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思春期 の身体発育 の タイ ミ ン グ と抑 うつ 傾向

上 　長 然
＊

　本研究 は ， 思春期の 身体発育の タ イ ミ ン グ と抑 うつ 傾向との関連 に お い て ， 身体発育の タイ ミ ン グ 似

下 発 育 タ イ ミ ン グ）を客観的な発育タ イ ミ ン グ と 主観的な発育タイ ミ ン グ の 2 つ の観点 か ら捉 え ， 発育タイ

ミ ン グ が 直接抑 うつ 傾向 に 影響す る の か ， 媒介要因 を介 し て 関連す る の か を検討す る こ と を 目的と し て

実施 した。中学生 503名 （男子 252名，女子 251名 ）を対象に思春期の身体発育の発現状況 ， 主観的な タイ ミ

ン グ の 認 知，現在 の 体重 に 対 す る 評価，身体満足度，露 出回避行動，抑 うつ 傾向に つ い て 測定 し た。そ

の結果 ， 1）男女 と も発育タイ ミ ン グ か ら抑 うつ 傾 向 に は直接的 な関連 は み られず，媒介要 因を介 して

関連 して い た 。 2）男子 は 主観的 な発育 タイ ミ ン グが ， 女子 は 客観的 な発育 タイ ミ ン グが 身体満足度 と

結び つ い て い た 。 3 ）男子 は早熟 な ほ ど身体満足度が高 く， 抑 うつ 傾 向が低 い が ， 早熟 な女子 は 身体満

足度が低 く， 抑 うつ 傾向が 高か っ た 。 4）男子 で は公的 自意識の高さ は身体満足度 ， 露出回避行動 と結

びつ き，抑 うつ 傾向と関連 し て い た が ，女子 の 公 的自意識 の 高さ は身体満足度 と結び つ か ず， 露出回避

行動 と結び つ い て 抑 う つ 傾 向 と関連 し て い た 。
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目 的

　思春期 は ， 身体発育 ス パ ー
トや第 二 次 性徴 と呼 ばれ

る性的成熟 を特徴 とす る 時期 で あ る。 こ の 急激 で 劇 的

な身体の 変化は ， 青年に 心理的動揺を与え ， 新たな自

己 形成 へ の き っ か け に な る と考 え られ て き た （Blos，

1962 ）。 多 く の 研 究者 は ， 青年期 を 苦悩 に 満 ち た 不 安 と

混乱 の 時期 と捉 え，そ の 端緒を思春期 の 身体的変化に

お い た （齊 藤，1985） こ と か ら，一
般 的 に 思春期 の 身体変

化は青年の 心理 的側面 に 少 なか らず影響が あ る と考 え

られ て い る 。

　思 春期 の 身体発育が 心 理 的適応 に 影響す る か ど うか

を検証 す る モ デル は い くつ か あ る 。 そ の
一

つ は ， ホ ル

モ ン 分泌量 の増大が 直接，心理 的適応に関連す る と い

うモ デル で ある 。 例 えば
， 抑 うつ 気分 の 増加 は

，
エ ス

トラ ジオ ール で 示 され る ホ ル モ ン レ ベ ル と関連 す る と

言わ れ て お り， 女子 で の エ ス タジオール の 上昇 は うつ

病を 予測す る要因で ある （Ang 。1d，　 Cestello，　 Erkanli，＆

Worthman，1999）。 ま た ， 男子 で の テ ス トス テ ロ ン ， 女子

で の デヒ ド ロ エ ピ ア ン ドロ ス テ ロ ン は攻撃性 と関連す

る とい う　（Olweus，　 Mattsson，　 Schalling，＆ Low ，1988 ；

Warren ＆ Brooks・Gunn ，／989＞。しか し， こ の モ デ ル を検

証 した 研 究 は 少 な く， 支持 す る結果 も限 られ て い る。

また ， 全て の青年に ホ ル モ ン 分泌量 の変化に よる 身体
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発育は 起 こ る が ， 全 て の青年が不適応行動 を示 す わ け

で は な い
。 そ の た め ， 青年 の 不適応行動 が ホ ル モ ン 分

泌量 に よ っ て の み規定 さ れ て い る わ けで は な い と 思 わ

れ る。

　そ こ で考え られ る他の モ デ ル の
一

つ として ， Mussen

＆ Jones（1957 ）や Jones＆ Mussen（1958 ），　Jones（1965）
に よ っ て 始 め ら れ た 身体発育 の タ イ ミ ン グ 似 下，発 育 タ

イ ミ ン グ） を採用し た も の が ある 。 JQnesや Mussen は ，

身体発育 の 心理 的影響 に 関連す る も の と し て 単 に ホ ル

モ ン の 増加 と い っ た 生理 的変化 だ けで な く，
ど の よ う

な社会 背景 の 中 で 身体発育 が 起 こ るか とい う こ とに も

注 目 し た。発育 タ イ ミ ン グ に 関 す る研究 は ， 近年 ， 関

心が 高ま っ て お り， 青年期や成人期の 適応 と の 関連が

示 さ れ て き て い る （Graber，　Bro 。ks−Gunn，＆ Warren，2006 ；

Taga ，　Markey ，＆ Friedrnan ，2006 ＞o

　発育 タイ ミ ン グ と は，同年代 の 友人 よ りも身体発育

が 「早 い 」の か 「遅 い 」 の か，あ るい は 「同 じ くらい 」

な の か と い う こ と で あ る が ，
Mussen ＆ Jones（1957＞

や Jones＆ Mussen （1958） で は ， 男女と も早熟者は高

い 自尊心 や 望 ま し い 自己概念を持 っ て い る こ とが示 さ

れ て い る。 し か し ， Pesk｛n （1967）は晩熟者 の 優位性 を

論 じ て お り，晩熟者の 方が 早熟者 よ りも望ま し い 適応

を示 して い る とい う。近 年の 研究 か らは，早 熟 の 女子

は ， 標準者や晩熟者に 比 べ
， の ち の 大 うつ 病や摂食障

害 ， 行為障害 ， 自殺企 図を起 こ しやす く， 合併しやす

い こ とが 示 さ れ て き て い る （Graber，　Lewinsohn ，　Seeley，＆
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Brooks−Gunn ，1997）。ま た ，男子 に つ い て は，早熟 者 の 方

が仲 間 か らの 人 気があ り， 肯定的 な身体像 を もち ， 運

動 選手 として も成 功 しや す い こ とが示 唆 さ れ て い る

（Freedman ，1990 ）。

　 こうし た 中 ， 発育 タイ ミ ン グに よ る心理的影響の一

つ と し て 抑 う つ 傾 向と の 関連が 論 じ ら れ て き て い る

（Ge，Conger，＆ Elder ，2001 ；Graber　et　al，，1997）。思春期 の

抑 うつ は，青年 が 直 面す る共通 の 心理的問題 の
一

つ で

あ り，臨床的 な レ ベ ル で の 児童 ・青年期 の うつ 病 は ，

方法や サ ン プ ル に よ っ て変動はある が ， 傳田 ・賀古 ・

佐々 木 ・伊藤 ・北川 ・小山 （2004） に よ る小中学生 の 抑

うつ 状態 に 関 す る研 究 で は，大 う つ 病 に 相当す る 小学

生 は 1．6％，中学生 は 4．6％存在す る こ とが 推定 され て

い る。こ れ まで は，思春期 の 身体発育で はな く年齢 の

進行が 思春期の 抑うつ 傾向 と関連す る こ とが示 さ れ て

き た （AngQld ＆ Rutter，1992）。 し か し ， 近年で は ， 身体

発育 の 発育状況 が抑 うつ 傾向と関連 して い る こ と を支

持す る研究が優勢に な っ て きて い る （Angold ，　Costeユ10，＆

Worthman ，1998）。 例えば，　 Ge，　Kim ，　Brody ，　Conger，
Simons

，
　Gibbons，＆ Cutrona （2003）で は，早熟 の 女

子 は抑 うつ 傾 向が高い こ とが明 らか に さ れ て い る 。 同

様の 結果 は Kaltiala−Heino，　 Kosunen ，＆ Rimpela

（2003 ）に お い て も認め ら れ て お り ， 加え て ， 晩熟の 男

子 は抑 うつ 傾向が 高い こ と も示 さ れ て い る 。 こ の よ う

に，発 育タ イ ミ ン グ が抑 うつ 傾 向 に 直接関連す る 可能

性 が 示 さ れ て き て い る。

　 また，発育 タイ ミ ン グが何 らか の 要因 を介 して 抑 う

つ 傾 向 に 関連す る と い う媒介す る 要因に つ い て も検討

さ れ て い る 。 例 えば ， Graber　et　al．（2006） は ， 早熟な

女子 ほ ど神経症傾向が 高 く，抑 うつ 傾向が 高 い こ と を

明 らか に し ， 媒 介す る 要因 が 存在 す る こ と を 示 唆 して

い る 。 こ れ よ り，発 育タ イ ミ ン グが 青年 の 抑 うつ 傾向

に影響 す る際 に は媒 介的 な役割を果たす変数が存在す

る こ と も予測さ れ る 。

　 こ の よう に ， 発育タ イ ミ ン グ と抑 うつ 傾向が関連 し

て い る こ と は 示唆 さ れ て き て い る が ， こ れ ま で の 研 究

で は直 接的 な関連 と間接的 な関連 は独立 して 検 討 さ れ

る こ とが多 か っ た。また ， 発育 タイ ミ ン グ と心 理 的適

応 との 関連 を扱 っ た 研究 は ， 欧米 に お い て は 散 見 さ れ

る もの の ， わ が 国に お い て は ほ と ん ど見 られ な い 。 さ

ら に ，こうし た研究は女子 の み を対象 に 行う こ と が 多

く，男子 に 関す る 知見 は 限 られ て い る の が 現状 で あ り，

男子 を研 究対象 に 含 め て 検討す る こ と は重要 な課題 で

あ る。加 えて ，発育 タ イ ミ ン グに は 客観 的 な指標 を も

と に した もの と ， 本人が周 り と比較 して感じ る 主観的

な認知 に 基づ く もの が ある 。 と こ ろ が ， 従来の研究で

は ， これ ら の 区別 が 曖昧 な ま ま発育タ イ ミ ン グ の 効 果

と し て検討 さ れ て い る。発育タイ ミ ン グを客観的 な指

標 と主観的な報告 との 2 つ の観点か ら同時に検討 す る

こ と は重要で あ り， 本研究 で は こ の 2 つ の 観点 か ら発

育タ イ ミ ン グを捉 え る こ と と した 。

　そ こ で ， 本研究は ， 主観的 な発育タ イ ミ ン グ ・客観

的な 発育 タイ ミ ン グ と い う 2 つ の 観点か ら思春期 の 身

体発育の タイ ミ ン グを取 り上 げ， 抑う つ 傾向 と ど の よ

うに 関連す るか に つ い て 検討す る こ と を 目的 と し て 実

施 した。

　本研 究 で は FIGURE　 1 の よ うな仮説 モ デ ル を仮 定 し

た 。 具体的に は ， ま ず ， 従来の研究が 示 すよ う に身体

レ ベ ル で ある発育タイ ミ ン グが直接的に ， 心 理 的 レ ベ

ル の 抑 うつ 傾向を規定し て い る こ とが考 え られ る。男

子 で は 早熟 で あ る ほ ど 抑 うつ 傾向が 低 く，女 子 で は早

熟 で あ る ほ ど 抑 うつ 傾 向 が 高 い の で はな い か と 予測 で

き る。

　で は ， 何 らか の 要因を媒介す る とす れ ば ， どの よ う

な要因を介 して 抑うっ 傾向に関連 す る の で あ ろ う か。

本研 究で は ， 媒介要因 と し て 現在 の 体重 評価 （以 下，体

重評価 ，公的 自意 識，身体満足度，露出回避行動 を取 り

上 げた。以下 に これ ら の 要因 を取 り上 げた 理 由に つ い

て 述 べ る 。

　正常な身体発育 は 急速 な身体 の 変化 と ともに ， 急激

身体レペ ル

　 客観的な

発育 タイ ミ ン グ

　 主観 的 な

発育 タイミ ン グ

心 理 レ ベ ル

抑うつ 傾向

FIGURE　l 思春期 の 身体発育 の タ イ ミ ン グ か ら青年 の 抑 うつ 傾向 へ の 仮説 モ デ ル
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な体重 の 増加 を伴 う。また ，

一
般 に，思春期 に な る と

外見的な 容姿 に対す る他者か らの 視線に 敏感 に な る こ

と も珍 し い こ とで は な い
。 この 「見 られ る 自己」に対

す る意識 は 思春 期 の 身体発育を き っ か け に高ま る と考

えられ て きた こ とか ら （伊藤 2002）， 自己意識 レ ベ ル と

して 体重 評価 と公的 自意識 を取 り上 げた 。また，Oliver

＆ Thelen （1996）に よ る と
， 大多数 の 女子 は 自己 の 身体

と友人 の 身体 を比 べ る こ とで 高い 身体不満足感 を感 じ

て い る と い う 。
つ ま り ， 「見 られ る」こ と を 介 して 自己

の 身体 に 対す る評価を行 っ て い る こ とか ら， 評価 レ ベ

ル と して 身体満足度を 取 り上 げる。さ ら に，女子 に お

い て 身体 満足度 の 低 さ が 露 出回避行動 を 高 め て い る こ

とか ら （上 長，2007），行動 レ ベ ル と して ，露出 回避行動

を取 り上 げた。

　次に ， 身体 レ ベ ル か ら媒介要因に 至 る 過程に つ い て

考え て み る と ， 前述の よ うに ， 正常な身体発育は体重

の 増加 を伴 う。 そ の た め ， 早熟な 女 子 ほ ど現在 の 自己

の 体重 を 「重 い 」 と感 じ て お り，結果 と し て 身体満足

度 は低 くな る と考え られ る。一方，男子 に お い て 重要

な 変化 は 体重 の 増加 で は な く筋肉量 の 増加 で あ る た め

に （McCabe ＆ Ricciarderli，2005）， 発育タ イ ミ ン グ と体重

評価は 関連 しな い と考え られ る 。

　 ま た ，桜井 （／992）に よ る と公的自意識は 小学校高学

年の 段 階 で す で に男子 よ り女子 の方が 高 い と い う。 し

た が っ て ，特 に 早熟の 女子 ほ ど公 的自意識が 高 い の で

は な い か と 考 え られ る 。

　 さ らに ， 「脂肪 の 蓄積 と体重 の 増加 を嫌悪す る思春期

の 女子 」（浅 野，1996 ） に と っ て 正常な 身体発育で あ っ て

も体重 の増加 は 「太る」 と同義で あり， よ り早 く脂肪

の 蓄積や 体重の 増加を経験す る 早熟の女子 ほ ど身体満

足度は 低 い と考 え られ る 。

一
方 ， 男子 は 正 常な 身体発

育に よ っ て 筋 肉質 な体型 へ と変化 する。 こ れ は，社会

文化的な理想 型 に 近 づ く こ とで あ るため ， 早熟 な男子

ほ ど身体満足度は高 い と考え られ る 。

　次に ， 媒介要因 か ら抑 うつ 傾向に 至 る 過程に つ い て

考え て み る と， こ れ ま で 抑 うつ 傾向と の 関連で は ， 私

的 自意 識 と抑 う つ 傾向 の 間 に は有意な 相関が 認 め られ

て きた （坂 本，1997）。 しか し，近年，公的自意識 も抑 う

っ 傾 向 と 関連 す る こ と も示唆 され て お り （渡 辺，2004），

公的自意識が高け れ ば抑 うつ 傾向が高 い と考え られ る 。

　 ま た ， McCabe ，　Ricciardelli，＆ Banfield（2Doユ） は ，

女子 は 思春期 の 身体発育 の 後に身体満足度が 低下す る

こ とで 抑 うっ 傾 向が 高 ま り， 男子 は身体発育後に身体

満足度 が 高 ま り抑うつ 傾向が 低下 す る こ と を示 し て い

る 。
こ の こ と か ら， 女子 で は

， 身体満足度 の 低下 が 抑

うっ 傾 向を高め，男子 で は身体満足度 の 高ま りが 抑 う

っ 傾向 を低下 さ せ る と考え られ る 、

　さ らに ， 思春期 の性に まつ わ る 不快な体験 を検討 し

た 松下 （2002 ）で は ， 他者の 視線を 意識す る こ と を 不 快

な経験 と し て挙げて い る 。 こ の 「他者の視線を意識す

る 」 こ と は 公的自意識 と ほ ぼ 同義で あ る。また ，上長

（20e7）は
， 女子 に お い て 身体満足度 の 低 さ が 露 出回避

行動 を高 め て い る こ とも指摘 し， 男女 とも露 出回避行

動が高 い こ と で 抑 うつ 傾向が高 ま っ て い る こ と を明 ら

か に して い る 。
こ れ らの こ と か ら， 急激な身体の変化

を経験 し て い る青年に と っ て ， 身体満足度や 「身体を

見 られ る か も しれ な い 」 と い っ た 他者 の 視線 を意識 す

る こ と は 露 出回避行動 を高め，抑 うつ 傾向を高め るの

で はな い か と思わ れる。

　以上 ， 発育タイ ミ ン グか ら抑 うつ 傾向へ の 過程 に あ

る と考え られ る体重評価 ， 公 的自意識 ， 身体満足度 ，

露 出回避行動 の 4 つ の 変数 と そ れ を も と に 想定 さ れ た

FIGURE　1 の モ デ ル に つ い て述 べ て き た 。 これ ら を ふ ま

え ， 本研究で は ， 発育タイ ミ ン グが 直接抑 うっ 傾向に

関連す る の か ，あ る い は 媒介要因 を介 し て 間接 的 に 関

連 す る の か に つ い て 明 らか に す る こ とを 目的 とす る。

方 法

調査対象　山梨県内の 中学 1年生 167名 （男子 70名，女

子 97名），中学 2年生 164名（男 子 85名，女子 79名 〉，中学

3 年 生 172名 （男 子 97名，女子 75名 ），計 503 名 （男 子 252

名，女子 251名） を対 象 と した。

調査手 続 き
エ

と内容　2006年 3 月 に ， 無記名式質 問紙

法に よ る
一

斉調査 を実施 した 。 調査実施 を学校長 お よ

び養護教諭を通 し て学級担任に依頼 し た 。 な お ， 回答

に あ た っ て は ， プ ラ イ バ シ
ーは 保護 さ れ る こ と ， 調査

以外 に 使用 さ れ る こ と は な い こ と，回答 が 難 し い 場合

は回答 しな くて もよい こ と が紙面上 で 教示 され た。

思春期の身体発育の タイ ミ ン グ

（1＞ 客観的な身体発育タ イ ミ ン グ　Petersen，　 Crock−

ett，＆ Boxer （1988 ） の Puberta1　Deve！opment 　Scale

お よ び森・関岡 〔2002 ）を参考に男子 5項目 （身長 の 伸 び・

声 変わ り・発毛・筋肉 がつ い て きた こ と精 通 ）， 女子 5項 目 （身

長 の 伸 び ・胸 の ふ く ら み ・発 毛 ・皮下 脂 肪 が つ い て きた こ と ・初

潮 〉の 思春期 の 身体発育 を測定 した 。
こ の男女各 5項 目

1
　 調査 に よっ て 身体 を意識 させ られ る こ と に よ り，精 神 的健 康

　 を損ね る 危険 性が 考 え られ る。そ こ で 調 査 の 実施 に 当た ウ，調

　 査 協力校 の 養 護教 諭 に体調 が 悪 くな っ た り，悩 み が 出 る場 合 な

　 ど に は対 応 し て い た だ くこ と をお 願 い し，承 諾 を得 た 上 で 調査

　 を実施 した。
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に 関 して ， 「まだ起 こ っ て い な い 」・「今 ， 起 こ っ て い

る」・「す で に終わ っ た」の 3段階評定で 回答 を求め た 。

男子 の 「精通」お よ び女子 の 「初潮」に関し て は 「（ま

だ） な い 」「あっ た 」の 2 段階評定で 回答を求 め た 。

  　主観的な 身体発育タイ ミ ン グ　青年自身が ，自分

の 身体発育 に つ い て 周 りの 人 と比 べ て どの よう に感 じ

て い るか を捉 えるため，身体 の 成 長や発育 に つ い て ，

同 じ学年 の 人 に比 べ て 早 い と思 うか ， 遅 い と 思 うか に

っ い て 「とて も遅 い く1 点）」〜「と て も早 い （5点）」ま で

の 5段 階評定で 回答 を求め た 。 こ れ に よ り， 得点が 高

い ほ ど早熟で あ り，得点が 低 い ほ ど晩熟 で あ る と感 じ

て い る こ と を示 して い る 。

現在 の 体重評価　現在 の 体重 を ど の ように 評価 して い

る か を捉 え る た め
， 自己 の 現在の体重 に 対 して 「と て

も軽 い （1点）」〜「とて も重 い （5点 ）」まで の 5段階評定

で 回 答 を 求 め た。こ れ よ り得点が低 い ほ ど体重 を軽 い

と評価 し ， 得点が高 い ほ ど体重 を重い と評価 して い る

こ と を示 し て い る。

公的 自意識 　菅原 （1984）の 自意識尺度 の 中か ら ， 公 的

自意識 に 関す る ll 項 目を使用 した。「全 くあ て は まら

な い （1点）」〜「非常 に あて はま る （7 点）」まで の 7段 階

評定で 回答 を求め た 。

身体 満足度　鈴木 ・伊藤 （2001）， 伊藤 （2001） を も と

に ， 「自分 の 今 の 身体が 好 き だ」「自分 の 今 の 身体 に 満

足 し て い る」の 2項 目 に 対 し，「全 くあ て はまらな い （0

点）」〜「非常 に あては まる （4点）」まで の 5段 階評定 で

回答 を求 めた。

露出回避行動　思春期の青年が身体を露出す る こ と か

ら回避 しよう と す る行動を測定す る た め に ， 上長（2007 ）

が 作成 し た露出回避行動尺度を使用 し た。各項 目は 「み

ん な と一緒に着替えな い よ うに して い る」「学校行事の

時，み ん な と一緒 に お 風 呂 に 入 らな い よう に して い る 」

な ど 4 項 目で あ り， 「全 くな い （U点 ）」〜「よ くあ る （4点 ）」

の 5段階評定 で 回答 を求 め た 。

抑 うつ 傾向　Birleson（1981 ）の Child　Depression　Self−

rating 　Scaleの 日本語版 （村 田 ・清 水 ・森 ・大 島 1996） を

使用 した 。 本尺度は，うつ 病 に 特有な症状 をも と に 項

目 を 作成 した も の で ，計 18項 目か ら な り， 「そ ん な こ

と は な い 」・「と き ど きそ うだ」・「い つ もそ うだ」の 3

段階評定 （2 点，1点，o点）で 回答を求 めた 。
　 full　score は

36点 で あ り， 得点が高 くな る ほ ど抑 うっ 傾向が高 い こ

と を示 して い る 。

　思春期の 身体発育と学年 （年 齢） と の間に は相関が あ

り， 学年が上が る に つ れ て 身体発育 の 発育状況 も上 が

る こ とか ら，発育 タイ ミ ン グに つ い て 評定す るた め に

は ， 性 別学年別 に標準 化 を行 う こ とが 指摘さ れ て い る

（Ge　et　aL ，2003）。本研 究で も，こ の 評 定 に 従 い 男女 各

5項 目 の合計得点 を学年 （1年 2年，3年 ）お よび性別 （男

子，女 子）ごとに 標準化 を行 っ た。な お ， TABLE　1 に は ，

標準化 を行 うた め の 基 準 と し た 平均値お よ び標準偏 差

に つ い て 示 し た 。 こ れ に よ り， 思春期 の身体発育 の 得

点が 高い 青年ほ ど同性同年齢の 者 に 比 べ て 早熟で あ り，

低 い ほ ど 晩熟 で あ る こ と を示 して い る。

　次 に，尺度 に お ける項 目の 内的整合性 を検討す る た

め に α 係数 を算 出 した と こ ろ ， 客観的 な指標 と し て の

思春期の 身体発育 は男子 α
＝ ．77， 女子 α

＝ ．60で あ っ

た 。 身体満足度 α
； ．86， 公的自意識 は α

； ．89， 露 出

回避行 動 α
＝ ．83，抑 う つ 傾 向 ev ＝ ．84，で あ っ た 。 こ

れ よ り，本研究で使用 した尺度は内的
一

貫性が確認 さ

れたため，全 尺度 を分析 に 使 用 した。分析 で は各尺度

に 含 まれ る項 目の評定値の加算平均 （評 定値 を 加 算し て 項

目数 で除 した もの ）を算出 して使用 した 。 な お ， 体重評価

は単項 目で あ る た め評定値の ま ま分析 に 用 い た。

　TABLE 　2 に は ， 本研究で 用 い た変数 に つ い て男女 ご

と の 平 均値お よ び標準偏差 を示 し た 。 t検定を行 っ た

と こ ろ ，標準化 を行 っ た 発 育タイ ミ ン グ，主観的な発

育 タイ ミ ン グ を除 い た変数 で有意 な性差が認 め られ ，

女子 は男子 に比 べ
， 体重評価 ・露 出回避行動 ・公 的 自

TABLE 　1　 思春期の 身体発育状況 （5項 目の 合 計 ）の

　　　　平均値お よ び標準偏差

男 　 　子 　 　 　女 　 　子

平均値 SD 　　 平均 値 SD

結 果

ユ年生 　 9．08（L85 ）　 10．40（1．1D
2 年生　 　9 ，13 （1．84）　 10．94 （1．70）
3年生　 11．42（1．63）　 11．72（1．51）

TABLE 　2　 各尺度の 男女別平均値お よび標準偏差

男子
』

MSD

女 子
　 　 　 　 　 t！直
MSD

客観的な 発育 タ イ ミ ン グ

主観的 な 発育 タ イ ミ ン グ

身体満足度

体 重評 価

公 的自意識

露出 回避行動

抑 うつ 傾 向

0．00（1．00）　 0．00（1．00）　 0，00
2．83（O．78）　 2，93（Q．71）　　1．3ユ

1．72（O，92）　　1．27（0．86）　　4，93＊ 寧

3，10（O．98）　 3，95（0．87〕　 9，06 ＊＊

3，84（1．28）　4，77 （0、98〕　8．06＊＊

0．67 （O．77）　 1．32 （0、98）　　7．30i＊

0．62（O．34）　　O．74（0．33）　　3．40
＊＊

基礎統計量

纏
：Pく ，01
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意識 ・抑 うつ 傾 向が高 く， 身体 満足度 が 低 い こ とが 示

さ れ た 。

　 ま た ， 男女 に よ っ て 客観的な発育タ イ ミ ン グ に関す

る設問が異な る こ とか ら， 男女別 に本研究で 用 い た変

数 に つ い て 学年 を 独 立 変数 と し た 分散 分析 を行 っ た

（TABI．E　3，　TABLE　4）。 そ の 結果 ， 男子 で は身体満足度 と

公 的 自意識 で 有意な 主効 果 が 見 られ ，女子 で は身体満

足度 ， 体重評価 ， 露出回避 行動 で 有意 な主効 果 が 見 ら

れ た 。

　次に ， TABLE 　5，
　 TABLE 　6 に は男女 そ れ ぞ れ に お け

る客観的な 発育 タ イ ミ ン グ と主観的な 発育タ イ ミ ン グ

の ク ロ ス 集計結果を 示 した 。本分析に限 り，客観的な

発育 タ イ ミ ン グ を Steinberg （1987） に 従 っ て 「客観的

早熟」「客観 的標 準」「客観 的晩熟 」 の 3群 に 分 類 し

た
2。また ， 主観的 な発育 タイ ミ ン グ も「とて も早 い 」

「早 い 」 を 「主観 的早熟」，「同 じ くらい 」 を 「主観的

標 準」，「遅 い 」「と て も遅 い 」を 「主観的晩熟 」 と し て

ク ロ ス 集計 （3 × 3〕を行 っ た 。 そ の結果 ， 客観的な発育

タイ ミ ン グ と主観的な発育タイ ミ ン グが
一

致 して い る

青年は ， 男子 で は 67．21％に対 し て ， 女 子 で は 49．99％

で あ り， 女子 で は半数が 客観的な 発育タイ ミ ン グと主

観的な 発 育タ イ ミ ン グの 間で ズ レ が 生 じ て い た 。

　 TABLE 　7 に は
， 各尺度間 の 相関係数 を示 した。発育

タイ ミン グ と抑 うつ 傾向 との 直接的 な相関に つ い て み

る と ， 男子 で は 有意 な相関は見 られ な か っ た が ， 女 子

で は客観的な発育タ イ ミ ン グ と正 の相関が 認め られ た 。

　
一

方，発育タ イ ミ ン グ は媒介要因 と関係す る可能性

が 示 さ れ た 。 男子 で は 客観的 ・主観的 と も身体 満足度

と正 の 有意な相関 が 認 め られ ， 主観的 な発育 タイ ミ ン

グは露出回避行動 と正 の 相関 が 見 られた。また ， 女子

TABLE 　3　各尺度の学年別に み た 平均値お よび標準偏差 （男 子）

　 1年生 　 　　 2 年生 　 　　 3年生

平均 （SD ）　 平 均（SD ）　 平均 （SD ）　 F 値 多重比 較

客観 的 な発育タ イ ミン グ

主観 的 な発 育 タ イ ミ ン グ

身体 満足度

体 重 評価

公 的 自意識

露 出回避行 動

抑 うつ 傾 向

0．00（1．00）　　O．0  （1．00）
2．76（0．80）　 2．91（O．76）
2．04（1．OG）　　ユ．64〔O．88）
3，08（0，87）　3．09（1．06）
3．43（1．26）　　3．80〔1．22）
0．59（0．68）　　O．84〔 ．79）
0．55（D．34）　　O．64（ ．34）

O．00（LOO ）　 0．00
2．80（〔｝．79）　　0 ．53
1．54（0，85）　　4．92＊ ＊

3，13（0，97）　 0．04
4．21（1．27）　 5．83＊ ＊

0．55（0．79）　　2．94
0．66（0．34）　　1 ．65

1年生 ＞ 2年 生 ・3年 生

1年生 く 3年 生

＊ ＊
：P ＜ ．0ユ

TABLE 　4　 各尺度 の 学年別 に み た 平均値 お よ び 標準偏差 （女 子 ）

　1年生 　　　2年生 　　　3年生

平均 （SD ）　 平 均 （SD ）　 平均 （SD ）　 F 値 多重比 較

客観 的 な発 育 タイ ミ ン グ

主 観 的 な発 育 タ イ ミン グ

身体 満足度

体 重評 価

公 的 自意識

露 出回 避行 動

抑 うつ 傾 向

0．OG（1．00）
2，93（0．86）
1．53（0．85）
3．67〔0．92）
4．82〔1．00）
1．45（O．92）
0．73（O．37）

O．00〔1．00）
2．91（O，65）
1．14（o，81）
4．18〔 ．68）
4．73（1．07）
1．02（0．87）
O．71（0．32）

0．OO（1．00）　 0 ．DO
2，94（0，56）　 0．04
1．07（0，87）　 5，7ユ掌 水

4．08（〔｝．90）　 7．37’＊

4．73（0．84）　　0．21
1．53（1．13）　 5．08＊ ＊

0．79（0．30）　　0．96

1年生 ＞ 2年 生 ・3年 生

1年生 く 2年生 ・3年 生

2年生 く 1年 生 ・3年 生

＊＊
：P 〈 ．01

TABLE 　5　 客観的な 発育タ イ ミ ン グ と主観的な 発育タ イ ミ ン グの ク ロ ス 集計 傷 子 ）

　 　 　 主観 的　 主観 的早 熟群 　主観 的標 準群 　主観 的晩熟 群　 　 　全体

客観 的　 　 　 　 　 人数 （％）　 　 人数 （％）　 　 人 数 （％ ）　 　 人数 （％）

客観 的早熟群 　　　8（4，37）
客観 的標準群 　 　 11（6．Ol）
客 観 的 晩熟群 　　　O（0，00）

19（10，38）
93（50，82）
1Q（　5，47）

O（0．00）
20（ユ0．93）
22（12．02）

27（　14．75）
124（　67．76＞
32（　17．49）

全体 　　 19 （10 ，38） 122 （66．67） 42 （22，95）　　　183（100 ．00）

注 ：太字 は客観 的 な発育 タイ ミン グ と主観的 な発育 タイ ミ ン グが
一

致 して い る群

　 　を 示 す。
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TABLE 　6　 客観的な発育 タイ ミ ン グ と主観的な発 育タイ ミ ン グの ク ロ ス 集計 （女 子 ）

　 　 　 主観的 　主観 的早熟群 　 主観 的標 準群 　主観 的晩熟群 　　　 全体

客 観的　 　 　 　 　 人 数 （％ ）　 　 人 数 （％）　 　 人 数 （％）　 　 人 数 （％）

客観 的早 熟群 　　 　7 （3．68）
客 観 的標 準 群 　 　 22（11．58）
客観 的晩熟群 　　 　3（L58 ）

25 （13 ．ユ6）
73（38，42）
工9（10．00）

2 〔　ユ．06）　　　　34（　17．90）
24（12，63）　　　119（　62．63）
工5（7．89）　　　37（19．47）

全体 32 （16．84）　　　　117（61 ，58＞　　　41 （21，58）、　　 190（100 ．OO）

注 ：太 字 は客 観 的 な発育 タ イ ミ ン グ と主 観 的 な発 育 タ イ ミン グ が
一

致 し て い る群

　 を示 す。

TABLE 　7　男女別の各尺度間の相関

1 2 3 4 5 6 7

1．客観 的 な発育 タ イ ミ ン グ

2．主観的 な発育 タ イ ミ ン グ　　．21’”

3．身体 満足度 　　 　 　　 　 　 一．17＊

4．体重 評価 　　 　　 　 　　 　 　．24’ ＊

5．公的 自意識 　 　 　 　 　 　 　 ，01
6．露 出回 避行 動 　　 　 　　 　 　ユ5＊

7．抑 うつ 傾 向　 　 　 　 　 　 　 ．ユ6’

．54s＊

一．03
．08
−，  8
．  6
−．  2

．2e“梱　　　，13
．31＊ ＊

　　　．07
　 　 　

−．01
一．25串 ＊

一．10　　 　 ．1 
一．30＊＊　　　．17s
−．32’s

　　　．10

．03
．07
−．16＊

一．05

、29躰

．28’＊

．04　　 ，06
．15’　　

一，01
−．Ol　　　

−．28s弔

．06　　 ．  9
．19＊＊

　　 ．24， 木

　 　 　 　 ，30柚

．36”

上 段 ：男子，下段 ： 女 子

＊

　：P〈 ．05　
i ＊

　：少く ．0〕

で は 客観 的 な 発育 タイ ミ ン グ が 体重評価 ， 露 出回避行

動 と正 の相関 ， 身体満足度 とは負の相関が認め られた 。

　 さ らに ，TABLE 　7 か ら ， 媒介要因 と抑 う つ 傾向が結

びつ い て い る可能性 も示 さ れ た 。 男子 で は ， 身体満足

度 と抑 うつ 傾向と の 間で負の相関が認め ら れ た。ま た，

公的自意識 ・露 出回避行動 と抑 うつ 傾 向 と の 問 で も相

関関係 が 示 され た。女子 で は ， 身体満足度 ・公的 自意

識 ・露出 回避行動 と抑 うっ 傾 向 と の 間 で相関が認 め ら

れ た。

仮説 モ デ ル の パ ス 解析

　次に ， 発育タ イ ミ ン グ か ら抑 うつ 傾向へ 至 る パ ス モ

デル を検討す るた め ， Amos 　5．0 を用 い た パ ス 解析 を

行 っ た 。 分析を進める に あた り，男女 に よっ て 設 問が

異 な る こ とか ら，男女別 に 分 け て 分析 を行 っ た。ま た，

身体発育 の 発育 タイ ミ ン グ の効果 を み る た め に 全学年

をま とめ て 分析す る こ と と し た 。

　FIGURE　2 に は ， 男子 に お け る発育タ イ ミ ン グか ら抑

うつ 傾向に 至 る パ ス 解析 の 結果 を 示 し た 。 こ れ を見 る

と，ま ず，客観的 ・主観的な 発育タ イ ミ ン グは 直接抑

うつ 傾向 と関連せ ず，主観的 な発育 タイ ミ ン グが 身体

満足度 と正 に 関連 し， 身体満足度 を介 して抑 うつ 傾向

を低下 さ せ る こ とが 明 らか に な っ た。ま た ， 発育タ イ

ミ ン グ は 公的自意識 と は関連 し て お らず， 公的 自意識

は 身体満足度 ・露出回避行動 と関連 し，こ れ ら を介 し

2
　 Steinberg （1987） で は，「早熟 」 「標 準 」「晩 熟」 の 分 類 を，

　平均 値 ± 1SD に よっ て 分 類す る こ とを示 して い る 。

て 抑 うつ 傾 向 と 関連 す る と と も に
， 直接 抑 うつ 傾 向 と

正 の 関連 して い る こ とが示 された 。
つ ま り， 男子 で は ，

自分 は 早 熟 で あ る と感 じ て い る青年ほ ど 身体 満 足 度が

高 く， そ の こ と で抑 うつ 傾向が低 い と い うこ と で あ る 。

ま た，発育タ イ ミ ン グ は公 的自意識 と関運せ ず，公的

自意識 が 高 い 青年 ほ ど 身体満足 度 が 低 く，ま た 露 出回

避行動 を行 い
， 抑 うっ 傾 向 が 高 い 状態 に ある こ とが明

らか に な っ た。

　女子 の発育タ イ ミ ン グか ら抑 うつ 傾向に 至 る分析で

は （FIGURE　3）， 男子 と同様 に発育タ イ ミ ン グか ら抑 うっ

傾向へ の 直接的な パ ス は 示 さ れ な か っ た 。 ま た ，男子

と異 な り客観 的な発育 タイ ミ ン グが 身体 満足度 と負 の

関連を示 す と と もに ，体重評価 へ の パ ス が 存在 し ， 体

重評価 は身体満足度 と 関連 して い た。また，身体 満足

度 は 露 出回避行動 と負の 関連 を示 し， 身体 満足度 と露

出回避行動が抑 うつ 傾向と関連 して い た 。 さ ら に ， 発
・

育 タ イ ミ ン グ か ら 公 的 自意識 へ の パ ス は 認 め ら れ な

か っ た 。 し か し，男子 と異 な り公的自意識は身体満足

度 と関連せ ず，露出回避行動 お よ び抑 う つ 傾向 と関連

し て い た。すなわち ， 女子 で は，実際 に 早熟 で あるほ

ど自己 の 体重 を重 く感 じ ， 身体 満足度が 低 く， そ の こ

と が 露 出 回 避行動 を増加 させ
， 抑 うっ 傾 向が高 い レ ベ

ル に ある こ と が明 ら か に な っ た 。 ま た ， 男子 と は 異 な

り，公的自意識の 高さ は，身体満足度を介さず露出回

避行動 と結 び つ き，抑 うつ 傾 向を高め て い る こ とが 示

された 。
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FIGURE　2 男子 の 発育 タイ ミ ン グか ら抑 うつ 傾向に 至 る パ ス ・ダイ ア グ ラ ム

　　　（図中 に は 5％水準で 有意な パ ス の み を 示 した 。 誤差項は省略）

．18

．ls

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 GF匸F、984　AGFI 己．962 　 RMSEA ＝．OOO 　 AIC＝42．421

FIGURE 　3 女子 の 発育タ イ ミ ン グ か ら抑 うつ 傾向に 至 るパ ス
・ダイ ア グ ラ ム

　　　 （図 中 に は 5％水準 で有意 な パ ス の み を示 し た 。 誤差項は省略）

考 察

　本研究 は，発育タ イ ミ ン グ と抑 うっ 傾向と の 関連 に

っ い て 直接 的 な 影響 と媒介変数 を介 し た パ ス モ デ ル を

検討 す る こ とを目的 と して 行 っ た 。

　そ の 結 果 ，
FIGURE 　2，　 FIGURE 　3 の よ うな結果 を得

た 。

　 まず，男子 で は早熟で あ る と感 じて い る青年 ほど身

体満 足度 が高 く，抑 うつ 傾向が低 い と い う こ とが 示 さ

れ た 。 また，女子 で は， 実際 に 早熟な者ほ ど現在の体

重 を重 い と感 じて お り，身体満足度が 低 く，こ の 身体

満足度の 低さ は 露 出回避行動 を と らせ
， 抑 うっ 傾 向 の

高 さ と結 び つ い て い た。 こ れ らの結果 は， 早熟 の 女子

は抑 うつ 傾向が 高い と す る先行研究 と
一

致 す る もの で

あ り （Caspi ＆ Moffitt，1991 ；向井 ・伊東 1995 ；Petersen，

Sarigiani，＆ Kennedy ，1991）， 仮説 を ほ ぼ支持す る も の で

あ っ た。

　Fallon（lggo）は，身体発育 や発育 タイ ミン グの 心理

的影響は ， 社会文化 的な理想体型 と関連 す る こ とを指

摘 し て い る 。 男子 の 理 想 的 な 体型 は 肩幅 が広 く， 筋肉

質 な 体型 で あ り V 字型の体型で ある （Raudenbush ＆

Zellner，1997＞。こ の 筋肉質な身体が 理想的で ある とい う

こ と は，筋肉質 な身体 が，「強 い 」や 「有能」 と い っ た

男性の性役割 と密接 に結び つ い て い る か らで あ る とい

う （Gil！ett ＆ White，1992 ）。男子 は思 春期 の 身体発育 に

よ っ て 肩幅が 広が り， 筋肉質な身体 へ と変化 し て い く

が ， こ の変化 は男子 に お け る理想的な体型 へ の 変化 そ

の もの で あ る （McCabe 　et　al．，20D1）。つ ま り，男子 に お

い て 早熟 で ある と感 じ る こ と は ， 早期 に こ の 理想 的 な

身体 へ 近 づ い て い る こ とを実感 す る こ とで あ るため に ，

身体満足度が高 く， 抑 うつ 傾向が低 い と考 え られ る 。

　一方 ， 女子 で の 理 想的な体型 は全身が ス リム な体型

で あ り，痩せ て い る こ と が美 し く魅力的で ある とい う

（Cusurnano ＆ Thompsen ，1997）。思春期 の ボ デ ィ
・イ メ ー

ジを検 討 した栗岩 ・鈴木 ・村松 ・渡辺 ・大 山 （2000）に

よ る と ， 女子 で は ， 7歳以降加齢 とともに 痩 身体 型 を標

準体型 と認識す る傾向が強 くな る と い う。 女子 は思春

期の 身体発育 に よ っ て ， 体重 の増加 と皮下脂肪の蓄積

を経験 し，丸み を帯び た体型 へ と変化す る が，こ の 正

常 な身体発育 は，痩身を美 と す る社会的価値 観 と相容

れ ない 。そ の ため に ， 早熟 の 女子 は身体満 足度 が 低 く，

抑 うつ 傾 向 が 高 い の で は な い か と 思 わ れ る。

　 ま た ， 女子 は思春期の 身体発育 に よ っ て 急激に体重

が増加する た め，早熟 の 女子 ほ ど現在の 体重 を重 い と
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感 じて い る こ とは理解 で き る。「体重 の増加 や脂肪 の 沈

着を嫌 悪 す る思 春期 の 女 子 」 賎 野，ユ996） に と っ て体重

の増加は ， そ れ が正常な身体発育の 結果で あ っ た と し

て も，「太る」と同義で あ り，身体満足度を低下 さ せ る

の で は な い だ ろ うか 。 ゆ え に ，身体 満足度 が 低 い た め

に 他者 に 身体 を見 せ な い よ うな行動 を と らせ ，直接間

接的に抑 うつ 傾向を高め て い ると考 えられ る。

　齊藤 （1985）は ， 男子で は身体発育の 発現者 は未発現

者に 比 べ
， 自己 の 男性特性 を高 く認知し て い る の に対

し， 女 子 で は発現者が未発現者 に 比 べ 女性特性 を低 く

認知 し て い る こ と を明 らか に し て い る。本研究 の 結果

を齊藤（1985）の 知見 をも と に考える と，身体発育 に よ っ

て 男子 は 自分 が 男性 で あ る こ と を積 極的 に 呈 示 して い

くの に 対 して ， 女子 で は 自分が女性で あ る こ と を積極

的 に受容 して い な い こ とを反映 して い る の か もしれな

い o

　 ま た ， 公的自意識 は直接抑 うっ 傾向に 至 る と と も に

露出回避行動や 身体満足度 に 関連 し，こ れ ら を介 して

抑 うつ 傾 向 に 関連す る こ とが 示 さ れ た 。上 長 （2007）

は，男女 とも身体発育 を経験 して い る中学 生 で は ， 身

体満足度 と露出回避行動 が抑 うつ 傾向を規定し て い る

こ とを見出して い る が ， 身体満足度や 露出回避行動が

ど の よ うな 要因に よ っ て規定 さ れ て い る か に つ い て は

検討 し て い な い
。 本研究 の 結果 は

， 身体満 足度 や 露出

回避行 動 に 公 的 自意識 が 影響 を及 ぼして い る こ とを示

す もの で ある。菅原 （1998）は，公的 自意識 の 高 い 青年

の
一

つ の 方略 と して 「回避 」が ある こ と を示 し て い る 。

こ の こ と か ら， 自己 の容貌な ど他者 に よ っ て観察さ れ

る 自己 の 側面 に 注意 を向け やす い 中学生 ほ ど他者 に 身

体 を 見 ら れ な い よ う に行動 し ， また 身体 に 対す る不満

足感 を感 じ ， 結果と して抑 うつ 傾向が 高ま っ て い るの

で は な い だ ろ うか。

　 こ れ らの 結果 をあわ せ て考 え る と ， 発育 タ イ ミ ン グ

と抑 うっ 傾 向 との 関連 で は ， 発育 タ イ ミ ン グが直接抑

うつ に 影響す る よ り も ， 媒介変数を介し て抑 うつ 傾向

に 至 る可能性の ほ うが高 い の で はない か と考え られ る 。

　 と こ ろ で ，児童期後期 ご ろ に な る と，よ り客観的
・

抽象的 な 自己 意識 や 内面 認識 へ と 変化 す る こ と か ら

（Monterlayor ＆ Eise11，1977；佐久間 ・遠藤 ・無藤 2000〕， 思

春期 の 身体発育 を き っ か け に 「見られ る 自己」に対す

る意識が高ま る と考 えられ て きた （伊藤 ，
2002）。 しか し ，

本研究の 結果は仮説 に反 し て ， 男女 と も発育タ イ ミ ン

グ か ら 公的 自意識 へ の 直接 的 な 関連性 は 示 さ れ な か っ

た 。 こ の 結果 の 背景 の
一

つ と し て ，発育タ イ ミ ン グか

ら公 的 自意識 に 至 る問 に 媒 介す る要因 の 存在が考 え ら

れ る 。 Levine，　Smolak，　Moodey，　Shuman，＆ Hessan

（1994）に よ る と ， 大多数 の 女 子 は 同性の 友 人 と体重 や

体型 ， ダイ エ ッ ト行動 に関す る会話を行 い
， 自己の 身

体 と友人 の 身体 を比 べ る こ とで 高 い 身体不満足感 を感

じ て い る と い う （Oliver ＆ Thelen，1gg6 ； Vincent ＆

McCabe ，2000＞。辻 （1993）は，公的 自意識 を高め る要因

の
一

つ に 「自己像 の フ ィ
ー

ドバ ッ ク」 を挙 げて い る。

ま た ， 上 長 （2006＞は ， 身体 に関する か らか い と い っ た

指摘が 身体発育 に対す る受容感を低下さ せ る こ と を 示

唆し て お り ， こ うし た 身体 に 関す る会話や 指摘が 自己

像へ の フ ィ
ードバ ッ ク と な っ て い るか も しれ な い 。今

後，身体 に関す る フ ィ
ー

ドバ ッ ク に つ い て 検討 して い

く必要 が 求め られ よう。また ， 本研究 は 横断的 な評定

を行っ て い る 。 そ の た め ， 発育タ イ ミ ン グか ら他者の

フ ィ
ードバ ッ ク を通 して 公 的自意識が高ま る と い っ た

変化 に つ い て検討 す る た め に は縦断的研 究 に よ っ て 確

認す る必 要が あるだ ろう 。

　以上 の よ う に ，わ が 国 で は あま り扱われ て こ な か っ

た身体的指標 を用 い た 思春期の 身体発育 の タ イ ミ ン グ

に つ い て検討 した こ と に よ り， わが国 の 青年に お ける

男女そ れ ぞ れ の構造 を明 らか に で き た 。 具体的に は ，

発育タイ ミ ン グ と抑 うつ 傾向 との 関連 を検討 し た 結果 ，

男女 と も 発育タ イ ミ ン グ は直接抑 うつ 傾向 に 関連 し て

い な か っ た 。 ま た
， 男子 で は 早熟 で あ る と感 じ て い る

青年ほ ど身体 満足度 が高 い こ とか ら抑 う つ 傾 向 が 低 く，

女子 で は，実際 に 早熟 な青年ほど現在 の 体重 を重 い と

感 じて お り， 身体満足度が低 い こ と か ら露出回避行動

を媒介 し て抑 うつ 傾向を高め る とい う性別に よ る 違 い

に つ い て も検討 で き た 。

　 さ らに ，先行研 究 で は 思春期 の 抑 うっ 傾向に 身体満

足度や露 出回避行動 が 関連す る こ と が 示 さ れ て きた が ，

こ れ らは公的 自意識 の 高 さ に よ っ て 規定 さ れ て い る こ

と も本研究か ら示唆さ れ た 。

　最後 に ， 本研究 は ， 思春期 の 身体発育 の タ イ ミ ン グ

と抑 うつ 傾向と の 関連 に つ い て検討し て き た が ， そ の

メ カ ニ ズ ム を よ り詳細 に す る た め に は ， 縦断的観点に

た っ た研究モ デ ル か らの 検討 が 不可欠で ある。本研究

は横断的研究 で あ り，
こ れ か ら発育 タイ ミ ン グ の 影響

に っ い て は示す こ とが で きたが ， 例 えば，身体発 育 か

ら身体 に関す る フ ィ
ードバ ッ ク を受け ， 公的 自意 識が

高ま る こ とで抑 うつ 傾向が高 くな る と い っ た 時系列的

な変化や ，元々 公 的自意識が 高い 青年が思春期の 身体

発育 を迎 え た 場合 ，さ ら に 公 的 自意識 が 高 くな る こ と

や ， よ り身体満足 度 が 低 くな る こ と も考 え られ ，縦断

的な研 究デザイ ン か ら分析 を行 う こ とが 必要 で あ る。
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　　さ ら に，近年の研究で は家族機能が 低 い 家族や 父親

不在 と い っ た 社会 ・心 理 学 的 な 要因 が 早熟 の 女子 の 適

応 問題 に 関連 し て い る こ と も指 摘 され て き て お り

（Ellis，2004 ；Graber，　Brooks・Gunn ，＆ Warren ，1995）， 家族

機能 な ど を含め た よ り詳細な モ デ ル を構築 す る必要 も

あ る と考え ら れ ， 今後の課題 で あ る 。
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Pubertal Tinzing and  DeP7ession in Adolescents
MovuRu  KAMfiNc4GA ((;i?ADuq711 ScuoaL  oe' CeTTwlAL  Sv'LE]IEs AAw  HcwnAr  Scrmua, KoEE  CoownslT)V

            1;4R4msE jouielvc4L oF  IZ[]ucAzroA"L RsrcHoLocx  2007; 55, 370-381

  The  purpose  of the present  study  was  to investigate the relation  between  pubertal  timing  as  defined from

2 viewpoints  (objective and  subjective),  and  adolescents'  depression as  mediated  by body  satisfaction  and

behaviors aimed  at  avoiding  exposure  of  one's  body. The  participants in the study,  503 adolescentjunior

high school  students  (252 boys, 251 girls), completed  questionnaires. The  main  results  were  as  follows : (1)
No  direct relation  was  found  between  pubertal timing  and  adolescents'  depression in either  boys  or  girls ;
(2) whereas  subjective  pubertal  timing was  related  to body  satisfaction  for boys, objective  pubertal timing
was  related  to body satisfaction for girls ; (3) early  matured  boys had high body  satisfaction  and  low
depression, whereas  early  matured  girls had low body satisfaction  ancl  high depression ; (4) fer boys, public
seli-consciousness  was  related  to body satisfaction  and  behavior avoiding  exposure  of  one's  body, and  body
satisfaction  and  behavior avoiding  body exposure  were  related  to depression, whereas  for girls, public self-

consciousness  was  not  related  to body  satisiaction,  but was  found to be related  to behavior avoiding

exposure  of  one's  body, and,  in additien,  behavior avoiding  body  exposure  was  related  to depression.

   Key  Words  : pubertal  timing, behavior avoiding  exposure  of  one's  body, body  satisfaction,  depression,

adolescents
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