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研究成果の概要（和文）：本研究は、自閉症スペクトラム症児者とウィリアムズ症候群児者を対象に感覚特性と
社会応答特性ならびに他者視点取得能力の関係について検討した。その結果、感覚特性は両グループともに類似
の非定型性がみられた。さらに社会応答性尺度については社会的認知、社会的気づきは両グループともに類似の
傾向を示した。さらに感覚特性と社会応答特性の間には正の相関が見られ、感覚特性と視点取得能力についても
検討した。これに加え、自閉傾向と感覚特性、不確実さ不耐性、不安、二分法的思考の関係についても明らかに
し、感覚特性と認知特性の関係について検討した。

研究成果の概要（英文）：This study examined the relationship between sensory characteristics and 
social responsiveness, as well as the ability to take others' perspectives, in autistic individuals 
and individuals with Williams syndrome. The results showed that sensory profiles were similarly 
atypical in both groups. In addition, both groups showed similar trends in social cognition and 
social awareness on the social responsiveness scale. Furthermore, a positive correlation was found 
between sensory and social responsive traits, and sensory traits and the ability of 
perspective-taking were also examined. Additionally, the relationship between sensory profiles and 
cognitive characteristics was examined by clarifying the relationship between autistic traits and 
sensory characteristics, uncertainty intolerance, anxiety, and dichotomous thinking.

研究分野： 発達認知神経科学
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令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究課題を通じ、自閉スペクトラム症とウィリアムズ症候群児者における社会応答特性と感覚特性の共通点と
相違点について明らかにし、その発達変化について明らかにした。また、感覚特性と社会応答性にも関連がある
ことを見出し、感覚特性と社会的認知の一つである視点取得特性についても検討した。本研究成果は、これまで
自閉スペクトラム症とウィリアムズ症候群は社会性において対極にあるとされる報告に再考を促し、社会性を構
成する要因について両グループの特性を詳細に検討する必要性を示した。また、感覚特性についても両グループ
において共通する部分を見出しており、療育などにつなげることが期待される。 

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。
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１．研究開始当初の背景 
 
 近年、社会的知覚・認知の発達過程を解明する一つの手法として、社会性が異なる疾患の発達
過程を比較するアプローチが提唱されている(Annaz et al. 2009)。特に社会的認知特性については、
発症率が約 44 人に 1 人とされ、社会的コミュニケーションに困難を抱える自閉症スペクトラム
症児と発症率が約 1 万人に 1 人とされ、7 番染色体の一部欠失に伴う遺伝性疾患であり、「過度
な社会性」を有するウィリアムス症候群児を対象に社会的認知特性を比較する手法が注目され
ている。自閉スペクトラム症に関しては、社会的認知特性と感覚特性に関する知見が蓄積されて
いるものの、ウィリアムズ症候群においてはまだ十分な知見が蓄積されておらず、両者の知覚・
認知特性の相違については十分明らかにされていないのが現状である。 
 研究代表者のこれまでの研究により、過度な社会性を有するウィリアムズ症候群児者におい
ても社会的認知特性の一部については自閉スペクトラム症と類似する可能性を見出しているも
のの、感覚特性が両者においてどのように異なるのか、感覚特性がどのように社会的認知特性と
関係するかについては殆ど明らかにされていないのが現状である。 
 
２．研究の目的 
 
 そこで本研究では、研究代表者らの一連の研究成果に基づき、これまで社会性が自閉スペクト
ラム症と対極にあると考えられてきたウィリアムズ症候群と知覚・認知特性を比較することに
より、両者に共通する特性と異なる特性を解明し、感覚特性と社会的認知特性の関係について明
らかにすることを目的とする。特に自閉スペクトラム症児者、ウィリアムズ症候群児者、定型発
達者を対象とした社会的認知課題ならびに養育者を対象とした各種質問紙調査、眼球運動計測
実験を通じ、自閉スペクトラム症児者ならびにウィリアムズ症候群児者の知覚・認知特性、特に
感覚特性と社会的認知・他者視点取得能力の関係を明らかにすることを目的とした。具体的には
以下の 5 項目を進めた。 
 
【研究項目 1】自閉スペクトラム症とウィリアムズ症候群における感覚特性の比較 
【研究項目 2】自閉スペクトラム症とウィリアムズ症候群における社会応答特性の比較 
【研究項目 3】自閉スペクトラム症とウィリアムズ症候群における感覚特性と社会的応答特性の
関係 
【研究項目 4】ウィリアムズ症候群における感覚特性と社会的認知の関係 
【研究項目 5】自閉傾向・感覚過敏・不確実さ不耐性・二分法的思考・不安の関係 
 
 
３．研究の方法 
 
【研究項目 1】自閉スペクトラム症とウィリアムズ症候群における感覚特性の比較 
本研究項目では、ウィリアムズ症候群児者と自閉スペクトラム症児者の感覚特性について比較
し、両者の相違について明らかにすることを目的とする。DSM-5(American Psychiatric Association 
2013)に示された診断基準のとおり、自閉スペクトラム症児者では感覚過敏特性を有することが
数多く報告されている。一方、ウィリアムズ症候群児者においても自閉スペクトラム症と類似し
た感覚特性、特に聴覚過敏などの感覚過敏に関する報告があるものの限定的である。特に、両グ
ループにおいて感覚特性のどの部分が類似し、どのように感覚特性が異なるのか、また、それら
がどのように発達変化するかについては明らかにされていない。本研究項目では SP 感覚プロフ
ァイル質問紙(Dunn 1999; Hagiwara et al. 2015)を自閉スペクトラム症児者ならびにウィリアムズ
症候群児者の養育者に実施し、両グループでの感覚特性の相違について検討する。その上でそれ
ら特性が発達によりどのように変化するかを解明する。 
 
 
【研究項目 2】自閉スペクトラム症とウィリアムズ症候群における社会応答特性の比較 
本研究項目では、ウィリアムズ症候群児者と自閉スペクトラム症児者の社会的認知特性を比較
し、両グループの相違について明らかにする。これまで、ウィリアムズ症候群児者は過度な社会
性を有するとされ、自閉スペクトラム症児者とは社会的表現型が対極にあると指摘されてきた
(Jones et al. 2000)。しかしながら、両者の共通性も指摘されているものの(Asada and Itakura 2012)、
どのような側面が類似し、異なるのかについては未だ明らかにされていない。そこで本研究項目
では、社会応答性尺度(SRS-2; Constantino and Gruber 2012)を自閉スペクトラム症ならびにウィリ
アムズ症候群をもつ児の養育者を対象とした調査を実施し、社会応答性尺度の下位項目の比較
を行う。これまで自閉スペクトラム症児者、ウィリアムズ症候群児者の養育者を対象とした社会
応答性尺度に関する研究は数件にとどまり、いずれも年齢が限局したもののみである。本研究項



目では、さらに両グループにおける発達に伴う変化についても明らかにすることを目的とする。 
 
 
【研究項目 3】自閉スペクトラム症とウィリアムズ症候群における感覚特性と社会応答特性の関
係 
本研究項目では、研究項目 1 と 2 により、両グループの感覚特性と社会応答特性の関係について
明らかにする。特に、自閉スペクトラム症児者とウィリアムズ症候群児者の感覚特性と社会的認
知特性（社会的気づき、社会的認知）がどのように関係するか、さらにはどのように発達変化す
るかを明らかにすることを目的とする。 
 
 
【研究項目 4】ウィリアムズ症候群における感覚特性と社会的認知の関係 
本研究項目では、社会的認知の一つである、他者感覚特性と他者視点取得の関係について、ウィ
リアムズ症候群を対象に眼球運動計測課題（他者視点取得課題）を実施し、研究項目 1 で計測し
た感覚過敏特性データと突き合わせることで感覚特性と社会的認知特性の関係について明らか
にすることを目的とする。 
 
 
【研究項目 5】自閉傾向・感覚過敏・不確実さ不耐性・二分法的思考・不安の関係 
本研究項目では、自閉傾向と感覚特性が認知特性にどのように関連するかについて明らかにす
ることを目的とする。具体的には、Stark et al. (2021)に提案されたモデルに基づき、自閉傾向が
不確実さ不耐性を媒介として二分的思考に至る可能性について検討する。さらに、自閉傾向が感
覚特性、不確実さ不耐性、二分法的思考、不安とどのような関係となるかを明らかにすることを
試みる。まずは、自閉傾向が不確実さ不耐性、二分法的思考とどのような関係となるかを明らか
にした上で、感覚過敏特性がどのように関係するかを明らかにすることを目的とする。 
 
 
４．研究成果 
 
(1) 【研究項目 1】自閉スペクトラム症とウィリアムズ症候群における感覚特性の比較 
4 歳から 14 歳の自閉スペクトラム症児 39 名（平均年齢：9.2 歳）、3 歳から 19 歳までのウィリア
ムズ症候群児者 60 名（平均年齢：9.9 歳）を対象に SP 感覚プロファイル質問紙を実施した。4
つの象限（低登録、感覚探求、感覚過敏、感覚回避）における結果は、自閉スペクトラム症では、
定型発達と同程度である割合は低登録、感覚探求、感覚過敏、感覚回避はそれぞれ 15.3%、30.8%、
30.8%、23.0%であった。一方、ウィリアムズ症候群では、定型発達と同程度である割合は低登録、
感覚探求、感覚過敏、感覚回避はそれぞれ 10.0%、20.0%、8.3%、18.3%であった。さらに各象限
の群間・発達変化を解析したところ、低登録では、グループの主効果が有意であったが、年齢と
グループの交互作用ならびに年齢の主効果は有意ではなかった。これより、ウィリアムズ症候群
のスコアは自閉スペクトラム症群に比較して有意に高いことが明らかになった。感覚探求では、
年齢の主効果と年齢とグループの交互作用が有意であったが、グループの主効果は有意ではな
かった。これらより、自閉スペクトラム症児者のスコアがウィリアムズ症候群児者よりも発達に
伴い有意に減少した。感覚過敏では、グループの主効果とグループと年齢の交互作用が有意であ
ったが、年齢の主効果は有意でなかった。これより、自閉スペクトラム症児者におけるスコアが
発達に伴い有意に減少しているものの、ウィリアムズ症候群児者では年齢とともに有意に変化
しないことが示された。また、感覚回避では、年齢の主効果と年齢とグループの交互作用は有意
であったがグループの主効果は有意ではなかった。これらより、ウィリアムズ症候群児者のスコ
アは発達に伴い増加するものの、自閉スペクトラム症児者のスコアは発達により有意に変化し
ないことが明らかになった。これらより、自閉スペクトラム症とウィリアムズ症候群における感
覚特性が一部類似する可能性を見出した。本研究成果は Journal of Autism and Developmental 
Disorders 誌に掲載された。 
 
 
(2) 【研究項目 2】自閉スペクトラム症とウィリアムズ症候群における社会応答特性の比較 
4 歳から 55 歳までの自閉スペクトラム症児者（平均年齢：19.4 歳）の養育者 75 名、4 歳から 44
歳までのウィリアムズ症候群児者（平均年齢：15.1 歳）の養育者 78 名を対象とした社会応答性
尺度（SRS-2）を用いた調査を実施した。結果、社会的動機づけならびに社会的コミュニケーシ
ョンの T スコアは自閉スペクトラム症者においてウィリアムズ症候群児者よりも有意に高いこ
とが確認されたものの、社会的気づき、社会的認知、興味の極限と反復行動に関する T スコアは
自閉スペクトラム症群とウィリアムズ症候群で有意差は見られなかった。また、発達に伴う変化
についても解析した結果、自閉スペクトラム症児者ならびにウィリアムズ症候群児者において
も発達に伴い減少することが認められたものの、その割合がグループ間で異なることを見出し
た。本研究は Journal of Autism and Developmental Disorders 誌に掲載された。 
 



 
 
(3) 【研究項目 3】自閉スペクトラム症とウィリアムズ症候群における感覚特性と社会的認知の
関係 
研究項目 1 と研究項目 2 において得られた自閉スペクトラム症児者とウィリアムズ症候群児者
における感覚特性データと社会応答性尺度を突き合わせ、両者の関係について検討した。結果、 
感覚探求と社会的コミュニケーション、興味の限局性と低登録、興味の限局性と感覚探求の間に
正の相関が見られた。これらの関係について現在詳細に解析・検討を進めている。 
 
 
(4) 【研究項目 4】ウィリアムズ症候群における感覚特性と社会的認知の関係 
Ikeda et al. (2022)の手法を用い、ウィリアムズ症候群児者における他者視点取得能力と感覚特性
の関係について検討した。現時点において 14 名のデータを取得中であり、所定の計測人数に達
したところで解析を実施する予定である。 
 
 
(5) 【研究項目 5】自閉傾向・感覚過敏・不確実さ不耐性・二分法的思考・不安の関係 
自閉傾向と不安、認知様式に関する Stark et al. (2021)のモデルを検証するため、本研究では、そ
れぞれの特性を評価する 3 つの質問紙（自閉スペクトラム指数、The short Intolerance of Uncertainty 
Scale 日本語版、二分法的思考尺度）を用いることにより、提案されたモデルの妥当性について
検討した。予備調査として 151 名の成人（非臨床群の大学生）を対象とした質問紙調査により、
自閉スペクトラム傾向の高さは不確実さ不耐性を媒介して二分的思考に至ることを確認した。
ただし、自閉スペクトラム傾向と二分的思考法の間には負の関係を見出した。予備調査の結果に
より、非臨床群の大学生と同年代（20-22 歳の男女）の多様な職種の 500 名（非臨床群の一般成
人）を対象とした本調査においても予備調査と同様の傾向を認めた。今回の研究では、非臨床群
の大学生・一般成人を対象とした研究であるものの、Stark ら(2021)の認知モデルの妥当性を示す
結果を得て、本論文は Scientific Reports に掲載された(Suzuki and Hirai 2023)。さらに現在当該研
究を発展させ、自閉傾向、感覚特性、不確実さ不耐性、不安、二分法的思考の関係についても検
討している。結果、不安、二分法的思考はともに不確実さ不耐性により媒介されるものの、当初
Stark らが想定していた不安と二分法的思考の間には有意な関係は認められなかった。本研究成
果は現在投稿中である。 
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