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アジアで好まれ る肌の色とその心理

Preference　for　fair　skin 　in　Asia　with 　i電s　psychological　background

齋藤　美穂 Miho　Saito，　Ph．　D 早稲田大学人間科学学術院

Faculty　of　Human　Sciences，　Wase

白い肌の嗜好とそ の歴史

　昔か ら 「色 の 白 い は七難隠 す」と い う言葉は誰もが

一度は耳 にする ．この言葉自体は江戸時代の書物に記

され て いる と言われ る ，七難 とい うのは仏教用 語 で ，

観音義，薬師経，仁王経の それぞれ で指す七難が異な

る ．上 記の言葉の場合は 「種々なる欠点」とい う意味

で あ り，肌の 白さが外見のみな らずパ
ー

ソ ナ リテ ィ
ー

における欠点も覆い 隠す程の 力を持つ こ とを示す．こ

うい っ た コ ン セ プ トは日本 では古代に ，遅 くとも 7世

紀末に は中国大陸か ら自粉 （お しろ い ）ととも に伝播

されたと考え られる ．しか しそ の 美意識が
一

層明確に

なるのは平安時代である．黒髪との対比効果 で 色白の

肌は際立ち ，ただでさえ薄暗い 屋内で ひときわ明る く

目立 つ存在で あ っ た こ とは想像に難くない ，

　白粉は古代エ ジプ トで は存在して い な い様で あるが ，

古代の中東諸 国 で は鉛 白を用 いた 白粉が存在した記

録がある ．よ っ て 白い肌を美 しいとする コ ン セプ トは

既 に紀元前数世紀以 前に中東か らギ リシ ャ に か けて

存在 していたと考え られる ．白粉は極 めて貴重なもの

で あ り，白粉を使用 して 化粧が で きるほど裕福 で ある

こ との 証 で あ るため ，洋 の 東 西 を問わず ，そ して 男女

を問 わ ず 買族階級は自粉を使用して い た様子が当時

の 絵画 に も 残 っ て い る ．例 え ば鎌倉時代の 絵巻物の 中

で も身分や階級の違い は肌の色の違い で表現されて

い る ，

　 日 本 の み な らず ヨ
ー

ロ ッ パ で も白 い 肌 は戸外 で 労

働をしなくて も良い 階級 ，すなわち上流階級の 肌の色

と してある種 の ス テイタス シ ン ボル と な っ て い た ．屋

外にいれ ばそれだけ太陽光線を浴びる こ とになる ，よ

っ て 日焼け した肌 は対照 的に労働者階級の肌の 色と

い うレ ッ テルが貼られる こ とになる ．貫族達 はパ ッ チ

と呼ばれ る 「つ けぼ くろ」を付けたり，貴族の 血統が

b）ue 　bloodと嵩 わ れ る こ とか らプル
ーペ ン シ ル で静脈

を強調 し，陽に当たらない肌の 白さを際立た せた ，こ

うして白い肌に対する憧れはよ り
一

層強まることにな

る，その心理的背景 は当然の こ とながら優位性で ある ，

すなわち高価な白粉を使用できるとい う特権と労働

をしな くて すむ特権を手に入れた結果 ，
一

握 りの階級

だけに許される希少な肌の色と い う優位1生で あ る．

　色 紙 を用 いた色彩嗜好 調査で も我 が国 にお ける 白

へ の嗜好は安定 した高さを保持して お り，その嗜好は

周辺の ア ジ ア地 域 にも観 察され る こ と が確認 さ れ て

いる （齋 藤 ，1992a ；齋藤 ＆ Lal，1992b ； Saito，

1994 ，］996b ，］996c ）、白に対 する嗜好理由 を調

査の 自由回答から探ると，日本や韓国では 「清潔感」や

「純粋」が主 な理由 とな っ ているが ，中国や台湾で は

「純潔」が最も多 く，時に は 白 に 対 す る 「神聖 視」も 見

られた，日本文化の 中で も 白に対する神聖視は，神道

における天照大神 （あまて らすおおみかみ ）の よ うな

太陽信仰との 関わ りで説明され て いる．こ こ での 白は

太陽の光の色とい う意味を持つ ．神道の 素木造 りの神

殿や御 幣な どに見 られる白の使用も 、生な りの無垢な

もの や清 らかなもの としての白と考えられて い る ．こ

のよ うな神聖視が 臼の希 少性と優位性 をよ り確 固た

る も の に して い く，転 じ て 色素 をつ くる 機能が先天的

に欠如する白色個体 （albino ）も 神聖視の対象とな り，

それ は天皇や権力者 に献上された祥瑞 （めでた い前兆）

にも反映 して くる．

　視点を変え て 生物学的に考えるな らば，女性の 身体

に 脂肪が つ くと 肌 は 色 白と なるこ と か ら妊娠と い うエ

ネル ギ
ー

と力 ロ リ
ー

を消費する行為におい て 脂肪が

より多い と考えられる色 白の女性が選好されるように

な り，色白の女性の方が進化学的に有利とな っ た為に

色白が好まれるようにな っ たとい う考え方もある．
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　しか し現在ではこれまで述べ て きた様々な視点と

は別な意味で 白さが求め ら れ る よ うに な る ．すなわち

80 年代後半か ら フ ロ ン ガス 問題 やオ ゾン 層 の 破壊 ，

それ に伴 う紫外線の増力口等が引ぎ起こ す皮膚ガ ン に

対する危機感が意識される ように な り，そ の 結果 90

年代に入ると各化粧品メ
ー

カ
ー

もメラ ニ ン生成を抑

え る 「美白化粧品」がキ ャ ン ペ ー
ン の中心 と な っ て く

る．美 白化粧品市場は日本でも3000 億円に手が届く

程の 規模 とな り，その影響はアジア諸国 にも広が り今

や爆発的な市場を形成 して い る ．日本 を除 くア ジ ア の

化粧品売上高 は 約 2兆 円 と も 言 わ れ る が，そ の うち美

白化粧品が2害1」を 占め て いる ことが最近報告されてい

る ．し か し な が ら こ の 「美 白化粧 品」の 発信 源が日本

であるこ とを知る 人は数少な い ．

暗黙の パ
ー

ソ ナ リ テ ィ
ー

理論

　 1954 年に心理学者の Bruner，J　S 他は 「暗黙のパ
ー

ソ ナ リテ ィ
ー

理論」（lmplicit　personality　theory）を堤

案し た ．こ れは人 の 性格 に関 して ，漠然 とした形で抱

いている考え方や信念の 体系を意味して い る ．初めて

出会 っ た人に対 しても我々は無意識のうち に 「こ んな

タ イ プの 人」とい っ た具合に 1生格の体系の 中にあて は

めて認知する傾向を持つ ．こ れは ，限 られた手 がか り

と多 くの 推測 を 含め た 対人認 知 ．すなわち 「第
一

印象」

を形成し．それを体系 にあてはめる ことによ っ て多く

の情報を効率よ く処理 す る為の 方略とも言える ．

　大坊 （］986 ）は ，現代の 日本で どの ような女 陛の顔

が魅力 的 と思わ れているの かを探る心理 学的調査 を

行 い ，そ の 要素 の
一

つ に 「色白 で ある こ と」を報告 して

いる．研究の分析結果で は 「色白 で 目元がは っ き りし

たタイプ」と「ほ っ そりした ，目鼻立ち のととの っ たタ

イ プ」が現代 の 日 本における魅力的な外見の 二 大要 素

として得られた こ れを受け，そ れ らの外見を持 つ 女

性 がどの ような パ ーソ ナ 1丿 テ ィ
ーの 評価と 結 びつ くか

暗黙のパ
ー

ソナ リテ ィ
ー観を検討 した結果 ，「魅力的」

「信頼性が高い」「順応性が高 い 」とかな りポジティ ブな

パーソ ナ リテ ィ
ー

に 認 知され て い る こ とが判明 した

　更 に、ポー
ラ文化研究所 （2000 ）は 305 名の女子

大生 を対象に した肌色観の調査を行 っ て い る ．その中

で Frい肌の イメージの 上位には 「清潔」「上 品」「女 1生的」

が位置 し，被験者の 63 ％ は 白い 肌を うらやま しい と

感 じて い た 、一方 ，黒 い 肌 は 「活動 的」「野性的」「健康

的」と い うイメ
ー

ジが強 く，白い肌の利点 が 「きれ い に

見え る」の に対 し、黒 い 肌 の 利点は 「健康的に 見える」
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とい うもの で あ っ た こ とが報告 されている ，「ガン グ

ロ 」が流行 っ た現代に至る まで ，「色 Eヨ」は心理学的に

も 「美」と結び つ く要素の
一

つ で あ る と考え られる ．

アジアにおける国際比較研究

　前述した ようにアジアで は共通 して 白嗜好が観察

さ れ る　ま た 美 白化粧品市場も共通 して 過熱し た市場

を形成 している ．そこで肌の 白さに対する嗜好とその

心理 的背 景を 、パ ー
ソナ リテ ィ

ー
イメ ージ、す な わ ち

暗黙の パ
ー

ソ ナ リテ ィ
ー

観 を視点と して研究する こ と

と した ．特に肌の色へ の 嗜好は文化的環境要因の影響

がより強いと考えられる具体的事象と思われる、よっ

て こ の 肌の 臼さに対する嗜好 が地理的
・
文化的 に異な

る環境に お い て ど の ような傾 向 を示す かを検討 する

為 にア ジアにおける 国際比較 調査 を実施す る こ と に

した ．こ こ からはそれ ら
一連の研究を簡単に 紹介す る

　 こ れ らの研 究は 調査 1と 調査 2 に より構成され て い

るが，何れもアジア における肌の 白さの嗜好に対する

心理的背景を検討する こ とを 目的 とした．調 査 1で は

主と して明るさ （臼さ）の 異 な る 4 種類の 肌色朿1」激に対

す るイメ
ージの 評価を日本とイ ン ドネシ ア で 検討し，

続く調査 2で は肌の 肌理 （きめ）と肌の臼さの異なる写

真刺激を用 い たパーソ ナ リティ
ー

イメ
ー

ジ評価の比較

を 日本 と中国 で行 っ た 　な お 調査 1は 「心 理学研 究

（齋藤 ，］996a ），調査 2 「ま
’」
9th　Congress　of　the

lnternational　 Colour　Assoclationl　 prQceedlngs　of

SPIE
”
（Sarto，2002 ）に詳 しく紹介されて い るの で 参

照 されたい ．

【調査 1】

　調査 1の 被験者 は東京 の 日本 人大学 生 ］76 名 （男性

90 名 ・女性86 名），および ジ ャ カルタのイ ン ドネ シ ア

人 大学生 ］32 名 （男性 68 名 ・女性64 名）で ある　平

均年齢は 日本人 2 ］．3歳 ，イ ン ドネ シ ア 人248 歳で あ

り、被験者総数は 308 名 （男性 158 名
・
女

11
生150 名）

である，

　多数 の 日本 人の 肌色 の 測定か ら 日 本人 の 代表 的な

肌色を分類 した肌色調査結 果 （小林 ］967 ）に基づき 、

ナ チ ュ ラ ル 肌 の 肌色色票か ら代表的な以下 の 4 種 を刺

激 とした　これ らの肌色色票 を B5 版の 大ぎさ で 作成

し，その上に女性の顔の輪郭が描 かれた OHP シー
トを

重 ね ，こ れ を も っ て 4枚 1組 の 刺激 とした

　　　朿1」激 1 ：色Eヨ肌 （5．OYR7514 ．0）

　　　朿1」激 2 ：普通肌の色 白寄 り （50YR70150 ）
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　　　刺激3 ：普通肌の 色黒寄り（5 ．OYR6 ．5／5 ．0）

　　　朿1」激4 ：色黒肌 （5．OYR6 ．015．0）

　 白さ （明るさ）は多分に相対的な関係も考えられる

た め ，1組 中の 4刺激を 1よ り順に左から同時提示 し、

それらを見ながら種々の評価語 （容貌 を手 がか りとし

た パ
ー

ソナ リテ ィ
ー

イメージ の 因子分析結果 （岩下

1983 ）を参考に選 出した 52 項 目 に よ っ て構成）に対

して最も適切だ と思 うII匱番に刺激の順位づけを して も

ら っ た ．こ の 手続 き に よ っ て 得 ら れ た 結 果 に 対し ，各

評価語に対して 順位づ けられた刺激の第一
選 択に着

目 し て数量化II噸 による分析を行 っ た ，使用 した 52

項目の評価語は，「美 しい、明るい感 じ，女性 的な感 じ，

りこ うそ うな感 じ，親 しみ やすい 感 じ、ふ けた感 じ，

の ん び り した 感 じ ，貧相 な感 じ，派手 な感 じ，柔らか

い感 じ，はき はきと した感 じ，近 づ きやすい感 じ，古

くさい感 じ，いや らしい感 じ，陽気な感 じ，丸みの あ

る 感 じ ，き り っ と した感 じ，好 き ，落 ち着 い た感 じ ，

弱々 しい感じ，知性的な感 じ，モ ダン な感 じ，育ちが

よ い 感 じ，うわ べ だけ の 感 じ，可愛ら し い 感 じ ，静か

な感 じ，軽い 感 じ，意志が強そうな感 じ，貴族的な感

じ，保守的な感 じ，善 人のよ うな感 じ，デ リケ
ー

トな

感 じ，特色のある感 じ，清潔な感 じ，て い ね い な感 じ，

うち とけた感 じ，幼い感 じ ，上品な感 じ，愉快な感 じ，

ねち ねち した感じ，消極的な感じ，や さ しい感 じ、お

とな しい感 じ，甘 い 感 じ，うす っ ぺ らな感 じ ，あたた

かい感 じ，あ じわ い がある感じ，し ゃれた感 じ、女ら

しくない感 じ，おだやかな感 じ，いば っ た感 じ，魅力

的」で ある，

　 日本もイ ン ドネシ アも色白肌が 「弱 々 しい」イメ
ー

ジと最 も結 びつ い て い る点は共通 して お り、その他に

共 通 して持たれ ている イメージの 上位には ，「貫族的

な」，「デ リケートな」，「静か な 」，「育ち が よ い」，「保守

的な」、「清潔な」が見 られ た ．

　 し か し日本では ，「お とな しい」，「上品」，「消極 的」，

「女性的」，「て い ね い な」，「柔 らか い」，「羮しい」，「可愛

らしい」とい うイメ
ー

ジがイ ン ドネ シア よりも高く選

択され ，イ ン ドネ シ ア で は ，むしろ 「いば っ た」，「派手

な」イメージや 「特色のある」，「しゃ れた」イメージ，ま

た 「幼 い」，「軽い」，「明るい」，「き りっ と した」とい うイ

メ
ー

ジが 日本よD高く選択されていた ．

　両国 の性別における比較を した結果 ，日本の 男性に

特 に高く見 られる評価語は，「てい ねいな」と 「知性 的

な」で あ り，女性で は ，「可 愛らしい」と 「甘 い」であ っ

た ．「お とな しい」と「柔らか い」というイメ
ー

ジも女性

一

の 方がよ り多 く選んだ評価語 と考え られる ，イ ン ドネ

シ ア の男性に高く見 られる評価語と して は 1 「き り っ と

した」と 「やさ しい」で あ り，女 1生で は ，「うわ べ だけの 」

と 「保守的な」が多く選ば れ た が ，「し ゃ れ た」と い うイ

メ
ー

ジも女性の 方に高く選択されていた ．

　 数量化 冂1類の結果 を検討し，さらに有意性検定を行

っ た結果 ，イ ン ドネ シ ア で は 日本 に 比 べ 色白肌 に 対 し

て 「特色の ある」イメ
ージや 「しゃ れた」「明るい」イメ

ージ は 持 っ て い るよ う で あ るが ．同時に 「い ば っ た 」

「女 らしくない」イメージも持 っ て お り，日本人が持 っ

て い るよ うな 「女性的」で 「お だやかな」「のん び りし

た」イ メージは あま り持たれて い な い ことが分か っ た．

イ ン ドネ シア人 男性の方は ，女性に比 べ ると 「き D っ

とした」、「陽気な」イメージの方向にベ クトルが向いて

いた

　調査 1で用いた各刺激 に対する評価 にはそれぞれ特

徴があ り，両国で かな り異な っ て い る こ とが分か っ た ．

Table1 は各刺激に対する評価の共通点と相違点をま

とめたものである ．

　 色白 の 肌 は 日 本 で は 「弱々 し い」イ メ ージが強い も

の の ，その 弱 々 しさはお とな しくデ リケ
ー

トで保守的

な印象や ，やわ らか く女性 的で可愛 らしいイメ
ー

ジと

の 結 び付き で あ る こ と が分 か っ た 、そ れ に対して イ ン

ドネ シア で は 、同様に 「弱々 しく」「清潔な」印象は強

い も の の ，「い ば っ た」イメ ージ や 「派手な 」イメ
ー

ジ、

また 「幼 い」イメ
ー

ジなど，どち らかと言えばネガ テ ィ

ブな傾向を持 っ て いた ，ポジテ ィブな場合でも 「特色

のある」「し ゃ れた」イメ
ー

ジなど ，ある種の特殊性が

感 じられた ，

　 しか し，こ の よ うに相反す る関係は色黒肌において

逆転した形で見 られた ．すなわち ，色黒肌 に対 して 日

本人は比較的ネガ テ ィ ブなイメ
ー

ジを抱き ，イ ン ドネ

シア人 は比較的ポジ テ ィ ブなイメージを持つ傾向が得

られた．日本人が刺激4 （色黒肌）に抱 い たイメ
ー

ジは

イ ン ドネシ ア人が刺激 1 （色 白肌 ）に抱いたイメ
ー

ジ と

一致 し，日本人が刺激 1 （色 白肌 ）に抱い た イ メ ージ は

イ ン ドネシ ア人が刺激4 （色黒肌）に抱い たイメ
ージと

多く一
致する傾向にあ っ た ．この理由に関して は何 ら

かの文化的背景 とそ の影響が感 じ ら れ るため ，別な視

点か らのより深い研究が必要 と考えられる ．

　またイ ン ドネ シアの場合 ，肌の色の 濃さは加齢を意

味するようであることが，「幼い」「ふけた」とい う評価

語 との かか わ りで分か っ た ，すなわち，「幼 い」と刺激 1

（色白肌），「ふ けた」と刺激4 （色黒肌）との 結び付きが
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Table1　各刺激に対する日本とイ ン ドネ シ ア の評価

共通 して 認め られ た印 象 各 国独 自の 印象

日本 ＆イ ン ドネシ ア 日本 イ ン ドネ シ ア

弱 々 し い

貴族的な

近付きやすい

好 き

親 し み やす い

意 志が強そ う な

女性 ら し くな い

い や ら し い

お とな し い

可 愛ら し い （女 性 ）

て い ね い な （男 性 ）

うわ べ だ け の

陽気な （女 性）

可愛ら し い （男性）

ふけた

き り っ と した （女性）

貧 相 な （男性 ）

特 色 の あ る

き り っ と した （女性）

あ じ わ い が あ る （男 性 ）

い ば っ た

うわ べ だ けの （女性）

き り っ と した （男 性 ）

女性 的な

美 し い （女性）

モ ダ ン な （男性）

は き は き し た

可愛ら し い （女性）

うわ べ だけの （男性）

貧相な

打ち解 け た （女 性 ）

保守的な （男性）

イ ン ドネ シ ア で は 比較的多 く見 られた また日本 で は，

刺激］（色白肌），イン ドネシ ア では朿1」激 2 （普通肌の色

白寄 り）に 対して そ れ ぞ れ 「女性的な感 じ」を抱き ，逆

に刺激 4 （色黒肌 ）に対 して は両国 とも 「女 ら しくな い

感 じ」を持 っ て い た こ の ように年齢の老若や性別 〔男

らしさ ・女ら しさ）を肌の色の濃 さ で 対比 させるよ う

な概念は
一

種の記 弓化 された表現技法で も あ り，既 に

紀元前の壁画にも見らA る　これ らの結果 はその様な

一
般概念の 影響と も考え ら れ る ．

　 また ，有意 な性差 も 多 く観察さ れた ．特 に刺激 3

（普通肌 の 色黒寄 り）で は 日 本 も イ ン ドネ シ ア もネガテ

ィ ブな評価をしているのが男性で あ り，女性はむしろ

ポ ジテ ィ ブな受け止め方をしてい た ．

　美 し さ の 判断 に 関 し て 言及 するな らば ．色白肌を

「美しい 」と評価 して いるの は日本人の 方で あ り．イ ン

ドネ シ アの 場合はむ しろ普通肌 の色白寄 りに対 して

「美 しい」と選択 していた．また嗜好性と い う点か ら「好

き」と い う評価語に着 目するな らば，日本に お い て も

イ ン ドネ シ ア にお い て も 、刺激2 の普通肌 の色 白寄 り

は最も色 自の 印象を持 つ 刺激 ］以上に 「好き」と思わ

「
．
　

一
　 　

一
　 　 　 　 　　 　 　 　 49

れた ，更 に ，お だやかで魅力的 で 知性的と い うパーソ

ナ リティ
ー

と多く関連 して い るのは．両国 とも刺激 2

の 普通肌の色白寄りであ り、陽気で親 しみやす くあた

たか い パ
ー

ソ ナ リテ ィ
ー

と し て捉え ら れ て い るの は、

刺激 3の普通肌の 色黒寄りで あ っ た 、これらを考えあ

わ せる と ，パー
ソナ リテ ィ

ー
の側面にお い て 1 肌の 色

は中庸で ある こ とが最 も好ま しい よう で あ る こ と が

示唆されたと いえる．

【調査2｝

　調査 ］で は 肌 の 色 に 対するイメ
ー

ジに文化的差異が

ある こ とが示唆されたが、こ の研究で は肌の総合的評

価に影響す る と考えられ る肌理 （きめ）の要 素に関し

ては検討 されて いな か っ た ，そ こ で 調査 2 で は ．刺激

に肌理の要素を導入 す る こ と に よ り，肌の白さに対 す

る嗜好と肌理との 関 わ り，および両者 によ っ て構成さ

れる肌 に対する心理学的イメ
ー

ジを探ることを目的と

した．

　被験者は北京在住の中国人女性 105 名 〔20 代，30

代、40 代 　各 35 名 ）および 東京在住の 日本人女性

「
一 ．

　
一

　　　 一
一
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105 名 、C20代 ．30 代 、40 代 　各〔∋5名）で ある ．被

験者総数は210 名で ある

　調沓 2 で は 、肌 の 質感 〔肌 理 ）と肌 色の 異 な る 4 枚 の

顔面頬部の肌の写真を朿1」激と した 、これ らの写頁はあ

らか じめ用意 した 380 人の 中国人 の肌のデ
ー

タ ベ ー

ス と予備 テス トの結果から抽出した 各刺激の 肌の色

と肌理の 関係は以下の通りである

　　　Visual　A 　色白で 肌理の細か し、肌

　　　vrsual　B　色白で肌理の粗い 肌

　　　Vlsual　C　色黒で 肌理の細か い肌

　　　 Visual　D　 色 黒 で 肌 埋 の 粗 い 月厂、

　調査 1に使用 した 52 の評価語を用い 、被験者 に4刺

激 の 中 か ら 各 評価語 に 対 して 最 も相応 しい 刺激を選

択す るよう求めた ．結果 の 分析に は 、フ ィ ッ シ ャ
ー直

接法 CFisher’s　 exact 　tesO による有意差検定および因

子分析を使用 した ，

　Fig凵re1 は 口本における各朿1」激に対する評価語の上

位一覧をフィ
．
ン シ ャ

ー直接法 （Fisherls　exact 　test〕の

結果 とともに示 したもの で ある．Visual　A （色自で肌

理 の 細か い 肌 ）に 関 して ，日 本 も 中国 も 共通 して
「

美 し

い 1「清潔な」「好き」「貴族白勺な」「し ゃ れた」「魅力的な」

「上品な」と い うポジテ ィ ブなパーソ ナ 1．丿テ ノ
ー

イメ
ー

ジを持 っ て い る ことが わ か っ た．しか し中国では
「
派

手 な 」「モ ダ ン な 」と い う評価 も こ の 刺激 に 対 して 抱 か

れて いた　
一

方 日本で は ，「りこ うそ うな」「丁寧な」

「女性的な」とい うパーソ ナ リテ ィ
ー

イメ
ージ を持 ：）て

い る点が中国と異な る．す t，M5 、色 臼 で 肌殫 の 細 か

い肌 に対 して、中国で は美 しい けれ ども ア ク テ ィ ブな

イ メ ージを持
r
って い る の に 対 して，目本 で は美 しいが

パ ッ シプなイメ
ー

ジを持 っ て い る こ とがわかる．

　 こ れ ら両国 の 評価の共通点と相 違点を示 したもの

が Flgure 　2 で あ る　両 国 で の LP象の 違 い は 、訓 こ

vrsuar　A 〔色白で肌理の 細かい肌｝とV［suar 　C （色黒で

肌理 の 細 か い 肌）に お い て観祭され るよ うである

　＞lsua トB 〔色 臼で 目J　LIWの粗 い 肌）に関して は両 国 と も

に ，「うわ べ だけの 」
一
保守的な」

「

落ち着いた」「知性 的

な」「き りっ と した一「はぎは ぎした」というイメ
ー

ジを

持たれる結果 とな っ た ．しか し［意志 が強 い」「疲 れ た 」

とい っ た語が中国で 多く選ばれた の に対し，日本 では

「ま じめな」「弱 々 しい 」「消極 的な ． と い う評価語が多

く選択され て い た ．

　Vlsual　C 〔色黒 で肌理の細 か、い肌）1ま概 して親しみや

舶

・

保 守 的 な 　 40 ．0％

ま じめ な 　 39．0％

弱 々 し い 　 37．1％

消 極 的 な 　 34．3％

き りっ と し た 　33．3％

美 し い 95．20foWt

り こ う そ うな 　89 ．5％
熱

上 品 な 87 ．6％
★★

疲れ た 　 81．oo／ode 一

ふ け た 　 77 ．1％
恩

女 らし くな い 　73 ．3％
触

て い ね い な 86．7e／odede

好 き 83 ．80／o ”

愉快な 　 52．4％

派 手 な 51 ．4efa

陽 気 な 　 50 ．5e／o

うす っ ぺ らな 70 ．5％
★★

　 1幼 い 48 ．6％

古 く さ い 　 69．50／ok °

★ ☆

P く．01　Fisher
’
s　e ×act 　test

あた た か い 　 44 ．8％

　　 肌 理 が細 か い
一

L

Figure　1 各肌の 主要 イ メ
ー

ジ （日本）
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美 しい

上 品 な

好 き

愉快な

特色の あ る

陽気 な

中国 人

區

覊

派 手な

健康 的な

明 る い

若 々 し い

色黒

Figure2　日本と中国 に お け る共通点と相違点

すく陽気なイメ ージを持たれ る よ うで ある ．1特色 の

あ る」，「愉
II

夬な 1「あたた かい 」1陽気な」イメ
ー

ジは両

国とも に共通 して い た ．しか し日本で は派手で 幼 い と

い っ た多 少 ネガテ ィ ブなイメ
ージが抱かれたの に 対し 、

中国 で は 近づ き や すく．昧 わ い があ り、ま じめ な印象

が 持 た れ て お り、上 位 10 位 ま で の パ
ー

ソ ナ リ テ ィ
ー

イ メージ は す べ て ポジテ ィ ブなも の で ある の が特徴的

で あ ⊃ た

　Visual　 D （色 黒で肌 埋の粗 い 肌）に は 両国 と も ．「ぷ

けた」「疲れた」
一
女 ら し くな い」「うす ⊃ ぺ らな」「貧相

な」「ね ち ね ち し た」「い や ら し い 」
．
古 く さ い 」と い っ

た概 してネガテ ィ ブな反応が多く 見 ら れ た ．日本で は

その他 ，「い ば っ た」「意志が強い」とい うイメージ，中

国では 「消極的な」「保守的な」と い うイメ ージが持た

れ て い た ．

　因子 分析で は両国 ともに 6因子が抽出された 、その

結果 か ら．因子の構造は中国と日本で非常に似て い る

こ とが捉え られた ．

　ま た ，「育 ち が よ い 」と い うイメ
ー

ジと 「美 しい 」とい

　
．．…

　 　 　 ．… 二 ニー 一 一 一 一 」 51

うイメ
ー

ジは別な言葉で はあるが 、因子空 間上の位置

は近接 して い ることも分か っ た　こ れよ り 肌の イメ

ージ評価においてこれ らの言葉は心理的に近似したイ

メ ージを持つ こ とが指摘で ぎる ．同様に ，「好き 1「テ

リケ
ー

トな」「清潔な 1イメージは 頁 い に近 く，「健康的

な」イメ
ージ は 「愉快な一「陽気な 「明るい 一と 近い ま た

一
親 しみやすい」「はぎはき した」1うち とけた一も 近 く

に位置 して お D ．そ れぞれ心理 的に近 い イメ
ー

ジを持

た れ て い る こ とが分か っ た

　 ネガ テ ィ ブな イメ
ー

ジ で ある 「貧相 な」、「疲 れ た」

「ぷ け た 一1は お 互 い に 近 い イ メ
ー

ジ で あ る よ うだが ．

「女 らしくな い」とい うイメ
ー

ジも被験者 にと っ て ネガ

ティ ブなイメ
ー

ジと して評価されていた こ とが因子空

間上 の位置か ら｝巴握で きた

　 こ れ らの結果か ら．肌 の色 と肌理 は対人 認知に影響

を与え る要因 とな D得 る こ とが m 唆された と言える ．

色白，肌理の 経か さ は主 に ポジ テ ィ ブな イメ
ー

ジと ．

一
方 の 色黒 ．肌理 の 粗さ は ．主に ネガ テ ィ ブ 芯 イメ ー

ジと多 く連合 し、相手の印象形成の上で重要な要素と

「
一
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なる こ とが分か っ た ，

　調査 1では ，色白肌に対 して 「弱々 しい」と い う印象

が最 も強 か っ た ．しか し肌理 が細か くな る と ，色白肌

に対 して 弱い イメージは減少し1美 しく，上品 で魅力

的なイメ
ージが高 ま ること が調査 2か ら指摘できた ，

よ っ て こ の よ うなポジ テ ィ ブな イメージ は 、肌 の白さ

よ りもむ しろ肌理 の細か さによ っ てもた らされる と

い うこ とが分かる，ア ジア における色白肌の嗜好およ

び対人認知 に おけ る 肌 の 心理 学的影響を研 究する 上

で ，肌理の要素の重要性が示唆された と言える．

肌 の色と性別認知

　 「色の白い は七難隠す」とい う言葉 は ，そ もそ も女

性に 対 して 用い られ こ こ に女性 ＝ 色白である こ とが

好ま しい とい うス テ レオタイプ化された構図が 浮か

び上がる ．すなわ5 ，色臼肌は女性の 印象 を高める要

素 と して 機能 して い る
一

面もあ りそう で ある ．そ こ で

最後に，肌色の変化による性別の印象の変化を把握す

る ため種々 の 顔朿1」激を用 い た認知科学的な実験 （L］

田
・齋藤，2004 ）を紹介する ．ここでは顔 パタ ン 3種

（男性 平均顔／男女平均顔／女性平均顔），肌色明度5

段 階 ，唇色 2種 （唇色な し ／ 薄紅）を 設 け ，3要素に よ

D30 種の顔刺激を構成 した ．顔刺激は CRT ディ ス プ

レ イ上 に 3秒間提示 し．その後 に肌色の明るさ と性別

の印象を 0か ら 100 の数値で評定させた ．なお ，こ の

際の 対応は ，色黒 （0 ）一色白 （100 ），男性 （0 ）一女性

（100 ）とした ．被験者は大学生及び大学院生の 男女各

27 名 （平均年齢 ：男性22 ．0歳 ・女1生22 ．0 歳）で あ る，

60

50

性

別

評

窟

40

30

20

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 肌 色　評 足．

Figure3　肌色評定と性別評定による各刺激の布置

［− 52

　Figure3 は ，横軸 に肌色 評定値 ，縦軸 に 性別評定値

を取り，結果と して得られた平均値に基づいて各刺激

を プ ロ ッ ト した 図 で あ る ．

　上段 に女性平均 顔 1 中段 に男女平均顔 ，下段に男性

平均顔を示すマ ーカーが集中して い るが ，注目される

のは各顔パタ ン における垂 直方向 （性別評定 ）の変化

で ある，男性平均顔の 散布はほぼ平坦 で ある の に 対し，

女性平均顔は右上が りの傾きを示 している ，各顔パタ

ン の 回帰式は ，上か らy＝ 0 ．170x ＋ 19 ．658 （女性 平

均 顔），y＝0，195x ＋ 42 ．Ol7 （男女平均顔），y；

0 ．362x ＋ 53 ．441 （男性平均顔 ）であ っ た ，切片 の

相違は顔パ タ ン本来の 物理的違い に起因する結果 とし

て予想できる こ とで あるが ，傾きの違いは顔パタ ン に

よ っ て 肌 色の影響 の 強さ が異な る こ とを示 して い る ．

つ まり，特に女性の顔は肌色の明るさによ っ て性別の

印象が左右され易 く，色 白な らばよ り女性的 に，色黒

な らば男性的 に捉 え られ る傾向が強い と い え る ．

　このように，ステ レオタイプ化して い るともいえる

「男性
一

色黒／女性
一

色 白」とい う概念 は実験 的にも

取 り出さ れた だが ，肌の色 とい う要素 はそ れのみ で

絶対的に機能して い るわけで はなく，顔の 形態も重要

な 要素と して 関 わ っ て い る と 考え ら れる ．
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1　　　 日本色彩学会誌編集委員会　会告

｛特集用 論文募集 ：テ
ーマ 「ア ジア の 色彩」

　 2005 年 12月 1E｝発行の 日本 色彩学会誌第 29

巻第4号 で 、「ア ジ ア の 色彩」を特集致 します

・
この特集に掲載する論文を募集 しますので、応募

投稿 して くださ い 。

　 論文の形式 は 「論文」「研究速 報」「研究 資料」で 、

「論文」は2 名の査読、「研究速報」と 「研究資料」は 1

名の査読 に よ り 審 査 し ま す 。

　 内容は、「ア ジアの色彩」の特集 に相応 しいもの

で、特集に入れる か 否 か は編集委員会で 決定 します。

申込締切 ：2005 年5 月31 日（火）

申込方法 ：特集 「アジアの色彩」に投稿す る旨と論

　　　　 文 の 形式 （「論文」「研究速報」「研究資料」

　　　　 の別）を明記し、「題 目」「要旨」「執筆者名」

　　　　　「連絡先」を 記 載 して 、学会事務局あ て。

　　　　 Emall（ren −net ＠vega ．ocn 　ne ．ip）また は

　　 　　 Fax （03 −3565 −7717 ）または郵便 に

　　 　　 て お申込 ください。

原稿締切 ；2005 年7 月31 日（日）

　　　　 そ の 他、原稿の 書き 方や 原稿の 量など は

　　　　 執筆要領に したが っ て くだ さい。

　　日本色彩学会編集委員会　委員長　永田　泰弘
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