定 尺 度 の 合 計 得 点 と 患 者 満 足 の 外 的 基 準 の 得 点 と の 相 関 分 析 の 結

果 ， 相 関 係 数 は す べ て 有 意 で あ っ た 。 こ の こ と か ら ， 測 定 尺 度 の 併 存 的 妥 当 性 は 高

い こ と が 確 認 さ れ た 。 次 に ， 本 章 で は ， 測 定 尺 度 の 因 子 的 妥 当 性 と 交 差 妥 当 性 に つ

い て 検 討 を す す め る 。  

因 子 的 妥 当 性 は ， 因 子 分 析 を 施 し た 際 に ， 複 数 の 下 位 尺 度 が あ り ， そ の 下 位 尺 度

の 測 定 値 に つ い て 因 子 が う ま く 抽 出 さ れ る か ど う か に よ っ て 判 断 さ れ る （ 山 口 ・ 高

橋 ， 2002）。 前 章 で は ， 探 索 的 因 子 分 析 に よ っ て 因 子 を 抽 出 し ， 因 子 の 数 や 内 容 を

確 認 し た が ，探 索 的 因 子 分 析 に つ い て は 方 法 論 上 の 問 題 が 指 摘 さ れ て い る 。例 え ば ，

探 索 的 因 子 分 析 は 抽 出 す る 因 子 数 に 絶 対 的 な 基 準 が な い た め ， 因 子 数 の 決 定 や 因 子

の 解 釈 は 極 め て 恣 意 的 に な り や す く （ 古 谷 野 ・ 柴 田 ・ 芳 賀 ・ 須 山 ,  1989）， 探 索 的

因 子 分 析 を 仮 説 検 証 的 に 使 用 し た と し て も ， 分 析 者 が 仮 説 に 近 い 因 子 構 造 を 確 認 し

て い る に す ぎ な い と い う 主 張 も あ る （ 芝 ,  1979）。 ま た ， 探 索 的 因 子 分 析 で は ， 因

子 分 散 の 全 分 散 に 対 す る 比 （ 因 子 寄 与 率 ） が 得 ら れ る だ け で あ り ， 因 子 構 造 モ デ ル
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の 妥 当 性 が 証 明 さ れ た こ と に は な ら な い （ 豊 田 ,  2000）。 こ れ ら の 問 題 に 対 し て ，

近 年 ， 検 証 的 因 子 分 析 に よ っ て 因 子 構 造 モ デ ル の 妥 当 性 を 検 討 す る こ と が 推 奨 さ れ

て い る 。 検 証 的 因 子 分 析 と は ， 理 論 的 検 討 に 基 づ い て 設 定 さ れ た モ デ ル に 実 際 の デ

ー タ を 当 て は め ， モ デ ル の 適 合 度 を 検 討 す る 方 法 で あ る （ 古 谷 野 ら ,  1989）。 科 学

的 研 究 に お け る ひ と つ の 大 切 な ア プ ロ ー チ が 理 論 モ デ ル に よ る 予 測 で あ る こ と か ら ，

検 証 的 因 子 分 析 の 使 用 は 因 子 構 造 モ デ ル の 妥 当 性 を 検 討 す る 方 法 と し て 勧 め ら れ て

い る （ 豊 田 ,  2000）。  

 一 方 ， 交 差 妥 当 性 と は ， 異 な る 被 験 者 集 団 間 ， あ る い は 異 な る 場 面 間 に お け る 妥

当 性 の こ と を い う （ 山 口 ・ 高 橋 ， 2002）。 あ る 1 つ の 場 面 で 決 定 さ れ た 妥 当 性 が ，

他 の 場 面 で も 同 様 に 成 立 す る か を 明 ら か に す る こ と に よ っ て 交 差 妥 当 性 を 検 討 で き

る 。交 差 妥 当 性 を 検 討 す る 具 体 的 な 方 法 の 1 つ と し て ，多 母 集 団 同 時 分 析 が 挙 げ ら

れ る 。 多 母 集 団 同 時 分 析 で は ， 複 数 の 集 団 に 対 す る 因 子 不 変 性 が 評 価 で き る 。 因 子

不 変 性 と は ， 母 集 団 が 異 な っ て も ， 因 子 が 同 じ 観 測 数 で 測 定 さ れ ， そ の 変 数 の 因 子

負 荷 量 が 一 定 で あ る か と い う こ と に 関 す る 概 念 で あ る （ 豊 田 ,  2000）。 因 子 不 変 性

の 高 さ が 示 さ れ れ ば ， 尺 度 の 高 い 交 差 妥 当 性 が 示 さ れ た と 判 断 で き る 。 前 章 で は ，

医 療 機 関 の 外 来 患 者 と 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 施 設 （ 以 下 ， デ イ ケ ア 施 設 ） の 利 用

者 を 同 一 集 団 と み な し て 測 定 尺 度 の 妥 当 性 を 検 証 し た が ， 医 療 機 関 の 外 来 患 者 と デ

イ ケ ア 施 設 の 利 用 者 を 別 々 の 母 集 団 と み な し た と き ， 同 じ 因 子 構 造 が 再 現 で き る か

は 不 明 で あ る 。 測 定 尺 度 の 交 差 妥 当 性 を 検 討 す る た め に は ， 医 療 機 関 の 外 来 患 者 と

デ イ ケ ア 施 設 の 利 用 者 を 異 な る 母 集 団 と み な し た う え で ， 測 定 尺 度 の 因 子 不 変 性 を

確 認 す る 必 要 が あ る 。  
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第 2 節  方 法  

 

1） 対 象  

 対 象 は ， 前 章 ま で と 同 様 に ， 医 療 機 関 お よ び デ イ ケ ア 施 設 に お い て ， リ ハ ビ リ テ

ー シ ョ ン（ 以 下 ，リ ハ ビ リ ）サ ー ビ ス を 利 用 し て い る 外 来 患 者 お よ び 利 用 者 と し た 。

前 章 ま で に お い て 調 査 の 協 力 が 得 ら れ た 43 施 設 （ 以 下 ， 協 力 施 設 ） の う ち ， 調 査

日 程 の 調 整 が で き た 17 施 設（ 医 療 機 関 12 施 設 ，デ イ ケ ア 施 設 5 施 設 ）に 対 し て 本

研 究 の 協 力 を 正 式 に 依 頼 し た 。な お ，第 4 章 と 前 章 の 調 査 対 象 者 は ，本 章 の 調 査 対

象 か ら 除 外 さ れ た 。 次 に ， 筆 者 が 協 力 施 設 に 訪 問 し ， 当 該 施 設 に 勤 務 す る 理 学 療 法

士 に 対 し て 研 究 の 趣 旨 を 説 明 し た 。 そ し て ， そ の 理 学 療 法 士 に 対 し て ， 当 該 施 設 の

リ ハ ビ リ サ ー ビ ス を 利 用 し て い る 外 来 患 者 お よ び 利 用 者 の な か か ら ， 調 査 の 対 象 者

を 選 定 す る よ う 依 頼 し た 。 選 定 基 準 は ， 運 動 療 法 も し く は 運 動 を リ ハ ビ リ と し て 行

っ て い る 者 と し た 。そ の 結 果 ，311 名 の 外 来 患 者 お よ び 利 用 者 か ら 協 力 が 得 ら れ た 。  

 

2） 調 査 項 目  

患 者 満 足 度 の 測 定 に は ， 前 章 に お い て 信 頼 性 や 内 容 的 妥 当 性 お よ び 併 存 的 妥 当 性

が 確 認 さ れ た 測 定 尺 度 の 18 項 目 の な か か ら ， 各 欲 求 の 充 足 を 測 定 す る 項 目 を 3 項

目 ず つ 選 択 し ，合 計 15 項 目 を 使 用 し た（ 表 6-1）。18 項 目 全 て を 使 用 し な か っ た 理

由 は ， 対 象 者 の 回 答 に か か る 負 担 を 軽 減 さ せ る た め で あ る 。 項 目 の 選 択 に あ た っ て

は ， 項 目 内 容 の わ か り や す さ を 判 断 基 準 と し ， 第 5 章 で 使 用 し た デ ー タ を 用 い て ，

尺 度 の 因 子 構 造 と 信 頼 性 に 大 き な 変 化 が み ら れ な か っ た こ と を 確 認 し た 。15 項 目 は

そ れ ぞ れ ，有 能 さ の 欲 求 の 充 足（ X1～ X3），自 律 性 欲 求 の 充 足（ X4～ X6），サ ー ビ

ス を 利 用 す る 他 の 参 加 者 と の 関 係 性 欲 求 の 充 足（ X7～ X9），サ ー ビ ス 担 当 者 と の 関

係 性 欲 求 の 充 足 （ X10～ X12）， 生 理 的 欲 求 の 充 足 （ X13～ X15） を 測 定 す る 項 目 と

し た 。 す べ て の 項 目 に 対 し て ，「 全 く 感 じ な い 」（ 1 点 ） か ら 「 強 く 感 じ る 」（ 5 点 ）
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ま で の 5 件 法 で 回 答 を 求 め た 。ま た ，個 人 属 性 の 調 査 項 目 と し て ，年 齢 ，性 別 ，サ

ー ビ ス 利 用 期 間 ， 要 介 護 区 分 （ デ イ ケ ア 施 設 の 利 用 者 の み ） を 用 意 し た 。  

 

表 6-1  欲 求 の充 足 に基 づく患 者 満 足 測 定 尺 度 の項 目  

項目

X1 もっと難しいリハビリであっても、うまくできる自信を感じますか。

X2 もっと難しいリハビリでも、うまくできそうに感じますか。

X3 難しいリハビリを最後までやり遂げて、心地よい気分を感じますか。

X4 リハビリの内容は、自分自身で決めていると感じますか。

X5 どんなリハビリをするかは，自分自身に任せられていると感じますか。

X6 自分が行うリハビリは，自分で自由に選んでいると感じますか。

X7 自分を受け入れてくれるという理由から、リハビリ仲間に結びつきを感じますか。

X8 自分にとって重要な人達と一緒にリハビリをしていて、一体感を感じますか。

X9 リハビリをはじめたきっかけが自分と同じという理由から、リハビリ仲間に友情を感じますか。

X10 リハビリ担当者から暖かく見守られていると感じますか。

X11 リハビリ担当者から支えられていると感じますか。

X12 リハビリをしている間、リハビリ担当者に親しみを感じますか。

X13 リハビリを始めてから，体の動きが良くなったと感じますか。

X14 リハビリを始めてから，不快な症状が軽減したと感じますか。

X15 リハビリを始めてから，健康面の不安が軽減したと感じますか。

内容

 

 

3） 手 続 き と 倫 理 的 配 慮  

 協 力 施 設 の 理 学 療 法 士 に よ っ て 選 定 さ れ た 者 に 対 し ， 調 査 の 趣 旨 に つ い て 協 力 施

設 の 理 学 療 法 士 に よ る 口 頭 説 明 と 紙 面 を 用 い た 説 明 を 行 っ た 。 倫 理 的 配 慮 に つ い て

の 説 明 内 容 は ， こ れ ま で と 同 様 で あ っ た 。 以 上 の 説 明 に つ い て 理 解 し ， 調 査 協 力 の

同 意 が 得 ら れ た 者 の み に 調 査 を 依 頼 し た 。  

 

4） 統 計 解 析  

 項 目 得 点 の 分 布 の 偏 り を 確 認 す る た め に ， 記 述 統 計 量 を 算 出 し た 。 次 に ， 探 索 的

因 子 分 析 を 行 い ， 尺 度 の 因 子 構 造 が 第 5 章 と 同 じ か ど う か 確 認 し た 。 そ の う え で ，
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下 位 尺 度 と 尺 度 全 体 の Cronbach の α 係 数 を 算 出 し ，尺 度 の 信 頼 性 指 標 の 1 つ で あ

る 内 的 一 貫 性 を 確 認 し た 。  

測 定 尺 度 の 因 子 構 造 モ デ ル の 適 合 度 を 確 認 す る た め に ， 構 造 方 程 式 モ デ リ ン グ に

よ る 検 証 的 因 子 分 析 を 行 っ た 。 本 章 で 検 討 し た 因 子 構 造 モ デ ル は ， 因 子 間 に 相 関 関

係 を 認 め る 斜 交 モ デ ル（ 図 6-1），因 子 間 に 相 関 関 係 を 認 め な い 直 交 モ デ ル（ 図 6-2），

因 子 の 背 後 に 上 位 因 子 を 認 め る 二 次 因 子 モ デ ル （ 図 6-3） の 3 つ で あ っ た 。 モ デ ル

の 適 合 度 の 指 標 に は ， χ 2 値 ， Comparat ive  F i t  Index（ CFI）， Root  Mean Square  

Error  Approx imat ion（ RMSEA）， Akaike  In format ion Cr i ter ion（ AIC） を 用 い

た 。朝 野 ・鈴 木 ・小 島 （2005）に よ れ ば ，200 程 度 の標 本 であれば，χ 2 検 定 でモデルが棄

却 されても各 種 適 合 度 指 標 の値 でモデルの適 合 性 を判 断 することがある。この指 摘 にしたがえ

ば，本 章 の調 査 対 象 者 数 は 200 程 度 以 上 と な る こ と か ら ，モ デ ル の 適 合 性 の 評 価 は ，

χ 2 検 定 の 結 果 だ け で 判 断 で き な い 。そ の た め ，本 章 で は ，CFI は .900 以 上 （朝 野 ら ,  

2005）， RMSEA は .080 以 下 （山 本 ・小 野 寺 ,  2002）と い う 基 準 も ， モ デ ル の 適 合 度

の 判 断 の 目 安 と し た 。  
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η2η1

X11 X12X7 X8 X9 X10

η1：有能さの欲求の充足，η2：自律性欲求の充足，η3：参加者との関係性欲求の充足
η4：担当者との関係性欲求の充足，η5：生理的欲求の充足
x：測定項目

X5 X6X1 X2 X3 X4 X14 X15X13

η3 η4 η5

 

図 6-1  因 子 間 に相 関 関 係 を認 める斜 交 モデル  

η2η1

X11 X12X7 X8 X9 X10X5 X6X1 X2 X3 X4 X14 X15X13

η3 η4 η5

η1：有能さの欲求の充足，η2：自律性欲求の充足，η3：参加者との関係性欲求の充足
η4：担当者との関係性欲求の充足，η5：生理的欲求の充足
x：測定項目  

図 6-2  因 子 間 に相 関 関 係 を認 めない直 交 モデル  

η2η1

ξ

X11 X12X7 X8 X9 X10X5 X6X1 X2 X3 X4 X14 X15X13

η3 η4 η5

ξ：患者満足
η1：有能さの欲求の充足，η2：自律性欲求の充足，η3：参加者との関係性欲求の充足
η4：担当者との関係性欲求の充足，η5：生理的欲求の充足
x：測定項目  

図 6-3  因 子 の背 後 に上 位 因 子 を認 める二 次 因 子 モデル  
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 次 に ， 検 証 的 因 子 分 析 に よ っ て 高 い 適 合 度 が 示 さ れ た 因 子 構 造 モ デ ル に つ い て ，

因 子 不 変 性 を 検 討 し た 。 ま ず ， そ れ ぞ れ の 集 団 ご と に 因 子 構 造 モ デ ル の 適 合 度 に つ

い て 検 証 的 因 子 分 析 を 行 っ た 。 そ の う え で ， 多 母 集 団 同 時 分 析 を 行 っ て ， 因 子 構 造

モ デ ル の 適 合 度 の 変 化 を 確 認 し た 。  

以 上 の 統 計 解 析 で は 有 意 水 準 を 5％ 未 満 と し た 。 こ れ ら の 統 計 解 析 に は SPSS 

ver16.0 for  Windows お よ び Amos16.0 を 使 用 し た 。  

 

第 3 節  結 果  

 

1） 対 象 者 の 個 人 属 性  

対 象 者 の 個 人 属 性 を 表 6-2 に 示 し た 。半 数 以 上 の 項 目 で 回 答 が な い 者 や ，同 一 回

答 が 連 続 15 問 以 上 あ っ た 者 （ 合 計 24 名 ） を 除 き ， 最 終 的 に 287 名 を 分 析 の 対 象

者 と し た 。対 象 者 の 年 齢 は 69.9±14.2 歳 で あ っ た 。性 別 は ，男 性 87 名 ，女 性 193

名 ，不 明 7 名 で あ っ た 。サ ー ビ ス 利 用 期 間 で は ，26.3±33.7 カ 月 で あ り ，3 年 以 上

が 73 名 で 最 も 多 か っ た 。 要 介 護 区 分 （ デ イ ケ ア 施 設 利 用 者 の み ） で は ， 要 支 援 2

が 21 名 で 最 も 多 か っ た 。  

 

2） 項 目 の 反 応 分 布  

 項 目 得 点 の 記 述 統 計 量 を 表 6-3 に 示 し た 。平 均 値 か ら 標 準 偏 差（ SD）を 減 じ た 得

点 は す べ て 下 限 値 （ 1 点 ） 以 上 で あ る こ と か ら ， 床 効 果 を 示 す 項 目 は な か っ た 。 平

均 値 に 標 準 偏 差 を 加 え た 得 点 が 上 限 値（ 5 点 ）以 上 と な る 天 井 効 果 は ，X10，X11，

X12， X13 で み ら れ た 。 し か し な が ら ， 分 布 の 歪 み や 尖 り を 示 す 統 計 量 で あ る 歪 度

と 尖 度 は ， 特 に 大 き い 値 を 示 す も の で は な か っ た 。  
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表 6-2  対 象 者 の個 人 属 性  

男性 87 (30.3) 61 (29.6) 26 (32.1)

女性 193 (67.2) 140 (68.0) 53 (65.4)

不明 7 (2.4) 5 (2.4) 2 (2.5)

～1ヶ月 20 (7.0) 18 (8.7) 2 (2.5)

～3ヶ月 43 (15.0) 38 (18.4) 5 (6.2)

～6ヶ月 41 (14.3) 33 (16.0) 8 (9.9)

～1年 30 (10.5) 26 (12.6) 4 (4.9)

～3年 58 (20.2) 36 (17.5) 22 (27.2)

3年～ 73 (25.4) 40 (19.4) 33 (40.7)

不明 22 (7.7) 15 (7.3) 7 (8.6)

要支援1 13 (16.0)

要支援2 21 (25.9)

要介護1 11 (13.6)

要介護2 19 (23.5)

要介護3 11 (13.6)

要介護4 0 (0.0)

要介護5 0 (0.0)

不明 6 (7.4)

*（　）内の数字は各集団に占める割合

要介護
区分

サービス利用期間（月）

81206287

カテゴリー

77.6±10.1

医療機関の
外来患者

35.5±30.6

年齢

人数

性別

度数（％）
*

26.3±33.7 22.8±34.3

全体
デイケア施設の

利用者

66.8±14.469.9±14.2
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3） 探 索 的 因 子 分 析 に よ る 尺 度 の 因 子 構 造 の 検 討  

 探 索 的 因 子 分 析（ 主 因 子 法 ，プ ロ マ ッ ク ス 回 転 ）の 結 果 を 表 6-4 に 示 し た 。因 子

数 は ， 固 有 値 1 以 上 の 基 準 を 設 け ， さ ら に 因 子 の 解 釈 可 能 性 も 考 慮 し た 結 果 ， 5 因

子 解 が 妥 当 と 判 断 さ れ た 。 そ し て ， 共 通 性 の 低 さ （ .300 以 下 ）， 因 子 負 荷 量 の 低 さ

（ .400 以 下 ）， 2 因 子 以 上 に わ た る 因 子 負 荷 量 の 高 さ（ .350 以 上 ）を 項 目 の 削 除 基

準 と し た が ， 削 除 対 象 と な る 項 目 は 示 さ れ な か っ た 。 な お ， 回 転 前 の 5 因 子 で 15

項 目 の 分 散 を 説 明 す る 割 合 は 78.04%で あ っ た 。 第 1 因 子 は ， X7， X8， X9 の 因 子

負 荷 量 が 高 か っ た こ と か ら 「 参 加 者 と の 関 係 性 欲 求 の 充 足 」 因 子 と 解 釈 さ れ た 。 第

2 因 子 は ， X10， X11， X12 の 因 子 負 荷 量 が 高 か っ た こ と か ら 「 担 当 者 と の 関 係 性

欲 求 の 充 足 」因 子 と 解 釈 さ れ た 。第 3 因 子 は ， X4， X5， X6 の 因 子 負 荷 量 が 高 か っ

た こ と か ら「 自 律 性 欲 求 の 充 足 」因 子 と 解 釈 さ れ た 。第 4 因 子 は ， X1， X2， X3 の

因 子 負 荷 量 が 高 か っ た こ と か ら「 有 能 さ の 欲 求 の 充 足 」因 子 と 解 釈 さ れ た 。第 5 因

子 は ， X13， X14， X15 の 因 子 負 荷 量 が 高 か っ た こ と か ら 「 生 理 的 欲 求 の 充 足 」 因

子 と 解 釈 さ れ た 。 本 章 に お け る 探 索 的 因 子 分 析 の 結 果 に お い て も ， 前 章 と 同 じ 因 子

構 造 が 再 現 さ れ た 。 ま た ， す べ て の 項 目 が 主 因 子 に 対 し て .50 以 上 の 負 荷 量 を 示 し

た こ と に 加 え て ， 共 通 性 が 最 も 低 い 項 目 で も .44 で あ る こ と か ら ， 測 定 尺 度 の 5 因

子 構 造 は 比 較 的 安 定 性 が 高 い こ と が 示 唆 さ れ た 。  
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表 6-4  探 索 的 因 子 分 析 の結 果  

項目 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 共通性

X9 リハビリをはじめたきっかけが自分と同じという理由から、リハビリ仲間に友情を感じますか。 .87 .00 -.05 -.03 -.02 .71

X8 自分にとって重要な人達と一緒にリハビリをしていて、一体感を感じますか。 .86 .03 -.01 -.02 .01 .75

X7 自分を受け入れてくれるという理由から、リハビリ仲間に結びつきを感じますか。 .84 -.04 .05 .04 .01 .75

X11 リハビリ担当者から支えられていると感じますか。 -.08 .96 -.02 .01 -.01 .87

X10 リハビリ担当者から暖かく見守られていると感じますか。 .03 .86 .04 .03 -.04 .75

X12 リハビリをしている間、リハビリ担当者に親しみを感じますか。 .05 .69 -.03 -.05 .02 .50

X5 どんなリハビリをするかは，自分自身に任せられていると感じますか。 -.04 -.02 .92 -.03 .07 .81

X6 自分が行うリハビリは，自分で自由に選んでいると感じますか。 -.02 -.02 .81 -.01 .04 .65

X4 リハビリの内容は、自分自身で決めていると感じますか。 .06 .03 .71 .04 -.15 .56

X1 もっと難しいリハビリであっても、うまくできる自信を感じますか。 -.02 -.01 .02 .91 -.04 .80

X2 もっと難しいリハビリでも、うまくできそうに感じますか。 -.04 -.05 -.04 .90 .00 .76

X3 難しいリハビリを最後までやり遂げて、心地よい気分を感じますか。 .09 .09 .05 .53 .11 .44

X15 リハビリを始めてから，健康面の不安が軽減したと感じますか。 -.01 .06 .03 -.07 .85 .74

X14 リハビリを始めてから，不快な症状が軽減したと感じますか。 -.01 -.13 -.04 .03 .77 .52

X13 リハビリを始めてから，体の動きが良くなったと感じますか。 .03 .11 -.02 .07 .67 .60

因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

Ⅰ － .37 .34 .29 .27

Ⅱ － -.02 .31 .51

Ⅲ － .12 -.03

Ⅳ － .35

Ⅴ －

内容
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4） 信 頼 性 分 析 に よ る 尺 度 の 信 頼 性 （ 内 的 一 貫 性 ）  

 信 頼 性 分 析 の 結 果 を 表 6-5 に 示 し た 。 参 加 者 と の 関 係 性 欲 求 の 充 足 尺 度 が .889，

担 当 者 と の 関 係 性 欲 求 の 充 足 尺 度 が .866，自 律 性 欲 求 の 充 足 尺 度 が .855，有 能 さ の

欲 求 の 充 足 尺 度 が .827， 生 理 的 欲 求 の 充 足 尺 度 が .798 で あ っ た 。 一 般 的 に ， α 係

数 は .600～ .700 以 上 あ れ ば ， 十 分 な 信 頼 性 （ 内 的 一 貫 性 ） が あ る と 判 断 さ れ る た

め に （ 小 塩 ,  2004）， こ の 結 果 か ら 測 定 尺 度 の 下 位 尺 度 の 十 分 に 高 い 信 頼 性 が 確 認

で き た 。   

 

表 6-5  信 頼 性 分 析 の結 果  

項目数 α係数

有能さの欲求の充足 3 .827

自律性欲求の充足 3 .855

担当者との関係性欲求の充足 3 .866

参加者との関係性欲求の充足 3 .889

生理的欲求の充足 3 .798

患者満足 15 .816  
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5） 検 証 的 因 子 分 析 に よ る 因 子 構 造 モ デ ル の 適 合 度 の 検 討  

 測 定 尺 度 の 斜 交 モ デ ル ， 直 交 モ デ ル ， 二 次 因 子 モ デ ル に つ い て 行 っ た 検 証 的 因 子

分 析 の 結 果 を 表 6-6 に 示 し た 。 χ 2 検 定 で は ， す べ て の モ デ ル に お い て 帰 無 仮 説 が

棄 却 さ れ た 。 CFI は ， 斜 交 モ デ ル が 最 も 高 く ， 次 い で 二 次 因 子 モ デ ル が 同 程 度 で 続

き ， 直 交 モ デ ル が 最 も 低 か っ た 。 RMSEA は ， 斜 交 モ デ ル が 最 も 低 く ， 次 い で 二 次

因 子 モ デ ル が 同 程 度 で 続 き ， 直 交 モ デ ル が 最 も 高 か っ た 。 AIC は ， 斜 交 モ デ ル が 最

も 低 か っ た 。 以 上 の 結 果 を 総 合 す る と ， 斜 交 モ デ ル が 最 も 適 合 的 な モ デ ル で あ る と

判 断 さ れ た 。  

 

表 6-6  検 証 的 因 子 分 析 による因 子 構 造 モデルの適 合 度  

モデル χ
2 自由度 p CFI RMSEA AIC

斜交モデル 148.053 80 .000 .968 .055 258.053

直交モデル 315.577 90 .000 .894 .094 405.577

二次因子モデル 180.755 85 .000 .955 .063 280.755  
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図 6-4 に ，因 子 間 の 相 関 関 係 を 認 め る 斜 交 モ デ ル ，図 6-5 に ，因 子 間 の 相 関 関 係

を 認 め な い 直 交 モ デ ル ，図 6-6 に ，患 者 満 足 を 上 位 因 子 と し 欲 求 の 充 足 を 下 位 因 子

と す る 二 次 因 子 モ デ ル の 分 析 結 果 を 示 し た 。 図 中 に 示 し た 各 モ デ ル に お い て 有 意 で

な か っ た パ ス や 共 分 散 は ， 斜 交 モ デ ル に お け る 「 自 律 性 欲 求 の 充 足 」 と 「 担 当 者 と

の 関 係 性 欲 求 の 充 足 」 の 共 分 散 （ － .01） お よ び 「 自 律 性 欲 求 の 充 足 」 と 「 生 理 的

欲 求 の 充 足 」の 共 分 散（ .01），二 次 因 子 モ デ ル に お け る「 患 者 満 足 」か ら「 自 律 性

欲 求 の 充 足 」 へ の パ ス （ .11） で あ っ た 。 な お ， 紙 面 上 ， 各 モ デ ル の 誤 差 変 数 の 記

載 は 省 略 し た が ， 分 析 時 に は そ れ ら を 含 め て 分 析 を 行 っ た 。  

 

η2η1

X11 X12X7 X8 X9 X10

.89

η1：有能さの欲求の充足，η2：自律性欲求の充足，η3：参加者との関係性欲求の充足
η4：担当者との関係性欲求の充足，η5：生理的欲求の充足
x：測定項目

X5 X6X1 X2 X3 X4 X14 X15X13

η3 η4 η5

.87 .63 .74 .88 .82 .86 .86 .82 .86 .92 .70 .78 .66 .83

.14

.27

.33 .36 .55

-.01 .27

.27 .01

.32

 

図 6-4  斜 交 モデルの分 析 結 果  
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η2η1

X11 X12X7 X8 X9 X10

.89

X5 X6X1 X2 X3 X4 X14 X15X13

η3 η4 η5

.87 .61 .73 .89 .82 .86 .86 .83 .85 .94 .69 .73 .69 .86

η1：有能さの欲求の充足，η2：自律性欲求の充足，η3：参加者との関係性欲求の充足
η4：担当者との関係性欲求の充足，η5：生理的欲求の充足

x：測定項目  

図 6-5  直 交 モデルの分 析 結 果  

 

 

η2η1

ξ

X11 X12X7 X8 X9 X10

.89

X5 X6X1 X2 X3 X4 X14 X15X13

η3 η4 η5

.87 .63 .73 .89 .82 .86 .86 .82 .87 .92 .70 .78 .66 .84

.43 .11 .49 .73 .72

ξ：患者満足
η1：有能さの欲求の充足，η2：自律性欲求の充足，η3：参加者との関係性欲求の充足
η4：担当者との関係性欲求の充足，η5：生理的欲求の充足
x：測定項目  

図 6-6  二 次 因 子 モデルの分 析 結 果  
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6） 因 子 構 造 モ デ ル の 適 合 度 に 関 す る 集 団 単 位 の 検 討  

医 療 機 関 の 外 来 患 者 と デ イ ケ ア 施 設 の 利 用 者 を 別 々 の 母 集 団 と し ， 母 集 団 ご と に

検 証 的 因 子 分 析 を 行 っ て 斜 交 モ デ ル の 適 合 度 指 標 の 値 を 確 認 し た 。 そ の 結 果 ， デ イ

ケ ア 施 設 の 利 用 者 に お け る 斜 交 モ デ ル の RMSEA の み が 若 干 基 準 を 上 ま わ っ た 。 全

般 的 に は ，積 極 的 に 棄 却 す べ き 程 の 値 で は な か っ た（ 表 6-7）。そ の た め ，両 集 団 と

も に 斜 交 モ デ ル が 仮 定 で き る と 判 断 し ， 斜 交 モ デ ル に つ い て 多 母 集 団 同 時 分 析 を 行

っ た 。  

 

表 6-7  集 団 単 位 の斜 交 モデルの適 合 度  

χ
2 自由度 p CFI RMSEA AIC

医療機関の外来患者 141.622 80 .000 .961 .061 251.622

デイケア施設の利用者 121.693 80 .002 .925 .081 231.693  

 

7） 多 母 集 団 同 時 分 析 に よ る 因 子 構 造 モ デ ル の 適 合 度 の 検 討  

 多 母 集 団 同 時 分 析 に よ る 斜 交 モ デ ル の 適 合 度 は ， 3 つ の ス テ ッ プ に 分 け て 分 析 し

た（ 図 6-7）。第 1 ス テ ッ プ は ，斜 交 モ デ ル の 配 置 不 変 性 を 確 認 す る た め に ，等 値 制

約 な し の モ デ ル （ モ デ ル 1） に つ い て 分 析 し た 。 第 2 ス テ ッ プ は ， 斜 交 モ デ ル の 測

定 不 変 性 を 確 認 す る た め に ， 因 子 負 荷 量 に 等 値 制 約 を 課 し た モ デ ル （ モ デ ル 2） に

つ い て 分 析 し た 。第 3 ス テ ッ プ は ，因 子 間 の 分 散 共 分 散 も 2 つ の 集 団 間 で 等 し い と

み な せ る か 確 認 す る た め に ， 因 子 負 荷 量 に 加 え て 因 子 間 の 分 散 共 分 散 に も 等 値 制 約

を 課 し た モ デ ル（ モ デ ル 3）に つ い て 分 析 し た 。な お ，第 3 ス テ ッ プ に す す む 前 に ，

因 子 間 の 共 分 散 が 2 つ の 集 団 に お い て 等 値 と み な せ る か 確 認 す る た め に ， モ デ ル 2

に お け る 因 子 間 の 共 分 散 の 差 に つ い て 検 定 を 行 っ た 。 こ の 検 定 の 結 果 ， 因 子 間 の 共

分 散 は 2 つ の 集 団 に お い て 差 が な い こ と が 確 認 で き る こ と を 条 件 に ，分 析 を 第 3 ス

テ ッ プ へ 進 め た 。  
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η2η1

X11 X12X7 X8 X9 X10

η1：有能さの欲求の充足，η2：自律性欲求の充足，η3：参加者との関係性欲求の充足
η4：担当者との関係性欲求の充足，η5：生理的欲求の充足
x：測定項目，ε：測定項目の誤差変数

X5 X6X1 X2 X3 X4 X14 X15X13

η3 η4 η5

ε1 ε2 ε3 ε4 ε5 ε6 ε7 ε8 ε9 ε10 ε11 ε12 ε13 ε14 ε15

第3ステップ

第2ステップ（測定不変）

第1ステップ（配置不変）

 

図 6-7  多 母 集 団 同 時 分 析 のステップ  
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多 母 集 団 同 時 分 析 の 結 果 を 表 6-8 に 示 し た 。ま ず ，第 1 ス テ ッ プ と し て ，配 置 不

変 が 仮 定 さ れ た 斜 交 モ デ ル （ モ デ ル 1） の 適 合 度 に つ い て 分 析 し た 結 果 ， 各 種 適 合

度 指 標 の 値 は ， χ 2 （ 160 ） =263.676 ， p<.000 ， CFI=.951,  RMSEA=.048 ，

AIC=483.676 で あ り ， 良 好 な 値 が 示 さ れ た 。 次 に ， 第 2 ス テ ッ プ と し て ， 測 定 不

変 が 仮 定 さ れ た 斜 交 モ デ ル （ モ デ ル 2） の 適 合 度 に つ い て 分 析 し た 結 果 ， 各 種 適 合

度 指 標 の 値 は ， χ 2 （ 170 ） =278.265 ， p<.000 ， CFI=.949,  RMSEA=.047 ，

AIC=478.265 で あ り ， や は り 良 好 な 値 が 示 さ れ た 。 こ こ で ， 分 析 を 第 3 ス テ ッ プ

に す す め る 前 に ，因 子 間 の 共 分 散 が 2 つ の 母 集 団 に お い て 等 値 と み な せ る か 確 認 す

る た め に ，モ デ ル 2 に お け る 因 子 間 の 共 分 散（ 図 6-8）の 差 に つ い て 検 定 を 行 っ た 。

因 子 間 の 共 分 散 の 差 に つ い て 検 定 統 計 量（ z 値 ）を 求 め た と こ ろ ，絶 対 値 が 1.96 以

上 の z 値 （ 有 意 水 準 5％ 未 満 ） は 示 さ れ ず ， す べ て の 共 分 散 に お い て 2 つ の 母 集 団

に 有 意 な 差 が な い こ と が 確 認 で き た た め （ 表 6-9）， 分 析 を 第 3 ス テ ッ プ に 進 め た 。

第 3 ス テ ッ プ と し て ，因 子 負 荷 量 に加 え て 因 子 間 の 分 散 共 分 散 に 等 値 制 約 を 課 し た

斜 交 モ デ ル （ モ デ ル 3） の 適 合 度 を 分 析 し た 結 果 ， 各 種 適 合 度 指 標 は ， χ 2（ 185）

=293.775， p<.000， CFI=.949,  RMSEA=.045， AIC=463.775 で あ っ た 。 す な わ

ち ， 因 子 負 荷 量 に 加 え て 因 子 間 の 分 散 共 分 散 に 等 値 制 約 を 課 し た モ デ ル で も ， 適 合

度 は 良 好 で あ る こ と が 示 さ れ た 。 以 上 の 結 果 か ら ， 斜 交 モ デ ル が 想 定 さ れ た 測 定 尺

度 は ， 異 な る 2 つ の 母 集 団 に お い て 同 数 同 質 の 因 子 が 再 現 さ れ る こ と が 示 さ れ た 。 

 

表 6-8  多 母 集 団 同 時 分 析 の結 果  

χ
2 自由度 p CFI RMSEA AIC

モデル1 263.676 160 .000 .951 .048 483.676

モデル2 278.265 170 .000 .949 .047 478.265

モデル3 293.775 185 .000 .949 .045 463.775
 

 



 

119 

η2η1

X11 X12X7 X8 X9 X10

η1：有能さの欲求の充足，η2：自律性欲求の充足，η3：参加者との関係性欲求の充足
η4：担当者との関係性欲求の充足，η5：生理的欲求の充足
x：測定項目
**:p<.01, *:p<.05

X5 X6X1 X2 X3 X4 X14 X15X13

η3 η4 η5

.23**/.04 .35**/.27* .31**/.56** .52**/.60**

.26**/.27* -.05/.14 .27**/.50**

.20*/.36** .03/.17

.29**/.25

 

図 6-8  モデル 2（因 子 負 荷 量 に等 値 制 約 を課 した斜 交 モデル）の共 分 散  

図 中 の値 ：医 療 機 関 の外 来 患 者 （左 ）／デイケア施 設 の利 用 者 （右 ）  

 

表 6-9 2 つ の 集 団 に お け る 因 子 間 の 共 分 散 の 差 の 検 定 統 計 量  

η1 η2 η3 η4 η5

η1 －

η2 -1.262 －

η3 -0.103 -1.075 －

η4 1.254 1.251 1.260 －

η5 0.118 0.879 1.260 1.099

η1：有能さの欲求の充足，η2：自律性欲求の充足，η3：参加者との関係性欲求の充足

η4：担当者との関係性欲求の充足，η5：生理的欲求の充足

検定統計量の絶対値が1.96以上であれば，有意水準5％未満で有意差あり  
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第 4 節  考 察  

 

1） 測 定 尺 度 の 因 子 的 妥 当 性  

 は じ め に ， 測 定 尺 度 の 因 子 的 妥 当 性 に つ い て 議 論 す る 。 因 子 的 妥 当 性 は ， 因 子 分

析 を 施 し た 際 に ， 複 数 の 下 位 尺 度 が あ り ， そ の 下 位 尺 度 の 測 定 値 に つ い て 因 子 が う

ま く 抽 出 さ れ る か ど う か で 判 断 さ れ る（ 山 口・高 橋 ，2002）。因 子 分 析 の 方 法 に は ，

探 索 的 因 子 分 析 と 検 証 的 因 子 分 析 が あ る が ，探 索 的 因 子 分 析 は ，本 章 第 1 節 で も 述

べ た と お り ，方 法 論 上 の 問 題 が 指 摘 さ れ て い る（ 芝 ,  1979;  古 谷 野 ら ,  1989;  豊 田 ,  

2000）。 そ の た め ， 近 年 で は ， 検 証 的 因 子 分 析 に よ っ て 因 子 構 造 モ デ ル の 妥 当 性 を

検 証 す る こ と が 推 奨 さ れ て い る （ 豊 田 ,  2000）。 本 章 で は ， 探 索 的 因 子 分 析 の 結 果

を 因 子 の 内 容 を 確 認 す る た め の 参 考 資 料 と し て 扱 い ， 検 証 的 因 子 分 析 の 結 果 を 因 子

的 妥 当 性 の 検 討 材 料 と し て 使 用 し た 。  

探 索 的 因 子 分 析 の 結 果 ，抽 出 さ れ た 因 子 数 と 因 子 内 容 は ，第 5 章 の 結 果 と 一 致 し

て い た 。 こ れ ら の 結 果 は ， 測 定 尺 度 の 因 子 構 造 が 比 較 的 安 定 し て い る こ と を 示 し て

い る 。 本 章 で は ， 探 索 的 因 子 分 析 に よ っ て こ れ ら の 点 が 確 認 さ れ た う え で ， 構 造 方

程 式 モ デ リ ン グ を 用 い て 検 証 的 因 子 分 析 を 行 い ， 因 子 構 造 モ デ ル の 適 合 度 を 検 討 し

た 。 本 章 で 検 討 さ れ た 因 子 構 造 モ デ ル は ， 斜 交 モ デ ル ， 直 交 モ デ ル ， 二 次 因 子 モ デ

ル の 3 つ で あ る 。モ デ ル の 評 価 に は ，適 合 度 を 示 す と さ れ る χ 2 値 ，CFI，RMSEA，

AIC を 用 い た 。χ 2 検 定 の結 果 ，斜 交 モデル，直 交 モデル，二 次 因 子 モデルはいずれも有 意

であり，「構 成 さ れ た モ デ ル は デ ー タ と 適 合 的 で あ る 」と す る 帰 無 仮 説 が 棄 却 さ れ る が ，

対 象 者 数 が 200 を 超 え て い る こ と か ら ，他 の 指 標 に よ っ て 判 断 す る こ と と し た 。CFI

の基 準 （ .900 以 上 ）を超 えていたモデルは，斜 交 モデル（ CFI=.968 ） と二 次 因 子 モデル

（CFI=.955）であった。直 交 モデルの CFI は .894 であり，基 準 値 にやや達 していなかった。

RMSEA の基 準 （ .080 以 下 ）をみてみると，直 交 モデルの RMSEA は .094 で基 準 値 以 上 と

なり，高 い適 合 度 を示 さなかった。AIC は相 対 的 なモデルの良 さを示 す指 標 であり（山 本 ・小 野
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寺 ,  2002），複 数 の指 標 によって採 用 されるモデルの候 補 を絞 りこんだ後 ，AIC が最 小 のモデ

ルを採 用 することが良 いとされる。そこで，CFI と RMSEA の値 が良 好 であった斜 交 モデルと二

次 因 子 モデルの AIC の値 を比 較 してみると，最 も適 合 的 なモデルは斜 交 モデルであると判 断 さ

れた。以 上 の結 果 から，斜 交 モデルにおいて，測 定 尺 度 の 因 子 的 妥 当 性 は 高 い こ と が 確

認 さ れ た 。  

ただし，斜 交 モデルでは，自 律 性 欲 求 の 充 足 に 関 す る 共 分 散 の 値 が ，担 当 者 と の 関 係

性 欲 求 の 充 足 お よ び 生 理 的 欲 求 の 充 足 に お い て 有 意 で な か っ た 。 こ の 理 由 は ， こ れ

ら の 欲 求 の 階 層 性 の 違 い に あ る と 考 え ら れ る 。Maslow（ 1943）の 欲 求 階 層 説 で は ，

独 立 や 自 由 に 対 す る 欲 求 は 高 次 の 欲 求 に 位 置 づ け ら れ ， 人 間 関 係 や 生 理 的 な 欲 求 は

そ れ よ り 低 次 の 欲 求 に 位 置 づ け ら れ る 。 つ ま り ， 高 次 の 欲 求 に 相 当 す る 自 律 性 欲 求

の 充 足 は ， よ り 低 次 の 欲 求 に 相 当 す る 人 間 関 係 や 生 理 的 な 欲 求 の 充 足 と 次 元 が 異 な

る と い え る 。 こ の よ う な 欲 求 の 階 層 性 の 違 い か ら ， こ れ ら の 欲 求 の 充 足 は 相 互 に 影

響 を 及 ぼ し に く い 関 係 に あ る こ と が 示 さ れ た と 考 え ら れ る 。  

 

2） 測 定 尺 度 の 交 差 妥 当 性  

 次 に ， 測 定 尺 度 の 交 差 妥 当 性 に つ い て 考 察 す る 。 一 般 に ， 汎 用 性 の あ る 測 定 尺 度

の 妥 当 性 は ， あ る 特 定 の 集 団 に お い て 確 認 さ れ る だ け で は 不 十 分 で あ り ， 他 の 集 団

に お い て も 同 様 の 妥 当 性 が 確 認 さ れ て い る こ と を 必 要 と す る（ 古 谷 野・長 田 ,  2001）。

本 章 が 調 査 対 象 と し た 集 団 は ， リ ハ ビ リ サ ー ビ ス を 利 用 し て い る 医 療 機 関 の 外 来 患

者 と デ イ ケ ア 施 設 の 利 用 者 と い う 2 つ の 集 団 で あ っ た 。こ れ ら 2 つ の 集 団 の デ ー タ

を 用 い て 多 母 集 団 同 時 分 析 を 行 い ， 因 子 不 変 性 を 確 認 し た 。 CFI と RMSEA を 適 合

度 の 判 断 基 準 に し た 場 合 ，モ デ ル 1 か ら モ デ ル 3 の す べ て に お い て 適 合 度 は 許 容 水

準 の 範 囲 に あ っ た 。そ し て ， AIC を 判 断 基 準 に し た 場 合 ，モ デ ル 3 が 最 も 適 合 的 で

あ る と 判 断 さ れ た 。 こ れ ら の 結 果 か ら ， 因 子 負 荷 量 に 加 え て 因 子 間 の 分 散 共 分 散 に

等 値 制 約 を 課 し た 斜 交 モ デ ル が ， 最 も 適 合 的 な モ デ ル と し て 採 択 さ れ る と 考 え ら れ
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る 。  

因 子 が 同 一 と い っ て も そ の 意 味 は さ ま ざ ま で あ る 。 因 子 負 荷 量 と 残 差 分 散 が 母 集

団 間 で 等 し い と い う 最 も 強 い 条 件 を み た す も の か ら ， 因 子 の 数 だ け が 等 し い こ と を

意 味 す る 配 置 不 変 の 水 準 し か 達 成 で き な い も の ま で あ る （ 狩 野 ・ 三 浦 ,  1997）。 そ

の よ う な な か ，本 章 に お い て 最 も 適 合 的 と 判 断 さ れ た モ デ ル 3 は ，因 子 負 荷 量 だ け

で な く ， 因 子 間 の 分 散 共 分 散 に 等 値 制 約 を 課 し て も 適 合 的 と 判 断 さ れ た 。 通 常 ， 複

数 の 集 団 に 同 一 の モ デ ル を 当 て は め て も ， 全 く 同 一 の 解 が 得 ら れ る こ と は あ り え な

い の で ， パ ラ メ ー タ に 等 値 制 約 を 課 す と 全 体 と し て モ デ ル の 適 合 度 は 低 下 す る 。 ま

た ， 等 値 制 約 を 課 す パ ラ メ ー タ が 多 い ほ ど ， モ デ ル の 適 合 度 は さ ら に 低 下 し や す く

な る 。そ れ に も か か わ ら ず ，モ デ ル 3 の 各 種 適 合 度 指 標 の 値 は ，統 計 学 的 な 許 容 範

囲 を ほ ぼ 満 た し て い た 。 こ の 結 果 は ， 測 定 尺 度 の 因 子 不 変 性 が 強 固 で あ る と い え る

証 拠 で あ り ， 斜 交 モ デ ル が 想 定 さ れ る 測 定 尺 度 の 高 い 交 差 妥 当 性 が 確 認 さ れ た と 判

断 で き る 。  

 

第 5 節  ま と め  

 

 本 章 で は ， 欲 求 の 充 足 に 基 づ く 患 者 満 足 測 定 尺 度 の 因 子 的 妥 当 性 と 交 差 妥 当 性 を

検 証 す る こ と を 目 的 と し た 。  

リ ハ ビ リ サ ー ビ ス の 利 用 者 311 名 か ら デ ー タ を 収 集 し ，分 析 に 使 用 し た 。測 定 尺

度 の 因 子 構 造 モ デ ル と し て 仮 定 し た 斜 交 モ デ ル ， 直 交 モ デ ル ， 二 次 因 子 モ デ ル の 適

合 度 を 確 認 す る た め に ， 構 造 方 程 式 モ デ リ ン グ に よ る 検 証 的 因 子 分 析 を 行 っ た 。 そ

の 結 果 ，モ デ ル 適 合 度 の 絶 対 的 指 標 で あ る CFI と RMSEA が 基 準 値 以 上 を 示 し た モ

デ ル は ， 斜 交 モ デ ル と 二 次 因 子 モ デ ル で あ っ た 。 さ ら に ， モ デ ル 適 合 度 の 相 対 的 指

標 で あ る AIC を 比 較 し た 結 果 ，斜 交 モ デ ル は 二 次 因 子 モ デ ル よ り も 適 合 が 良 い こ と

が 示 さ れ た 。 以 上 の 結 果 か ら ， 測 定 尺 度 の 因 子 的 妥 当 性 は 斜 交 モ デ ル に お い て 確 認



 

123 

さ れ た 。次 に ，医 療 機 関 の 外 来 患 者 と デ イ ケ ア 施 設 の 利 用 者 を 異 な る 2 つ の 集 団 と

み な し ，斜 交 モ デ ル に お い て 2 つ の 集 団 は 同 等 の 因 子 構 造 を 有 し て い る と 仮 定 し て

多 母 集 団 同 時 分 析 を 行 っ た 。 そ の 結 果 ， 因 子 負 荷 量 と 因 子 間 の 分 散 共 分 散 に 等 値 制

約 を 課 し た 斜 交 モ デ ル の 適 合 度 指 標 の 値 は 良 好 で あ り （ χ 2=293.775， df=185,  

p<.000，CFI=.949,  RMSEA=.045，AIC=463.775），斜 交 モ デ ル は デ ー タ と 適 合 し

て い る と 判 断 さ れ た 。 斜 交 モ デ ル が 想 定 さ れ た 測 定 尺 度 の 強 固 な 因 子 不 変 性 が 確 認

さ れ た こ と か ら ， 測 定 尺 度 の 交 差 妥 当 性 は 高 い と 考 え ら れ た 。  

前 章 と 本 章 で 行 っ て き た ， 欲 求 の 充 足 に 基 づ く 患 者 満 足 測 定 尺 度 の 妥 当 性 に 関 す

る 議 論 か ら ， 欲 求 の 充 足 に 基 づ い た 患 者 満 足 の 構 成 概 念 は 妥 当 で あ る と 判 断 で き る

と 考 え ら れ る 。 こ の こ と か ら ， 欲 求 概 念 を 扱 っ た 自 己 決 定 理 論 の 枠 組 み を 用 い て ，

患 者 満 足 が 運 動 に 対 す る 動 機 づ け に 及 ぼ す 影 響 を 検 討 す る 前 提 が 整 っ た と い え る 。

こ れ ま で の 先 行 研 究 に お い て ， 患 者 満 足 度 は ， 医 療 サ ー ビ ス 提 供 者 側 の 要 因 に 対 す

る 評 価 に 基 づ い て 測 定 さ れ て い た が ，本 論 文 第 3 部 で 示 し た 研 究 成 果 か ら ，新 た に

欲 求 の 充 足 と い う 視 点 か ら 患 者 満 足 度 を 測 定 す る こ と も 可 能 で あ る こ と が 示 唆 さ れ

た 。 こ の 示 唆 は ， 医 療 サ ー ビ ス に お い て 患 者 満 足 を 捉 え る 研 究 ア プ ロ ー チ と し て 新

た な 視 座 を 与 え る も の と い え よ う 。
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第 4 部 患者満足が運動に対する動機づけと運動の

継続に及ぼす影響の検討（研究課題 2）  
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第 7 章 患者満足と運動に対する動機づけとの関連性の検討  

 

第 1 節  は じ め に  

 

 第 4 部 で は ，第 2 の 研 究 課 題 に 取 り 組 む こ と と す る 。具 体 的 に は ，欲 求 概 念 を 扱

っ た 動 機 づ け 理 論 で あ る 自 己 決 定 理 論 を 応 用 し ， 患 者 満 足 が 運 動 に 対 す る 動 機 づ け

や 運 動 の 継 続 に 及 ぼ す 影 響 を 検 討 す る 。  

 自 己 決 定 理 論 に よ れ ば ， 動 機 づ け の 種 類 （ 内 発 的 動 機 づ け ， 外 発 的 動 機 づ け ， 非

動 機 づ け ）は ，行 動 の 自 己 決 定 性 の 強 さ に よ っ て ，大 き く 6 つ の 調 整 ス タ イ ル に 分

類 さ れ る（ Ryan & Deci ,  2000）。最 も 自 己 決 定 的 で あ る と さ れ る 内 発 的 調 整 と は ，

運 動 を 行 う こ と に よ っ て 得 ら れ る 楽 し み や 満 足 に 動 機 づ け ら れ て い る 状 態 で あ り ，

内 発 的 動 機 づ け に 位 置 づ け ら れ る 。 二 番 目 に 自 己 決 定 的 で あ る と さ れ る 統 合 的 調 整

と は ，外 発 的 動 機 づ け の 1 つ で あ り ，他 の 価 値 観 と 対 立 し な い 自 己 の 価 値 観 に よ っ

て 動 機 づ け ら れ る 調 整 ス タ イ ル で あ る 。 他 に や り た い こ と が あ っ た 場 合 で も ， 何 の

葛 藤 も な く 自 然 と そ の 行 動 を 優 先 さ せ て し ま う よ う な 状 態 で あ り ， 自 ら 「 や り た く

て 」 運 動 し て い る 状 態 で あ る 。 三 番 目 に 自 己 決 定 的 で あ る と さ れ る 同 一 視 的 調 整 と

は ，自 分 の 価 値 と し て 行 動 の も つ 重 要 性 が 認 識 さ れ ，「 自 分 に と っ て 重 要 な こ と だ か

ら 」 運 動 し て い る 状 態 で あ る 。 四 番 目 に 自 己 決 定 的 で あ る と さ れ る 取 り 入 れ 的 調 整

と は ，課 題 の 価 値 は 認 め ，自 己 の 価 値 観 と し て 取 り 入 れ つ つ あ る も ，ま だ ，「 し な く

て は い け な い 」 と い っ た 義 務 的 な 感 覚 を 伴 っ て い る 状 態 で あ る 。 五 番 目 に 自 己 決 定

的 で あ る と さ れ る 外 的 調 整 と は ， 課 題 に 対 す る 価 値 を 認 め て い な い が ， 外 部 か ら 強

制 さ れ て ， や ら さ れ 感 か ら 運 動 し て い る 状 態 で あ り ， 最 も 外 発 的 に 動 機 づ け ら れ て

い る 状 態 で あ る 。 最 も 自 己 決 定 的 で な い （ 非 動 機 づ け の 状 態 で あ る ） 無 調 整 は ， 目

的 意 識 が な く ， 行 動 が ま っ た く 自 己 決 定 さ れ て い な い 状 態 で あ る 。  

 Wilson,  Rodgers ,  Blanchard,  & Gese l l（ 2003） は ， 都 市 部 と 地 方 部 か ら ボ ラ
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ン テ ィ ア と し て 参 加 し た 53 名 の 協 力 を 得 て ， 心 理 的 欲 求 の 充 足 と 運 動 に 対 す る 動

機 づ け の 関 係 を 検 討 し て い る 。 相 関 分 析 の 結 果 ， 有 能 さ の 欲 求 の 充 足 は ， 同 一 視 的

調 整 と 内 発 的 動 機 づ け に 有 意 な 正 の 相 関 が 示 さ れ ， 自 律 性 欲 求 の 充 足 は ， 同 一 視 的

調 整 と の 間 に の み 有 意 な 正 の 相 関 が 示 さ れ た 。 一 方 ， 関 係 性 欲 求 の 充 足 は ， い ず れ

の 動 機 づ け 調 整 ス タ イ ル と も 有 意 な 相 関 が 示 さ れ な か っ た 。  

 Edmunds,  Ntoumanis ,  & Duda（ 2006） は ， 心 理 的 欲 求 の 充 足 ， 運 動 に 対 す る

動 機 づ け ， 運 動 行 動 の 関 連 を 検 討 し て い る 。 ス ポ ー ツ ク ラ ブ や 公 共 の レ ジ ャ ー セ ン

タ ー な ど で 運 動 を し て い る 369 名 の 研 究 参 加 者 か ら 得 ら れ た デ ー タ を 使 用 し て ，階

層 的 重 回 帰 分 析 が 行 わ れ た 。 相 関 分 析 の 結 果 ， 有 能 さ の 欲 求 の 充 足 は ， 内 発 的 調 整

や 同 一 視 的 調 整 と の 間 に 有 意 な 正 の 相 関 が 示 さ れ ， 外 的 調 整 と の 間 に 有 意 な 負 の 相

関 が 示 さ れ ， 自 律 性 欲 求 の 充 足 は ， さ ら に 取 り 入 れ 的 調 整 と の 間 に も 有 意 な 負 の 相

関 が 示 さ れ た 。 関 係 性 欲 求 の 充 足 は ， 有 能 さ の 欲 求 の 充 足 と 同 様 の 結 果 で あ っ た 。

ま た ， 階 層 的 重 回 帰 分 析 の 結 果 で は ， 有 能 さ の 欲 求 の 充 足 が 内 発 的 調 整 に 対 し て 有

意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ す こ と が 示 さ れ て い る 。  

 Edmunds e t  a l .（ 2007） は ， ダ イ エ ッ ト の た め に 運 動 を 行 っ て い る 肥 満 者 （ 49

名 ） を 対 象 に ， 処 方 さ れ た 運 動 を 続 け て 行 っ て い る 者 と そ う で な い 者 の 間 で ， 自 律

性 サ ポ ー ト ， 心 理 的 欲 求 の 充 足 ， 自 己 決 定 的 な 動 機 づ け ， 運 動 行 動 ， 運 動 に 関 連 し

た 認 知 ， 全 体 的 な 健 康 状 態 （ wel l -be ing） に 違 い が あ る か 検 討 し て い る 。 分 析 の 結

果 ， 運 動 を 続 け て 行 っ て い る 者 は そ う で な い 者 と 比 べ て ， 関 係 性 欲 求 の 充 足 が 有 意

に 高 い こ と が 示 さ れ た 。 ま た ， 自 律 性 欲 求 の 充 足 は ， 外 的 調 整 に 対 し て 有 意 な 負 の

影 響 を 及 ぼ し ，統 合 的 調 整 と 内 発 的 調 整 に 有 意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ す こ と が 示 さ れ た 。

さ ら に ， 自 律 性 欲 求 の 充 足 と 時 間 と の 相 互 作 用 項 は ， 自 己 決 定 的 な 動 機 づ け （ 内 発

的 調 整 ， 統 合 的 調 整 ， 同 一 視 的 調 整 ） に 有 意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ し ， 有 能 さ の 欲 求 の

充 足 と 時 間 と の 相 互 作 用 項 は 内 発 的 調 整 に 有 意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ す こ と が 示 さ れ て

い る 。 こ の 結 果 は ， 心 理 的 欲 求 の 充 足 は よ り 自 己 決 定 的 な 動 機 づ け と 関 連 す る こ と
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を 示 し て い る だ け で な く ， 時 間 と と も に そ の 効 果 が 変 化 す る こ と も 示 唆 し て い る 。  

 Moreno,  López  de  San Román,  Martínez Gal indo,  A lonso,  & Gonzá l ez-Cutre  

（ 2008） は ， 非 競 技 運 動 者 394 名 を 対 象 に ， 3 つ の 基 本 的 心 理 的 欲 求 と 運 動 に 対

す る 動 機 づ け と の 関 係 が 検 討 さ れ て い る 。 こ こ で は ， 動 機 づ け 調 整 ス タ イ ル の 各 得

点 を 使 用 せ ず に ， そ れ ら を 合 成 し て 自 己 決 定 的 な 動 機 づ け の 指 標 で あ る

se l f -determinat ion  index（ SDI） が 算 出 さ れ て 分 析 に 用 い ら れ て い る 。 相 関 分 析

の 結 果 ，3 つ の 心 理 的 欲 求 の 充 足 は い ず れ も SDT と の 間 に 有 意 な 正 の 相 関 が 示 さ れ

て い る 。ま た ，構 造 方 程 式 モ デ リ ン グ に よ る 分 析 の 結 果 ，有 能 さ の 欲 求 の 充 足 と（ 仲

間 と の ）関 係 性 欲 求 の 充 足 が ，SDI に 有 意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ し て お り ，こ の 結 果 は ，

年 齢 や 性 別 に 影 響 を う け な い こ と が 示 さ れ て い る 。  

 先 行 研 究 の 結 果 を ま と め る と ， 全 体 的 な 傾 向 と し て ， 3 つ の 心 理 的 欲 求 の 充 足 は

内 発 的 調 整 や 同 一 視 的 調 整 と い っ た 自 己 決 定 的 な 動 機 づ け と 関 連 し て い る と い え そ

う で あ る 。 ま た ， 非 自 己 決 定 的 な 動 機 づ け に 対 し て は ， 負 の 関 連 に あ る か ， 全 く 関

連 が な い 傾 向 に あ る 。 一 貫 し た 結 果 は 得 ら れ て い な い が ， 確 実 に 言 え る こ と は ， 心

理 的 欲 求 の 充 足 は 自 己 決 定 的 な 動 機 づ け の ほ う が 非 自 己 決 定 的 な 動 機 づ け よ り も 正

の 影 響 を 及 ぼ し や す い 。 本 論 文 で 想 定 さ れ た 患 者 満 足 も 心 理 的 欲 求 の 充 足 を 含 む こ

と か ら ， 本 章 で は 以 上 の 先 行 研 究 の 結 果 を 考 慮 し て 以 下 の 仮 説 を 設 定 し ， 患 者 満 足

と 運 動 に 対 す る 動 機 づ け の 関 連 性 を 検 討 す る こ と と す る 。  

 

仮 説  患 者 満 足 は ，運 動 に 対 す る 非 自 己 決 定 的 な 動 機 づ け（ 取 り 入 れ 的 調 整 ，外 的

調 整 ）や 非 動 機 づ け に 対 し て も よ り も ，運 動 に 対 す る 自 己 決 定 的 な 動 機 づ け

（ 内 発 的 調 整 ， 同 一 視 的 調 整 ） に 対 し て ， 強 い 正 の 関 連 性 を 示 す 。  
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第 2 節  方 法  

 

1） 対 象  

対 象 は ， 医 療 機 関 に お い て ， リ ハ ビ リ サ ー ビ ス を 利 用 し て い る 外 来 患 者 と し た 。

前 章 の 調 査 に お い て 協 力 が 得 ら れ た 者 の う ち ， 189 名 の 外 来 患 者 を 対 象 と し た 。  

 

2） 調 査 項 目  

 患 者 満 足 の 測 定 に は ，第 2 部 で 開 発 さ れ た 欲 求 の 充 足 に 基 づ く 患 者 満 足 測 定 尺 度

を 使 用 し た（ 表 7-1）。測 定 尺 度 は ，前 章 ま で に ，そ の 信 頼 性 や 内 容 的 妥 当 性 ，併 存

的 妥 当 性 ， 因 子 的 妥 当 性 ， 交 差 妥 当 性 が 確 認 さ れ て い る 。 対 象 者 に は ， 測 定 尺 度 の

各 項 目 に 対 し て ，「 全 く 感 じ な い 」（ 1 点 ）か ら「 強 く 感 じ る 」（ 5 点 ）ま で の 5 件 法

で 回 答 を 求 め た 。  

 運 動 に 対 す る 動 機 づ け 調 整 ス タ イ ル の 測 定 に は ， Behaviora l  Regulat ion in  

Exerc ise  Quest ionnaire-2（ 以 下 ， BREQ-2； Markland & Tob in,  2004;  Murc ia ,  

Gimeno,  & Camacho,  2007） を 一 部 修 正 し て 使 用 し た （ 表 7-2）。 BREQ-2 は ， 自

己 決 定 理 論 に 基 づ い て 開 発 さ れ た 尺 度 で あ り ，運 動 に 対 す る 5 つ の 動 機 づ け 調 整 ス

タ イ ル （ 内 発 的 調 整 ， 同 一 視 的 調 整 ， 取 り 入 れ 的 調 整 ， 外 的 調 整 ， 非 動 機 づ け ） を

測 定 す る 19 項 目 か ら 構 成 さ れ て い る 。 BREQ-2 の 初 版 で あ る BREQ（ Mul lan,  

Markland,  & Ing ledew,  1997） は ， BREQ-2 に 含 ま れ て い る 非 動 機 づ け 以 外 の 動

機 づ け 調 整 ス タ イ ル を 測 定 す る 項 目 か ら 構 成 さ れ る 尺 度 で あ り ， そ の 収 束 的 妥 当 性

（ Rose,  Markland,  & Par f i t t ,  2001;  Wi lson,  Rodgers ,  & Fraser ,  2002）， 弁 別

的 妥 当 性 （ Rose et  a l . ,  2001）， 因 子 的 妥 当 性 （ Wilson et  a l . ,  2002）， 予 測 的 妥 当

性 （ Wilson et  a l . ,  2003） が 確 認 さ れ て い る 。 対 象 者 に は ， BREQ-2 の 各 項 目 に 対

し て ，「 全 く あ て は ま ら な い 」（ 1 点 ）か ら「 非 常 に あ て は ま る 」（ 5 点 ）ま で の 5 件

法 で 回 答 を 求 め た 。 な お ， 本 章 で 使 用 し た BREQ-2 の 項 目 で は ，「 運 動 」 と い う 言
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葉 に 代 え て ，「 リ ハ ビ リ 」と い う 言 葉 を 使 用 し た 。そ の 理 由 は ，リ ハ ビ リ と い う 言 葉

の ほ う が ， 対 象 者 に と っ て な じ み や す い と 考 え ら れ た か ら で あ る 。 以 上 の 項 目 の 他

に ，個 人 属 性 に 関 す る 調 査 項 目 と し て ，年 齢，性 別 ，サ ー ビ ス 利 用 期 間 を 用 意 し た 。  

 

表 7-1  欲 求 の充 足 に基 づく患 者 満 足 測 定 尺 度 の項 目  

項目

X1 もっと難しいリハビリであっても、うまくできる自信を感じますか。

X2 もっと難しいリハビリでも、うまくできそうに感じますか。

X3 難しいリハビリを最後までやり遂げて、心地よい気分を感じますか。

X4 リハビリの内容は、自分自身で決めていると感じますか。

X5 どんなリハビリをするかは，自分自身に任せられていると感じますか。

X6 自分が行うリハビリは，自分で自由に選んでいると感じますか。

X7 自分を受け入れてくれるという理由から、リハビリ仲間に結びつきを感じますか。

X8 自分にとって重要な人達と一緒にリハビリをしていて、一体感を感じますか。

X9 リハビリをはじめたきっかけが自分と同じという理由から、リハビリ仲間に友情を感じますか。

X10 リハビリ担当者から暖かく見守られていると感じますか。

X11 リハビリ担当者から支えられていると感じますか。

X12 リハビリをしている間、リハビリ担当者に親しみを感じますか。

X13 リハビリを始めてから，体の動きが良くなったと感じますか。

X14 リハビリを始めてから，不快な症状が軽減したと感じますか。

X15 リハビリを始めてから，健康面の不安が軽減したと感じますか。

内容
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表 7-2  BREQ-2 の項 目  

項目

Y1 リハビリは面白いと思うから。

Y2 リハビリが楽しいから。

Y3 リハビリは心地よい活動だから。

Y4 リハビリに取り組めば、心地よさや満足感が得られるから。

Y5 リハビリの効果は、自分にとって価値があるから。

Y6 リハビリを続けることは、自分にとって重要だから。

Y7 リハビリを続けるための努力は、自分にとって重要だと思うから。

Y8 リハビリを続けなかったら、不安になるから。

Y9 リハビリをしないと罪悪感を感じるから。

Y10 リハビリを休むと、自分を悪く感じるから。

Y11 しばらくリハビリをしなかったら、衰えていくように感じるから。

Y12 他の人たちから、リハビリをすべきだといわれるから。

Y13 友達や家族から、リハビリをすべきだといわれるから。

Y14 リハビリをしないと、周りの人がよく思わないから。

Y15 友達や家族から、リハビリをするようプレッシャーをかけられているから。

Y16 なぜリハビリをしなければいけないのかわからない。

Y17 なぜわざわざリハビリをすべきなのか理解できない。

Y18 リハビリをする目的がわからない。

Y19 リハビリは、時間のむだだと思う。

内容
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3） 手 続 き と 倫 理 的 配 慮  

 対 象 者 が 利 用 す る 施 設 の 理 学 療 法 士 に よ っ て ， 調 査 の 趣 旨 に つ い て 口 頭 説 明 と 紙

面 を 用 い た 説 明 が 行 わ れ た 。 そ の 際 ， 倫 理 的 配 慮 に 関 す る 説 明 は ， こ れ ま で と 同 様

に し て 行 っ た 。 以 上 の 説 明 に つ い て 理 解 し ， 研 究 協 力 の 同 意 が 得 ら れ た 者 の み に 質

問 紙 を 配 布 し た 。 回 答 後 の 質 問 紙 は ， 事 前 に 筆 者 が 用 意 し た 回 収 箱 を 使 用 し て 回 収

し た 。  

 

4） 統 計 解 析  

 統 計 解 析 と し て ， 患 者 満 足 と 運 動 に 対 す る 動 機 づ け 調 整 ス タ イ ル と の 関 連 性 を 検

討 す る た め に ， 相 関 係 数 を 求 め た 。 ま た ， 患 者 満 足 の 下 位 概 念 が 運 動 に 対 す る 動 機

づ け 調 整 ス タ イ ル に 及 ぼ す 影 響 を 検 討 す る た め に ， 回 帰 分 析 を 行 っ た 。 以 上 の 統 計

解 析 で は 有 意 水 準 を 5％ 未 満 と し た 。 こ れ ら の 統 計 解 析 に は ， SPSS ver16.0  for  

Windows を 使 用 し た 。  

 

第 3 節  結 果  

 

1） 対 象 者 の 個 人 属 性  

 対 象 者 の 年 齢 は 65.8±14.2 歳 で あ っ た 。性 別 は ，男 性 59 名 ，女 性 126 名 ，不 明

4 名 で あ っ た 。 サ ー ビ ス 利 用 期 間 は ， 22.3±32.8 カ 月 で あ っ た 。  
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2） 項 目 得 点 と 尺 度 得 点 の 記 述 統 計 量 と 信 頼 性 係 数  

 項 目 得 点 と 尺 度 得 点 の 記 述 統 計 量 と 信 頼 性 係 数 （ α 係 数 ） を 表 7-3， 表 7-4， 表

7-5 に 示 し た 。各 尺 度 の α 係 数 は ，同 一 視 的 調 整 尺 度 を 除 き .700 以 上 で あ り ，高 い

内 的 一 貫 性 が 確 認 で き た 。同 一 視 的 調 整 尺 度 の α 係 数 は .677 と や や 低 か っ た が ，内

的 一 貫 性 の 高 さ の 判 断 基 準 を .  600～ .700 以 上 （ 小 塩 ,  2004） と す れ ば ， 十 分 と は

言 え な い ま で も 分 析 に は 耐 え う る と 判 断 し ， そ の 後 の 分 析 に 含 め た 。 ま た ， 正 規 性

の 検 定 を 行 っ た 結 果 ， 各 下 位 尺 度 の 得 点 は 正 規 分 布 し て い る と は い え な い こ と が 示

さ れ た 。  

 

表 7-3  欲 求 の充 足 に基 づく患 者 満 足 測 定 尺 度 の項 目 得 点 の記 述 統 計 量  

項目 平均値
標準偏差
（SD）

平均値－SD 平均値＋SD 歪度 尖度

X1 もっと難しいリハビリであっても、うまくできる自信を感じますか。 3.63 .84 4.48 2.79 -.41 .40

X2 もっと難しいリハビリでも、うまくできそうに感じますか。 3.53 .88 4.42 2.65 -.39 .22

X3 難しいリハビリを最後までやり遂げて、心地よい気分を感じますか。 4.04 .90 4.95 3.14 -1.00 1.26

X4 リハビリの内容は、自分自身で決めていると感じますか。 2.82 1.14 3.96 1.68 -.10 -.85

X5 どんなリハビリをするかは，自分自身に任せられていると感じますか。 2.79 1.20 4.00 1.59 .04 -.97

X6 自分が行うリハビリは，自分で自由に選んでいると感じますか。 2.52 1.18 3.70 1.34 .21 -.98

X7 自分を受け入れてくれるという理由から、リハビリ仲間に結びつきを感じますか。 3.43 1.23 4.66 2.20 -.62 -.55

X8 自分にとって重要な人達と一緒にリハビリをしていて、一体感を感じますか。 3.41 1.17 4.57 2.24 -.58 -.47

X9 リハビリをはじめたきっかけが自分と同じという理由から、リハビリ仲間に友情を感じますか。 3.46 1.22 4.67 2.24 -.64 -.48

X10 リハビリ担当者から暖かく見守られていると感じますか。 4.35 .67 5.02 3.68 -.87 .92

X11 リハビリ担当者から支えられていると感じますか。 4.37 .69 5.06 3.67 -1.02 1.26

X12 リハビリをしている間、リハビリ担当者に親しみを感じますか。 4.43 .63 5.06 3.80 -.91 1.04

X13 リハビリを始めてから，体の動きが良くなったと感じますか。 4.40 .67 5.07 3.74 -.89 .60

X14 リハビリを始めてから，不快な症状が軽減したと感じますか。 4.02 .91 4.93 3.11 -1.02 1.07

X15 リハビリを始めてから，健康面の不安が軽減したと感じますか。 4.05 .84 4.90 3.21 -.91 1.10

内容
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表 7-4  BREQ-2 の項 目 得 点 の記 述 統 計 量  

項目 平均値
標準偏差
（SD）

平均値－SD 平均値＋SD 歪度 尖度

Y1 リハビリは面白いと思うから。 3.16 1.16 4.31 2.00 -.34 -.68

Y2 リハビリが楽しいから。 3.18 1.20 4.38 1.98 -.37 -.72

Y3 リハビリは心地よい活動だから。 3.71 1.19 4.90 2.52 -.84 -.11

Y4 リハビリに取り組めば、心地よさや満足感が得られるから。 4.01 1.02 5.03 2.99 -1.38 1.85

Y5 リハビリの効果は、自分にとって価値があるから。 4.60 .63 5.23 3.96 -1.96 5.91

Y6 リハビリを続けることは、自分にとって重要だから。 4.72 .47 5.20 4.25 -1.32 .50

Y7 リハビリを続けるための努力は、自分にとって重要だと思うから。 4.74 .51 5.24 4.23 -2.03 4.78

Y8 リハビリを続けなかったら、不安になるから。 3.99 .95 4.93 3.04 -1.24 1.76

Y9 リハビリをしないと罪悪感を感じるから。 2.92 1.37 4.28 1.55 -.15 -1.25

Y10 リハビリを休むと、自分を悪く感じるから。 3.13 1.33 4.46 1.80 -.34 -1.08

Y11 しばらくリハビリをしなかったら、衰えていくように感じるから。 4.05 .98 5.03 3.07 -1.30 1.77

Y12 他の人たちから、リハビリをすべきだといわれるから。 2.54 1.32 3.86 1.22 .27 -1.24

Y13 友達や家族から、リハビリをすべきだといわれるから。 2.78 1.44 4.22 1.34 .04 -1.46

Y14 リハビリをしないと、周りの人がよく思わないから。 1.93 1.01 2.94 .92 .70 -.60

Y15 友達や家族から、リハビリをするようプレッシャーをかけられているから。 1.95 1.15 3.09 .80 1.02 .01

Y16 なぜリハビリをしなければいけないのかわからない。 1.93 1.32 3.25 .61 1.18 -.04

Y17 なぜわざわざリハビリをすべきなのか理解できない。 1.79 1.23 3.02 .56 1.51 1.10

Y18 リハビリをする目的がわからない。 1.71 1.23 2.94 .48 1.74 1.83

Y19 リハビリは、時間のむだだと思う。 1.38 .78 2.16 .60 2.40 6.03

内容

 

表 7-5  尺 度 得 点 の記 述 統 計 量 と α 係 数   

α係数 平均－SD 平均＋SD

1．患者満足 .826 55.3 ± 7.8 47.4 63.1

1.1 有能さの欲求の充足 .799 11.2 ± 2.2 9.0 13.4

1.2 自律性欲求の充足 .839 8.1 ± 3.1 5.1 11.2

1.3 参加者との関係性欲求の充足 .903 10.3 ± 3.3 7.0 13.6

1.4 担当者との関係性欲求の充足 .864 13.1 ± 1.8 11.4 14.9

1.5 生理的欲求の充足 .814 12.5 ± 2.1 10.4 14.6

2．動機づけ調整スタイル

2.1 内発的調整 .879 14.1 ± 3.9 10.1 18.0

2.2 同一視的調整 .677 18.0 ± 1.9 16.1 19.9

2.3 取り入れ的調整 .745 10.1 ± 3.0 7.1 13.1

2.4 外的調整 .898 9.2 ± 4.3 4.9 13.5

2.5 非動機づけ .866 6.8 ± 3.9 2.9 10.7

　　  平均±SD
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3） 患 者 満 足 と 運 動 に 対 す る 動 機 づ け 調 整 ス タ イ ル と の 相 関 分 析  

患 者 満 足 と 運 動 に 対 す る 動 機 づ け 調 整 ス タ イ ル と の 関 連 性 を 検 討 す る た め に ，

Spearman の 順 位 相 関 係 数 を 求 め た（ 表 7-6）。患 者 満 足（ 測 定 尺 度 の 合 計 得 点 ）に

は ，非 動 機 づ け を 除 く 動 機 づ け 調 整 ス タ イ ル と の 間 に 有 意 な 正 の 相 関 が 認 め ら れ た 。

な お ， 患 者 満 足 と の 相 関 係 数 は ， 自 己 決 定 的 な 動 機 づ け 調 整 ス タ イ ル ほ ど 高 い こ と

が 示 さ れ た 。  

 

表 7-6  患 者 満 足 と運 動 に対 する動 機 づけ調 整 スタイルの  

Spearman の順 位 相 関 係 数  

内発的調整 .478***

同一視的調整 .470***

取り入れ的調整 .406***

外的調整 .236**

非動機づけ .028

**p <.01 ***p <.001

患者満足
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次 に ， 患 者 満 足 の 下 位 概 念 と 各 動 機 づ け 調 整 ス タ イ ル と の 相 関 係 数 （ 表 7-7） を

み て み る と ， い ず れ の 下 位 概 念 も 動 機 づ け 調 整 ス タ イ ル と の 間 に 有 意 な 相 関 が 認 め

ら れ た 。た だ し ，一 部 の 動 機 づ け 調 整 ス タ イ ル と の 間 に は 相 関 が 認 め ら れ な か っ た 。  

 

 

 

 

表 7-7  患 者 満 足 の下 位 概 念 と運 動 に対 する動 機 づけ調 整 スタイルの  

Spearman の順 位 相 関 係 数  

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4

1．患者満足

1.1 有能さの欲求の充足

1.2 自律性欲求の充足 .182*

1.3 参加者との関係性欲求の充足 .314*** .361***

1.4 担当者との関係性欲求の充足 .268*** -.051 .322***

1.5 生理的欲求の充足 .361*** -.014 .277*** .451***

2．動機づけ調整スタイル

2.1 内発的調整 .249*** .285*** .417*** .229** .343***

2.2 同一視的調整 .369*** .089 .343*** .383*** .469*** .378***

2.3 取り入れ的調整 .324*** .300*** .390*** .107 .116 .366*** .457***

2.4 外的調整 .124 .328*** .217** -.018 -.064 .201*** -.011 .343***

2.5 非動機づけ -.027 .235** .006 -.128 -.247***.088 -.226** .191** .455***

*p <.05  **p <.01 ***p <.001
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4） 運 動 に 対 す る 動 機 づ け 調 整 ス タ イ ル を 従 属 変 数 と し た カ テ ゴ リ カ ル 回 帰 分 析  

 患 者 満 足 の 下 位 概 念 を 独 立 変 数 と し ， 運 動 に 対 す る 各 動 機 づ け 調 整 ス タ イ ル を 従

属 変 数 と し た カ テ ゴ リ カ ル 回 帰 分 析（ 石 村 ,  2005）の 結 果 を 表 7-8 に 示 し た 。い ず

れ の 回 帰 式 も 有 意 で あ り ，調 整 済 み R 2 値 は .132 か ら .320 の 範 囲 に 示 さ れ た 。内 発

的 調 整 を 従 属 変 数 と し た 結 果 で は ， 自 律 性 欲 求 の 充 足 ， 参 加 者 と の 関 係 性 欲 求 の 充

足 が 有 意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ し て い た 。 ま た ， 同 一 視 的 調 整 を 従 属 変 数 と し た 結 果 で

は ， 担 当 者 と の 関 係 性 欲 求 の 充 足 ， 生 理 的 欲 求 の 充 足 が 有 意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ し て

い た 。 そ し て ， 取 り 入 れ 的 調 整 を 従 属 変 数 と し た 結 果 で は ， 有 能 さ の 欲 求 の 充 足 ，

自 律 性 欲 求 の 充 足 ，参 加 者 と の 関 係 性 欲 求 の 充 足 が 有 意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ し て い た 。

外 的 調 整 を 従 属 変 数 と し た 結 果 で は ， 自 律 性 欲 求 の 充 足 の み 有 意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ

し て い た 。 非 動 機 づ け を 従 属 変 数 と し た 結 果 で は ， 自 律 性 欲 求 の 充 足 が 正 の 影 響 を

及 ぼ し ， 生 理 的 欲 求 の 充 足 が 負 の 影 響 を 及 ぼ し て い た 。 以 上 の 結 果 か ら ， 患 者 満 足

の 下 位 概 念 は ， 運 動 に 対 す る 動 機 づ け に 影 響 を 及 ぼ す も の の ， そ の 影 響 の 程 度 は 患

者 満 足 の 下 位 概 念 ご と に 異 な る こ と が 示 さ れ た 。  

 

表 7-8  運 動 に対 する各 動 機 づけ調 整 スタイルを従 属 変 数 とした  

カテゴリカル回 帰 分 析 の結 果  

内発的調整 同一視的調整 取り入れ的調整 外的調整 非動機づけ

有能さの欲求の充足 .096 .183 .261* .227 .162

自律性欲求の充足 .278*** .100 .209*** .252** .336**

参加者との関係性欲求の充足 .300*** .158 .347*** .206 ‐.110

担当者との関係性欲求の充足 .071 .224** ‐.084 .078 .088

生理的欲求の充足 .219 .292** ‐.115 ‐.204 ‐.343*

F 値 6.126*** 5.653*** 3.089*** 2.593*** 2.622***

調整済みR 2
値 .304 .320 .211 .132 .134

*p <.05  **p <.01 ***p <.001
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第 4 節  考 察  

 

1） 患 者 満 足 と 運 動 に 対 す る 自 己 決 定 的 な 動 機 づ け と の 関 連 性  

 患 者 満 足 と 運 動 に 対 す る 各 動 機 づ け 調 整 ス タ イ ル と の 相 関 係 数 は ， 最 も 自 己 決 定

的 な 動 機 づ け 調 整 ス タ イ ル で あ る 内 発 的 調 整 が 最 も 高 く ， 自 己 決 定 の 程 度 が 小 さ い

動 機 づ け 調 整 ス タ イ ル ほ ど 低 く な っ て い た 。 内 発 的 調 整 や 同 一 視 的 調 整 と い っ た よ

り 自 己 決 定 的 な 動 機 づ け と 患 者 満 足 が 関 連 し て い た 理 由 は ， 欲 求 の 充 足 に 基 づ い て

構 成 さ れ た 患 者 満 足 の 要 因 に あ る と 考 え ら れ る 。 患 者 満 足 に は ， 有 能 さ の 欲 求 の 充

足 ， 自 律 性 欲 求 の 充 足 ， 関 係 性 欲 求 の 充 足 と い っ た ， 行 動 が も つ 価 値 や 重 要 性 を 自

己 に 内 面 化 さ せ る と 考 え ら れ る 要 因 か ら 構 成 さ れ て い る 。 自 己 決 定 性 の 程 度 か ら 動

機 づ け 概 念 を 理 論 化 し た Ryan & Deci（ 2000） に よ る と ， 有 能 さ の 知 覚 は そ の 活

動 が も つ 価 値 の 内 面 化 を 促 進 さ せ る 。 ま た ， 有 能 さ の 知 覚 と 同 様 に ， 他 者 と の つ な

が り も 行 動 が も つ 価 値 の 内 面 化 に 寄 与 し ， さ ら に ， 自 律 性 が 支 援 さ れ る よ う な 文 脈

に お い て ，自 己 決 定 的 な 動 機 づ け の 調 整 が も た ら さ れ る 。こ の よ う に 有 能 さ の 知 覚 ，

他 者 と の つ な が り ， 自 律 性 の 支 援 に は ， 活 動 が も つ 価 値 や 重 要 性 を 自 己 に 内 面 化 さ

せ る 機 能 が あ る と 考 え ら れ て い る 。 そ し て ， こ れ ら は そ れ ぞ れ ， 有 能 さ の 欲 求 の 充

足 ， 自 律 性 欲 求 の 充 足 ， 関 係 性 欲 求 の 充 足 と 概 念 的 に 一 致 す る か ， も し く は こ れ ら

の 欲 求 を 充 足 さ せ る 社 会 的 環 境 要 因 で あ る と い え る 。 先 行 研 究 に お い て も ， 運 動 仲

間 と の 関 係 性 欲 求 の 充 足 は ， 自 己 決 定 性 の 高 い 動 機 づ け （ Standage,  Duda,  & 

Ntoumanis ,  2003） や 内 発 的 動 機 づ け （ Hol lembeak & Amorose ,  2005） に 有 意

な 影 響 を 及 ぼ し （ 藤 田 ・ 杉 原 ,  2007;  Peddle ,  P lontnikof f ,  Wi ld ,  Au,  & Courneya,  

2008）， さ ら に は ， 自 律 性 欲 求 の 充 足 は ， 内 発 的 調 整 に 有 意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ す

（ Standage e t  a l . ,  2003;  Hol lembeak & Amorose ,  2005） こ と が 示 さ れ て い る 。

本 章 で 行 っ た カ テ ゴ リ カ ル 回 帰 分 析 の 結 果 に お い て も ， こ れ ら の 欲 求 の 充 足 は 内 発

的 調 整 や 同 一 視 的 調 整 に 対 し て 有 意 な 影 響 を 及 ぼ す こ と が 認 め ら れ て い る 。 し た が
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っ て ， 患 者 満 足 は 運 動 が も つ 価 値 や 重 要 性 の 内 面 化 を 促 し ， 自 己 決 定 的 な 動 機 づ け

を 促 進 す る と 考 え ら れ る 。  

 

2） 患 者 満 足 と 運 動 に 対 す る 非 自 己 決 定 的 な 動 機 づ け と の 関 連 性  

 一 方 ， 患 者 満 足 と 取 り 入 れ 的 調 整 と の 間 に も 有 意 な 正 の 相 関 が 認 め ら れ た 。 そ の

う え ， カ テ ゴ リ カ ル 回 帰 分 析 の 結 果 に お い て ， 有 能 さ の 欲 求 の 充 足 ， 自 律 性 欲 求 の

充 足 ， 参 加 者 と の 関 係 性 欲 求 の 充 足 は ， 取 り 入 れ 的 調 整 に 有 意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ す

こ と が 示 さ れ た 。 Ryan & Deci（ 2000）に よ る と ，そ の 人 に と っ て 重 要 な 関 係 集 団

が そ の 活 動 を 認 め て お り ，有 能 さ や 他 者 と の つ な が り が 感 じ ら れ る 文 脈 に お い て は ，

取 り 入 れ 的 調 整 が も た ら さ れ る こ と も あ る 。 先 行 研 究 に お い て も ， 参 加 者 と の 関 係

性 欲 求 の 充 足 は ， 自 己 決 定 性 の 低 い 外 発 的 動 機 づ け を 促 進 さ せ る こ と が 報 告 さ れ て

い る （ Standage e t  a l . ,  2003）。 本 章 の 対 象 者 が 運 動 や 運 動 療 法 に 取 り 組 む こ と の

価 値 や 重 要 性 を ， 本 章 の 対 象 者 に と っ て 重 要 な 人 々 が 認 め て い た と 仮 定 す れ ば ， 有

能 さ の 欲 求 の 充 足 や 参 加 者 と の 関 係 性 欲 求 の 充 足 が 取 り 入 れ 的 調 整 に 影 響 を 及 ぼ し

て い た 本 章 の 結 果 も ，Ryan & Deci（ 2000）の 指 摘 や 先 行 研 究 の 結 果 と 矛 盾 し な い 。

そ の う え ， 運 動 療 法 を 処 方 し た 医 師 や 理 学 療 法 士 だ け で な く ， 本 章 の 対 象 者 を 取 り

巻 く 家 族 や 友 人 も 含 め て ， 運 動 に よ っ て 対 象 者 に も た ら さ れ る 恩 恵 を 認 め て い な い

と は 考 え に く く ， 前 述 の 仮 定 は 積 極 的 に 否 定 で き な い 。 以 上 の こ と か ら ， 患 者 満 足

が 取 り 入 れ 的 調 整 に 影 響 を 及 ぼ す こ と は 十 分 に 考 え ら れ よ う 。  

ま た ， 患 者 満 足 と 外 的 調 整 と の 間 に 有 意 な 正 の 相 関 が 認 め ら れ ， カ テ ゴ リ カ ル 回

帰 分 析 の 結 果 で は 自 律 性 欲 求 の 充 足 が 外 的 調 整 お よ び 非 動 機 づ け に 対 し て 有 意 な 正

の 影 響 を 及 ぼ す こ と が 示 さ れ た 。 先 行 研 究 で は ， 自 律 性 欲 求 の 充 足 は ， 外 的 調 整 や

非 動 機 づ け と い っ た 自 己 決 定 性 の 低 い 動 機 づ け を 抑 制 さ せ る と い う 報 告

（ Edmunds et  a l . ,  2007;  藤 田・杉 原 ,  2007;  Peddle  e t  a l . ,  2008）が あ る 一 方 で ，

動 機 づ け の 自 己 決 定 性 に 影 響 を 及 ぼ さ な い と い う 報 告 （ Murc ia ,  Román,  Gal indo,  
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Alonso,  & Gonzá lez-Cutre ,  2008） も あ り ， 結 果 は 一 貫 し て い な い 。 結 果 が 一 貫

し な い 理 由 を 検 討 す る う え で ，Skinner  & Be lmont（ 1993）の 見 解 は 参 考 に な る 。

Skinner  & Be lmont（ 1993） に よ れ ば ， 自 律 性 欲 求 の 充 足 と は ， 行 動 選 択 の 自 由

を あ た え ， 外 圧 や 強 制 を 与 え な い こ と で あ る 。 自 律 性 欲 求 の 充 足 に は ， 人 か ら 指 示

を 受 け る の で は な く ， 自 己 決 定 す る 場 面 が 多 く 提 供 さ れ る こ と が 重 要 と な る 。 し か

し な が ら ， 行 動 選 択 の 自 由 が 与 え ら れ て も ， 本 人 に 自 己 決 定 す る 力 あ る い は 自 己 決

定 す る 自 信 が な い と ， そ の 自 由 自 体 が 圧 力 に な る こ と も 十 分 に 予 想 さ れ る 。 そ の 意

味 で は ， 自 己 選 択 の た め の 何 ら か の 方 向 づ け が な さ れ た 後 で ， つ ま り ， 完 全 に 主 体

的 に 選 択 で き る と い う 準 備 体 制 が 整 っ た 後 で ， こ の 欲 求 が 本 当 の 意 味 で 充 足 さ れ る

と 考 え ら れ て い る （ 速 水 ,  1998）。 こ の よ う に 考 え る と ， リ ハ ビ リ サ ー ビ ス を 利 用

す る 患 者 は ， 行 動 選 択 の 自 由 が 与 え ら れ て い る と 感 じ つ つ も ， 実 際 は 自 己 決 定 す る

力 あ る い は 自 信 が な い た め に ， そ の 自 由 が 圧 力 と な っ て し ま う こ と が あ る の か も し

れ な い 。 こ の よ う に ， 自 律 性 欲 求 の 充 足 が 外 的 調 整 に 及 ぼ す 影 響 は ， 本 人 の 自 己 決

定 す る 力 あ る い は 自 信 に よ っ て 異 な る 可 能 性 も あ る た め ， 結 果 が 一 貫 し な い も の と

考 え ら れ る 。 い ず れ に し て も ， 患 者 満 足 が 外 的 調 整 に ど の よ う な 影 響 を 及 ぼ す か と

い う 問 題 に つ い て は ， 引 き 続 き 研 究 を 積 み 重 ね て 結 論 す る 必 要 が あ ろ う 。 た だ し ，

患 者 満 足 と 外 的 調 整 お よ び 非 動 機 づ け と の 間 の 相 関 係 数 は 相 対 的 に 低 く ， さ ら に ，

カ テ ゴ リ カ ル 回 帰 分 析 の 結 果 で 示 さ れ た 調 整 済 み R 2 値 も 相 対 的 に 大 き く な か っ た 。

し た が っ て ， 患 者 満 足 も し く は そ の 下 位 概 念 が 外 的 調 整 お よ び 非 動 機 づ け に 及 ぼ す

影 響 に つ い て 結 論 で き な い と し て も ， そ の 影 響 力 に 関 し て い え ば ， 内 発 的 調 整 や 同

一 視 的 調 整 と い っ た 自 己 決 定 性 の 高 い 動 機 づ け 調 整 ス タ イ ル に 対 す る 影 響 力 と 比 べ

て 小 さ い と 考 え ら れ る 。 以 上 よ り ， 本 章 の 仮 説 「 患 者 満 足 は ， 運 動 に 対 す る 非 自 己

決 定 的 な 動 機 づ け （ 取 り 入 れ 的 調 整 ， 外 的 調 整 ） や 非 動 機 づ け に 対 し て も よ り も ，

運 動 に 対 す る 自 己 決 定 的 な 動 機 づ け （ 内 発 的 調 整 ， 同 一 視 的 調 整 ） に 対 し て ， 強 い

正 の 関 連 性 を 示 す 」 は 支 持 で き る と い え る 。  
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第 5 節  ま と め  

 

 医 療 サ ー ビ ス に お け る 患 者 満 足 が 運 動 に 対 す る 動 機 づ け に 及 ぼ す 影 響 を 明 ら か に

す る と い う 本 論 文 の 目 的 の た め に ， 本 章 で は ， 運 動 療 法 に 取 り 組 む 外 来 患 者 の 満 足

と 運 動 に 対 す る 動 機 づ け と の 関 連 性 を 検 討 し た 。 患 者 満 足 の 測 定 に は ， 本 論 文 第 3

部 に お い て そ の 妥 当 性 が 確 認 さ れ た ， 欲 求 の 充 足 に 基 づ く 患 者 満 足 測 定 尺 度 を 使 用

し た 。運 動 に 対 す る 動 機 づ け の 測 定 に は ， BREQ-2 を 使 用 し た 。運 動 療 法 に 取 り 組

ん で い る 外 来 患 者 189 名 の デ ー タ を 使 用 し て ，相 関 係 数 の 算 出 お よ び カ テ ゴ リ カ ル

回 帰 分 析 を 行 っ た 。 そ の 結 果 ， 患 者 満 足 や 患 者 満 足 の 下 位 概 念 は ， 運 動 に 対 す る 自

己 決 定 的 な 動 機 づ け と 有 意 に 関 連 し ， そ の 関 連 性 の 強 さ は ， 運 動 に 対 す る 非 自 己 決

定 的 な 動 機 づ け と の 関 連 性 よ り も 大 き い こ と が 認 め ら れ た 。 以 上 の 結 果 か ら ， 医 療

サ ー ビ ス に お け る 患 者 満 足 は ， 運 動 に 対 す る 非 自 己 決 定 的 な 動 機 づ け よ り も ， 自 己

決 定 的 な 動 機 づ け と 強 く 関 連 し て い る こ と が 確 認 さ れ た 。
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第 8 章 患者満足が運動に対する動機づけの促進を介して運動の継続に及

ぼす影響の検討  

 

第 1 節  は じ め に  

 

 前 章 で は ，患 者 満 足 が 運 動 に 対 す る 動 機 づ け に 及 ぼ す 影 響 に つ い て 検 討 す る た め ，

リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン （ 以 下 ， リ ハ ビ リ ） サ ー ビ ス を 利 用 し て い る 外 来 患 者 か ら デ ー

タ を 収 集 し ， 自 己 決 定 理 論 の 枠 組 み を 応 用 し て 患 者 満 足 と 運 動 に 対 す る 動 機 づ け 調

整 ス タ イ ル と の 関 連 性 に つ い て 分 析 を 行 っ た 。 そ の 結 果 ， 患 者 満 足 は ， 運 動 に 対 す

る 非 自 己 決 定 的 な 動 機 づ け 調 整 ス タ イ ル よ り も ， 自 己 決 定 的 な 動 機 づ け 調 整 ス タ イ

ル と ， 強 く 関 連 し て い る こ と が 示 さ れ た 。 次 に ， 本 章 で は ， 患 者 満 足 は ， 運 動 に 対

す る 自 己 決 定 的 な 動 機 づ け の 促 進 を 介 し て 運 動 の 継 続 に 影 響 を 及 ぼ す か ど う か に つ

い て 検 討 す る こ と と す る 。  

 運 動 の 継 続 は ， わ が 国 に お い て ， 健 康 の 維 持 増 進 の た め に 推 奨 さ れ て い る 活 動 で

あ る 。 厚 生 労 働 白 書 （ 2003b） で は ，「 糖 尿 病 を 始 め と す る 生 活 習 慣 病 の 予 防 に は ，

バ ラ ン ス の と れ た 食 事 に 加 え て 適 度 な 運 動 を 生 活 習 慣 と し て 定 着 さ せ て い く こ と が

重 要 で あ る 」と 記 載 さ れ て い る 。ま た ，厚 生 労 働 省 が 中 心 と な っ て ，「 健 康 づ く り の

た め の 運 動 所 要 量 」（ 1989），「 健 康 づ く り の た め の 運 動 指 針 」（ 1993），「 健 康 づ く

り の た め の 運 動 基 準 」（ 2006） が 策 定 さ れ ， 運 動 の 継 続 の 普 及 に 熱 心 に 取 り 組 ん で

い る 。 さ ら に ，「 健 康 日 本 21」（ 2000） に お い て も ， 運 動 を 継 続 し て 行 う こ と が 推

奨 さ れ て お り ， 日 常 身 体 活 動 量 が 多 い 人 や ， 運 動 を 定 期 的 に 行 っ て い る 人 は ， 生 活

習 慣 病 の 疾 病 率 や 死 亡 率 が 低 い こ と が 認 め ら れ て い る 。 加 え て ， 運 動 や 身 体 活 動 を

行 う こ と に よ っ て ， 好 ま し い 心 理 的 効 果 が 得 ら れ る こ と も 報 告 さ れ て い る （ 竹 中 ,  

2000）。  

人 が 運 動 を 始 め て か ら 定 期 的 に 運 動 を 継 続 す る よ う に な る 過 程 で ， 動 機 づ け が ど
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の よ う に 変 化 し て い く か を 検 討 す る こ と は ，運 動 ア ド ヒ ア ラ ン ス（ Meichenbaum & 

Turk,  1987） の 強 化 を 考 え る 上 で 重 要 で あ る 。 ア ド ヒ ア ラ ン ス と は ，「 個 人 お よ び

ヘ ル ス ケ ア の 専 門 家 が ， 相 互 に 満 足 し ， 肯 定 的 な 健 康 関 連 の 結 果 を 導 く よ う な 一 連

の 活 動 が 継 続 し ，随 意 的 で 自 由 選 択 的 な 過 程 」と 定 義 さ れ て い る 。近 年 ，Prochaska 

& DiClemente（ 1983） に よ っ て 体 系 化 さ れ た 行 動 変 容 の 段 階 モ デ ル （ The stages 

o f  change model） は ， 喫 煙 や ア ル コ ー ル 乱 用 な ど の 行 動 変 容 を 中 心 に 発 展 し て お

り ，健 康 行 動 の 一 部 と し て 運 動（ 例 え ば ， Marcus & S imkin ,  1993）に も 応 用 さ れ

て い る （ 岡 ， 2000）。  

こ こ で ， 自 己 決 定 理 論 を 応 用 し て 運 動 に 対 す る 動 機 づ け と 行 動 変 容 と の 関 連 に つ

い て 検 討 さ れ た 既 存 研 究 を 概 観 す る 。 Mullan & Markland（ 1997） は ， 運 動 行 動

の 調 整 に お け る 自 己 決 定 と 運 動 段 階 の 変 容 と の 関 連 を 検 討 す る た め に ， 314 名 の デ

ー タ を 使 用 し て 判 別 分 析 を 行 っ て い る 。 男 女 別 に 分 析 を 行 っ た 結 果 ， 内 発 的 調 整 と

同 一 視 的 調 整 は ， 運 動 段 階 を 有 意 に 判 別 で き る 変 数 で あ る こ と が 示 さ れ て い る 。  

Rose ,  Par f i t t ,  & Wi l l iams（ 2005）で は ，運 動 を 行 う 因 果 志 向 性 と 行 動 の 変 容 段

階 と の 関 連 性 の 検 討 に 加 え ， 運 動 に 対 す る 動 機 づ け が 運 動 の 行 動 変 容 の 段 階 を 判 別

で き る か に つ い て 検 討 さ れ て い る 。ボ ラ ン テ ィ ア と し て 参 加 し た 184 名 の デ ー タ を

使 用 し て 分 析 が 行 わ れ た 結 果 ， 同 一 視 的 調 整 と 取 り 入 れ 的 調 整 の み が ， 行 動 変 容 の

段 階 を 区 別 で き る こ と が 示 さ れ て い る 。  

Dacey,  Bal tze l l ,  & Zaichkowsky（ 2008） は ， 運 動 を 行 う 動 機 に よ っ て 活 動 の

レ ベ ル （ 不 活 発 ＜ 活 発 ＜ 維 持 ） が 判 別 で き る か 検 討 す る た め に ， 地 域 の プ ラ イ マ リ

ケ ア を 担 う 医 療 機 関 に 通 う 643 名 の 外 来 患 者 を 対 象 に ，運 動 に 対 す る 動 機 づ け と 運

動 行 動 の 変 容 段 階 を 調 査 し て い る 。 分 散 分 析 の 結 果 で は ， 6 つ あ る 動 機 の う ち ， 1

つ だ け（ 体 重 管 理 の た め ）は ，活 動 の レ ベ ル 間 で 有 意 な 差 が 認 め ら れ ず ，他 の 5 つ

の 動 機 は 活 動 レ ベ ル が 高 ま る ほ ど 高 く な る 傾 向 が 示 さ れ た 。 そ し て ， 性 別 と 年 齢 に

よ っ て 分 類 さ れ た 12 集 団 ご と に 判 別 分 析 が 行 わ れ た 結 果 ， 運 動 動 機 の う ち ， 自 己
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決 定 理 論 に お け る 内 発 的 動 機 づ け に あ た る 「 楽 し い か ら 」 と い う 動 機 は ， 6 集 団 に

お い て 有 意 な 判 別 力 を も つ こ と が 示 さ れ た 。 ま た ， 自 己 決 定 的 な 外 発 的 動 機 づ け に

相 当 す る 「 健 康 や 体 力 づ く り の た め 」 も ， 1 集 団 に お い て 有 意 な 判 別 力 を も つ こ と

が 示 さ れ て い た 。一 方 ，「 外 見 の た め 」と い っ た 非 自 己 決 定 的 な 外 発 的 動 機 は ，ど の

集 団 に お い て も 活 動 レ ベ ル を 判 別 で き な か っ た 。 こ の 結 果 は ， よ り 自 己 決 定 的 な 動

機 ほ ど ， 活 動 レ ベ ル を 判 別 し や す い こ と が 示 唆 さ れ て い る と い え る 。  

が ん 患 者 414 名 を 対 象 に 調 査 を 行 っ た Peddle  e t  a l .（ 2008） は ， 心 理 的 欲 求 の

充 足 ， 動 機 づ け 調 整 ス タ イ ル ， 運 動 行 動 の 頻 度 と い っ た 変 数 の 因 果 関 係 を パ ス 解 析

に よ っ て 検 討 し て い る 。 分 析 の 結 果 ， 有 能 さ の 欲 求 の 充 足 は 同 一 視 的 調 整 に 有 意 な

正 の 影 響 を 及 ぼ し ， 自 律 性 欲 求 の 充 足 は 取 り 入 れ 的 調 整 に 有 意 な 負 の 影 響 を 及 ぼ す

こ と が 示 さ れ て い る 。 ま た ， 関 係 性 の 欲 求 の 充 足 は ， 同 一 視 的 調 整 と 取 り 入 れ 的 調

整 に 正 の 影 響 を 及 ぼ す 結 果 が 得 ら れ て い る 。 そ し て ， 運 動 行 動 の 頻 度 に 対 し て は ，

同 一 視 的 調 整 と 取 り 入 れ 的 調 整 が 有 意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ し て い る 。 な お ， 内 発 的 調

整 は ， パ ス 解 析 に お い て 心 理 的 欲 求 の 充 足 か ら は 有 意 な 影 響 を 及 ぼ さ れ ず ， 運 動 行

動 の 頻 度 に も 影 響 を 及 ぼ し て い な い 。 Peddle  e t  a l .（ 2008）は ，運 動 の 変 容 段 階 で

は な く 運 動 の 頻 度 を 従 属 変 数 と し て 扱 わ れ て い る が ， 頻 度 は 客 観 的 な 変 数 と い え る

た め ， 同 一 視 的 調 整 や 取 り 入 れ 的 調 整 は 実 際 の 行 動 に 影 響 を 及 ぼ す こ と が 示 さ れ て

い る 。  

以 上 の 報 告 に お い て ， 運 動 の 変 容 段 階 や 運 動 の 頻 度 に 影 響 を 及 ぼ す 動 機 づ け 調 整

ス タ イ ル と し て ， 内 発 的 調 整 や 同 一 視 的 調 整 と い っ た 自 己 決 定 的 な 動 機 づ け 調 整 ス

タ イ ル が 挙 げ ら れ て い る 。 取 り 入 れ 的 調 整 も 運 動 の 頻 度 に 影 響 を 及 ぼ す こ と が 示 さ

れ て い た が ，外 的 調 整 や 非 動 機 づ け は 有 意 な 変 数 と し て 挙 げ ら れ な か っ た こ と か ら ，

運 動 の 行 動 変 容 の 段 階 へ の 影 響 は ， 運 動 に 対 す る 自 己 決 定 的 な 動 機 づ け ほ ど 影 響 を

及 ぼ し や す い こ と が 予 想 さ れ る 。 そ こ で ， 本 章 で は ， 前 章 の 結 果 か ら 導 出 さ れ る 仮

説 を 含 め ， 以 下 の 2 つ の 仮 説 を 検 証 す る こ と と す る 。  
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仮 説 1  患 者 満 足 は ，運 動 に 対 す る 自 己 決 定 的 な 動 機 づ け（ 内 発 的 調 整 ，同 一

視 的 調 整 ） に 対 し て 有 意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ す  

仮 説 2  運 動 に 対 す る 自 己 決 定 的 な 動 機 づ け は ，運 動 の 継 続 に 有 意 な 正 の 影 響

を 及 ぼ す  

 

第 2 節  方 法  

 

1） 対 象  

対 象 は ，広 島 県 内 に あ る A 整 形 外 科 病 院 の メ デ ィ カ ル フ ィ ッ ト ネ ス 部 門 に お い て ，

生 活 習 慣 病 や 整 形 外 科 的 な 疾 患 の 診 断 を 受 け て 運 動 療 法 に 取 り 組 む 者 と し た 。 こ れ

ら の 者 の う ち ， 疾 患 が 原 因 で 日 常 生 活 動 作 や 歩 行 に 介 助 を 必 要 と す る 者 は ， 本 章 の

調 査 対 象 か ら 除 外 さ れ た 。 そ の 理 由 は ， 身 体 的 な 問 題 で 運 動 が 継 続 で き な い 者 を 除

外 す る た め で あ る 。 例 え ば ， 腰 痛 や 下 肢 痛 に よ っ て 望 ま し い 水 準 の 運 動 が 行 え な い

場 合 ， そ の よ う な 者 は ， 運 動 に 対 す る 動 機 づ け の 程 度 に 関 わ ら ず ， 運 動 が 継 続 で き

な い こ と が 予 想 さ れ る 。前 章 ま で 調 査 の フ ィ ー ル ド に し て い た リ ハ ビ リ サ ー ビ ス は ，

障 害 の 程 度 や 要 介 護 状 態 の 程 度 が 極 め て 重 い 者 も 対 象 に な る こ と が あ る 。そ の た め ，

前 章 ま で の 調 査 対 象 は ， 本 章 の 調 査 対 象 と し て 適 切 と は い え な い と 判 断 さ れ ， 選 択

さ れ な か っ た 。  

こ こ で ， A 整 形 外 科 病 院 の メ デ ィ カ ル フ ィ ッ ト ネ ス に て 提 供 さ れ る サ ー ビ ス の シ

ス テ ム の 概 要 を 述 べ て お く 。 メ デ ィ カ ル フ ィ ッ ト ネ ス の 利 用 者 は ， 主 治 医 か ら 運 動

療 法 が 処 方 さ れ る 。 そ し て ， A 整 形 外 科 病 院 の メ デ ィ カ ル フ ィ ッ ト ネ ス 部 門 の 職 員

か ら 運 動 療 法 の 指 導 を 受 け ， 運 動 療 法 に 取 り 組 む こ と に な る 。 運 動 療 法 の プ ロ グ ラ

ム は ， 主 に 有 酸 素 運 動 や 運 動 機 器 を 使 用 し た 筋 力 ト レ ー ニ ン グ か ら 構 成 さ れ る 。 た

だ し ， 運 動 処 方 を す る 医 師 は ， 運 動 機 器 の 指 定 ま で 行 っ て い な い た め ， メ デ ィ カ ル
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フ ィ ッ ト ネ ス の 利 用 者 は ，職 員 と 相 談 し な が ら ，使 用 す る 運 動 機 器 を 選 択 し て い る 。

ま た ， メ デ ィ カ ル フ ィ ッ ト ネ ス の 利 用 頻 度 に 制 限 は な く ， 1 日 の 利 用 時 間 も 決 め ら

れ て い な い 。 こ れ ら の 点 は ， 前 章 ま で 調 査 フ ィ ー ル ド と し て い た 医 療 機 関 や 通 所 リ

ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 施 設 （ 以 下 ， デ イ ケ ア 施 設 ） と は シ ス テ ム が 異 な る 。  

対 象 者 の 選 定 ま で の 流 れ を 以 下 に 述 べ る 。ま ず ，筆 者 が A 整 形 外 科 病 院 に 訪 問 し ，

メ デ ィ カ ル フ ィ ッ ト ネ ス 部 門 の 責 任 者 に 対 し て 調 査 の 趣 旨 を 説 明 し た 。 そ し て ， メ

デ ィ カ ル フ ィ ッ ト ネ ス の 責 任 者 に 対 し て ， A 整 形 外 科 病 院 に お い て 運 動 療 法 に 取 り

組 ん で い る 者 の な か か ら ，本 章 の 調 査 対 象 者 を 選 定 す る よ う 依 頼 し た 。選 定 基 準 は ，

運 動 療 法 を 行 っ て い る 者 と し ， 除 外 基 準 は ， 疾 患 が 原 因 で 日 常 生 活 動 作 や 歩 行 に 介

助 を 必 要 と す る 者 と し た 。そ の 結 果 ，運 動 療 法 に 取 り 組 む 86 名 の 者 が 選 定 さ れ た 。  

 

2） 調 査 項 目  

 患 者 満 足 の 測 定 に は ， 前 章 と 同 様 に ， 欲 求 の 充 足 に 基 づ く 患 者 満 足 測 定 尺 度 を 使

用 し た（ 表 8-1）。対 象 者 に は ，測 定 尺 度 の 各 項 目 に 対 し て ，「 全 く 感 じ な い 」（ 1 点 ）

か ら 「 強 く 感 じ る 」（ 5 点 ） ま で の 5 件 法 で 回 答 を 求 め た 。  

 運 動 に 対 す る 動 機 づ け の 測 定 に は ， 前 章 と 同 様 に ， Behaviora l  Regulat ion in  

Exerc ise  Quest ionnaire-2（ 以 下 ， BREQ-2）（ Markland & Tob in,  2004;  Murc ia  

e t  a l . ,  2007） を 一 部 修 正 し て 使 用 し た （ 表 8-2）。 対 象 者 に は ， BREQ-2 の 各 項 目

に 対 し て ，「 全 く あ て は ま ら な い 」（ 1 点 ）か ら「 非 常 に あ て は ま る 」（ 5 点 ）ま で の

5 件 法 で 回 答 を 求 め た 。 BREQ-2 の 下 位 尺 度 の 得 点 か ら ， 相 対 的 自 律 性 指 標

（ Relat ive  Autonomy Index：RAI）の 得 点 を 算 出 し た（ Groln ick & Ryan,  1987）。

RAI は ， 自 己 決 定 の 連 続 体 を 測 定 す る 異 な る 文 脈 に お い て 幅 広 く 応 用 さ れ て い る 。

RAI は ，各 下 位 尺 度 の 得 点 に 対 し て 重 み づ け を 行 い ，そ れ ら を 加 算 し て 求 め ら れ る 。

RAI は ，行 動 の 調 整 に お け る 相 対 的 な 自 律 性 を 表 す 。単 一 の 指 標 で あ る RAI を 使 用

す る 意 義 は ， 自 律 性 の 程 度 を 表 す 変 数 を で き る だ け 少 な く で き る こ と で あ る
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（ Val lerand & Rate l le ,  2002）。 BREQ-2 の 場 合 ， 自 己 決 定 性 の 低 い 調 整 ス タ イ ル

に は 負 の 重 み づ け を し ，自 己 決 定 性 の 高 い 調 整 ス タ イ ル は 正 の 重 み づ け を す る 。RAI

の 算 出 方 法 は ，  

RAI  =  （ － 3×非 動 機 づ け ） ＋ （ － 2×外 的 調 整 ） ＋ （ － 1×取 り 入 れ 的 調 整 ）  

＋ （ 2×同 一 視 的 調 整 ） ＋ （ 3×内 発 的 調 整 ）  

と な る 。 RAI の 得 点 が 高 い ほ ど 自 律 的 な 動 機 づ け が 高 い こ と を 示 し ， RAI の 得 点 が

低 い ほ ど 自 律 的 な 動 機 づ け が 低 い こ と を 示 す 。得 点 の 範 囲 は ，－ 24 か ら か ら 20 と

な る 。 RAI を 使 用 す る 前 提 条 件 は ， 隣 接 す る 動 機 づ け 調 整 ス タ イ ル 間 は 正 の 相 関 を

示 し ， 動 機 づ け 調 整 ス タ イ ル 同 士 が 離 れ る ほ ど 相 関 を 示 さ な い か 負 の 相 関 が 示 さ れ

る と い う シ ン プ レ ッ ク ス 構 造 に な っ て い る こ と で あ る （ Markland & Ing ledew, 

2007）。 本 章 で は ， BREQ-2 の 下 位 尺 度 が シ ン プ レ ッ ク ス 構 造 で あ る こ と を 確 認 し

た う え で ， RAI を 分 析 に 使 用 し た 。  

 運 動 の 行 動 変 容 の 段 階 を 測 定 す る た め に は ，岡（ 2003）の「 運 動 行 動 の 変 容 段 階

尺 度 」 を 使 用 し た 。 こ の 尺 度 は ， 過 去 お よ び 現 在 に お け る 実 際 の 運 動 行 動 と ， そ の

運 動 行 動 に 対 す る 動 機 づ け の 準 備 性 の 状 態 を 測 定 す る 5 項 目 で 構 成 さ れ て い る 。各

項 目 が 示 す 運 動 の 行 動 変 容 の 段 階 と そ の 内 容 を 表 8-3 に 示 す 。こ こ で い う 定 期 的 な

運 動 （ 例 え ば ， ウ ォ ー キ ン グ ） と は ， 1 回 あ た り 20 分 以 上 の 運 動 を 週 2 回 以 上 行

う こ と を 指 し て い る （ 岡 ， 2003）。 回 答 方 法 は ， こ れ ら 5 項 目 の な か か ら ， 現 在 の

自 分 の 考 え や 行 動 に 最 も あ て は ま る も の を 1 つ 選 択 す る 方 式 で あ る 。な お ，こ の 尺

度 の 信 頼 性 と 基 準 関 連 妥 当 性 は ，40 歳 以 上 65 歳 未 満 の 中 年 者 か ら 得 ら れ た デ ー タ

を 使 用 し て 確 認 さ れ て い る 。 具 体 的 に は ， 統 計 解 析 と し て ， 検 査 ・ 再 検 査 間 の 信 頼

性 係 数 の 算 出 や ， 外 的 基 準 と し て 使 用 し た 身 体 活 動 評 価 表 （ 涌 井 ・ 鈴 木 ,  1997） の

得 点 と の 相 関 分 析 が 行 わ れ ， 尺 度 の 安 定 性 の 次 元 に 関 す る 信 頼 性 と 基 準 関 連 妥 当 性

の 一 部 が 示 さ れ て い る 。  
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表 8-1  欲 求 の充 足 に基 づく患 者 満 足 測 定 尺 度 の項 目  

項目

X1 もっと難しいリハビリであっても、うまくできる自信を感じますか。

X2 もっと難しいリハビリでも、うまくできそうに感じますか。

X3 難しいリハビリを最後までやり遂げて、心地よい気分を感じますか。

X4 リハビリの内容は、自分自身で決めていると感じますか。

X5 どんなリハビリをするかは，自分自身に任せられていると感じますか。

X6 自分が行うリハビリは，自分で自由に選んでいると感じますか。

X7 自分を受け入れてくれるという理由から、リハビリ仲間に結びつきを感じますか。

X8 自分にとって重要な人達と一緒にリハビリをしていて、一体感を感じますか。

X9 リハビリをはじめたきっかけが自分と同じという理由から、リハビリ仲間に友情を感じますか。

X10 リハビリ担当者から暖かく見守られていると感じますか。

X11 リハビリ担当者から支えられていると感じますか。

X12 リハビリをしている間、リハビリ担当者に親しみを感じますか。

X13 リハビリを始めてから，体の動きが良くなったと感じますか。

X14 リハビリを始めてから，不快な症状が軽減したと感じますか。

X15 リハビリを始めてから，健康面の不安が軽減したと感じますか。

内容
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表 8-2  BREQ-2 の項 目  

項目

Y1 リハビリは面白いと思うから。

Y2 リハビリが楽しいから。

Y3 リハビリは心地よい活動だから。

Y4 リハビリに取り組めば、心地よさや満足感が得られるから。

Y5 リハビリの効果は、自分にとって価値があるから。

Y6 リハビリを続けることは、自分にとって重要だから。

Y7 リハビリを続けるための努力は、自分にとって重要だと思うから。

Y8 リハビリを続けなかったら、不安になるから。

Y9 リハビリをしないと罪悪感を感じるから。

Y10 リハビリを休むと、自分を悪く感じるから。

Y11 しばらくリハビリをしなかったら、衰えていくように感じるから。

Y12 他の人たちから、リハビリをすべきだといわれるから。

Y13 友達や家族から、リハビリをすべきだといわれるから。

Y14 リハビリをしないと、周りの人がよく思わないから。

Y15 友達や家族から、リハビリをするようプレッシャーをかけられているから。

Y16 なぜリハビリをしなければいけないのかわからない。

Y17 なぜわざわざリハビリをすべきなのか理解できない。

Y18 リハビリをする目的がわからない。

Y19 リハビリは、時間のむだだと思う。

内容
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表 8-3  運 動 の行 動 変 容 の段 階  

段階 段階の内容

無関心期
わたしは現在，運動をしていない。また，これから先（6ヶ月以内）もするつも
りはない。

関心期
わたしは現在，運動をしていない。しかし，これから先（6ヶ月以内）に始めよ
うと思っている。

準備期 わたしは現在，運動をしている。しかし，定期的ではない。

実行期
わたしは現在，定期的に運動している。しかし，始めてからまだ間もない
（6ヶ月以内）。

維持期
わたしは現在，定期的に運動している。また，長期（6ヵ月以上）にわたって
継続している。

 

出 所 ： 岡 （ 2003）  

 

3） 手 続 き と 倫 理 的 配 慮  

 A 整 形 外 科 病 院 の メ デ ィ カ ル フ ィ ッ ト ネ ス 部 門 の 責 任 者 に よ っ て 選 定 さ れ た 者 に

対 し ， 筆 者 が 調 査 の 趣 旨 に つ い て 口 頭 説 明 と 紙 面 に よ る 説 明 を 行 っ た 。 そ の 際 ， 倫

理 的 配 慮 に 関 す る 説 明 は ， こ れ ま で と 同 様 に し て 行 っ た 。 こ れ ら の 説 明 に つ い て 理

解 し ， 調 査 の 同 意 が 得 ら れ た 者 の み に 質 問 紙 を 配 布 し た 。 回 答 後 の 質 問 紙 は ， 筆 者

が 直 接 回 収 し た 。  

 

4） 統 計 解 析  

 統 計 解 析 と し て ， 患 者 満 足 ， 運 動 に 対 す る 動 機 づ け ， お よ び 運 動 に 関 す る 行 動 変

容 の 段 階 の そ れ ぞ れ と の 関 連 性 を 検 討 す る た め に ，Spearman の 順 位 相 関 係 数 を 求

め た 。 そ し て ， 患 者 満 足 が 動 機 づ け の 促 進 を 介 し て ， 運 動 の 行 動 変 容 の 段 階 に 影 響

を 及 ぼ す と い う 因 果 モ デ ル を 仮 定 し ， そ の 因 果 モ デ ル が 実 際 の デ ー タ と 適 合 す る か

ど う か 確 認 す る た め に ，パ ス 解 析 を 行 っ た 。本 章 で は ，想 定 さ れ る 以 下 の 4 つ の 因

果 モ デ ル に つ い て 検 討 し た 。  
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ま ず ， 患 者 満 足 が 運 動 に 対 す る 自 己 決 定 的 な 動 機 づ け （ 内 発 的 調 整 ， 同 一 視 的 調

整 ）に は 正 の 影 響 を 及 ぼ し ，非 自 己 決 定 的 な 動 機 づ け（ 取 り 入 れ 的 調 整 ，外 的 調 整 ）

あ る い は 非 動 機 づ け に は 影 響 を 及 ぼ さ な い か 負 の 影 響 を 及 ぼ す と 仮 定 し ， 患 者 満 足

（ 合 計 得 点 ） が 運 動 に 対 す る 各 動 機 づ け を 介 し て 運 動 の 行 動 変 容 段 階 に 影 響 を 及 ぼ

す モ デ ル を モ デ ル 1 と し た （ 図 8-1）。  

次 に ，モ デ ル 2 で は ，運 動 の 継 続 に 及 ぼ す 影 響 を 患 者 満 足 の 下 位 概 念 ご と に 検 討

す る た め の モ デ ル を 仮 定 し た（ 図 8-2）。具 体 的 に は ，患 者 満 足 の 下 位 概 念 が そ れ ぞ

れ 運 動 に 対 す る 各 動 機 づ け （ 各 調 整 ス タ イ ル ） に 影 響 を 及 ぼ し ， さ ら に ， 運 動 の 行

動 変 容 の 段 階 に 対 し て ， 自 己 決 定 的 な 動 機 づ け は 正 の 影 響 を 及 ぼ し ， 非 自 己 決 定 的

な 動 機 づ け は 影 響 を 及 ぼ さ な い か 負 の 影 響 を 及 ぼ す と 仮 定 し た 。  

モ デ ル 3 と モ デ ル 4 で は ，動 機 づ け の 変 数 と し て ，動 機 づ け の 自 己 決 定 性（ RAI）

を 組 み 込 ん だ モ デ ル を 仮 定 し た 。ま ず ，モ デ ル 3 で は ，患 者 満 足 が 運 動 に 対 す る 動

機 づ け の 自 己 決 定 性 に 正 の 影 響 を 及 ぼ し ， 運 動 の 行 動 変 容 段 階 に 対 し て は 動 機 づ け

の 自 己 決 定 性 が 性 の 影 響 を 及 ぼ す と 仮 定 し た（ 図 8-3）。そ し て ，モ デ ル 4 で は ，患

者 満 足 の 下 位 概 念 が 運 動 に 対 す る 自 己 決 定 性 を 介 し て 運 動 の 行 動 変 容 段 階 に 影 響 を

及 ぼ す と 仮 定 し た （ 図 8-4）。  

モ デ ル の 適 合 度 指 標 に は ， χ 2 値 ， Goodness o f  F i t  Index（ GFI）， Adjusted 

Goodness  o f  F i t  Index（ AGFI），Comparat ive  F i t  Index（ CFI），Root  Mean Square 

Error  Approx imat ion（ RMSEA） を 用 い た 。 モ デ ル を 棄 却 す る 判 断 基 準 は ，（ 1）

χ 2 検 定 で 「構 成 さ れ た モ デ ル は デ ー タ と 適 合 的 で あ る 」と す る 帰 無 仮 説 が 棄 却 さ れ

な い ，（ 2）GFI と AGFI が .900 以 上 で あ る ，（ 3）CFI が .900 以 上 で あ る ，（ 4）RMSEA

が .080 以 下 で あ る ， と し た 。  

以 上 の 統 計 解 析 で は 有 意 水 準 を 5％ 未 満 と し た 。 こ れ ら の 統 計 解 析 に は SPSS 

ver16.0 for  Windows お よ び Amos16.0 を 使 用 し た 。  
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患者満足
運動の行動変容

の段階
取り入れ的調整

外的調整

同一視的調整

内発的調整

非動機づけ

 

図 8-1  モデル 1  

 

 

 

運動の行動変容
の段階

取り入れ的調整

外的調整

同一視的調整

非動機づけ

内発的調整

参加者との関係
性欲求の充足

担当者との関係
性欲求の充足

自律性欲求
の充足

生理的欲求
の充足

有能さの欲求
の充足

 

図 8-2  モデル 2  
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患者満足 RAI 運動の行動変容
の段階

 

図 8-3  モデル 3  

 

 

 

 

 

 

参加者との関係
性欲求の充足

RAI 運動の行動変容
の段階

担当者との関係
性欲求の充足

自律性欲求
の充足

生理的欲求
の充足

有能さの欲求
の充足

 

図 8-4  モデル 4  
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第 3 節  結 果  

 

1） 対 象 者 の 個 人 属 性  

 対 象 者 の 個 人 属 性 を 表 8-4 示 し た 。対 象 者 の 年 齢 は 56.4±12.7 歳 で あ っ た 。性 別

は ，男 性 25 名 ，女 性 61 名 で あ っ た 。サ ー ビ ス 利 用 期 間 は ，16.±8.2 カ 月 で あ っ た 。  

 

表 8-4  対 象 者 の個 人 属 性  

男性 25

女性 61

サービス利用期間（月） 16.0 ± 8.2

*（　）内の数字は全体に占める割合

86

年齢（歳）

性別
(70.1)

(29.1)

56.4±12.7

人数

カテゴリー 度数*

 

 

2） 項 目 得 点 と 尺 度 得 点 の 記 述 統 計 量 と 信 頼 性 （ 内 的 一 貫 性 ）  

 項 目 得 点 と 尺 度 得 点 の 記 述 統 計 量 と 信 頼 性 係 数 （ α 係 数 ） を 表 8-5， 表 8-6， 表

8-7 に 示 し た 。 各 尺 度 の α 係 数 は ， 同 一 視 的 調 整 尺 度 と 取 り 入 れ 的 調 整 尺 度 を 除

き .700 以 上 で あ り ， 高 い 内 的 一 貫 性 が 確 認 で き た 。 同 一 視 的 調 整 尺 度 の α 係 数

は .662， 取 り 入 れ 的 調 整 尺 度 の α 係 数 は .684 と や や 低 か っ た が ， 内 的 一 貫 性 の 高

さ の 判 断 基 準 を .  600～ .700 以 上 （ 小 塩 ,  2004） と す れ ば ， 十 分 と は 言 え な い ま で

も 分 析 に は 耐 え う る と 判 断 し ， そ の 後 の 分 析 に 含 め た 。  
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表 8-5  欲 求 の充 足 に基 づく患 者 満 足 測 定 尺 度 の項 目 得 点 の記 述 統 計 量  

項目 平均値
標準偏差
（SD）

平均値－SD 平均値＋SD 歪度 尖度

X1 もっと難しいリハビリであっても、うまくできる自信を感じますか。 3.01 .94 3.95 2.07 -.46 -.12

X2 もっと難しいリハビリでも、うまくできそうに感じますか。 2.99 .94 3.93 2.05 -.50 -.36

X3 難しいリハビリを最後までやり遂げて、心地よい気分を感じますか。 3.87 .86 4.74 3.01 -1.09 1.33

X4 リハビリの内容は、自分自身で決めていると感じますか。 4.12 .74 4.86 3.37 -1.07 2.93

X5 どんなリハビリをするかは，自分自身に任せられていると感じますか。 4.01 .77 4.79 3.24 -1.11 2.54

X6 自分が行うリハビリは，自分で自由に選んでいると感じますか。 4.28 .61 4.89 3.67 -.54 1.18

X7 自分を受け入れてくれるという理由から、リハビリ仲間に結びつきを感じますか。 3.45 .89 4.34 2.56 -.83 .56

X8 自分にとって重要な人達と一緒にリハビリをしていて、一体感を感じますか。 3.41 .94 4.34 2.47 -.56 .06

X9 リハビリをはじめたきっかけが自分と同じという理由から、リハビリ仲間に友情を感じますか。 3.31 1.00 4.31 2.32 -.89 .29

X10 リハビリ担当者から暖かく見守られていると感じますか。 4.22 .58 4.80 3.64 -.06 -.33

X11 リハビリ担当者から支えられていると感じますか。 4.13 .55 4.68 3.58 .07 .23

X12 リハビリをしている間、リハビリ担当者に親しみを感じますか。 4.27 .54 4.81 3.73 .11 -.39

X13 リハビリを始めてから，体の動きが良くなったと感じますか。 4.13 .65 4.78 3.48 -.39 .49

X14 リハビリを始めてから，不快な症状が軽減したと感じますか。 3.80 .93 4.73 2.87 -.85 .77

X15 リハビリを始めてから，健康面の不安が軽減したと感じますか。 3.90 .81 4.71 3.08 -1.02 2.42

内容

 

 

表 8-6  BREQ-2 の項 目 得 点 の記 述 統 計 量  

項目 平均値
標準偏差
（SD）

平均値－SD 平均値＋SD 歪度 尖度

Y1 リハビリは面白いと思うから。 3.92 .98 4.90 2.93 -1.04 1.14

Y2 リハビリが楽しいから。 4.00 .92 4.92 3.08 -1.02 1.33

Y3 リハビリは心地よい活動だから。 4.33 .62 4.95 3.70 -.35 -.63

Y4 リハビリに取り組めば、心地よさや満足感が得られるから。 4.44 .61 5.05 3.84 -.58 -.56

Y5 リハビリの効果は、自分にとって価値があるから。 4.58 .60 5.18 3.98 -1.47 2.79

Y6 リハビリを続けることは、自分にとって重要だから。 4.63 .61 5.24 4.01 -1.75 3.40

Y7 リハビリを続けるための努力は、自分にとって重要だと思うから。 4.64 .63 5.27 4.01 -1.84 3.41

Y8 リハビリを続けなかったら、不安になるから。 3.51 1.06 4.57 2.45 -.67 -.21

Y9 リハビリをしないと罪悪感を感じるから。 2.83 1.18 4.01 1.65 .04 -.95

Y10 リハビリを休むと、自分を悪く感じるから。 3.01 1.24 4.25 1.77 -.10 -1.13

Y11 しばらくリハビリをしなかったら、衰えていくように感じるから。 4.16 .67 4.83 3.50 -.44 .29

Y12 他の人たちから、リハビリをすべきだといわれるから。 2.45 1.33 3.79 1.12 .39 -1.17

Y13 友達や家族から、リハビリをすべきだといわれるから。 2.58 1.40 3.98 1.18 .16 -1.49

Y14 リハビリをしないと、周りの人がよく思わないから。 1.63 .81 2.44 .82 1.06 .19

Y15 友達や家族から、リハビリをするようプレッシャーをかけられているから。 1.66 1.02 2.69 .64 1.53 1.35

Y16 なぜリハビリをしなければいけないのかわからない。 1.53 .76 2.30 .77 1.51 2.10

Y17 なぜわざわざリハビリをすべきなのか理解できない。 1.49 .75 2.24 .74 1.86 3.74

Y18 リハビリをする目的がわからない。 1.48 .90 2.38 .57 2.32 5.41

Y19 リハビリは、時間のむだだと思う。 1.28 .59 1.87 .69 2.36 5.98

内容
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表 8-7  尺 度 の記 述 統 計 量 と α 係 数  

α係数 平均 ± SD 平均－SD 平均＋SD

1．患者満足 56.9 ± 5.8 51.1 62.7

1.1 有能さの欲求の充足 .809 9.9 ± 2.3 7.6 12.2

1.2 自律性欲求の充足 .768 12.4 ± 1.8 10.6 14.2

1.3 参加者との関係性欲求の充足 .887 10.2 ± 2.6 7.6 12.8

1.4 担当者との関係性欲求の充足 .862 12.6 ± 1.5 11.1 14.1

1.5 生理的欲求の充足 .767 11.8 ± 2.0 9.8 13.8

2．動機づけ調整スタイル

2.1 内発的調整 .850 16.7 ± 2.7 14.0 19.4

2.2 同一視的調整 .662 17.4 ± 2.1 15.3 19.5

2.3 取り入れ的調整 .684 10.0 ± 2.5 7.5 12.5

2.4 外的調整 .856 8.3 ± 3.9 4.4 12.2

2.5 非動機づけ .899 5.8 ± 2.7 3.1 8.5

3. 運動の行動変容の段階

準備期 12名

実行期 16名

維持期 58名

人数（%）

（14.0）

（18.6）

（67.4）
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3） 尺 度 間 の 相 関 分 析  

患 者 満 足 と 運 動 に 対 す る 動 機 づ け 調 整 ス タ イ ル ， お よ び 運 動 の 行 動 変 容 の 段 階 と

の 関 連 性 を 検 討 す る た め に ，Spearman の 順 位 相 関 係 数 を 求 め た（ 表 8-8）。患 者 満

足 （ 測 定 尺 度 の 合 計 得 点 ） は ， 内 発 的 調 整 お よ び 同 一 視 的 調 整 と 有 意 な 正 の 相 関 が

認 め ら れ た 。 前 章 と 同 様 に ， 本 章 に お い て も ， 患 者 満 足 と 自 己 決 定 的 な 動 機 づ け 調

整 ス タ イ ル と の 間 に 関 連 性 が 示 さ れ た 。 一 方 ， 患 者 満 足 と 取 り 入 れ 的 調 整 ， 外 的 調

整 と の 間 に 有 意 な 相 関 は 示 さ れ ず ， 非 動 機 づ け と の 間 に は 有 意 な 負 の 相 関 が 示 さ れ

た 。 こ の 結 果 は ， 前 章 の 結 果 と 異 な り ， 患 者 満 足 は 非 自 己 決 定 的 な 動 機 づ け と 関 連

せ ず ， 非 動 機 づ け と は 負 の 関 連 に あ る こ と が 示 さ れ た 。 ま た ， 患 者 満 足 と 運 動 の 行

動 変 容 の 段 階 と の 相 関 係 数 は 有 意 で な い こ と が 示 さ れ た 。 こ の こ と か ら ， 患 者 満 足

と 運 動 の 行 動 変 容 の 段 階 と は ， 直 接 的 な 関 連 が な い こ と が 示 唆 さ れ た 。  

 

 

表 8-8  患 者 満 足 と運 動 に対 する動 機 づけ調 整 スタイル，  

および運 動 の行 動 変 容 の段 階 との Spearman の順 位 相 関 係 数  

内発的調整 .437***

同一視的調整 .418***

取り入れ的調整 .150

外的調整 -.193

非動機づけ -.289**

運動の行動変容の段階 .208

**p <.01 ***p <.001

患者満足
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次 に ， 患 者 満 足 の 下 位 概 念 ， 運 動 に 対 す る 各 動 機 づ け 調 整 ス タ イ ル ， お よ び 運 動

の 行 動 変 容 の 段 階 の 相 互 間 の 相 関 係 数 を 表 8-9 に 示 し た 。患 者 満 足 の い ず れ の 下 位

概 念 も 運 動 に 対 す る 動 機 づ け 調 整 ス タ イ ル と の 間 に 有 意 な 相 関 が 認 め ら れ た 。 た だ

し ， 一 部 の 動 機 づ け 調 整 ス タ イ ル と の 間 に は 相 関 が 認 め ら れ な か っ た 。 ま た ， 運 動

に 対 す る 各 動 機 づ け 調 整 ス タ イ ル の う ち ， 運 動 の 行 動 変 容 の 段 階 と 有 意 な 相 関 が 示

さ れ た も の は ， 同 一 視 的 調 整 の み で あ っ た 。  

RAI を 分 析 で 使 用 す る た め の 前 提 条 件 と し て ， BERQ-2 の 下 位 尺 度 が シ ン プ レ ッ

ク ス 構 造 か ど う か 確 認 し た と こ ろ ， と な り あ う 尺 度 間 は 有 意 な 正 の 相 関 を 示 し ， 離

れ る 尺 度 間 は 無 相 関 か 有 意 な 負 の 相 関 が 示 さ れ た 。 し た が っ て ， 本 章 の デ ー タ は ，

RAI の 得 点 を 使 用 す る 前 提 を 満 た し て い る と 判 断 で き ，以 下 の 分 析 に お い て RAI を

使 用 す る こ と と す る 。  

 

表 8-9  患 者 満 足 の下 位 概 念 と運 動 に対 する動 機 づけ調 整 スタイル，  

および運 動 の行 動 変 容 の段 階 との Spearman の順 位 相 関 係 数  

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

1．患者満足

1.1 有能さの欲求の充足

1.2 自律性欲求の充足 .238*

1.3 参加者との関係性欲求の充足 .201 .043

1.4 担当者との関係性欲求の充足 .196 .164 .222*

1.5 生理的欲求の充足 .209 .280** .116 .415***

2．動機づけ調整スタイル

2.1 内発的調整 .329** .309** .305** .249* .244*

2.2 同一視的調整 .367*** .222* .203 .270* .332** .385***

2.3 取り入れ的調整 .106 -.094 .178 .048 .154 .093 .447***

2.4 外的調整 -.159 -.361*** .003 -.171 -.060 -.363*** -.104 .238*

2.5 非動機づけ -.200 -.483*** .002 -.272* -.202 -.221* -.310** .099 .374***

3. 運動の行動変容の段階 .108 .280** .173 .006 .022 .087 .269* .129 -.188 -.158

*p <.05  **p <.01 ***p <.001  
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4） 患 者 満 足 と 運 動 に 対 す る 動 機 づ け ， お よ び 運 動 の 行 動 変 容 の 段 階 に 関 す る 因 果

モ デ ル の パ ス 解 析  

 因 果 モ デ ル が デ ー タ と 適 合 す る か 確 認 す る た め に ，パ ス 解 析 を 行 っ た（ 表 8-10）。

パ ス 解 析 に あ た っ て は ， 有 意 で な い パ ス は 削 除 し た 。 そ の 結 果 ， モ デ ル 1 は ， χ 2

検 定 に お い て 帰 無 仮 説 が 棄 却 さ れ ， モ デ ル は 許 容 で い な い こ と が 示 さ れ た 。 モ デ ル

2， モ デ ル 3， お よ び モ デ ル 4， は χ 2 検 定 に お い て モ デ ル が 棄 却 さ れ ず 許 容 で き る

こ と が 示 さ れ た 。GFI，AGFI，CFI，RMSEA を み て み る と ，い ず れ の モ デ ル も 基 準

値 以 下 で あ る こ と が 確 認 さ れ ， モ デ ル は 積 極 的 に 許 容 で き な い こ と が 示 さ れ た 。  

 

表 8-10  因 果 モデルの各 種 適 合 度 指 標  

χ
2 自由度 p GFI AGFI CFI RMSEA

モデル1 22.287 12 .034 .938 .855 .882 .100

モデル2 46.900 34 .069 .920 .846 .893 .067

モデル3 4.075 2 .130 .970 .909 .874 .110

モデル4 15.109 9 .088 .954 .857 .881 .089  
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次 に ，標 準 化 さ れ た パ ス 係 数 を 確 認 し た（ 図 8-5～ 図 8-8）。な お ，図 中 に は ，患

者 満 足 の 下 位 概 念 間 の 共 分 散 と 誤 差 変 数 の 記 載 は 省 略 し て い る が ， パ ス 解 析 で は こ

れ ら の パ ラ メ ー タ も 含 め て 分 析 し て い る 。  

モ デ ル 1（ 図 8-5） で は ， 患 者 満 足 が 内 発 的 調 整 ， 同 一 視 的 調 整 ， 取 り 入 れ 的 調

整 に 有 意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ し ， 非 動 機 づ け に は 有 意 な 負 の 影 響 を 及 ぼ し て い た 。 ま

た ， 運 動 に 対 す る 各 動 機 づ け 調 整 ス タ イ ル は ， 上 位 の 動 機 づ け ス タ イ ル に 有 意 な 正

の 影 響 を 及 ぼ し て い た 。 そ し て ， 運 動 の 行 動 変 容 の 段 階 に 対 し て は ， 同 一 視 的 調 整

の み 有 意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ し て い た 。 以 上 よ り ， 患 者 満 足 が 運 動 に 対 す る 同 一 視 的

調 整 に よ る 動 機 づ け を 介 し て 運 動 の 行 動 変 容 の 段 階 に 影 響 を 及 ぼ す こ と が 示 さ れ た 。 

 

患者満足
運動の行動変容

の段階

.301

－.211

.218

.347

.250

.276

.407

.307

.270

取り入れ的調整

外的調整

同一視的調整

非動機づけ

内発的調整

 

図 8-5  モデル 1 のパス係 数  

 

モ デ ル 2（ 図 8-6） で は ， 内 発 的 調 整 や 同 一 視 的 調 整 に 対 し て ， 有 能 さ の 欲 求 の

充 足 と 担 当 者 と の 関 係 性 欲 求 の 充 足 が 有 意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ し て い た 。 取 り 入 れ 的

調 整 に 対 し て は ， 参 加 者 と の 関 係 性 欲 求 の 充 足 が 有 意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ し て い た 。

さ ら に ， 外 的 調 整 や 非 動 機 づ け に 対 し て は ， 自 律 性 欲 求 の 充 足 が 有 意 な 負 の 影 響 を

及 ぼ し て い た 。ま た ，運 動 に 対 す る 各 動 機 づ け 調 整 ス タ イ ル は ，非 動 機 づ け を 除 き ，
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上 位 の 動 機 づ け ス タ イ ル に 有 意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ し て い た 。 運 動 の 行 動 変 容 の 段 階

に 対 し て は ， モ デ ル 1 と 同 様 に ， 同 一 視 的 調 整 が 有 意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ し て い た 。

こ の こ と か ら ， 患 者 満 足 の 要 因 の う ち ， 有 能 さ の 欲 求 の 充 足 と 担 当 者 と の 関 係 性 欲

求 の 充 足 は ， 運 動 に 対 す る 同 一 視 的 調 整 に よ る 動 機 づ け の 促 進 を 介 し て 運 動 の 行 動

変 容 の 段 階 に 有 意 な 影 響 を 及 ぼ す こ と が 確 認 さ れ た 。 加 え て ， 参 加 者 と の 関 係 性 欲

求 の 充 足 と 生 理 的 欲 求 の 充 足 は ， 運 動 に 対 す る 取 り 入 れ 的 調 整 に よ る 動 機 づ け を 経

由 し て 同 一 視 的 調 整 に よ る 動 機 づ け を 促 進 さ せ ， 運 動 の 行 動 変 容 の 段 階 に 影 響 を 及

ぼ す こ と が 確 認 さ れ た 。 一 方 ， 自 律 性 欲 求 の 充 足 は ， 運 動 に 対 す る 外 的 調 整 に よ る

動 機 づ け を 抑 制 さ せ ， 取 り 入 れ 的 調 整 に よ る 動 機 づ け を 経 由 し て 同 一 視 的 調 整 に よ

る 動 機 づ け 促 進 さ せ て 運 動 の 行 動 変 容 の 段 階 に 影 響 を 及 ぼ す こ と が 示 さ れ た 。 さ ら

に ， 自 律 性 欲 求 の 充 足 は ， 非 動 機 づ け に 対 し て 抑 制 的 な 影 響 を 及 ぼ す が ， 非 動 機 づ

け の 抑 制 は 運 動 の 行 動 変 容 の 段 階 に は 直 接 的 あ る い は 間 接 的 な 影 響 を 及 ぼ さ な い こ

と が 示 唆 さ れ た 。  

 

運動の行動変容
の段階

.230

.440

.358

取り入れ的調整

外的調整

同一視的調整

非動機づけ

内発的調整

参加者との関係
性欲求の充足

担当者との関係
性欲求の充足

自律性欲求
の充足

生理的欲求
の充足

有能さの欲求
の充足

－.305

.208

.212

.253

.195

.223

－.342

.270

 

図 8-6  モデル 2 のパス係 数  
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モ デ ル 3（ 図 8-7） で は ， 患 者 満 足 が 運 動 に 対 す る 動 機 づ け の 自 己 決 定 性 に 有 意

な 正 の 影 響 を 及 ぼ し て い た も の の ， 運 動 の 行 動 変 容 の 段 階 に 対 し て は ， 有 意 な 影 響

を 及 ぼ さ な か っ た 。 す な わ ち ， 患 者 満 足 は 運 動 に 対 す る 動 機 づ け の 自 己 決 定 性 の 向

上 を 介 し 運 動 の 行 動 変 容 の 段 階 に 及 ぼ す 影 響 は 確 認 で き な か っ た 。  

 

 

患者満足 RAI 運動の行動変容
の段階

.408

 

図 8-7  モデル 3 のパス係 数  

 

モ デ ル 4（ 図 8-8） で は ， 自 律 性 欲 求 の 充 足 と 担 当 者 と の 関 係 性 欲 求 の 充 足 が 運

動 に 対 す る 動 機 づ け の 自 己 決 定 性 に 有 意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ し て い た 。し か し な が ら ，

モ デ ル 3 と 同 様 に ，運 動 に 対 す る 動 機 づ け の 自 己 決 定 性 は 運 動 の 行 動 変 容 の 段 階 に

対 し て 影 響 を 及 ぼ し て い な か っ た 。  

 

 

RAI 運動の行動変容
の段階

参加者との関係
性欲求の充足

担当者との関係
性欲求の充足

自律性欲求
の充足

生理的欲求
の充足

有能さの欲求
の充足

.407

.243

 

図 8-8  モデル 4 のパス係 数  
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第 4 節  考 察  

 

1） 患 者 満 足 が 運 動 に 対 す る 動 機 づ け に 及 ぼ す 影 響  

 最 初 に ， 前 章 で も 検 討 さ れ た ， 患 者 満 足 と 運 動 に 対 す る 動 機 づ け 調 整 ス タ イ ル と

の 関 連 性 を 確 認 し ，パ ス 解 析 の 結 果 を 検 討 し た う え で ，仮 説 1 が 支 持 で き る か 判 断

す る 。本 章 の 分 析 結 果 で は ，患 者 満 足 と 内 発 的 調 整 と の 相 関 係 数 は .437 で あ り ，患

者 満 足 と 同 一 視 的 調 整 と の 相 関 係 数 は .418 で あ っ た 。こ の 結 果 は ，前 章 の 分 析 結 果

と 同 様 で あ り ， こ れ ら の 関 連 性 は 比 較 的 安 定 し て い る と 考 え ら れ る 。  

し か し な が ら ， 患 者 満 足 と 取 り 入 れ 的 調 整 ， お よ び 外 的 調 整 と の 相 関 は ， 前 章 の

分 析 結 果 で は 有 意 で あ っ た も の の ，本 章 の 分 析 結 果 で は 有 意 で な い こ と が 示 さ れ た 。

本 章 の 結 果 と 前 章 の 結 果 の 違 い に 注 目 し て ， 患 者 満 足 の 下 位 概 念 と 運 動 に 対 す る 動

機 づ け 調 整 ス タ イ ル と の 相 関 係 数 を み て み る と ， 前 章 の 結 果 と 大 き く 異 な る 点 の 1

つ と し て ， 自 律 性 欲 求 の 充 足 が 運 動 に 対 す る 非 自 己 決 定 的 な 動 機 づ け に 及 ぼ す 影 響

が 挙 げ ら れ る 。 前 章 の 結 果 で は ， 両 者 は 負 の 相 関 係 数 が 示 さ れ て い た が ， 本 章 の 結

果 で は 全 く 逆 で あ り ， 両 者 の 間 に 正 の 相 関 が 示 さ れ て い た 。 前 章 の 結 果 と 本 章 の 結

果 が 一 致 し な か っ た 理 由 と し て ， 運 動 療 法 の プ ロ グ ラ ム の 内 容 や 方 法 を 選 択 し た り

決 定 し た り す る 個 人 の 能 力 も し く は そ の 自 信 の 関 与 が ， 前 章 の 対 象 者 と 本 章 の 対 象

者 で 異 な っ て い た 可 能 性 が 考 え ら れ る 。す な わ ち ，個 人 の 自 己 決 定 の 能 力 や 自 信 は ，

自 律 性 欲 求 の 充 足 と 非 自 己 決 定 的 な 動 機 づ け と の 関 連 の 強 さ を 調 整 し て い る 可 能 性

が あ る 。速 水（ 1998）は ，行 動 選 択 の 自 由 が 与 え ら れ て も ，本 人 に 自 己 決 定 す る 力

あ る い は 自 己 決 定 す る 自 信 が な い と ， そ の 自 由 自 体 が 圧 力 に な る こ と も あ る と 考 え

て い る 。 こ の 考 え に 基 づ け ば ， 前 章 の 対 象 者 で あ る ， リ ハ ビ リ サ ー ビ ス を 利 用 す る

外 来 患 者 は ， 行 動 選 択 の 自 由 が 与 え ら れ て い る と 感 じ つ つ も ， 実 際 は 自 己 決 定 す る

力 あ る い は 自 信 が な い た め ，そ の 自 由 が 圧 力 と な っ て し ま っ て い た の か も し れ な い 。

こ の よ う に 考 え ら れ る 根 拠 は ， リ ハ ビ リ サ ー ビ ス で 行 わ れ る 運 動 療 法 プ ロ グ ラ ム に
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は ，理 学 療 法 士 と 1 対 1 で 行 う 運 動 が 含 ま れ る こ と が 多 い が ，そ の 内 容 や ね ら い を

理 解 す る た め に は ， 専 門 的 な 知 識 が 少 な か ら ず 必 要 と な る た め で あ る 。 つ ま り ， 専

門 的 な 知 識 を 必 ず し も 所 有 し て い な い 者 か ら す れ ば ， ど の 運 動 が 自 分 に と っ て 必 要

に な る か に つ い て ， 自 信 を も っ て 判 断 で き な い も の と 考 え ら れ る 。 一 方 ， 本 章 の 対

象 者 は ， メ デ ィ カ ル フ ィ ッ ト ネ ス の 職 員 と 相 談 し な が ら ， 自 転 車 エ ル ゴ メ ー タ や ト

レ ッ ド ミ ル ， あ る い は 筋 力 ト レ ー ニ ン グ マ シ ン な ど の 機 器 を 使 用 し て ， 自 主 的 に 行

う 運 動 を 中 心 と し た 運 動 療 法 の プ ロ グ ラ ム に 取 り 組 ん で い る 。 し た が っ て ， 理 学 療

法 士 に よ る 1 対 1 の 運 動 を 多 く 含 む リ ハ ビ リ サ ー ビ ス で の 運 動 療 法 プ ロ グ ラ ム と 比

べ て ， 一 人 で 取 り 組 み や す い 運 動 療 法 プ ロ グ ラ ム を ， 本 章 の 対 象 者 は 実 践 し て い た

と 考 え ら れ る 。 こ の よ う に ， 取 り 組 む 運 動 療 法 プ ロ グ ラ ム の 特 徴 の 違 い が 原 因 と な

っ て ， 自 律 性 欲 求 の 充 足 と 運 動 に 対 す る 非 自 己 決 定 的 な 動 機 づ け と の 関 連 性 の 分 析

結 果 が ， 本 章 と 前 章 で 異 な っ た と 考 え ら れ る 。  

 本 章 の 相 関 分 析 の 結 果 は ， 前 章 の 結 果 と 一 部 異 な っ て い た が ， 患 者 満 足 は 運 動 に

対 す る 非 自 己 決 定 的 な 動 機 づ け や 非 動 機 づ け と 比 べ て ， 強 い 正 の 相 関 に あ る と い う

傾 向 は 一 貫 し て い る 。 さ ら に ， パ ス 解 析 の 結 果 に お い て も ， 患 者 満 足 は 自 己 決 定 的

な 動 機 づ け ほ ど 大 き な パ ス 係 数 が 得 ら れ て い た 。 モ デ ル の 適 合 度 は 十 分 な 値 と は 言

え な い が ， 前 章 の 結 果 と 本 章 の 結 果 を 考 慮 す れ ば ， 患 者 満 足 が 運 動 に 対 す る 自 己 決

定 的 な 動 機 づ け に 及 ぼ す 影 響 は 否 定 し が た い と 思 わ れ る 。し た が っ て ，仮 説 1 は 支

持 で き る と 判 断 さ れ る 。  

 

2） 運 動 に 対 す る 動 機 づ け と 運 動 の 継 続 と の 関 連 性  

 次 に ，運 動 に 対 す る 動 機 づ け と 運 動 の 継 続 と の 関 連 性 に つ い て 議 論 し ，仮 説 2 が

支 持 で き る か 判 断 す る 。 運 動 に 対 す る 各 動 機 づ け 調 整 ス タ イ ル と 運 動 の 行 動 変 容 の

段 階 と の 相 関 分 析 の 結 果 ， 同 一 視 的 調 整 の み ， 有 意 な 正 の 相 関 が 示 さ れ た 。 ま た ，

パ ス 解 析 に お い て も ， 同 一 視 的 調 整 の み 運 動 の 行 動 変 容 の 段 階 に 有 意 な 正 の 影 響 を



 

168 

及 ぼ し て い た 。同 一 視 的 調 整 が 運 動 の 行 動 変 容 の 段 階 に 影 響 を 及 ぼ す と い う 結 果 は ，

Mullan & Markland（ 1997）や Peddle  e t  a l .（ 2008）と 一 致 す る 。し か し な が ら ，

取 り 入 れ 的 調 整 が 運 動 の 行 動 変 容 の 段 階 に 影 響 を 及 ぼ さ な か っ た 点 は ， Mullan & 

Markland（ 1997） や Peddle  e t  a l .（ 2008） と 食 い 違 う 。 結 果 が 一 貫 し な か っ た

理 由 は 今 回 の 調 査 か ら 明 ら か に で き な い た め 今 後 の 課 題 と す る が ， 外 的 調 整 に よ る

動 機 づ け は ， 運 動 の 継 続 に 直 接 的 な 影 響 を 及 ぼ さ な い 点 は ， こ れ ま で の 研 究 と 一 致

す る も の で あ る 。  

ま た ， 自 己 決 定 的 な 動 機 づ け の う ち ， 内 発 的 調 整 に よ る 動 機 づ け は ， 運 動 の 継 続

に 効 果 的 な 影 響 を 及 ぼ し て い な か っ た 。こ の 結 果 も ，先 行 研 究 の 結 果 と 異 な る 1 つ

で あ る 。松 本・竹 中（ 2002）は ，青 年 後 期 者 ，壮 年 者 ，中 高 年 者 を 対 象 に ，本 章 と

同 様 の 分 析 を 行 っ て い る 。 彼 ら が 行 っ た 重 回 帰 分 析 の 結 果 ， い ず れ の 世 代 に お い て

も ，内 発 的 調 整 は 運 動 の 行 動 変 容 の 段 階 に 有 意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ す こ と が 示 さ れ た 。

ま た ，同 一 視・取 り 入 れ 的 調 整 は ，壮 年 者 を 除 く 2 つ の 世 代 に お い て ，運 動 の 行 動

変 容 の 段 階 に 有 意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ し て い た 。 さ ら に ， 外 的 調 整 は ， ど の 世 代 に お

い て も ， 運 動 の 行 動 変 容 の 段 階 に 有 意 な 影 響 を 及 ぼ さ な い こ と が 示 さ れ た 。 本 章 の

結 果 を ふ ま え れ ば ， 外 的 調 整 に よ る 動 機 づ け は 運 動 の 継 続 に 影 響 を 及 ぼ さ な い と 考

え て 矛 盾 し な い だ ろ う 。 た だ し ， 内 発 的 調 整 と 運 動 の 継 続 と の 関 係 に つ い て は ， 松

本 ・ 竹 中 （ 2002） の 結 果 と 本 章 の 結 果 は 異 な る 。 結 果 が 異 な っ た 原 因 の 1 つ に は ，

対 象 者 の 違 い が 考 え ら れ る 。松 本・竹 中（ 2002）は ，無 関 心 期 や 関 心 期 に あ る 者 を

対 象 に 含 め て 分 析 し て い る が （ た だ し ， そ れ ら の 全 体 に 占 め る 割 合 は 明 示 さ れ て い

な い ），本 章 の 対 象 に は ，無 関 心 期 や 関 心 期 に あ る 者 は 含 ま れ て い な い 。本 章 の 対 象

者 は ，全 員 が A 整 形 外 科 病 院 に お い て 運 動 療 法 を す で に 行 っ て い た 者 で あ る 。こ の

よ う な ， 運 動 の 行 動 変 容 の 段 階 が 無 関 心 期 や 関 心 期 に あ る 者 を 対 象 に 含 め て い た か

ど う か の 違 い が ，結 果 に 違 い を 生 じ さ せ た 原 因 の 1 つ で あ る と 考 え ら れ る 。こ の 違

い を 考 慮 す れ ば ， 無 関 心 期 や 関 心 期 を 含 め た 者 を 対 象 に し た 場 合 ， 内 発 的 調 整 は 運
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動 の 継 続 に 影 響 を 及 ぼ す が ， 本 章 の よ う に ， 準 備 期 ， 実 行 期 ， 維 持 期 の 段 階 に あ る

者 だ け を 対 象 に し た 場 合 ， 内 発 的 調 整 に よ る 動 機 づ け は ， 運 動 の 継 続 に 有 意 な 影 響

を 及 ぼ し に く く な る と い え る 。 そ の 一 方 で ， 同 一 視 的 調 整 は ， 運 動 の 行 動 変 容 の 段

階 を 基 準 に し て 対 象 の 範 囲 が 限 定 さ れ た と し て も ， 運 動 の 継 続 に 有 意 な 影 響 を 及 ぼ

す と 考 え ら れ る 。 以 上 の 検 討 よ り ， 同 一 視 的 調 整 に よ る 動 機 づ け が 運 動 の 継 続 に 及

ぼ す 影 響 は ，比 較 的 安 定 し て い る も の と 考 え ら れ ，仮 説 2 も 支 持 で き る と 判 断 さ れ

る 。  

 

3） 患 者 満 足 が 運 動 に 対 す る 動 機 づ け を 介 し て 運 動 の 行 動 変 容 に 及 ぼ す 影 響  

 最 後 に ， 患 者 満 足 が 運 動 に 対 す る 動 機 づ け を 介 し て 運 動 の 行 動 変 容 に 及 ぼ す 影 響

に つ い て 検 討 す る 。 な お ， こ こ で は ， パ ス 解 析 の た め に 行 っ た χ 2 検 定 で 帰 無 仮 説

が 棄 却 さ れ ず ，そ の 他 の 各 種 適 合 度 指 標 も 他 の モ デ ル と 比 べ て 良 か っ た モ デ ル 2 の

結 果 を 参 考 に し て 検 討 す る 。  

 運 動 の 行 動 変 容 の 段 階 に 影 響 を 及 ぼ し て い た 動 機 づ け 調 整 ス タ イ ル は ， 同 一 視 的

調 整 で あ り ， 同 一 視 的 調 整 に 影 響 を 及 ぼ し て い た 患 者 満 足 の 構 成 要 因 は ， 有 能 さ の

欲 求 の 充 足 と 担 当 者 と の 関 係 性 欲 求 の 充 足 で あ っ た 。 こ の 結 果 は ， 有 能 さ の 欲 求 の

充 足 と 担 当 者 と の 関 係 性 欲 求 の 充 足 は ， 運 動 に 対 す る 同 一 視 的 調 整 に よ る 動 機 づ け

を 介 し て 運 動 の 継 続 に 影 響 を 及 ぼ す こ と を 示 唆 し て い る 。 ま た ， 運 動 に 対 す る 取 り

入 れ 的 調 整 に よ る 動 機 づ け は ， 同 一 視 的 調 整 に よ る 動 機 づ け を 介 し て 運 動 の 行 動 変

容 の 段 階 に 影 響 を 及 ぼ し て い た が ， こ の 取 り 入 れ 的 調 整 に 対 し て ， 参 加 者 と の 関 係

性 欲 求 の 充 足 と 生 理 的 欲 求 の 充 足 は 影 響 を 及 ぼ し て い た 。 し た が っ て ， 参 加 者 と の

関 係 性 欲 求 の 充 足 と 生 理 的 欲 求 の 充 足 も ， 動 機 づ け の 促 進 を 介 し て 運 動 の 継 続 に 影

響 を 及 ぼ す と い え そ う で あ る 。 さ ら に ， 運 動 に 対 す る 外 的 調 整 に よ る 動 機 づ け は ，

取 り 入 れ 的 調 整 と 同 一 視 的 調 整 を 経 由 し て ， 運 動 の 行 動 変 容 段 階 に 影 響 を 及 ぼ し て

い た が ， 外 的 調 整 に 対 し て は ， 自 律 性 欲 求 の 充 足 が 抑 制 的 な 影 響 を 及 ぼ し て い た 。
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こ の こ と は ， 自 律 性 欲 求 の 充 足 は 外 的 調 整 に よ る 動 機 づ け を 抑 制 す る 一 方 で ， 取 り

入 れ 的 調 整 に 対 し て は 間 接 的 に 負 の 影 響 を 及 ぼ す こ と に な る 。 こ の こ と は ， 患 者 満

足 の う ち 自 律 性 欲 求 の 充 足 だ け は 特 異 的 な 役 割 を も つ こ と を 意 味 し て お り ， 興 味 深

い 知 見 と い え る 。  

以 上 の 検 討 結 果 か ら ， 患 者 満 足 は 運 動 に 対 す る い ず れ か の 動 機 づ け の 促 進 あ る い

は 抑 制 を 介 し て 運 動 の 継 続 に 影 響 を 及 ぼ す と 考 え ら れ が ， こ の 知 見 を 適 用 す る た め

の 前 提 条 件 と し て ，以 下 の 点 を 考 慮 す る 必 要 が あ る と 思 わ れ る 。第 1 は ，自 分 自 身

の 体 力 が 運 動 を 継 続 す る だ け の 水 準 に あ る 者 に 対 し て ， 医 療 サ ー ビ ス が 提 供 さ れ る

場 合 で あ る 。本 章 第 2 節 で も 述 べ た よ う に ，腰 痛 や 下 肢 痛 に よ っ て 望 ま し い 水 準 の

運 動 が 行 え な い 場 合 ， そ の よ う な 者 は 運 動 に 対 す る 動 機 づ け の 程 度 に 関 わ ら ず ， 運

動 が 継 続 で き な い だ ろ う 。 例 え ば ， デ イ ケ ア 施 設 の 利 用 者 の う ち ， 要 介 護 度 の 高 い

者 に と っ て ，週 に 2 回 以 上 ，1 回 20 分 以 上 の 運 動 は 容 易 で な い と 推 察 さ れ る 。第 2

は ， 週 2 回 以 上 ， 1 回 20 分 以 上 運 動 す る 機 会 が ， 日 常 生 活 に お い て 確 保 で き る 者

に 対 し て ， 医 療 サ ー ビ ス が 提 供 さ れ る 場 合 で あ る 。 患 者 満 足 に よ り 同 一 視 的 調 整 に

よ る 動 機 づ け が 高 ま っ た と し て も ， 日 常 生 活 に お い て 定 期 的 な 運 動 の 機 会 が 得 ら れ

な け れ ば ，こ の 仮 説 は 成 立 し な い か も し れ な い 。例 え ば ，仕 事 の 都 合 ，家 事 の 都 合 ，

介 護 の 都 合 に よ っ て ，定 期 的 な 運 動 の 機 会 を 妨 げ ら れ る 場 合 で あ る 。以 上 の よ う な ，

運 動 を 継 続 す る だ け の 体 力 が あ り ， 週 2 回 以 上 ， 1 回 20 分 以 上 運 動 す る 機 会 が 日

常 生 活 に お い て 確 保 で き る 者 を 対 象 に サ ー ビ ス が 提 供 さ れ る 文 脈 で あ れ ば ， 患 者 満

足 が 運 動 に 対 す る 動 機 づ け を 介 し て 運 動 の 継 続 に 影 響 を 及 ぼ す と い え る だ ろ う 。  

 

第 5 節  ま と め  

 

 本 章 で は ， 患 者 満 足 が 運 動 に 対 す る 動 機 づ け の 促 進 を 介 し て 運 動 の 継 続 に 及 ぼ す

影 響 に つ い て ， 行 動 変 容 の 段 階 モ デ ル を 応 用 し て 検 討 す る こ と を 目 的 と し た 。 医 療
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機 関 の メ デ ィ カ ル フ ィ ッ ト ネ ス に お い て 運 動 療 法 に 取 り 組 ん で い る 86 名 の デ ー タ

を 用 い て ， 患 者 満 足 と 運 動 に 対 す る 動 機 づ け と の 関 連 性 ， 運 動 に 対 す る 動 機 づ け と

運 動 の 行 動 変 容 の 段 階 と の 関 連 性 ， そ し て ， 患 者 満 足 が 運 動 に 対 す る 動 機 づ け の 促

進 を 介 し て 運 動 の 行 動 変 容 の 段 階 に 影 響 を 及 ぼ す と い う 因 果 モ デ ル に つ い て 検 討 し

た 。 相 関 分 析 の 結 果 ， 前 章 の 結 果 と 同 様 に ， 患 者 満 足 は 自 己 決 定 的 な 動 機 づ け と 有

意 に 関 連 す る こ と が 示 さ れ た 。 ま た ， 運 動 に 対 す る 動 機 づ け 調 整 ス タ イ ル の う ち ，

同 一 視 的 調 整 の み ， 運 動 の 行 動 変 容 の 段 階 と 有 意 に 関 連 し て い た 。 そ し て ， パ ス 解

析 の 結 果 ， 患 者 満 足 の す べ て の 構 成 要 因 は 運 動 に 対 す る 動 機 づ け を 介 し て 運 動 の 継

続 に 影 響 を 及 ぼ す こ と が 示 唆 さ れ た 。 前 章 と 本 章 の 結 果 か ら ， 患 者 満 足 は 運 動 に 対

す る 動 機 づ け を 高 め ， 運 動 の 継 続 に 影 響 を 及 ぼ す こ と が 明 ら か に さ れ た 。  
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終章 総括と今後の展望  

 

第 1 節  本 論 文 の 総 括  

 

近 年 ， 疾 病 構 造 の 変 化 や 診 療 報 酬 の マ イ ナ ス 改 定 ， あ る い は 患 者 や 国 民 の 意 識 の

変 化 を う け ， 医 療 機 関 に は 医 療 の 質 改 善 が 求 め ら れ て い る 。 そ の よ う な な か ， 患 者

の 視 点 か ら み た 医 療 の 評 価 ， す な わ ち 患 者 満 足 が 注 目 さ れ る よ う に な っ て い る 。 患

者 満 足 は ， 患 者 評 価 に よ る 医 療 の 質 の 指 標 と し て 位 置 づ け ら れ て お り ， 患 者 の 受 療

行 動 に 影 響 を 及 ぼ す 要 因 と し て も 関 心 が 高 い 。 患 者 満 足 は ， 医 療 サ ー ビ ス が 提 供 さ

れ る 構 造 ，過 程 ，結 果 に 関 す る 患 者 の 経 験 に 対 す る 評 価 と し て 捉 え ら れ て お り ，1980

年 代 よ り 患 者 満 足 モ デ ル の 検 討 が 行 わ れ る よ う に な っ て い る 。  

患 者 満 足 に 関 す る 初 期 の 捉 え 方 と し て ， 患 者 満 足 は 「 医 療 や 病 院 に 対 す る 患 者 の

態 度 」（ Hulka et  a l . ,  1970）と み な さ れ て い た 。Linder-Pe l tz（ 1982a）は ，Fishbe in 

& A jzen（ 1975） の 態 度 理 論 を 応 用 し て 期 待 － 価 値 モ デ ル を 提 示 し た が ， 実 証 研 究

の 結 果 か ら 十 分 な 支 持 を 得 る こ と は で き な か っ た（ Linder-Pe l tz ,  1982b）。そ の 後 ，

職 務 満 足 の 研 究 領 域 で 提 示 さ れ て い た 不 一 致 モ デ ル（ Lawler ,  1973）が 患 者 満 足 研

究 の な か で 紹 介 さ れ （ Pascoe,  1983）， 以 後 ， 患 者 満 足 の 主 要 な 概 念 モ デ ル と 発 展

し て い っ た 。 不 一 致 モ デ ル は ， 医 療 に 対 す る 期 待 と 実 際 に 受 け た 医 療 と の 不 一 致 が

患 者 満 足 を 決 定 す る と 考 え て お り ，さ ら に ，同 化 － 対 照 モ デ ル（ Sher i f  & Hov land,  

1961）に よ っ て ，不 一 致 の 程 度 が 医 療 に 対 す る 患 者 の 評 価 を 変 化 さ せ る こ と が 説 明

さ れ て い る 。 期 待 概 念 を 扱 っ た 患 者 満 足 モ デ ル に つ い て は ， 期 待 概 念 の 多 義 性 の 問

題（ Thompson & Sunol ,  1995）や 前 提 に 対 す る 批 判（ Wil l iams,  1994）も 指 摘 さ

れ て い る が ， 今 日 に お い て も 患 者 満 足 の 有 力 な モ デ ル と し て 位 置 づ け ら れ て い る 。  

し か し な が ら ，期 待 概 念 を 扱 っ た 患 者 満 足 モ デ ル で は 適 切 に 説 明 で き な い 2 つ の

問 題 が 指 摘 さ れ る 。問 題 の 第 1 は ，不 一 致 モ デ ル に 代 表 さ れ る 期 待 概 念 を 扱 っ た 患
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者 満 足 モ デ ル は ，患 者 満 足 の 評 価 に 関 す る 心 理 過 程 を 説 明 で き る が ，「 患 者 の 何 が 満

足 し た の か 」 と い う 満 足 の 内 容 に つ い て 明 ら か に で き な い と い う 問 題 で あ る 。 不 一

致 モ デ ル で は ， 期 待 が 中 核 的 な 概 念 に 据 え ら れ ， 患 者 が 満 足 や 不 満 足 を 表 明 す る プ

ロ セ ス の 解 明 に 焦 点 が あ て ら れ て い た 。「 患 者 の 何 が 満 足 し た の か 」に つ い て 理 解 す

る た め に は ， 患 者 満 足 を 構 成 す る 内 容 に 関 す る モ デ ル も 必 要 に な る こ と が 指 摘 さ れ

る 。第 2 の 問 題 は ，不 一 致 モ デ ル に よ る 患 者 満 足 で は ，患 者 の 健 康 関 連 行 動 を う ま

く 説 明 で き な い こ と が あ る と い う 点 で あ る 。 期 待 概 念 を 扱 っ た 不 一 致 モ デ ル は ， 患

者 満 足 を 従 属 変 数 と し て 位 置 づ け ， 患 者 満 足 の 評 価 過 程 の 解 明 に 貢 献 し て き た が ，

患 者 満 足 に は 患 者 の 健 康 関 連 行 動 に 影 響 を 及 ぼ す と い う 側 面 も あ る 。 患 者 満 足 が 患

者 の 健 康 関 連 行 動 に 影 響 を 及 ぼ す 心 理 過 程 に つ い て は ， 患 者 満 足 モ デ ル の 発 展 に お

い て 見 落 と さ れ て い た こ と が 指 摘 さ れ る 。  

そ こ で ， 本 論 文 で は ， 患 者 満 足 を 構 成 す る 内 容 と ， 患 者 満 足 が 患 者 の 健 康 関 連 行

動 に 及 ぼ す 影 響 の 心 理 過 程 を 説 明 す る モ デ ル と し て ， 欲 求 の 充 足 に 基 づ く 患 者 満 足

モ デ ル が 提 案 さ れ た 。 欲 求 の 内 容 に つ い て は 20 世 紀 初 期 か ら 研 究 さ れ て お り ， 欲

求 の 充 足 は ，人 間 の 行 動 を 動 機 づ け る 要 因 の 1 つ と し て 考 え ら れ て き た 。欲 求 の 研

究 が は じ ま っ た 当 時 は ， 生 理 的 ， あ る い は 心 理 的 な 欲 求 の 欠 乏 に よ っ て 人 間 の 行 動

は 動 機 づ け ら れ ，欲 求 が 充 足 す れ ば 行 動 は 動 機 づ け ら れ な く な る と 考 え ら れ て き た 。

そ し て ， 近 年 で は ， 人 間 は 生 ま れ な が ら に し て 環 境 へ 効 果 的 に 影 響 を 及 ぼ し た い ，

自 分 の 行 動 は 自 分 が 主 体 で あ り た い と 考 え る 存 在 と み な さ れ ， 欲 求 の 充 足 に よ っ て

人 は 自 律 的 に 行 動 す る と 考 え ら れ る よ う に な っ て き た 。動 機 づ け の 理 論 の 1 つ で あ

る 自 己 決 定 理 論 （ Deci  & Ryan,  2002） で は ， 基 本 的 な 欲 求 と し て 有 能 さ の 欲 求 ，

自 律 性 欲 求 ， 関 係 性 欲 求 が 仮 定 さ れ て お り ， こ れ ら の 欲 求 の 充 足 に よ っ て 人 間 の 行

動 は よ り 自 律 的 （ 自 己 決 定 的 ） な も の に な っ て い く と 考 え ら れ て い る 。 以 上 の こ と

か ら ， 本 論 文 で は ， 生 理 的 欲 求 や 心 理 的 欲 求 と い っ た 欲 求 の 充 足 と い う 観 点 か ら 患

者 満 足 モ デ ル を 構 築 し ， 患 者 満 足 と 患 者 の 健 康 関 連 行 動 と の 関 係 に つ い て 動 機 づ け
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の 観 点 か ら 検 討 す る こ と と し た 。  

 第 2 章 で は ， 基 本 的 な 欲 求 概 念 の 内 容 に 関 す る 理 論 の う ち ， Murray（ 1938） の

欲 求 リ ス ト ， Maslow（ 1943） の 欲 求 階 層 説 ， Deci  & Ryan（ 2002） の 基 本 的 欲 求

理 論 を と り あ げ ，基 本 的 な 欲 求 概 念 の 内 容 を 概 観 し た 。欲 求 リ ス ト や 欲 求 階 層 説 は ，

欲 求 構 造 の 全 体 的 な 枠 組 み に つ い て 示 唆 的 で あ る が ， 内 容 の 複 雑 さ や 階 層 構 造 の 妥

当 性 な ど の 問 題 が 指 摘 さ れ た 。 基 本 的 欲 求 理 論 は ， 動 機 づ け を 説 明 す る 自 己 決 定 理

論 の 下 位 理 論 の 1 つ で あ り ，人 間 の 生 得 的 な 心 理 的 欲 求 と し て ，有 能 さ の 欲 求 ，自

律 性 欲 求 ， 関 係 性 欲 求 が 想 定 さ れ て い る 。 さ ら に ， 自 己 決 定 理 論 の 下 位 理 論 で あ る

有 機 的 統 合 理 論 に お い て ， 動 機 づ け 概 念 は 自 己 決 定 性 の 程 度 か ら 複 数 の 動 機 づ け 調

整 ス タ イ ル に 分 類 さ れ て お り ， 心 理 的 欲 求 の 充 足 は ， 自 己 決 定 的 な 動 機 づ け に 影 響

を 及 ぼ す と 考 え ら れ て い る 。 以 上 の 理 論 的 枠 組 み を も と に ， 本 論 文 で は ， 医 療 サ ー

ビ ス の 利 用 に お い て 認 知 さ れ た 欲 求 の 充 足 と し て 患 者 満 足 を 定 義 し ， 自 己 決 定 理 論

を 応 用 し て 患 者 満 足 と 患 者 の 健 康 関 連 行 動 と の 関 係 に 関 す る 理 論 的 枠 組 み を 構 築 し

た 。  

 第 3 章 で は ，欲 求 の 充 足 に 基 づ いて 患 者 満 足 モ デ ル を 捉 え る モ デ ル が 患 者 満 足 モ

デ ル と し て 支 持 さ れ る か 検 討 す る た め に ， 2 つ の 研 究 課 題 を 設 定 し た 。 第 1 の 研 究

課 題 は ， 欲 求 の 充 足 に 基 づ く 患 者 満 足 モ デ ル に し た が っ て 患 者 満 足 を 測 定 す る た め

の 尺 度 を 開 発 す る こ と し た 。第 1 の 研 究 課 題 を 検 討 す る た め に ，測 定 尺 度 の 妥 当 性

を 検 討 す る プ ロ セ ス を 示 し た 。 本 論 文 で は ， 測 定 尺 度 の 妥 当 性 と し て ， 内 容 的 妥 当

性 ，併 存 的 妥 当 性 ，因 子 的 妥 当 性 ，交 差 妥 当 性 を 検 討 す る こ と と し た 。第 2 の 研 究

課 題 は ，健 康 行 動 の 1 つ で あ る 運 動 を と り あ げ ，患 者満 足 が 運 動 に 対 す る 動 機 づ け

と 運 動 の 継 続 に 及 ぼ す 影 響 を 検 討 す る こ と と し た 。 研 究 課 題 2 を 検 討 す る た め に ，

自 己 決 定 理 論 を 応 用 す る 枠 組 み を 提 示 し た 。 す な わ ち ， 心 理 的 欲 求 の 充 足 （ 有 能 さ

の 欲 求 の 充 足 ， 自 律 性 欲 求 の 充 足 ， 関 係 性 欲 求 の 充 足 ） が 自 己 決 定 性 の 高 い 動 機 づ

け を 促 進 さ せ る と 仮 定 し た 。 こ の 仮 定 に 基 づ き ， こ れ ら 心 理 的 欲 求 の 充 足 を 含 む 患
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者 満 足 は ， 運 動 に 対 す る 自 己 決 定 性 の 高 い 動 機 づ け に 影 響 を 及 ぼ す と 考 え た 。 さ ら

に ， 動 機 づ け の 高 さ は 行 動 の 持 続 性 を 高 め る と い う 動 機 づ け の 機 能 （ 速 水 ， 1998）

か ら ， 自 己 決 定 性 の 高 い 動 機 づ け に 影 響 を 及 ぼ す 患 者 満 足 は ， 運 動 の 継 続 に 影 響 を

及 ぼ す と 考 え た 。  

第 4 章 で は ， 欲 求 の 充 足 に 基 づ く 患 者 満 足 測 定 尺 度 の 妥 当 性 を 検 証 す る た め に ，

測 定 尺 度 に 含 め る 項 目 の 分 析 を 行 っ た 。 先 に 示 し た 患 者 満 足 に 関 す る 構 成 概 念 の モ

デ ル に 基 づ き ， 独 自 に 作 成 し た 全 12 項 目 が 尺 度 に 含 め る 項 目 と し て 適 切 さ か ど う

か 検 討 し た 。リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン（ 以 下 ，リ ハ ビ リ ）サ ー ビ ス を 利 用 す る 210 名 の

デ ー タ を 分 析 し た 結 果 ， 関 係 性 欲 求 の 充 足 を 測 定 す る 項 目 の 一 部 と 生 理 的 欲 求 の 充

足 を 測 定 す る 項 目 は ， 測 定 尺 度 に 含 め る 項 目 と し て 許 容 で き る こ と が 示 さ れ た 。 し

か し な が ら ， 有 能 さ の 欲 求 の 充 足 と 自 律 性 欲 求 の 充 足 を 測 定 す る 項 目 は 再 検 討 す る

必 要 性 が 示 さ れ た 。ま た ，関 係 性 欲 求 の 充 足 は ，サ ー ビ ス を 利 用 す る 他 の 参 加 者 と ，

サ ー ビ ス 担 当 者 を 区 別 し て 測 定 す る 必 要 性 が 示 さ れ た 。  

第 5 章 で は ，第 4 章 で 再 検 討 の 必 要 性 が 示 さ れ た 項 目 を 修 正 し た う え で ，測 定 尺

度 の 信 頼 性 と 内 容 的 妥 当 性 お よ び 併 存 的 妥 当 性 を 検 討 し た 。 項 目 の 修 正 に あ た っ て

は ， 運 動 場 面 に お け る 心 理 的 欲 求 の 充 足 を 測 定 す る 尺 度 （ Wilson e t  a l . ,  2006） の

項 目 を 参 考 に し た 。 信 頼 性 は ， Cronbach の α 係 数 を 算 出 し て 検 討 し た 。 内 容 的 妥

当 性 は ， 心 理 学 を 専 門 と す る 研 究 者 に よ る 項 目 内 容 の チ ェ ッ ク と ， 探 索 的 因 子 分 析

に よ る 因 子 内 容 の 確 認 に よ っ て 検 討 し た 。 併 存 的 妥 当 性 は ， 医 療 サ ー ビ ス に お け る

患 者 満 足 測 定 尺 度 の 基 準 関 連 妥 当 性 を 検 討 す る 研 究 で よ く 使 用 さ れ る 外 的 基 準 を と

り あ げ ， 患 者 満 足 と 外 的 基 準 と の 相 関 分 析 を 行 っ て 検 討 し た 。 リ ハ ビ リ サ ー ビ ス を

利 用 す る 250 名 の デ ー タ を 分 析 し た 結 果 ，項 目 の 一 部 は 天 井 効 果 が 示 さ れ た も の の ，

著 し い 分 布 の 偏 り は 確 認 さ れ な か っ た 。 そ の う え で ， 欲 求 の 充 足 に 基 づ く 患 者 満 足

測 定 尺 度 の 信 頼 性 と 内 容 的 妥 当 性 お よ び 併 存 的 妥 当 性 が 確 認 さ れ た 。  

第 6 章 で は ，欲 求 の 充 足 に 基 づ く 患 者 満 足 測 定 尺 度 の 因 子 的 妥 当 性 と 交 差 妥 当 性
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を 検 討 し た 。 因 子 的 妥 当 性 は ， 検 証 的 因 子 分 析 に よ る 因 子 構 造 の 適 合 度 を 参 考 に し

て 検 討 し た 。交 差 妥 当 性 は ，医 療 機 関 の 外 来 患 者 と 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 施 設（ 以

下 ，デ イ ケ ア 施 設 ）の 利 用 者 を 異 な る 2 つ の 集 団 と み な し た う え で ，両 集 団 の 因 子

不 変 性 の 観 点 か ら 検 討 し た 。リ ハ ビ リ サ ー ビ ス を 利 用 す る 287 名 の デ ー タ を 分 析 し

た 結 果 ， 因 子 的 妥 当 性 つ い て は ， 斜 交 モ デ ル （ 因 子 間 に 相 関 関 係 が 仮 定 さ れ た モ デ

ル ） に お い て 高 い 適 合 度 が 示 さ れ た 。 ま た ， 交 差 妥 当 性 つ い て は ， 斜 交 モ デ ル の 高

い 因 子 不 変 性 が 示 さ れ た 。 以 上 の 結 果 か ら ， 測 定 尺 度 の 因 子 的 妥 当 性 と 交 差 妥 当 性

が 確 認 さ れ た 。第 4 章 か ら 第 6 章 ま で の 検 討 に よ り ，欲 求 の 充 足 に 基 づ く 患 者 満 足

測 定 尺 度 の 一 定 の 信 頼 性 と 妥 当 性 が 検 証 さ れ た 。  

 第 7 章 で は ，欲 求 の 充 足 に 基 づ く患 者 満 足 と 運 動 に 対 す る 動 機 づ け と の 関 連 性 を

検 討 し た 。自 己 決 定 理 論 に 基 づ き ，運 動 に 対 す る 動 機 づ け を 5 つ の 調 整 ス タ イ ル（ 内

発 的 調 整 ， 同 一 視 的 調 整 ， 取 り 入 れ 的 調 整 ， 外 的 調 整 ， 非 動 機 づ け ） に 分 け ， 患 者

満 足 と 運 動 に 対 す る 動 機 づ け 調 整 ス タ イ ル と の 関 連 性 を 分 析 し た 。 リ ハ ビ リ サ ー ビ

ス を 利 用 す る 189 名 の デ ー タ を 分 析 し た 結 果 ，患 者 満 足 は ，内 発 的 調 整 や 同 一 視 的

調 整 と い っ た 自 己 決 定 性 の 高 い 動 機 づ け 調 整 ス タ イ ル と の 間 に 有 意 な 正 の 相 関 関 係

が 示 さ れ た 。 一 方 で ， 患 者 満 足 は ， 取 り 入 れ 的 調 整 や 外 的 調 整 と い っ た 自 己 決 定 性

の 低 い 動 機 づ け 調 整 ス タ イ ル と の 間 も 有 意 な 正 の 相 関 関 係 が 示 さ れ た が ， 相 関 係 数

は 相 対 的 に 低 か っ た 。 以 上 の 結 果 か ら ， 患 者 満 足 と 運 動 に 対 す る 自 己 決 定 的 な 動 機

づ け と の 強 い 関 連 性 が 示 さ れ た 。  

さ ら に ，第 8 章 で は ，欲 求 の 充 足 に 基 づ く 患 者 満 足 が 運 動 に 対 す る 動 機 づ け の 促

進 を 介 し て 運 動 の 継 続 に 及 ぼ す 影 響 を 検 討 し た 。 患 者 満 足 が 運 動 に 対 す る 動 機 づ け

の 促 進 を 介 し て 運 動 の 継 続 に 影 響 を 及 ぼ す と い う 因 果 モ デ ル を 構 築 し ， そ の 因 果 モ

デ ル の 適 合 度 を 分 析 し た 。 メ デ ィ カ ル フ ィ ッ ト ネ ス （ 医 療 機 関 に 併 設 さ れ た 健 康 増

進 施 設 ） を 利 用 す る 86 名 の デ ー タ を 分 析 し た 結 果 ， パ ス 係 数 の 値 か ら ， 患 者 満 足

を 構 成 す る す べ て の 要 因 が 運 動 に 対 す る 動 機 づ け に 影 響 を 及 ぼ す こ と が 示 さ れ た 。
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ま た ， 患 者 満 足 が 運 動 に 対 す る 同 一 視 的 調 整 に よ る 動 機 づ け を 介 し て 運 動 継 続 に 及

ぼ す 影 響 も 示 唆 さ れ た 。 こ れ ら の 結 果 か ら ， 患 者 満 足 が 運 動 に 対 す る 動 機 づ け の 促

進 を 介 し て 運 動 の 継 続 に 及 ぼ す 影 響 が 実 証 さ れ た 。  

 

第 2 節  本 論 文 の 含 意  

 

1） 学 術 的 貢 献  

学 術 的 貢 献 の 第 1 は ，欲 求 概 念 を 扱 っ て 患 者 満 足 を 構 成 す る 内 容 を 説 明 で き る 患

者 満 足 モ デ ル を 提 示 し ， そ の モ デ ル を 実 証 し た こ と に あ る 。 患 者 満 足 を 説 明 す る た

め の 従 来 の モ デ ル は ， 期 待 概 念 を 扱 っ た 不 一 致 モ デ ル が 主 流 で あ っ た 。 不 一 致 モ デ

ル は ， 医 療 サ ー ビ ス の 各 属 性 （ 医 療 従 事 者 の 技 術 や ア ク セ ス な ど ） に 対 す る 患 者 の

期 待 と ， 実 際 に 受 け た 医 療 サ ー ビ ス と の ギ ャ ッ プ （ 不 一 致 ） が ， 医 療 サ ー ビ ス に 対

す る 評 価 に 影 響 を あ た え ， 患 者 満 足 や 不 満 足 は 決 定 さ れ る と 考 え る モ デ ル で あ る 。

不 一 致 モ デ ル に 代 表 さ れ る 期 待 概 念 を 扱 っ た 患 者 満 足 モ デ ル は ， 患 者 満 足 の 評 価 過

程 を 説 明 す る モ デ ル と し て 貢 献 し て き た が ，「 患 者 の 何 が 満 足 し た の か 」と い っ た 患

者 満 足 を 構 成 す る 内 容 に つ い て は 明 ら か に で き な い と い う 問 題 を 抱 え て い る 。 こ の

問 題 に 対 し ， 本 論 文 で は ， 期 待 に 代 わ る 説 明 概 念 と し て 欲 求 に 着 目 し ， 欲 求 の 内 容

に つ い て 理 論 的 な 検 討 を 加 え た う え で ，「 有 能 さ の 欲 求 」「 自 律 性 欲 求 」「 関 係 性 欲 求 」

「 生 理 的 欲 求 」 と い っ た 欲 求 の 充 足 に 基 づ く 患 者 満 足 モ デ ル を 提 示 し た 。 そ し て ，

こ の モ デ ル に 基 づ い て 開 発 し た 測 定 尺 度 の 研 究 に お い て ， 従 来 か ら 患 者 満 足 と 関 連

が あ る と さ れ る「 全 体 的 な 患 者 満 足 度 」「 施 設 の 利 用 意 向 」と 患 者 満 足 は 有 意 に 関 連

す る こ と が 示 さ れ た 。 さ ら に ， 自 己 決 定 理 論 を 応 用 し た 患 者 満 足 の 動 機 づ け に 関 す

る 研 究 に お い て も ， 患 者 満 足 は 患 者 の 健 康 関 連 行 動 （ 運 動 ） に 対 す る 動 機 づ け や 行

動 の 継 続 に 影 響 を 及 ぼ す こ と が 示 さ れ た 。 以 上 の 知 見 は ， 欲 求 の 充 足 に 基 づ い た モ
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デ ル が ， 患 者 満 足 を 説 明 す る モ デ ル と し て 支 持 で き る 証 拠 に な る と い え る 。 こ の よ

う な 欲 求 の 充 足 に 基 づ く 患 者 満 足 モ デ ル の 提 示 は ， 患 者 満 足 を 構 成 す る 内 容 の 理 解

に 貢 献 す る と 考 え ら れ る 。  

学 術 的 貢 献 の 第 2 は ，患 者 満 足 が 患 者 の 健 康 関 連 行 動 に 及 ぼ す 影 響 の 心 理 過 程 を

解 明 し た こ と で あ る 。 患 者 満 足 の 主 要 な モ デ ル で あ る 不 一 致 モ デ ル は ， 医 療 サ ー ビ

ス に 対 す る 評 価 の 従 属 変 数 と し て 患 者 満 足 を 位 置 づ け ， 医 療 サ ー ビ ス に 対 す る 患 者

の 評 価 過 程 に 問 題 の 焦 点 を あ て て い た 。 そ の た め ， 患 者 の 行 動 に 影 響 を 及 ぼ す 独 立

変 数 と し て の 患 者 満 足 に つ い て は ほ と ん ど 検 討 さ れ ず ， そ の 心 理 過 程 を 説 明 す る た

め の 視 点 は 見 落 と さ れ て い た 。 こ の 問 題 に 対 し て 本 論 文 で は ， 動 機 づ け の 説 明 概 念

で も あ る 欲 求 を 患 者 満 足 モ デ ル に 組 み 込 む こ と で ， 患 者 満 足 が 患 者 の 健 康 関 連 行 動

に 及 ぼ す 影 響 の 心 理 過 程 を 動 機 づ け の 観 点 か ら 解 明 で き る と 考 え た 。 健 康 行 動 の 1

つ で あ る 運 動 を と り あ げ ， 動 機 づ け の 理 論 で あ る 自 己 決 定 理 論 を 応 用 し て ， 患 者 満

足 が 患 者 の 運 動 に 対 す る 動 機 づ け と 運 動 の 継 続 に 及 ぼ す 影 響 を 実 証 し た 。 こ の 成 果

に よ り ， 患 者 満 足 は 行 動 に 対 す る 自 己 決 定 的 な 動 機 づ け を 促 進 さ せ る こ と で 患 者 の

健 康 関 連 行 動 に 影 響 を 及 ぼ す 可 能 性 が 示 唆 さ れ た 。 こ の 知 見 は ， 患 者 満 足 が 患 者 の

健 康 関 連 行 動 に 及 ぼ す 影 響 の 心 理 過 程 の 理 解 に 貢 献 す る と 考 え ら れ る 。  

 

2） 実 践 的 貢 献  

 実 践 的 貢 献 の 第 1 は ，患 者 満 足 度 向 上 の 改 善 策 を 検討 す る た め の 枠 組 み を 提 示 し

た 点 に あ る 。欲 求 の 充 足 に 基 づ く 患 者 満 足 モ デ ル で は ，患 者 の 基 本 的 な 欲 求 と し て ，

有 能 さ の 欲 求 ， 自 律 性 欲 求 ， 関 係 性 欲 求 ， 生 理 的 欲 求 が 想 定 さ れ て い る 。 こ の モ デ

ル に し た が え ば ，こ れ ら 欲 求 の 充 足 に よ っ て 患 者 満 足 度 を 向 上 さ せ る こ と が で き る 。

例 え ば ， 有 能 さ の 欲 求 は ， 周 囲 の 環 境 と う ま く 相 互 作 用 し た い と い う 欲 求 と 考 え ら

れ て い る こ と か ら ， こ の 欲 求 の 充 足 の た め に は ， 患 者 に 提 案 さ れ た 養 生 法 や 課 題 の

難 易 度 ， 量 ， 頻 度 を 考 慮 す る 必 要 が あ る 。 ま た ， 自 律 性 欲 求 は ， 自 分 の 行 動 は 自 分
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で 決 め た い と い う 欲 求 を 意 味 す る こ と か ら ， 自 律 性 欲 求 の 充 足 に は ， 治 療 方 針 や 内

容 を 患 者 が 選 択 で き る た め に 必 要 と な る 情 報 を 提 供 し ， 患 者 の 意 思 決 定 を 支 援 す る

取 り 組 み が 重 要 に な っ て く る 。 そ し て ， 関 係 性 欲 求 は ， 他 者 を 受 容 し た い ， 他 者 か

ら 受 容 さ れ た い と い う 欲 求 を 意 味 す る こ と か ら ， 医 療 従 事 者 と 患 者 と の 人 間 関 係 だ

け で な く ， 患 者 同 士 の 交 流 や 関 係 性 に も 配 慮 が 必 要 に な っ て く る 。 さ ら に ， 生 理 的

欲 求 は ， 自 分 の 病 気 を 治 し た い ， 予 防 し た い と い う 患 者 の 基 本 的 な 欲 求 で も あ る こ

と か ら ， 医 学 的 知 識 の 習 得 や 医 療 技 術 の 研 鑽 が 求 め ら れ る こ と は 言 う ま で も な い 。

こ の よ う に ， 本 論 文 で 提 示 さ れ た 患 者 満 足 モ デ ル に 含 ま れ る 欲 求 の 内 容 を 理 解 す る

こ と で ， 個 々 の 医 療 現 場 に 応 じ た 実 践 的 な 改 善 策 を 検 討 で き る よ う に な る と 考 え ら

れ る 。  

実 践 的 貢 献 の 第 2 は ，医 療 サ ー ビ ス を 提 供 す る 現 場 に 対 し ，欲 求 の 充 足 に 着 目 し

て 患 者 満 足 を 評 価 す る た め の 測 定 尺 度 と し て ， 欲 求 の 充 足 に 基 づ く 患 者 満 足 測 定 尺

度 を 提 供 し た 点 に あ る 。 本 測 定 尺 度 は ， 運 動 場 面 に お け る 心 理 的 欲 求 の 充 足 を 測 定

す る 既 存 尺 度 で あ る Psycholog ica l  Need Sat is fact ion in  Exerc ise  Sca le（ PNSE：

Wilson et  a l . ,  2006） の 項 目 を 参 考 に し て 開 発 さ れ た た め ， 純 然 た る 新 規 尺 度 と は

い え な い か も し れ な い 。 し か し な が ら ， 欲 求 の 充 足 と い う 観 点 か ら 患 者 満 足 を 測 定

で き る 尺 度 の 開 発 に PNSE を 応 用 し ，そ の 信 頼 性 と 妥 当 性 を 検 証 し た 点 は ，こ れ ま

で に は な か っ た 独 創 的 な 取 り 組 み で あ っ た と い え よ う 。 本 測 定 尺 度 は ， 医 療 機 関 や

デ イ ケ ア 施 設 に 限 ら ず ， 健 康 の 維 持 増 進 を 目 的 と し た 運 動 あ る い は 運 動 療 法 に 取 り

組 む 者 を 対 象 に サ ー ビ ス を 提 供 す る 施 設 で 使 用 で き る 可 能 性 が あ る 。 こ れ ま で ， 医

療 サ ー ビ ス に お け る 患 者 満 足 度 を 測 定 す る 尺 度 の な か で ， 信 頼 性 と 妥 当 性 を 備 え た

も の は 少 な い こ と が 指 摘 さ れ て い る（ Sitz ia ,  1999）。本 論 文 の な か で 開 発 さ れ た 患

者 満 足 測 定 尺 度 は ， 実 際 の 医 療 現 場 で 患 者 満 足 を 測 定 で き る 貴 重 な 尺 度 と い え る 。

医 療 従 事 者 は ， 本 測 定 尺 度 を 用 い て 対 象 者 の 満 足 を 評 価 す る こ と で ， 充 足 さ れ て い

な い 欲 求 の 領 域 を 把 握 で き ， 医 療 の 質 向 上 の た め に は サ ー ビ ス の ど の 部 分 を 改 善 す
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れ ば よ い か 示 唆 が 得 ら れ る だ ろ う 。  

 

第 3 節  今 後 の 課 題  

 

 欲 求 の 充 足 に 基 づ く 患 者 満 足 モ デ ル に 関 す る 3 つ の 検 討 課 題 を 示 す 。第 1 の 課 題

は ，期 待 概 念 を 扱 っ た 患 者 満 足 モ デ ル と の 関 連 で あ る 。患 者 満 足 の 不 一 致 モ デ ル は ，

医 療 サ ー ビ ス に 対 す る 患 者 の 評 価 過 程 に 着 目 し た 理 論 で あ り ， 一 方 ， 本 論 文 で 提 示

さ れ た 欲 求 の 充 足 モ デ ル は ， 医 療 サ ー ビ ス の 提 供 過 程 や 成 果 に よ る 患 者 の 欲 求 の 充

足 内 容 に 着 目 し た 理 論 で あ る 。 2 つ の モ デ ル は 排 他 的 な 関 係 に あ る と い う よ り も ，

患 者 満 足 を 説 明 す る た め の 相 補 的 な 関 係 に あ る と 考 え ら れ る 。 こ の よ う に 考 え た 場

合 ， 不 一 致 モ デ ル と 欲 求 の 充 足 モ デ ル と の 統 合 が 今 後 の 検 討 課 題 と な る 。 例 え ば ，

医 療 サ ー ビ ス へ の 期 待 と 実 際 に 受 け た 医 療 サ ー ビ ス の 不 一 致 を 評 価 し ， そ れ が 欲 求

の 充 足 に 及 ぼ す 影 響 を 明 ら か に で き れ ば ， 医 療 サ ー ビ ス の ど の 部 分 が 患 者 の ど の よ

う な 満 足 を も た ら す か 検 討 で き る 。 期 待 概 念 と 欲 求 概 念 の 両 方 を 扱 っ た 患 者 満 足 モ

デ ル の 構 築 は ， 患 者 満 足 の 質 を 高 め る た め の マ ネ ジ メ ン ト に と っ て 有 用 な 検 討 課 題

と 考 え ら れ る 。  

第 2 の 課 題 は ，欲 求 の 内 容 の 細 分 化 で あ る 。本 論 文 で 想 定 さ れ た 欲 求 は ，基 本 的

欲 求 理 論 を 基 盤 に し た 心 理 的 欲 求 と ， 生 理 的 欲 求 か ら 構 成 さ れ る 。 し か し な が ら ，

実 際 の 医 療 現 場 で は ， こ れ よ り 細 か い 欲 求 （ ニ ー ズ ） が 患 者 か ら 表 明 さ れ る こ と も

あ る 。 そ れ ら の な か に は ， 欲 求 の 充 足 モ デ ル に 含 ま れ る 基 本 的 な 欲 求 と 合 致 し な い

ニ ー ズ も あ る か も し れ な い 。例 え ば ，「 病 気 を 治 し た い 」と い う 欲 求 は 生 理 的 欲 求 と

い え る が ，「 病 気 の こ と を も っ と 知 り た い 」と い っ た 欲 求 は ，生 理 的 欲 求 と は 別 の 欲

求 に な る と い え る 。 患 者 満 足 の 理 解 を 深 め て い く た め に は ， 患 者 か ら 満 足 や 不 満 に

関 す る 質 的 な デ ー タ を 収 集 し ， Murray（ 1938） の 欲 求 リ ス ト を 参 考 に し な が ら ，

欲 求 の 内 容 を 細 分 化 し て い く こ と も 必 要 に な る と 考 え ら れ る 。  
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欲 求 の 充 足 に 基 づ く 患 者 満 足 モ デ ル に 関 す る 第 3 の 課 題 は ，欲 求 の 充 足 と 全 体 的

な 満 足 や 動 機 づ け と の 関 係 を 交 絡 す る 個 人 要 因 の 特 定 で あ る 。 同 じ 環 境 に お い て 同

じ 医 療 サ ー ビ ス が 提 供 さ れ て も ， 同 じ 程 度 の 患 者 満 足 が 得 ら れ な か っ た り ， 自 己 決

定 的 に 動 機 づ け ら れ な か っ た り す れ ば ，そ の 原 因 の 1 つ と し て 個 人 差 が 考 え ら れ る 。

考 え ら れ る 個 人 差 と し て は ， 欲 求 の 充 足 に 対 す る 認 知 の 個 人 差 や 欲 求 の 強 度 の 個 人

差 が 挙 げ ら れ る 。 医 療 サ ー ビ ス は 個 別 性 の 強 い サ ー ビ ス で あ る こ と を 考 え る と ， 欲

求 の 充 足 に 基 づ く 患 者 満 足 モ デ ル に お い て も 個 人 差 を 説 明 す る た め の 捕 捉 理 論 を 検

討 し て お く 必 要 が あ る と 考 え ら れ る 。  
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