
Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

教育心理 学研究，2000，48，267− 274 267

女子青年に お ける痩身願望 に つ い て の研究

馬　場　安　希
’

菅　原　健　介
2

　本論文 で は現代女性の痩身化の 実態に注目し，痩身願 望 を 「自己 の体重 を減少さ せ た り，体型 をス リ

ム 化 し よ う とす る欲求で あ り，絶食 ， 薬物 ，
エ ス テ な ど様々 な ダイ エ ッ ト行動 を動機 づ け る 心理的要因」

と定義した 。 痩身 は 「幸福獲得の手段」 と し て位置づ けられてい るとする立場 か ら， 痩身願望 の 強さ を

測定す る尺度を構成する とともに ， 痩身願望が体型へ の 損得意識 を媒 介 に規定さ れ る モ デ ル を検討 した
。

青年期女子に質問紙に よ る調査 を行 い ，痩身願望尺度の
一

次元構造 を確か め ， ダイ エ ッ ト行動や摂食行

動 との 関連に つ い て検討 し， 尺度 の信頼性 ， 妥当性が確認さ れ た。また，体型 へ の 損得意識 に 影響を 及

ぼ す と考え ら れ る個人特性 と ， 痩身願望 との 関連性 を検討 した 結果 ， 「賞賛獲得欲求」「女性役割受容」

「自尊感情」「ス ト レ ス感」な ど に関連が あ る こ とが示 された 。 そ こ で ， こ れ ら の 関連を検討 した と こ ろ ，

痩せ れば今よ り良い こ とが あ る と い う 「痩身 の メ リ ッ ト感」が痩身願望 に 直接影響 し， そ れ 以外の変数

は こ の メ リ ッ ト感 を媒介 して 痩身願望 に影響する こ とが 明 らか に な り， 痩 身願望 は 3 つ の ル ー F に よ っ

て 高 め られ る と考え られた 。 第 1 は，肥満か ら痩身願望 に 直接至 る ル ートで ある 。 第 2 は，自己顕示欲

求 か ら生 じ る痩身願 望 で，賞賛獲得欲求 と女性役割受容が痩身に よ る メ リッ ト感 を経由 して 痩身願望 と

関連 して お り，痩身が顕示性を満足させ るた め の手段 と な っ て い る こ とが示唆 された。第 3 は ， 自己不

全感か ら発するル ートで あ る 。 自尊感情の 低 さ と空虚感が あ い まっ た と き ， そ うし た 不全感 の 原因 を体

型 に帰属し， 今の体型の せ い で幸せ に なれ ない とい っ た「現体型 の デ メ リ ッ ト感」を生じ，さらに メ リ ッ

ト感を経由し て痩身願望に 至 る こ とが示 された 。 これ らの結果か ら，痩身願望が 「女性的魅力の ア ピー

ル 」 や 「自己不全感 か らの 脱却」を目的 と し て高ま る の で は な い か と考え られ た 。

　キ
ー
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問 題

　わ が国の女子青年に 関 して ，
BMI （体格指数 ：体重／身

長
2

）をみ る と，こ こ 30年間，平均 身長 が伸び て い る に も

か か わ らず ， 平均体重 は増加 し て い な い 。結果的 に

BMI の 平均値 は低下し続 け，最近 で は 医学的 に 「痩せ

気味」 と評価 さ れ る20，0に 近 づ きつ つ ある と い う 砌

池 ・永田 ・白田，ユ996）。 若い 女性が年々 痩せ て ゆ く理 由の

ひ と つ と して ダ イ エ ッ ト行 動 の 習慣化 ， 定着化の影響

が 考え られ る 。 実際，ダイ エ ッ ト食品 ，
エ ス テ テ ィ ッ

ク サ ロ ン ，フ ィ ッ トネ ス クラ ブ ， 痩身用運動器具，痩

せ る衣服 や下着な ど様々 なダイエ ッ ト関連商品は若 い

女性に広 く浸透 して お り， 女性雑誌 に も こ れ らの 広告

や記事が 多数掲載さ れ て い る （諸橋 1994）。ま た ， 大学

生を対象 と した調査 で も， 男子学生 に 比 べ 女子学生は ，

「ダイ エ ッ ト経験 率」や 「痩せ た い と い う意識」が 高

L
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く，ダイエ ッ トの 目的と し て 「体型 の 維持」よ りも「よ

りス リム に な る こ と」を重視 して お り， 痩身へ の 顕著

な こ だ わ りが 示 さ れ て い る （菅 原 ・馬場，1998）。

　現代 の 女子青年た ち は な ぜ痩せ た い と願 い
， ダイ

エ ッ トに励む の だ ろ うか。こ うした問題 は ， 精神医学 ，

マ ス コ ミ学 ， 女性学な ど広範な領域 と関わ る重 要 な

テ
ー

マ で あ る もの の ， そ の心理学的メ カ ニ ズ ム を実証

的に検討 した研究 は極め て 少ない 。痩 せ る た め の 手段

は食事制限，薬物 ， 運動 ，
エ ス テ な ど様々 で あ るが，

い ずれ も，い わ ゆ る 「痩身願望 」に よ っ て 動機づ け ら

れた行動 と考 え る こ とが で き る。そ こ で
， 本研究で は ，

痩 身願望を 「自己 の体重を減少 させ た り， 体型 を ス リ

ム化 し よ うと す る欲求 で ， 食事制限 ， 薬物，エ ス テな

ど様 々 な 痩身行動 を動機付け る心理的要因」と定義 し

た上 で ，こ れを測定 す る 尺度 を作成し，女 子青年 の 痩

身願望 を支 え て い る 心 理 的 メ カ ニ ズ ム に つ い て検討 し

て み る こ と に す る 。

　痩身願望の背景 と して
， 多 くの研究者が まず第 1 に

指摘す る の は社会文 化的な要因で ある 。 「痩せ た女性が

美 しい 」とす る現代の 美意識は ， ア メ リカ に お い て 1960
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年代 頃 か ら急激に広ま っ た と さ れ る が （Garner ＆ Gar・

finkel，ユ980），そ の 後，欧米人 の 体型 や顔を理想と す る 日

本人 に もそ の規範が 浸透 し 儲 橋，1994），現在 で は す で

に
“

強迫的な基準
”

に まで 達 して い る とい う啾 本・諸橋，

1987）。日本 の 女性向け雑誌は か な りの割合が ダイ エ ッ

ト行動に関する記事や広告で 占められ て い るが ， そ の

中で ダ イ エ ッ ト体験 談 として の サ ク セ ス ス ト
ー

リ
ー

（恋人 が 出来 た，人か らや さ し くさ れ る よ う に な っ た ） な ども頻

繁に紹介 され て い る 儲 橋 1994）。 こうし た報道や 広告

な ど を 通 じ て ， 痩 せ て い な ければ幸 せ に なれな い ，痩

せ れば幸 せ に な れ る とい う身体観が女性たち に繰 り返

し植 え付 けられ て き た と考 え る こ と が で き る （矢崎，

1992）。
つ ま り， 現代の 若 い 女性 た ち に お い て，「身体」

は幸福獲得の た め の 重要な 「手段」 として 認識 され て

お り，
コ ン トロ ー

ル の 対象 と し て 関心 を向 け られ て い

る と誉え る 。

　こ の ような社会的背景 か ら考 える と，個々 人 の痩身

願望 の 強 さ は，まず第 1 に ， 自己 の身体を今よ りス リ

ム 化 す る こ とが ， 自己 の幸福に と っ て ど の程度有効で

あ る と考え る か に よっ て 規定 され る と見 る こ とが で き

る。 すなわ ち ， 痩せ る こ と に よ っ て期待で き る メ リッ

トをよ り多 く見積も る ほ ど，あ る い は ， 現在の体型 の

ま ま で い る こ とに よるデ メ リ ッ トを よ り多 く見積 も る

ほ ど，そ の個人 の痩身願望 は高 くなる と予測 で きる販

説 1）。

　で は ， 上記 の メ リッ ト感やデメ リ ッ ト感は何に よ っ

て規定され る の だろうか。本研究で は 2 つ の要因 を指

摘 した い 。 1 っ は個入の 実際の肥満度で あ る 。
ス リム

な身体 と幸福 とが結び付 い て い る社会的背景に お い て ，

現 在の体型が肥 満 して い る ほ ど デ メ リ ッ ト感が高 く，

また，痩せ た場合の メ リ ッ ト感 も高 くな る は ず で あ る。

っ ま り，BMI の 値が 高い 者ほ ど，痩身の メ リ ッ ト感や

現体型 の デ メ リッ ト感 が 高 い と予測 で き る （仮 説 2）。

　 メ リ ッ ト感 ， デメ リッ ト感 に 影響 を与 える もう 1 つ

の 側面 は 目標 の 明確さ で あ る。痩身 に よっ て 身辺 に 何

らか の 変化 が生 じる と予期 し て い て も ， そ れ を望ま し

い こ と と感 じなけれ ば痩 せ る意味 も無い 。従 っ て，痩

せ る こ と に よ っ て 達成 しよう とす る目標 を 明確 に 持 つ

者ほ ど ， 痩身の メ リ ッ ト感や現体型 の デメ リッ ト感 も

高 くな る と考え ら れ る 。 痩身願望 に 関連す る従 来 の 研

究か らは ，
こ うした 目標 の 具体的な候補 と して 以下の

4 つ の 点 を挙 げる こ と が で き る 。

　 1）社会 的評価 の 維持 ，高揚 ：
一般 に ，ス リ ム な体型

は 「美し さ」や 「か わ い らしさ」 の 印象 と結びつ い て

お り （馬 場・菅鳳 1999）， 他者 に 与 える自己 の イ メージ や

社会的評 価 を操作 す るた め の 重要な要因 と な りう る

（鍋田 ら，1988）。 従 っ て，自己 の 対人的 ， 社会的側面へ の

こだ わ りの 高さ で あ る 公的 自己意識，他者か ら の 否定

的評価 を回避 し よ うとする拒否回避欲求 ， 他者 か らよ

り高 い 評価 を得 よ う とす る賞賛獲得欲求が それぞれ高

い 個人は ， 体型 を自己呈示 の 手段 と し て 意味付 け ， メ

リ ッ ト感や デ メ リ ッ ト感 を抱 きやす い と予 測 で きる

〔仮 説 3−1）。

　2）自尊感情の 回復 ， 高揚 ：馬場 。遠山 （199D は ， 現

代女性の痩身行動に つ い て ， 流行 に合 っ た （ス リム な）

体型 に なる こ とで 望ま し くな い 自己像 を補償 し， 自尊

感情 を高 めよ う とす る と指摘 し て い る 。 こ の よう に ，

自己 へ の 評価 と体型 が 密接 に 関連づ け られ て い る とす

れ ば， 自己 に対す る不全感や 日常生活に お い て 漠然 と

した不安感，空虚感を持つ 個人ほ ど，そ の 原因と して

の現体型 に デ メ リ ッ ト感 を強 め
，

また ，自己 評価を 回

復さ せ る た め の手段 として 痩 身 へ の メ リッ ト感 を高 め

る は ず で あ る （仮 説 3−2）。

　3）女性ら しさの確立 ：痩せ た 身体 を美し い と す る意

識は基本的に女性に の み 当 て はま り， 伝統的な性役割

規範 の 重要な要素の 1 つ に な っ て い る と さ れ る 〔柏 木，

1972）。従 っ て，一般に伝統的な女性役割 を受容して い る

者ほ ど ， 社会的期待 に 自己 を合致させ ，女性 と し て の

ア イデ ンテ ィ テ ィ
ーを保持するため の

一
手段 と して ，

メ リ ッ ト感や デメ リ ッ ト感を持ち やす い と考える こ と

が で き る （仮 説 3−3）
。

　4）成熟拒否 ：痩 せ た い 願望 の 病で ある摂食障害の病

因 に 関 し て，精神分析的な解釈で は ， 「女性で あ る 肉体

を持 っ て い る こ とに対 す る ど うす る こ と も で き ぬ 嫌悪 ，

絶望 （
．
ド坂，1988）」や 「女 らしさの 形成をめ ぐる葛藤 馮

場
・
村山，ユ987）」が あ る と さ れ ， 肥満へ の恐怖は女性 ら

しい 丸み を帯び た体型 ， っ ま り自分が女性と して成熟

す る こ とへ の 拒否反応の 表われ で ある と考えられ て い

る 。 も し ， 成熟へ の拒否感情を痩 身 に よっ て 表現 し よ う

と して い る の な ら ， そ うした感情が高 い 者ほ ど，痩身の

メ リ ッ ト感 を強 く意識 しや す い と考え ら れ る （仮説 3−4）。

　 尚，
こ の 仮 説 は痩身を女性ら し さ の獲得手段 とす る

仮説 3… 3 と部分的 に 矛盾す る もの で ある 。 しか し ，

成熟拒否説は痩身に関連 す る 研究分 野 で 広 く知 られ て

い る こ とか ら ， 本研究で は あえて こ の 仮説 も検討 の 対

象 とす る こ と に した 。

　 以上 の ように ，本研究で は ， 現代の若い 女性に お い

て 痩身が 「幸福獲得 の 手段」 と し て位置づ け られ て い

る とす る立場 か ら， 痩身願望 が体型 へ の メ リ ッ ト感 ，

デ メ リ ッ ト感を媒介 に ， 幾 つ か の 個人特性に よ っ て規

一 14 一
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定 さ れ て い る とい うモ デル を想定し ， 痩身 に 関連す る

諸要因問の 関連性 を検討す る もの で ある。

方 法

調査対象 ：本研究は 自己記入式の 質問紙調査 に よ っ て

行われた 。 対象者は回答 に 不備の あっ た者を除 く500名

の 女子大学生 ・女子短期大学生 で ， 平均年齢19．64歳驃

準偏差 0．59．）で あ っ た。い ずれ も心理学関連の 授業の 後，

記入 を求 め そ の場に て 回収 した 。 調査項目 ：調査票 に

含 まれ る質問項目 は以下 の 通 りで ある。尚 ， 本調査対

象者 の BMI は，痩せ （BMI20 未満 ）が60．4％ ， 標準（20

以 上 24未満 ）が36．8％ ， 肥満 （24以 h）が ， 2．8％ で あ っ

た 。 痩身願望尺度 ；本研究は，痩身願望を 「自己 の体

重を減少さ せ た り， 体型 をス リム 化しよう とする欲求

で あ り， 食事制限， 薬物 ，
エ ス テ な ど様々 な ダイエ ッ

ト行動 を動機付け る心理的要因」 と定義 し，従来の食

行動 や 摂食障害 の 尺度 などを参考に ， 体重 や痩せ る こ

とへ の こ だわ りの 表現を収集 した 。 こ れ らを整理改変

しなが ら痩 身願望 尺度 と し て 11項 目作成し た 。 そ の 際 ，

ダイエ ッ ト方法や食行動 の特徴 ， あ るい は痩せた い 理

由な ど具体的な内容 に は 言及 せ ず ， あ くま で 痩 せ た い

と い う意識の強さ の み を測定で き る よ う配慮し た 。 体

型 に 関する メ リッ ト感，デ メ リッ ト感 ；痩身の メ リ ッ

ト感や 現体型 の デメ リッ ト感 に つ い て の項目を作成し

た。そ の ため ， まず89名の女子学生 を対象に 予備調査

を行 い
， 「もし今よ り痩せ ら れ た ら…」や 「今 の 体型 の

せ い で …
」 と い う 2 つ の 文章 を完成 させ る 方法 で 自由

記述を集め ， 内容 を整理抽象化 して痩身の メ リ ッ ト感

を尋 ね る 4 項 目 と現体型 の デ メ リ ッ ト感 を尋 ね る 4 項

目を決定 した 。 具体的な項 目は ， 「今 の 体型 の せ い で幸

せ に な れ な い 」，「今 の 体型 の せ い で 人 に 注 目 さ れ な

い 」， 「今 の 体型 の せ い で性格が暗 い 」， 「今の体型 の せ

い で 生 き生 き して い な い 」似 上，現体 型 の デ メ リ ッ ト感），

「今よ り痩せ ら れ た ら自分 に 自信が持 て る」， 「今よ り痩

せ られた ら性格が明 る くな る」， 「今よ り痩せ られ た ら

何か い い こ とが あ る」， 「今 よ り痩せ られ た ら人前 で

堂 々 と振 る舞え る」似 上，痩 身の メ リッ ト感）で あ っ た 。

ダイエ ッ ト経験 ；具体的 なダイ エ ッ トの 方法 に つ い て

主な 10種類 の 行動 を選 び，その経験頻度に つ い て 「な

し」「1 ， 2回」「何度か 」「常に」の 4 件法 で 尋 ねた 。

身長・体重 ；BMI を算出す る た め に 尋ね た。食行動尺

度 ；痩身願望 尺度の妥当性 を検討す る た め に ，DEBQ

質問紙 （今 田，1993） か ら ， 抑制的摂食 （13項 目）と情動

的摂食 （9項 副 を 用 い た。公的自意識 ・私的自意識 ；

Fenigstein
，
　Scheier＆ Buss （1975） に よ る尺度を基に

菅原 （1984）が 作成 した日本版 自意識尺度を用い た 。 自

己 の外的側面へ の関心度で あ る公 的自意識 （5項 目） と

内的側面へ の 関心度で ある私的自意識 （5項 目）の 2 つ

の 下位尺度 か ら構成 され て い る 。 賞賛獲得欲求 ・拒否

回避欲求 ；承認欲求 の程度を測定す る た め，菅原（1986）

に よ る 賞賛獲得欲求 （5項 目），拒否 回避欲求 （4項 目）の

尺度を 用 い た 。 本尺度 は他者 か ら肯定的な評価を引き

出そ う とす る傾向 償 賛獲得欲 求）と他者の 否定的な評価

を回避 しよう とす る傾向距 否 回避欲求 ）を測定す る こ と

がで き る。
II

生役割の 受容 ；伊藤 （1978）に よ っ て 作成さ

れ た M −H −F 尺度 を用 い て
， 各項目に対す る「個人 的評

価」，っ ま り自分 に とっ て どの程度重要か に つ い て 尋

ね ， Masculinity，　Humanity ，　Femininity （各 10項 目ず

つ 〉をそれ ぞ れの 役割の 受容度 として得点化した 。 自尊

感情 ；Rosenberg （1965） に よ っ て作成 さ れ た 10項 目。

今回 は 山本 ら （1982 ）に よ る 日 本語版 を用 い た 。 日常感

情尺度 ；山本 ら （1997）に よる日常生活の 気分や感情を

尋 ね る尺度 を
一
部改変 し て 用 い た 。 生活 の ス ト レ ス 感

（8 項 目）・リラ ッ ク ス 感 （3 項 目）・空虚感 （12項目）。充実

感（7項 目）の 4 つ の 下位尺度よ り構成 され て い る 。 成熟

拒否 ；EDI （Welch，　Hall＆Walkey ，　19．　88 ： 志村 ら，1994 ）の

Maturity　Fear 因子 を参考に
一

部改変し て作成 した。

項 目内容は ， 「子供の ま ま で い た ほ うが 幸せ だ」「戻 れ

る な ら子供 の 頃 に 戻 りた い 」「人生 で
一

番幸福な と き は

子供 の 頃だ」「大人 に な りた くな い と思 っ て い る」「い

つ まで も子 供で い た い 」 の 5項 目で あ っ た 。

　尚， 上記の うち，ダイ エ ッ ト経験 と身長 ， 体重 を除

く項目は，す べ て ，

“

非常に 当て は ま る
”

か ら
“

ま っ た

く当て は ま らな い
”

ま で の 5 件法で回答 を求 めた 。

結 果

痩身願望尺度の 構造

　痩 身願望 に関す る 11項目の 構造を検討す る た め 主成

分分析を行 っ た （TABLE 　1）、その 結果 ， 第 1 主成分の寄

与率は63．62％と高 く， 第 2 主成分以下 の 寄与率（第 2主

成 分 は 8．0％）を大 き く上 回 っ て お り，強 い 1 次元構造が

認 め られ た 。 ま た ， 第 1主成分 に 対す る各項目の負荷

量 は すべ て 0 ．70以上 と高 い こ と か ら ， これ ら 11項 目を

痩身願望尺度 の尺度項目と し て採用 し， 合成得点 を算

出 して 以下 の 分析に使用 し た 。 尚，尺度 の α 係数 は

0 ．94と高 い 値 を示 して い る 。

痩身願望尺度の 妥当性

　本研究に お い て痩身願望 は，個人 に摂食や そ の 他の

ダ イ エ ッ ト関連行動 を促 す動機的要因と し て概念化さ

れた 。 従 っ て ， 本痩身願望尺度が 妥当な もの で あるな
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TABLE 　l　痩身願望尺度の 主成分分析結果

項 　 目 負荷 量

1．体 重が増 えるの が怖 い

2 ．も っ と痩せ た い と い う思い で 頭 が い っ ぱ い だ

3．体 重 に と らわ れ て い る

4．何が 何で も体重 を減 ら した い

5．も っ と痩 せ て い た らと悔 や む こ と が 多 い

6．体 力が 落 ちて もと に か く瘻せ た い

7 ．少しで も早 く痩せ た い

8．痩せ られ る と聞 け ば何 で もす る

9．自分が痩 せ る こ とを考 える とわ くわ くす る

10．体重 を量 っ た と き に 減 っ て い る と嬉 しい

11．今，痩 せ る こ と に
一

番興味が あ る

3919408392878888787777

固有値

寄与率

7．0063
．62

らぼ ， 高得点者ほ ど ダイエ ッ ト経験 が 豊富で あ り，様々

なダイエ ッ ト法 を試 し， また ， 日常的 に も摂食量 を抑

え た食行勤 パ タ ー
ン を採用 して い る と予測 で き る。そ

こ で ， 痩身願望尺度 と上記 の ダイ エ ッ ト行動 ， 食行動

の 実態 との 関連性 を分析 し ， 尺度の構成概念妥当性 を

検討す る 。

　 まず，対象者を痩身願望得点の 上位5  ％ ・下位50％

を高得点群 ・低得点群 として グル
ープ化 し，こ れ ま で

の ダイ エ ッ ト経験 と の関連を検討した 。 す る と，
こ れ

まで に ダイ エ ッ ト経験が あ る者の 比 率は 低得点群で

64．7％で あ るの に 対 し て 高 得点群 で は 94．6％ と高 く

（p〈．OO1）， また ， ダイ エ ッ トを 「常に 心が けて い る」 と

い うダ イ エ ッ ト習慣者 も低得点群 で は 3．6％で あ る の

に対 して 高得点群 で は25．5％と大 きな差が 見ら れ た

（pく．00D
。

　次に，ダイ エ ッ ト経験が あ る者 （n ＝401） を対象 に
，

痩身願望 の 高得点群 と低得点群の間で ダイ エ ッ トの 内

容 に どの ような違 い が 見 られ る か を検討 し た CTABLE

2）。 10種類の 主なダイエ ッ ト法 に関して 比 較した と こ

ろ，ど の 方法 に 関し て も全般 に 高得点群の 方が経験率

は有意 に 高か っ た が，中 で も 「絶食」「痩せ る薬」に顕

TA 肌 E　2　痩身願望 の得点群別 ， 各ダ イ エ ッ ト方法の

　　　　経験比率

ダイ エ ッ ト方法 低得 点群

n＝194

絶食

カ ロ リ
ー計算

特 定食 ダイエ ッ ト

痩 せ る お茶

ダ イ エ ツ ト食品

運動

下剤 ・利尿 剤

タ バ コ

嘔吐

痩せ る薬

47．9％
25 ．8％
34，4％
42，9％
25．1％
63．9％
5．3％
2．6％
3．7％
10．6％

高得点群　　有意 水準

n ＝207
　　　　　＊＊串72．9％
33．8％

46．8％
53．4％
38．6％
69．4％
16．2％
13．3％
6．9％

27．2％

Sn

＊

n 、S、
ホ＊＊
＊ ＊ ＊

賊

＊ ＊＊
抑く．OO1，　

＊＊
p〈．Ol、　

“
p＜．05，　

tp
く，10

著 な差が認 め られた（p〈．OOI）。 また ， 経験率そ の も の は

大 き くな い が ， 厂下剤，利尿剤」 「タバ コ 」 な ど過激な

方法 に も差が 認 め られ て い る ψ〈．001）。一方，健康的な

ダイエ ッ ト法と も考え られ る「カ ロ リー計算」「ダ ン ベ

ル
， ジ ョ ギ ン グな ど の 運動」の 経験率は高得点群低得

点群間で有意な差が 認 め られな か っ た。

　最後 に，食行動尺度 （DEBQ ）との 関連 を検 討 した。

下位尺度 で あ る抑制 的摂食尺度 と情動的摂食尺度 の 痩

身願望 との相関 は， 抑制 的摂食 と の 間で ．56， 情動的摂

食 と の 間で ．31と有意 な相関が 認 め られ （い ず れ もp〈

．OOI＞， 痩身願望 が 高い 者ほ ど食事量を控え て い る傾向

が認 め られた。

　以 上 の よ うに ， 痩 身願望 尺 度得点 の 高い もの ほ どダ

イ エ ッ ト経験が 豊富で あ り， 過激なダイ エ ッ トに も挑

み ， また 日常的 に も摂食量 を控え て い た 。こ うした 点

か ら本痩身願望尺度の構成概念妥当性は概 ね 確認 さ れ

た と考え られ る 。

体型 に 対 する メ リッ ト感，デ メ リ ッ ト感の 構造

　自己 の 体型 に 対 する意識 を尋 ねた 8項目 に つ い て主

因子法 ，
バ リマ ッ ク ス 回転に よる因子分析 を行 っ た と

こ ろ，回転前の寄与率は第 1因子 54．7％ ， 第 2 因子で

19．6％ ， 第 3因子 は7．2％で あ っ た 。 因子数を 2 〜 5 ま

で変化さ せ 回 転後の 負荷量 を検討 したが ，い ずれ の 場

合 も 3因子以降に高 く負荷す る項目が 見られ ない こ と

か ら 2因子構造が 適切 と判断 し解釈を行 っ た 。 そ の 結

果 ， 「今 より痩せ られた ら何 か い い こ とが あ る 」「今よ

り痩せ ら れ た ら 自信が持て る」な ど痩 身 に 対 す る メ

リッ ト感 と，「今 の体型 の せ い で 性格が 暗 い 」「今の体

型 の せ い で 幸 せ に なれな い 」 な ど現在の体型に対す る

デメ リッ ト感 とは異な る因子 として 抽 出 さ れ た。そ こ

で ，それ ぞ れ の合計得点 を算出 し ， 「痩身 に 対す る メ

リ ッ ト感」「現体型 に対す る デ メ リ ッ ト感」の得点 と

し ， 以降 の 分析 に使用 した。尚，メ リッ ト感，デ メ リ ッ

ト感の α 係数は順に ．88， ．87と十分に高 い 値 を示 し，

尺度 と し て の 信頼性は確認 さ れ た 。

その 他 の 心理的要因

　 そ の他 ， 本研 究 で 用 い た既存の 心理 尺度に つ い て ，

主 因 子 法 ，
バ リマ ッ ク ス 回転 に よ る因子分析を行 っ た

と こ ろ ，
い ずれ の尺度 に 関 して も仮定 され た 通 りの 構

造が 見 出さ れ ， 因子 的な妥当性は再確認 された。また，

各 尺度 の α 係 数 も．73〜．89と信頼基 準を満 た す値 を

示 して い た （TABLE 　3）。

痩身願望 と他の 心理 的要因 との 関連

　 痩身願望 を規定す る心理 的要因 に っ い て 考察す る た

め ， まず ， 痩身願望尺度 と他の諸尺度 ， 及 び BMI との
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TABLE 　3　各変数の α 係数 各変数 と痩身願望 との相

　　　　関係数

変　 　数 α 係数 　 相関係数

メ リッ ト感

デ メ リ ッ ト感

8
丹
r88

．76’＊’

．45榊 灘

公的 自意識

私的 自意識

7
∩
コ

OO7 ．31＊ ＊ ’

．12’”

賞賛獲得欲 求

拒否回避欲 求

7487 ．31＊＊＊

．25＊＊s

性役割の 受 容

　　　 Masculinity

　 　 　 Humanity

　 　 　 Femininity

．82
．80
．73

．17＊ ＊ ＊

．15−＊s

．23＊牌

自尊 感情 ．81　　　　　−，23‡＊＊

日常感 情尺度

　　　 ス トレ ス 感

　 　 　 リラ ッ クス 感

　 　 　 空虚感

　 　 　 充実感

．89　　　　　　．20＊＊’

．79　　 　 ，03
．92　　　　　．19＊ ＊ ＊

、89　　
−．D6

成熟拒否 ．89 ．18’ ＊ ＊

BMI ．41林

＊＊Sp

く．001，＊’p〈．01

ピ ア ソ ン の相関係数を算出し TABLE 　3 に 示 した 。

　そ の結果，まず痩身 の メ リ ッ ト感 との相関が ．76と高

く，現体型 の デ メ リッ ト感や BMI と の 間に も．40程度

の 正 の 相関が認 め られた 。 そ の 他 ， 賞賛獲得欲求，拒

否回避欲求， 公的自意識な ど，対人的被評価意識 に関

わ る 尺度 ， ある い は，自尊感情や ス トレ ス感な ど自己

の 不適応感 に 関連す る尺度 との 間に も弱 い 相関が認め

られ て い る。

　先に も延べ た 通 り， 本研究で は痩身願望 を高め る 心

理的メ カ ニ ズム と して 次 の ような モ デル を仮定 し た 。

現代 の 若 い 女性た ち に と っ て ， 痩身 と は幸福 を獲得す

る た め の 重要な手段 と し て位置 づ け られ て い る。従 っ

て 痩身願望 の レ ベ ル は ， まず痩身 に対して どの ような

損得感 を持 つ か に よ っ て 変動す る が， こ うした 意識 は

そ の個人 の 実際 の 体型 や目的意識な ど， 幾っ か の個人

特性 に よ っ て規定 される と考えられ る 。 こ うした 仮定

に 基 づ き， 痩身願望 を最終的な説明変数 と し て パ ス 解

析を行 っ た 。

　手順 と し て まず痩身願 望 を目的変数 とした ス テ ッ プ

ワ イ ズ 法 に よ る重 回帰分析 を行 っ た 。 説明変数 は仮説

として想定さ れ た全変数で ある 。 尚 ， 説明変数間の相

関を算出し た と こ ろ，最 も高 い 値 で も賞賛獲得 と拒否

回避の 間 の O．48で あ り， 多重共線性の影響は小さ い も

の と判断し ， 全変数を用い て分析す る こ と に した。

　次 に ， メ リ ッ ト感 を 目的変数 と した同様の 重 回帰分

析を行っ た 。 この 際 ， 当初 ， メ リッ ト感 と並列的な要

因 として 想定 さ れ た デ メ リ ッ ト感 を も あ え て 説明変数

に加え る こ と と し た 。 デ メ リッ ト感 は ， 痩身願望 を目

的変数 と し た 回帰分析に お い て 痩身願望 に直接的なパ

ス を持たず ，
こ の ま ま で は痩身願望の メ カ ニ ズ ム の 申

に こ の変数を位置づ け る こ とが で きな くな る。しか し ，

「今の体型の せ い で損を して い る」とい うデ メ リ ッ ト感

は，必然 的な論理展開として ， 「だか ら痩せ れば幸福 に

なれ る」 とい うメ リ ッ ト感 を導 く要因 に な りうる と考

え ， こ う し た 分析を行 う こ と に した。最後に ， デ メ リッ

ト感を目的変数 とした重回帰分析を行 い
，

パ ス構造図

を作成 した （FIGURE　1）。

　そ の結果， 痩身願望の レ ベ ル は ， 痩 身 の メ リッ ト感

に よっ て 直接規定さ れ て い る こ とが示 されたが ， デ メ

リ ッ ト感 との 直接の 関連は認め られ な か っ た 。

一方，

社会的評価へ の関心や 自己評価 ， 女性性などの 個人特

性は ， 痩身願望 と直接 の パ ス は 認 め られ ず ， 身体に対

〈

顕
示

欲
求
〉

賞 賛獲得 欲求 ．22 ＊＊＊

R2 ＝ ．36＊＊＊

女 性役割受容
　 　 　 　 　 　 　 　 　 ，／4 ＊ ＊ ＊

　 　 　 　 　 　 　 　 ．25，　＊ ＊ ＊
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FIGURE　1
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痩身願望を規定する諸要因 の パ ス 図
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す る メ リッ ト感 ， デ メ リ ッ ト感 を通 して 間接的 に痩身

願望 と関連 し て い る こ と が示 さ れ た。す なわ ち，「他者

に 注 目， 喝采さ れ た い 」と い っ た 賞賛獲得欲求 と ， 「か

わ い い ，色気が ある，優雅，従順」な ど の イ メージを

重視す る女性役割受容 （Femininity）の 高さは「メ リッ ト

感」の 高さ と関係し て い た 。

一
方， 「自分に 自信が ない 」

と い っ た 自尊感情の 低 さ と，「む な し い ，空 っ ぽ な」な

どの 空虚感 の高さ は ， 「デ メ リッ ト感」の 高 さに 関係 し

て い る こ と が示 された 。 BMI は メ リッ ト感 ， デ メ リッ

5感の 双 方に パ ス を持 っ て い る が ， 痩身願望 へ の直接

の 影響 も認 め られ て い る。

考 察

　本論文で は現代女性 の 痩身化 の 実態に注目し，痩身

願望の強さ を測定す る尺度を構成す る と と もに
，

こ れ

を規定す る 心 理 的諸要因に つ い て検討を行 っ た 。

　痩身願望尺度 に 関 し て は 11項 目か らな る 1次元性の

強い 尺度が作成 され ， 信頼性 ， 妥当性 に 関 して も満足

で き る結果が得られ た 。 また ， 痩身願望 の 強 さは 「カ

ロ リー計算」 や 「運 動」 とい っ た健康的な ダ イ エ ッ ト

行動に は結びっ か ず ， む しろ ， 「絶食」 や 「痩せ る薬」

な ど健康を 害 す る恐 れ の あ る 手法 を促 す こ とが 示 さ れ

た 。こ うし た点は ， 若い 女性た ち の ダ イ エ ッ ト行動が ，

しばしば健康上望まし くな い 影響を与 え る （北川，1989：

Patt。n ら
，
1990な ど）と い う指摘 を， 動機的側面 で あ る痩

身願望か ら も裏付け る こ とが 出来た と言え る 。

　本研究 で は，痩身願望を直接高め る の は体型 に 対す

る損得意識で あ り， その他の 個人特性は損得意識 を媒

介 に 痩身願望 に 影響する と仮定 し， 諸変数間の関連 を

パ ス 解析 に よ っ て 検討 し た 。 そ の 結果 ， 「痩 身 の メ リ ッ

ト感」が痩身願望 と直接関連 す る重要 な要因 で ある こ

とが 示 さ れ た 。 そ の他の 変数 に つ い て は，BMI が直接

間接 に 痩身願望 に影響し て い た こ と を除 く と ，
い ずれ

も痩身 の メ リッ ト感を媒介 して痩身願望に関係す る と

い う構造が浮か び上 が っ た
。 以上 の 点 か ら

， 仮説 1〜仮

説 3 − 3 まで は概ね 支持さ れ た と考えられ る。こ れ に 対

し て ，し ば し ば摂食障害 との 関運 か ら指摘され る 「成

熟拒否 」 に 関 し て は痩身願望や メ リ ッ ト感や デ メ リッ

ト感 と極 め て 弱 い 相関し か得 られず ，
パ ス構造図に は

位置 づ け る こ とが で きな か っ た。 こ の 結果 は摂食障害

に関す る成熟拒否説を直ち に否定す る もの で はない が ，

少な くと も成熟拒否が
一

般女子学生 の 痩 身願望 を高 め

る重要 な要因 で あ る と は言え な い こ と を示 して い る。

従 っ て ， 仮説 3 −・4 は支持 さ れ な か っ た こ と に な る 。

　 先 に 述 べ た よ う に 痩身願望 を幸福獲得 の 手段 と し て

位置づ け， 体型 へ の損得意識が そ の規定要因に な る と

い うモ デル を前提と し た場合，上記 の 構造は次の よう

に解釈す る と 理解 しやす くな る の で は な い だ ろ うか。

すなわ ち ， 痩身願望 は 主 に 3 つ の ル ートを通 じて 高め

られ る と考え る わ けで あ る 。 第 1 は身体的な肥満か ら

痩身願望 へ 直接至 るル
ー

トで ある 。 こ れは心理的な要

因を介して い な い こ とか ら， 純粋 に運 動機能や健康上

の 理 由か ら痩せ た い と思 う過程で ある と推測で き る 。

第 2 の ル
ー

トは自己顕示欲求か ら発す る痩身願望で あ

る。ま ず ， 賞賛獲得欲求 と女性役割受容に は高め の 相

関が あ り（rく．40）， これ らは「女性 と して の魅力 をア ピー

ル した い 」 とい う自己顕示性と し て ま とめ る こ とが で

き る よ う に 思われ る。 こ うした 顕示 性 の 高 さ に BMI

が高い 吟 の 自分 は太 っ て い る） とい う要因が加 わ る時 ，

痩身が 顕示性 を満足 さ せ る た め の手段 と し て の 意味が

強まり， 「痩 せ れば今 より良 い こ とがある」と い っ た痩

身に よる メ リッ ト感 が高 まっ て 痩身願望 に結びつ くと

考 えられ る 。 第 3 は 自己 不全感か ら発 す る痩身願望 で

ある。自尊感情 が低 く日常的な空虚感が高 い 個人に ，

BMI が高 い と い う要因が加わ っ た時 ，そ うした 自己不

全感の 原因 を自分の 太 っ て い る身体 に帰属 し， 「今の体

型 の せ い で 幸せ に な れ な い 」 とい っ た デ メ リ ッ ト感 を

生 じさせ る。そ して
，

こ の デ メ リ ッ ト感 か ら痩身 の メ

リ ッ ト感が生 じ， 痩身願望 に 至 るとい う経路 で ある。

　 上 記 の 構造を端的 に 表現 す れ ば ， 痩身願望 は ， 「女性

性の保持」「魅力 の ア ピー
ル 」「自己不全感か らの脱却」

と い っ た女子青年たち の多様 な欲求 を，「痩身」と い う

ひ とっ の 単純 な手段 を用 い て 満た そ う と す る こ と に

よっ て 高 まる と言 える 。 そもそ も， 痩せ た 身体 を尊ぶ

社会風潮 は どの ように 形成 さ れ，ま た，ど の よ うに 維

持さ れ て きた の だ ろ うか 。 こ うした ，

“
痩身神話

”
とで

も表現 で き る よ うな身体観は ， 小 学生 の段階に お い て

既 に 存在する こ と も示唆 さ れ て お り （馬場 ・山本 ・小 泉 ・

菅原，1998），
マ ス メ デ ィ アだ けで な く，親子 関係や 友人

関係な ど の 影響 も含め検討 すべ き社会心理学的課題 で

ある 。

　 一方，臨床心理学的視点か ら考え た と き ， まず興味

深 い の は ， 摂食障害，特 に 神 経性無 食欲 症 （Anorexia

Nervosa，以下 AN ）との 関連 で あ る。
　 DSM − IV（American

Psychiatric 　Association，ユ994）に よれば AN の 診 断基準 と

して は ， 極端な や せ 状態や無月経以外 に
， 体重 が 増え

る こ と に対す る強 い 恐怖感 ， 自己評価に対 す る体重や

体型 の 過剰な影響な どが 重視 さ れ る 。 また ， 神経性大

食症 （Bulim藍a　Nerv 。 sa ）の 場合 に も， む ち ゃ 食い の繰 り

返 しだけ で な く，体重 の 増加 を防 ぐた め の代償行為（自
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己 誘 発性 嘔 吐，下 剤 ， 絶食，過剰 な運 動〉 を繰 り返す こ とや ，

自己評価が体型 や体重に よ っ て 過剰 に 影響 される こ と

が診断の 主要な条件 と な っ て お り，
こ う した 点か ら痩

身願望 が
， 摂食障害 の 中核的な特徴の 1つ で ある こ と

は明 らか で あ る 。 ま た ， 摂食障害 の 発生過程 に お い て

ダイ エ ッ ト行動は無視す る こ と が 出来 ない 要 因と さ れ

て い る が （Fairburn＆ Cooper，1984 ；Szmukler ＆ Patton，

1995；Hsu，1997 ；Halmi，1995）， 本研究の 結果 と照 ら し合

わせ る と矛盾する点 も認め られ る 。 先の 図式（FIGURE　1）

で は，BMI が低下すれ ば痩身願望 も低下 して ゆ くはず

で あ るが ，患者 た ち の 多 くは激 しく痩 せ て い る に もか

か わ らず強 い 痩身願望 を保持 した ま ま で ある 。 従っ て，

AN に関 して は こ の モ デル に な い 特殊な要因が痩身願

望を高めて い る可能性 が指摘で き ， そ うした点で ， AN

は
一

般女性の 痩身願望 やダ イ エ ッ ト と不連続 の 現象 と

も言 え る 。
い ず れ に せ よ，痩身願望 と摂食障害の関連

に つ い て は，医学的，生理学的要 因な ども含め て ， さ

ら に 検討 を深 め て い く必要 が あ ろ う 。
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　The　purposes　of　the　present　study 　were 　to　construct 　a　Drive　for　Thinness（DFT ）Scale，
　and 　to　examine 　the

effects 　of 　psychological　factors　on 　the　drive　for　thinness．　 In　the　present　study
，

“drive　for　thinness”was 　a

defined　as 　a 　psychological　desire　to　lose　weight 　and 　a　motive 　for　dieting． 500　adolescent 　women 　responded

on 　the　Drive　for　Thinness　Scale　and 　another 　questionnaire ．　 The 　reliability 　and 　validity 　of 　the　Drive　for

Thinness　Scale　were 　verified ．　 The 　results 　showed 　that　drive　for　thinness　was 　positively　correlated 　with 　a

sense 　of　gain 　and 　loss　in　one ’
s　own 　body，　being　praised，　and 　sex ・role 　acceptance ，　and 　negatively 　correlated

with 　self −esteem 　and 　feelings　ofstress ．　These　psychological 　factors　influenced　the　drive　for　thinness　via 　the

sense 　of 　merit 　about 　losing　weight ．　 Three　channels 　that　heightell　women ’
s　drive　for　thinness　were 　discus−

sed ．

　　Key 　Wgrds ： drive　for　thilmess （DFT ），　sense 　Qf　gain　and 　loss　in　own 　body
，
　self−manifestation ，　self −

incompleteness
，
　eating 　disorder
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