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ポスター発表P11　第1日

P11 ポスター発表 第1日（9月14日）　　10 : 00～11 : 30 アカデミックリンクス4階 H401教室

在席責任時間　奇数番号︓10 : 00～10 : 45　偶数番号︓10 : 45～11 : 30

P1101 特異値分解を用いた人口データの分析

新型コロナウイルス感染症陽性者数との関連の検討

◯川杉　桂太 早稲田大学

 村上　始 北海学園大学

 李　之林 早稲田大学

 倉島　健 日本電信電話（株）

 戸田　浩之 日本電信電話（株）

 竹村　和久 早稲田大学

P1102 項目の位置による中間選択率の違い

非対称な回答形式での検討

◯増田　真也 慶應義塾大学

P1103 特性ノスタルジアと共感性の関連における道徳アイデン

ティティの役割

◯長峯　聖人 東海学園大学

 外山　美樹 筑波大学

P1104 抑うつは思考抑制と反すうの関連を強める ◯服部　陽介 大手前大学

P1105 自己統制を柔軟に発揮できる有限理論の個人の強みと

は

◯外山　美樹 筑波大学 ・ CRET
 長峯　聖人 東海学園大学 ・ CRET
 湯　立 東京成徳大学 ・ CRET
 三和　秀平 信州大学 ・ CRET
 浅山　慧 筑波大学 ・ CRET

P1106 特定の感情がその後の判断の深さに与える影響につい

て

説得におけるネガティブ感情とヒューリスティック傾向

◯中島　裕人 大阪公立大学

 山　祐嗣 大阪公立大学

P1107 感謝特性が物質主義傾向に与える影響 ◯白木　優馬 愛知学院大学

P1108 関係流動性はなぜ成功状況での誇りと羞恥の経験を左

右するのか

自己意識的感情の動機付けに注目した検討

◯前田　友吾 北海道大学 ・日本学術振興会

 結城　雅樹 北海道大学

P1109 日本の子どものセロトニントランスポーター遺伝子多型と

感情制御との関連

◯風間　みどり 小田原短期大学

 平林　秀美 東京女子大学

 唐澤　真弓 東京女子大学

P1110 大学生はどのような言葉でモチベーションを高めている

か

◯伊藤　忠弘 学習院大学

P1111 上昇／下降トレンドと価値判断 ◯野田　理世 金城学院大学

 田邊　宏樹 名古屋大学

 木村　誠人 コニカミノルタ（株）

P1112 サンプルサイズ ・ ヒューリスティックと推測の保守性

Krueger & Clement （1994） の直接的追試

◯藤島　喜嗣 昭和女子大学

P1113 静止画の評価判断におけるCalibration effectsの検討 ◯井上　秀一郎 関西大学

 森尾　博昭 関西大学

P1114 相対的剥奪と非就業の原因帰属との関連

―公正世界信念の調整効果の検討―

◯李　葎理 大阪大学

 三浦　麻子 大阪大学

 金政　祐司 追手門学院大学

P1115 新型コロナウイルスへの感染は不運か？ （2） ◯村上　幸史 
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P1116 行動理由の自己報告がプライミング効果の抑制に及ぼ

す影響

◯佐藤　春樹 同志社大学

 及川　昌典 同志社大学

 及川　晴 同志社大学

P1117 劣等感が優れたターゲットに対する非人間化に及ぼす

影響

優れた領域とジェンダーの調整効果に関する検討

◯朴　建映 東京都立大学

 李　禕飛 東京都立大学

 沼崎　誠 東京都立大学

P1118 Dark Triadが新型コロナウイルス感染症患者への偏見

的態度に及ぼす影響

内在的公正推論による調整効果の検討

◯増井　啓太 追手門学院大学

P1119 外国人労働者の打たれ強さに関する認知バイアスの検

討

◯田戸岡　好香 高崎経済大学

P1120 女子大生の発達障がい者理解促進要因としてのメディ

ア

―当事者による情報発信が及ぼす心理的影響―

◯上野　桃歌 東京女子大学

 唐澤　真弓 東京女子大学

P1121 性別による理系能力に関する評価基準の変移現象

（2）
◯菅　さやか 慶應義塾大学

P1122 新型コロナウイルス感染症 （COVID-19） 拡大の脅威

に伴う感染予防行動と外国人への排斥的態度の変

化 （3）
2020年1月から2022年3月の18波パネル調査に基づ

く検討

◯山縣　芽生 大阪大学

 寺口　司 大阪大学

 三浦　麻子 大阪大学

P1123 差別すべきでないと思っていても実際には差別してし

まっていると意識することは差別の解消につながるのか

◯辻本　光英 北海道大学

 伊藤　忠弘 学習院大学

P1124 性別情報が職業的なリーダーの選択に及ぼす影響 ◯石井　国雄 清泉女学院大学

P1125 二要因モデルに基づく職業選択における利益最大化

傾向尺度の作成

◯須藤　美佳 立教大学

 石黒　格 立教大学

P1126 人一般の感情的視点取得能力信念尺度の作成 ◯鈴木　雄大 日本大学

 坂本　真士 日本大学

P1127 スポーツ ・運動に対する2種類の潜在的態度

シングルカテゴリー IATを用いた検討

◯大橋　恵 東京未来大学

 澤海　崇文 流通経済大学

 井梅　由美子 東京未来大学

 藤後　悦子 東京未来大学

P1128 新型コロナウィルス感染禍の下でのワクチン接種意図 ◯眞嶋　良全 北星学園大学

P1129 不公正世界信念尺度作成のための予備調査 ◯西辻　好花 大阪大学

 三浦　麻子 大阪大学

P1130 多元的正当化における脅威の効果の検討 ◯川嶋　伸佳 神奈川大学

P1131 自己批判への肯定的信念がセルフコンパッションの働き

に及ぼす効果

◯巻田　晴香 同志社大学

 及川　昌典 同志社大学

 及川　晴 同志社大学

P1132 無知の自覚が社会政策に対する態度の緩和に及ぼす

影響

◯松村　楓 大阪市立大学

 橋本　博文 大阪公立大学
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P1133 説得されやすさに関する自己知覚が陰謀論信念に及ぼ

す影響

論理的思考への自覚の変化に着目して

◯笠原　伊織 名古屋大学

 唐沢　穣 名古屋大学

P1134 社会的迷惑行為に対する制止の効果

「警備員」 の職業威信はどのくらい効果的か

◯田村　美恵 神戸市外国語大学

 筧　みくり （株）ジェイアール西日本総合ビルサービス

P1135 メッセージに対するフレーミングと精緻化が企業イメージ

に及ぼす影響

◯田中　知恵 明治学院大学

P1136 生活史理論にもとづく結婚希望年齢の予測 （1）
大学生を対象としたWeb調査から

◯樋口　収 明治大学

 新井田　恵美 東洋大学

P1137 生活史理論にもとづく結婚希望年齢の予測 （2）
一般市民を対象とした Web 調査から

◯新井田　恵美 東洋大学

 樋口　収 明治大学

P1138 オタクとはどんな人々なのか？ （7）
アイドルオタクのアイドルへの好意度に着目して

◯高田　治樹 医療創生大学

 菊地　学 岩手県立大学

 尹　成秀 帝京大学

P1139 オタクとはどんな人々なのか？ （8）
社会的アイデンティティと精神的健康における相違

◯菊地　学 岩手県立大学

 高田　治樹 医療創生大学

 尹　成秀 帝京大学

P1140 オタクとはどんな人々なのか？ （9）
青年期の友人関係の特徴との関連

◯尹　成秀 帝京大学

 高田　治樹 医療創生大学

 菊地　学 岩手県立大学

P1141 APPleⅡの妥当性の検討 （１）

不思議現象に対する態度67
◯小城　英子 聖心女子大学

 坂田　浩之 大阪樟蔭女子大学

 川上　正浩 大阪樟蔭女子大学

P1142 不思議現象に対する態度とBig Fiveとの関連

不思議現象に対する態度 （68）
◯坂田　浩之 大阪樟蔭女子大学

 川上　正浩 大阪樟蔭女子大学

 小城　英子 聖心女子大学

P1143 不思議現象に対する態度と制御欲求との関連 （２）

不思議現象に対する態度 （69）
◯川上　正浩 大阪樟蔭女子大学

 小城　英子 聖心女子大学

 坂田　浩之 大阪樟蔭女子大学
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P12 ポスター発表 第1日（9月14日）　　16 : 15～17 : 45 アカデミックリンクス4階 H401教室

在席責任時間　奇数番号︓16 : 15～17 : 00　偶数番号︓17 : 00～17 : 45

P1201 集団が崩壊する危機における集団のレジリエンス

コロナ禍における大学のチームスポーツ団体を対象とし

て

◯尾関　美喜 岡山大学

 鍬田　晋次郎 岡山大学

 吉村　利佐子 兵庫教育大学

 酒向　治子 岡山大学

P1202 包摂性の構成要素に関する一般化可能性の検討 ◯坂田　桐子 広島大学

 小宮　あすか 広島大学

 森永　康子 広島大学

P1203 モンゴル遊牧社会における互酬性への期待の機能の

検討

ウランバートル市とTuv県の都市近郊部の遊牧民を対

象として

◯坂本　剛 中部大学

 鬼木　俊次 国際農林水産業研究センター

 Kadirbyek Dagys Mongolian University of Life Sciences
 平田　昌弘 帯広畜産大学

P1204 パロキアリズムと関連する社会的要因の探索

Romano et al. （2021） の再分析

◯水鳥　翔伍 北海道大学 ・日本学術振興会

 高橋　伸幸 北海道大学

P1205 複数グループメンバーシップと大学のレポート課題の成

績の関連性

◯後藤　伸彦 一橋大学

P1206 集団性質の違いと内集団ひいきにおける心理メカニズ

ムの変化

外集団脅威と集団同一視に着目した検討

◯中川　裕美 東北福祉大学

 横田　晋大 広島修道大学

 中西　大輔 広島修道大学

P1207 間接互恵状況における感情的な非合理的利他主義者

の評判

◯小野田　竜一 大東文化大学

P1208 搾取という選択肢がアップストリーム互恵性に与える影

響

◯梅谷　凌平 筑波大学

 山本　仁志 立正大学

 後藤　晶 明治大学

 岡田　勇 創価大学

 秋山　英三 筑波大学

P1209 集合行為を支える自主的な参加のメカニズムの検討 ◯森　隆太郎 東京大学

 花木　伸行 大阪大学

 亀田　達也 東京大学

P1210 男性の育児休業取得に関する多元的無知

原因帰属が規範逸脱行動に及ぼす効果

◯加藤　由衣 東京大学

 村本　由紀子 東京大学

P1211 文化的世界観への脅威が外集団攻撃行動に及ぼす影

響

恐怖管理理論に基づく実験研究

◯大坪　快 九州大学

 山口　裕幸 九州大学

P1212 受け入れ拒否はなぜ生じるのか？

Belief in a Zero-Sum Gameの観点から検討

◯柏原　宗一郎 関西学院大学

 清水　裕士 関西学院大学

P1213 移民のステレオタイプが国民性の価値観に与える影響

権利と民族性による国民性の定義に着目して

◯塚本　早織 愛知学院大学

P1214 集団間関係における集団的所有権脅威の影響

どのような脅威に誰が反応しやすいのか?
◯井奥　智大 大阪大学

 綿村　英一郎 大阪大学
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P1215 パンデミック発生時における感染脆弱意識と外集団へ

の否定的感情との関連性

◯陳　小羽 関西大学

 森尾　博昭 関西大学

P1216 職場チームの心理的安全性はメンバーの社会性の影

響を調整するか

社会的感受性、 自己制御、 心理的安全性が集団パ

フォーマンスに及ぼす影響

◯原田　知佳 名城大学

 土屋　耕治 南山大学

P1217 副業とリカレント教育がワークエンゲイジメントに与える

効果

「知覚された組織支援」 理論に基づく制度自体と利用

の効果の検討

◯正木　郁太郎 東京女子大学

 池田　晃一 （株）オカムラ

 森田　舞 （株）オカムラ

P1218 組織における女性活躍推進に対する意識

潜在ランク理論による分析

◯鈴木　文子 （公社） 国際経済労働研究所

 安達　菜穂子 広島大学

P1219 組織体犯罪はなぜ生じるのか

自己統制の役割

◯中川　知宏 近畿大学

 林　洋一郎 慶應義塾大学

P1220 大学生アスリートの心理的安全性がバーンアウトにおよ

ぼす影響

競技不安と心理的競技能力を介して

◯上田　寛 広島大学

 朝倉　智大 関西学院大学

 大前　杏織 関西学院大学

 佐藤　寛 関西学院大学

 中島　健一郎 広島大学

P1221 性役割は女性の昇進意欲に影響を与えるか

―SESRA, ジェンダー ・ハラスメントに注目して―

◯櫻井　直子 大阪大学

 三浦　麻子 大阪大学

P1222 評判低下予測と感染予防行動の関連

関係流動性の調整効果に着目した検討

◯岩谷　舟真 東京大学

 村本　由紀子 東京大学

P1223 SNS上の安心さがし行動に対する感情反応の検討

―安心さがしされるとどのような気持ちになるか―

◯長谷川　孝治 駒澤大学

 古里　由香里 立教大学

 古谷　嘉一郎 北海学園大学

 佐藤　広英 信州大学

P1224 Twitterへの投稿を利用したセンチメント分析の利用可

能性

東京2020オリンピック競技大会へのネガティブな態度

の分析

◯小西　直喜 産業技術総合研究所

 遠藤　一樹 東京大学

 林　麗佳 東京大学

 大坪　庸介 東京大学

P1225 大学生のTwitterや Instagram における態度の検討

オンライン上の自己開示やSNSストレスを中心に

◯中尾　元 追手門学院大学

 石盛　真徳 追手門学院大学

 Igor De Almeida 京都大学

 原田　章 追手門学院大学

 長岡　千賀 追手門学院大学

 金川　智惠 追手門学院大学

P1226 低年齢の子どものインターネット利用に対する技術的介

入がインターネット理解に及ぼす影響

◯松尾　由美 江戸川大学

 田島　祥 東海大学

 坂元　章 お茶の水女子大学

P1227 物語形式による情報伝達が対人認知に及ぼす影響に

ついて

―犯罪報道場面における容疑者の素性に関する伝達

を題材として―

◯金田　宗久 愛知学院大学

 伊藤　君男 東海学園大学

 岡本　真一郎 愛知学院大学
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P1228 映画レビューサイトの利用とユーザーのシネリテラシー

育成との関連性について

―中国のウェイボー、 豆瓣、 Mtime （時光網） を例と

して―

◯李　莹钰 文教大学

P1229 ユーモア志向と享楽志向がバラエティ番組に対する

“許容度” に与える影響

◯正木　誠子 日本大学

P1230 パッケージの画像がパッケージの好感度に及ぼす影響

―チョコレートパッケージのケース―

◯浅川　雅美 文教大学

 岡野　雅雄 文教大学

P1231 新型コロナウィルスの不安と倫理的消費

－年代からの検討－

◯泉水　清志 育英短期大学

P1232 生活配分タイプの年代による違い ◯依藤　佳世 （公社） 国際経済労働研究所

 阿部　晋吾 関西大学

 八木　隆一郎 （公社） 国際経済労働研究所

P1233 ハッシュタグチャレンジ広告の視聴印象 ◯岡野　雅雄 文教大学

P1234 システム正当化理論の観点から捉える低所得層の政治

参加

◯中越　みずき 関西学院大学

 稲増　一憲 関西学院大学

P1235 生活保護の責任帰属と公正感受性との関連 ◯高橋　彩 三重短期大学

P1236 無作為抽出と熟議の反復が参加者と地域住民に与える

影響

―行政への信頼と手続き的公正―

◯前田　洋枝 南山大学

P1237 Dark Triadと心理的 IPVは相互に強化し合うのか？

4波の縦断調査からの検討

◯金政　祐司 追手門学院大学

 宮川　裕基 追手門学院大学

 荒井　崇史 東北大学

P1238 メディア利用と日本人意識 （７）

世の中の出来事の情報入手タイプと東京オリンピック ・

パラリンピックの開催への賛否

◯山下　玲子 東京経済大学

 有馬　明恵 東京女子大学

 藤井　達也 武蔵大学

P1239 メディア利用と日本人意識 （８）

世の中の出来事の情報入手タイプとオリンピック ・ パラ

リンピックの開催決定で重視する事柄

◯有馬　明恵 東京女子大学

 山下　玲子 東京経済大学

 藤井　達也 武蔵大学

P1240 テレビ視聴が性差別意識に及ぼす効果

メディア表現のダイバーシティと態度 （6）
◯麻生　奈央子 東京福祉大学

 渋谷　明子 成城大学

 大坪　寛子 慶應義塾大学

 祥雲　暁代 立教大学

 坂元　章 お茶の水女子大学

 大倉　韻 東京医科歯科大学

P1241 ゲームのジェンダー描写への接触がジェンダー観に及

ぼす影響

メディア表現のダイバーシティと態度 （7）

◯渋谷　明子 成城大学

 麻生　奈央子 東京福祉大学

 大坪　寛子 慶應義塾大学

 祥雲　暁代 立教大学

 坂元　章 お茶の水女子大学

 大倉　韻 東京医科歯科大学

― 52 ―



— 8 —

ポスター発表P12　第1日

P1242 テレビ番組での性的マイノリティへの単純接触効果とそ

の持続性

メディア表現のダイバーシティと態度 （8）

◯大坪　寛子 慶應義塾大学

 渋谷　明子 成城大学

 麻生　奈央子 東京福祉大学

 祥雲　暁代 立教大学

 坂元　章 お茶の水女子大学

 大倉　韻 東京医科歯科大学

P1243 互恵性不安と友人志向の関連に関する日中比較 ◯林　萍萍 神戸大学
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P21 ポスター発表 第2日（9月15日）　　10 : 00～11 : 30 アカデミックリンクス4階 H401教室

在席責任時間　奇数番号︓10 : 00～10 : 45　偶数番号︓10 : 45～11 : 30

P2101 着席時における机の視覚要素が信頼に及ぼす影響 ：

丸い机は四角い机よりも他者を信頼しやすくなるのか

◯前田　洋光 京都橘大学

 中山　由唯 京都橘大学

P2102 動画内のモデルの摂食量が実験参加者の摂食量に及

ぼす影響

◯青山　謙二郎 同志社大学

 出口　絢音 同志社大学

 平井　南帆 同志社大学

P2103 クリティカルシンキングの社会的有用性の検討

学校適応感に着目して

◯矢澤　順根 広島大学 ・日本学術振興会

 古川　善也 広島大学

 中島　健一郎 広島大学

P2104 罪悪感由来の向社会的行動は、 誰がコストを負うのか

日 ・蘭の比較に関する事前登録型追試

◯紀ノ定　保礼 静岡理工科大学

 古川　善也 広島大学

 中島　健一郎 広島大学

P2105 最小相互作用とwell-being
第２回全国パーソナル ・ ネットワーク調査による分析

◯石黒　格 立教大学

P2106 愛想というコミュニケーション ・ スタイルと内的プロセスの

関連

◯伊藤　倫 名古屋大学

P2107 ネガティブ情動を和らげる返信に含まれる感情語の割

合と有効性評価

J-LIWC2015を用いた検討

◯野崎　優樹 甲南大学

P2108 大学生の写真撮影行動

撮影目的にみる写真の機能的意味

◯林　幸史 大阪国際大学

P2109 間接的要求の慣習性とその認識について ◯平川　真 広島大学

P2110 説明における制御適合効果の規定因

メッセージ ・ フレームによる制御適合効果の日米比較

◯島田　拓司 天理大学

P2111 所属集団に関する説明が所属集団への説明者自身の

評価に与える影響

―オープンキャンパスに学部スタッフとして参加した大

学生を対象として―

◯太幡　直也 愛知学院大学

 菅　さやか 慶應義塾大学

 宮本　聡介 明治学院大学

P2112 日常生活場面における他者操作方略の影響の再検

討 （2）
―依頼なし統制条件の設定―

◯木川　智美 松山東雲短期大学

 今城　周造 昭和女子大学

P2113 日本人大学生が苦手とする対人場面の検討

計量テキスト分析を通じて

◯澤海　崇文 流通経済大学 ・ CRET
 稲垣　勉 京都外国語大学 ・ CRET
 澄川　采加 泉台小学校 ・ CRET

P2114 社会場面における謝罪対象に関する検討 ◯井出野　尚 東京理科大学

 林　幹也 明星大学

 玉利　祐樹 静岡県立大学

P2115 ネタの対象によってユーモアの表出動機は異なるのか ◯井上　悟 神戸学院大学

 水野　邦夫 帝塚山大学

 山本　恭子 神戸学院大学
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P2116 美容室の評価に影響する要因

インターネット上の口コミからの分析

◯南　ミサ 大阪樟蔭女子大学

 松下　戦具 大阪樟蔭女子大学

P2117 サイコパシーは互恵性の期待に応じるか？

最小条件集団を用いた検討

◯仁科　国之 大阪大学

 横田　晋大 広島修道大学

P2118 「か弱くない被害者」 に人々は共感するか

―行為性の知覚による影響の検討―

◯橋本　剛明 東洋大学

P2119 向社会的行動の対象による向社会的動機づけの性差 ◯山本　琢俟 早稲田大学

 上淵　寿 早稲田大学

P2120 公正感受性は援助要請を促進するか

社会経済的地位による調整効果を含めての検討

◯橋本　剛 静岡大学

P2121 実行注意の個人差が思いやりの減衰に及ぼす影響 ◯吉田　綾乃 東北福祉大学

P2122 武力保持の規定因を探る

保持/不保持選択付き先制攻撃ゲームによる検討

◯大薗　博記 鹿児島大学

 仲間　大輔 （株）リクルートマネジメントソリューションズ

P2123 WHRとWBRはどちらが魅力の要因となるのか

―審美的魅力と性的魅力の2側面―

◯鈴木　公啓 東京未来大学

 岸本　泰蔵 （株）ワコール

 今井　浩 （株）ワコール

P2124 恋愛プライミングが高額消費に対する魅力の評価に及

ぼす影響

評価者とターゲットの性別に注目した比較

◯小野　由莉花 京都橘大学

 及川　昌典 同志社大学

 及川　晴 同志社大学

P2125 コロナ禍前後のシャイネスとソーシャルスキルの変化 ◯栗林　克匡 北星学園大学

P2126 意見が異なる相手との問題解決時の振る舞いと社会的

スキルの関係

◯石川　真 上越教育大学

P2127 恋愛への関心低下と愛着次元および時間的展望との関

連

◯Yifan Wang 新潟大学

 福島　治 新潟大学

P2128 社会的痛みと収縮期血圧の関連を圧受容器反射感受

性は媒介するか

◯伊﨑　翼 （国研） 産業技術総合研究所

 石井　圭 （国研） 産業技術総合研究所

 浅原　亮太 （国研） 産業技術総合研究所

 木村　健太 （国研） 産業技術総合研究所

 小峰　秀彦 （国研） 産業技術総合研究所

P2129 親密さによる社会的価値志向性への影響 ◯井上　心太 関西学院大学

 水野　景子 関西学院大学

 清水　裕士 関西学院大学

P2130 中学生が叱られる原因

叱られる相手と性別による違い

◯阿部　晋吾 関西大学

P2131 コミットメントがもたらすパートナーの行為への評価バイ

アス

―経験サンプリング法を用いた日常的相互作用につい

ての検討―

◯古村　健太郎 弘前大学

 相馬　敏彦 広島大学

 金政　祐司 追手門学院大学

 謝　新宇 広島大学

P2132 赤色を身に着ける身体の部位がロマンティックレッド現

象に及ぼす効果

◯山下　倫実 十文字学園女子大学

P2133 一般的信頼と社会的ネットワークとの関係

関係流動性の認知と裏切り嫌悪の影響との比較

◯堀田　結孝 帝京大学
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P2134 コロナ禍における女性のパーソナル ・ スペースの確保

が心理的ストレスに及ぼす影響

◯武藤　麻美 阪南大学

 桂田　恵美子 関西学院大学

P2135 1歳児～小学6年生までの子どもをもつ母親の反芻 ・

省察が個人的苦痛に及ぼす影響

◯小池　はるか 東海大学

P2136 アクセサリー着装による人物イメージの伝達 ◯遠藤　健治 青山学院大学

P2137 PDアプローチの道徳ジレンマにおける道徳不活性化の

影響

◯古川　善也 広島大学

P2138 防衛的悲観主義は異なる文脈でも一貫しているか ◯趙　暁辰 宇都宮大学

 中村　真 宇都宮大学

P2139 パーソナリティ特性とSNS利用がアンチファン心理に及

ぼす影響 （2）
アンチファンの類型化による検討

◯向居　暁 県立広島大学

P2140 道徳観の個人差が規範の認知に与える影響

フレーミングに注目した検討

◯田中　友理 多摩大学

 松尾　朗子 東京大学

 小俣　克之 （株）マクロミル

 塚本　早織 愛知学院大学

P2141 Covid-19パンデミック下での行動免疫と内外集団への

態度

日本、 中国、 米国、 英国、 伊国での3年間のWeb調
査から

◯平石　界 慶應義塾大学

 三浦　麻子 大阪大学

 中西　大輔 広島修道大学

 Andrea Ortolani 立教大学

 山縣　芽生 大阪大学

 三船　恒裕 高知工科大学

 李　楊 名古屋大学

P2142 オンライン ・ スピードデーティングに関する検討 （1）
―学生を対象とした試行実施の結果―

◯西村　太志 広島国際大学

 相馬　敏彦 広島大学

 鬼頭　美江 明治学院大学

 谷口　淳一 帝塚山大学

 山田　順子 立正大学

 金政　祐司 追手門学院大学

 宮川　裕基 追手門学院大学

P2143 オンライン ・ スピードデーティングに関する検討 （2）
―自己呈示の様態についての検討―

◯谷口　淳一 帝塚山大学

 相馬　敏彦 広島大学

 西村　太志 広島国際大学

 金政　祐司 追手門学院大学

 鬼頭　美江 明治学院大学

 山田　順子 立正大学

 宮川　裕基 追手門学院大学
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P22 ポスター発表 第2日（9月15日）　　13 : 30～15 : 00 アカデミックリンクス4階 H401教室

在席責任時間　奇数番号︓13 : 30～14 : 15　偶数番号︓14 : 15～15 : 00

P2201 日本人の情緒不安定性 ・主導性 ・非内省性の時代変

化

多変量状態空間モデルを用いた再分析

◯下司　忠大 立正大学

 萩原　千晶 早稲田大学

 小塩　真司 早稲田大学

P2202 BIS/BASが衝動的な食行動に与える影響 ◯安逹　未来 大阪電気通信大学

 安逹　啓介 神戸学院大学

P2203 Web版サークルテストの開発および妥当性 ・信頼性の

検証

◯田邉　美奈子 放送大学

P2204 子どもの認知能力と心理的適応をつなぐ遺伝と環境

双生児データを用いた行動遺伝学的検討

◯敷島　千鶴 帝京大学

 川本　哲也 国士舘大学

 赤林　英夫 慶應義塾大学

 安藤　寿康 慶應義塾大学

P2205 ギャンブル勝利時の音声刺激が深追い行動に与える影

響

◯足立　吉規 名古屋大学

 五十嵐　祐 名古屋大学

P2206 客観的な情報を反映したリスク認知と関連する要因

ニューメラシーと数字情報への焦点化の個人差に着目

して

◯長谷　和久 神戸学院大学

P2207 新型コロナウイルス感染禍とシステム正当化 ◯村山　綾 近畿大学

 三浦　麻子 大阪大学

 北村　英哉 東洋大学

P2208 福島県産農作物の購買意図と関連する心理要因は改

善したか？

原発事故11年後における検討

◯埴田　健司 東京未来大学

 小森　めぐみ 淑徳大学

P2209 放射線についての知識 ・信念の違いによる対象者分

類

知識、 信念、 不安、 態度、 行動によるクラスター分析

◯平井　啓 大阪大学

 山村　麻予 関西福祉科学大学 ・大阪大学

 松村　悠子 大阪大学

 三浦　麻子 大阪大学

 八木　絵香 大阪大学

 坪倉　正治 福島県立医科大学

 大竹　文雄 大阪大学

P2210 COVID-19ワクチン接種の促進 ・阻害要因

第3回追加接種開始後におけるデータからの検討

◯工藤　大介 東海学院大学

 李　楊 名古屋大学

P2211 新型コロナウイルスおよびワクチンについてのリスク認知

放送大学科目 『危機の心理学』 の受講生調査より

◯森　津太子 放送大学

P2212 集団における認知的不協和 ：

日本人を対象とした検討

◯伊規須　敦史 名古屋大学

 石井　敬子 名古屋大学

P2213 アニメの視聴態度と聖地巡礼行動の関連 ◯玉宮　義之 白鴎大学

 鶴野　力也 （株）ヨドバシカメラ

P2214 文化的自己観と生きがいの関連

日本人成人データによる検討

◯繁桝　江里 青山学院大学

 福沢　愛 東京大学

 菅原　育子 西武文理大学
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P2215 発表日程変更

P2216 日本人と中国人は互いにどう認識するのか

異文化間コミュニケーションと低コンテクスト文化

◯呉　長憶 大阪公立大学

 山　祐嗣 大阪公立大学

 Norhayati Zakaria University of Wollongong in Dubai

P2217 オンライン脱抑制の構造の日中文化差

―中国語版多次元オンライン脱抑制尺度の作成―

◯温　若寒 大阪大学

 三浦　麻子 大阪大学

P2218 友人関係における関係流動性と親密性との関連

―日本と中国による比較―

◯賈　琴 広島大学

 安藤　久美子 愛知教育大学

 中島　健一郎 広島大学

P2219 障害とQOL関連指標に関する日米比較調査 ◯佐藤　剛介 久留米大学 ・高知大学

 Joanna Schug College of William & Mary

P2220 超自然的存在に対するイメージと原因帰属との関連

―心の知覚に着目して―

◯佐藤　大志 広島大学

 坂田　桐子 広島大学

P2221 新型コロナウイルスパンデミック状況下における感染脆

弱意識 2
―2020/2021 年度とそれ以前との比較および生活史方

略との関係の変化―

◯沼崎　誠 東京都立大学

 中井　彩香 東京都立大学

 李　禕飛 東京都立大学

 朴　建映 東京都立大学

 松崎　圭佑 帝京大学

P2222 Benevolent sexism and romantic attachment styles in 
Japan

◯Nico Makian Kyoto University
 Yukiko Uchida Kyoto University

P2223 高齢者のスマートフォン利用における困難と支援獲得

都市部在住高齢者に対するインタビュー調査をもとに

◯北村　智 東京経済大学

 森　玲奈 帝京大学

P2224 高齢者の未来時間展望の個人差とボランティア参加動

機の関連

◯髙橋　えり 関西大学

 森尾　博昭 関西大学

P2225 自動運転車のＡＩ判断と正義観との関連 ◯北折　充隆 金城学院大学

 吉武　久美 人間環境大学

P2226 犯罪不安尺度作成と妥当性の検討 ◯柴田　侑秀 北海道大学

P2227 部活健康度尺度の作成3
改訂尺度の妥当性の検討

◯太田　仁 奈良大学

 尾見　康博 山梨大学

 西田　公昭 立正大学

P2228 「火事のメタファー」 によるいじめ理解

教師教育における実装と効果測定

◯八ッ塚　一郎 熊本大学

P2229 高校生のスマートフォン依存傾向の変化

―学年進行による変化―

◯三島　浩路 中部大学

P2230 居住地域の住みやすさと居住地域の認識の明瞭さの関

連

―主観的居住地認識尺度を用いて―

◯澤田　奈々実 早稲田大学

 小塩　真司 早稲田大学

P2231 環境コミュニケーションにおける他者の影響の決定木分

析

◯安藤　香織 奈良女子大学

 足立　千尋 北海道大学

 神原　歩 京都先端科学大学

 杉浦　淳吉 慶應義塾大学

 張　芸誼 奈良女子大学

 大沼　進 北海道大学
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P2232 原発の恐ろしさ認知に対する死の顕現化の影響と自尊

感情の調整効果

◯辻川　典文 神戸親和女子大学

P2233 日常の防火行動が消防団員から伝播する？

ネット調査での検討

◯竹村　幸祐 滋賀大学

 畑中　美穂 名城大学

 清水　裕士 関西学院大学

P2234 歩くことの社会心理学 （4）
散歩中の感情状態と精神的健康

◯岡本　卓也 信州大学

P2235 対幼児へのおもちゃ購入における性ステレオタイプの影

響と， バックラッシュ効果についての検討

◯残華　雅子 奈良教育大学

P2236 企業語学研修において研修担当者が学習者のパ

フォーマンスに与える影響

Smart Habitを用いた3 ～6 ヶ月間の英語研修を対象と

した事例比較

◯丹野　宏昭 （株）WizWe

P2237 メディア利用が学業成績に及ぼす影響

小学生， 中学生， 高校生を対象とした親子パネル調査

の二次分析

◯田島　祥 東海大学

P2238 学級集団の階層性を測定する手法の開発 （１）

―SICSP法の妥当性の検討―

◯有倉　巳幸 鹿児島大学

 神山　貴弥 同志社大学

 稲垣　勉 京都外国語大学

P2239 学級集団の階層性を測定する手法の開発 （２）

―学級内地位認知と一般的信頼感およびコミュニケー

ション能力との関連―

◯稲垣　勉 京都外国語大学

 有倉　巳幸 鹿児島大学

 神山　貴弥 同志社大学

P2240 地方移住をやめるとき （1）
移住帰還者の継続断念要因の検討

◯加藤　潤三 立命館大学

 前村　奈央佳 神戸市外国語大学

P2241 地方移住をやめるとき （2）
継続断念要因と属性の関連性

◯前村　奈央佳 神戸市外国語大学

 加藤　潤三 立命館大学

P2242 新生活に伴う孤独リスクの規定因を探る （1）
孤独感に影響する要因の検討

◯中島　健一郎 広島大学

 戸谷　彰宏 愛媛大学

 阿部　夏希 広島文教大学

 李　受珉 広島大学 ・日本学術振興会

 加藤　樹里 金沢工業大学

 神原　広平 同志社大学

 重松　潤 富山大学

 清水　陽香 西九州大学短期大学部

P2243 新生活に伴う孤独リスクの規定因を探る （2）
主観的健康度に影響する要因の検討

◯戸谷　彰宏 愛媛大学

 阿部　夏希 広島文教大学

 李　受珉 広島大学 ・日本学術振興会

 加藤　樹里 金沢工業大学

 神原　広平 同志社大学

 重松　潤 富山大学

 清水　陽香 西九州大学短期大学部

 中島　健一郎 広島大学
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