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I . 問題と目的

摂食障害とは
, 強い や せ 願望

,
身体像 の 障害, 肥

満恐怖を基本的特徴とし
, 拒食, 過食,

排出な どの

食行動異常, る い そ うと そ れ に 伴う無月経等 の 症状

が 認 め られ る精神疾唇で ある ｡

こ の 障害の 原因 に つ い て
, 未だ決定的なも の は明

ら か に され て い な い が
,

お そ らく
,

そ こ に は生物学

的要因, 社会 ･ 文化的要 因
,

そ して 心理 的要因 が さ

まざま の 度合 で 関与し て い る も の と考えられ る ｡ 本

稿 で は
,

そ の 心理的要因 の うち
, 特に近年着目され

て い る怒りと完全主義に 焦点をあ て 検討 して い きた

い ｡

I ) 摂食障害と怒り

摂食障害者 の 高い 攻撃性 に つ い て は
,

こ の 疾患研

究 の 比較的初期 の 段階より
,

主と して精神力動的観

点 か ら指摘さ れ て い た ｡ た と え ば
,

M a s t e r s o n

(1 9 77) は
,

摂食障害 の パ ー ソ ナ リ テ ィ 構造と青年

期境界例 の パ ー ソ ナ リ テ ィ 構造と の 類似性をあげ
,

摂食障害者の 未分化な攻撃性 に つ い て 論じ て い る ｡

摂 食障害者は
, 母親と情緒的 に 強く結び つ い て い る

中 に あ っ て 幼少期 の 発達的課題 に おけ る分離一個体

化が達成され て おらず
,

自己 の 同
一

性を欠如 した ま
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ま に な っ て い る ｡ 幼少期,
こ の ような子どもは母親

に 見捨て られな い た め 完壁に な ろ うと試み る ｡ しか

し, 長年に わた り, 無 理 な役割を努め続け る こ と

に より
, 徐 々 に う っ 積した怒り は莫大 な も の と な

る ｡ M a st e r s o n は
,

こ の 怒りゆ え の 反 乱と し て
,

食 べ 物 を 頑な に 拒 む ｢ 無食 欲症候 群 ( a n o r e x i c

s y n d r o m e) ｣ が 現れ る と した ｡

R i z z u t o (1 9 8 5) は , 摂食障害者は幼児期に お い

て 自分 の 攻撃的な側面 - すなわち
, 貴欲に愛情を

求め るがゆえ に 母親を破壊しうる
一 面 - を自分自

身 の な か に受け容れ る こ と が で きず,
そ う した自己

の ネ ガ テ ィ ブ な側面を ｢怪物｣ と い う表象と して 内

在化するとした ｡ 彼女ら は 対象希求が満たされ ぬ た

め
,

自分の 中に憤怒し貴欲な ｢ 怪物｣ と い う フ ァ ン

タ ジ ー

を有 し て い る o 慶, た り さわり の な い よう従順

に ふ るま い なが ら
,

自分が ひ そ か に抱え て い る ｢ 怪

物｣ 7うミ見 つ か る の で は な い か と怯え て い る o

一

方,

両親も子 どもの そ う した 従順さを是認 し
,

ネ ガ テ ィ

ブ な側面に は 目を向けな い こ と に よ っ て
, 怒り や貴

欲さを隠蔽す る子 どもと共謀 し
,
｢ 怪物｣ の成長 に

加担す る ｡ こ の 状況 が持続したまま成長して い く場

合, 子 ども は自ら の ネ ガ テ ィ ブ な側面を認 め る こ と

が で きず
,

対象を希求す る 願望を い つ ま で も抱き続

け る こ と に な る ｡ こ の ような子 ども の 発達は従順さ

の た め表面的 に は正常に 進 ん で い る ように 見 え る が ,

青年期
,

すなわち, 第 二 の 分離個体化 の 時期 に 至 り

分離 - の 脅威に さらされ た 時,
｢ 怪物｣ はより強大

な
,

そ し て
, 字義通り ｢ 貴欲な｣ も､ の と して 立 ち現

れ て くる ｡ R iz z u t o は ,
こ の 際に 摂食障害者に 生 じ
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る食 べ た い と い う欲求は 母親 - の 強 い 対象希求 が置

き換えられた も の で あり , 吐 きた い と い う欲求は こ

の 憤怒 した 貴欲な ｢ 怪物｣ を自分 の 中か ら追 い 出し

た い と い う衝動 か らく る も の で あ る , と考えた｡

摂食障害と攻撃性 に つ い て の 関係 は
,

上述 したよ

うな精神力動的な観点だけ で は なく
, 実証的研究に

おい て も示 され て き た ｡ 例 え ば T ill e r ら (1 9 95)

は
, 摂食障害者と

一

般 の統制群と の 間 で の 攻撃性 の

レ ベ ル を比較 した結果, 摂食障害者群は統制群より

有意に 攻撃性が高 い こ とを示 した ｡ F a v a ら (1 9 9 5)

は
,

動惇や発作, 発熱など の 自律神経 の 覚醒症状を

伴 う , 不 適 切 な状 況 に お け る 激 し い 怒 り 発作

( a n g e r at t a c k) と
,

摂食障害と の 関連に つ い て 調査

した ｡ そ の 結果, 怒り発作を有する者は
,

対象群 で

は1 0 % で あ っ た の に 対 し摂食障害者 で は31 % と有意

に高率で あ っ た こ と, また
,

摂食障害は怒り発作 の

強度と関係する傾向が ある こ とを明らか に した｡ 彼

ら の こ の 結果も
,

摂食障害 の有する攻撃性 の 病理を

示 して い る ｡

さ て
, 攻撃性 は

一

般 に
, 敵意 , 不 快気分

,
そ し て

怒りなど の 形 で 表現される が ( F a s si n o ら ,
2 0 01)

,

そ の 中 で も特に怒り は 攻撃行動 の 動因とされて おり

( 中尾
,

1 9 8 4) , 攻撃性 の 表 出 の 上 で 最も重要 なも

の と い え る だ ろう ｡ 近年 で は
, 怒りは 一

つ の 概念か

らなるも の で はなく
,

多次元的な概念か ら構成され

て い る も の と し て 検討され つ つ あ る ｡ S p e ilb e r g e r

(1 98 8) は, 怒りを可変的な情動状態 で あ る ｢ 状態

一怒り (S t a t e - A n g e r) ｣ と
,

比 較的
一

貫 した パ ー

ソ ナ リ テ ィ 特性 で あ る ｢特性一怒り( T r ait- A n g e r) ｣

と い う 二 つ に 分類 した ｡ さら に彼は
, 怒りを抑制す

る傾向,
あ る い は表 出する傾向が

, 個人 に よ っ て 非

常に 異 なる と い う 事実 に 着 目 し
,
｢ 怒 り の 抑制

(A n g e r-I n) ｣ ･ ｢ 怒り の 表出 ( A n g e r- O u t)｣ ･ ｢ 怒り

の 統制 ( A n g e r- C o n t r o l) ｣ と い う 3 つ の 次元 か ら

な る 尺度を開発 した ｡ こ の ような研究 の 流れを受け
,

摂食障害者 の 有し て い る怒り に つ い て も多面的な検

討 が行われ つ つ あ る｡

F a s si n o ら ( 2 0 0 1) は
, 摂食障害を D S M - Ⅳ

( A m e ri c a n P s y c h i at ri c A s s o ci a ti o n
,

1 9 94) に よ っ

て 分類 し
,

そ れぞれ の タ イ プ に おけ る怒り の 強さ
,

怒り の 表現 の 違 い に つ い て 調査 した ｡ そ の 結果
,

餐

茶喰 い や 堰吐 が あ り
,

か つ 低体重 で な い 摂食障害者

は
,
｢ 状態怒り｣

･ ｢ 特性怒り｣ がともに高く , 怒り

を他者や環境に対し て 表出する こ と が 示された｡ さ

ら に
,

低体重の摂食障害者 に 比 して
,

高い怒りを有

して い る こ と が 明らか とな っ た ｡ こ の ような結果 か

ら彼ら は
, 以下 の 二 つ の こ とを考察し て い る ｡ ①低

体重 で な い 摂食障害者 の 無茶喰い や 堰吐と い う宕藤

回避的な症状 は , 怒り や 不快気分を生 み 出し て い る

可能性 が あ る ｡ ② こ の ような人 々 は 怒りを外に 対 し

て 表出 しや す い ｡ こ の 結果は
, 葛藤に 対し て 耐性 が

弱く , 衝動統制が 低 い と い う, 従来精神力動的観点

か ら指摘され て き た特徴を支持す る も の とな っ た｡

さら に F a s si n o ら ( 2 00 2) は
,

摂食障害者の怒り の

傾向と
,

心理療法 の中断と の 関連に つ い て 調査 し
,

中断した患者は
,

終結ま で 継続した患者 に 比 べ
,

｢ 特性怒り｣ が 有意に 高く
,

また
, 怒り の過度な抑

刺,
あ る い は過度 の 表出が 認 め られ た こ とを示 した ｡

こ の こ と か ら
, 摂食障害者が 有す る怒りを適切 に 表

現で きな い と い う傾向 が
,

心理療法の 中断と関連し

て い る こ と が 明ら か とな っ た｡

こ れま で 述 べ て きた研究 は
, 臨床群を対象に した

も の で ある が
,

非臨床群を対象とした 研究 で も怒り

と摂食障害と の 関連に つ い て 検討 が なされ て い る ｡

M illi g a n ら ( 2 0 0 0) は
, 怒りと

,
摂食障害 の 症状

の
一

部 で あ る過食や 堰吐 の 行動と の 問 に は強 い 関連

が あ る と い う仮説 の もと
,
怒りが 引き起 こ す過食行

動 の 役割 に つ い て
, 非臨床群 の 女性を対象に 研究 し

た ｡ そ の 結果
,
摂食障害傾向と

,
｢ 状態怒り｣ なら

び に ｢ 怒り の 抑制｣ の 高さ に は 関連が あ る こ とが 明

ら か に な っ た ｡ こ の こ とか ら M illi g a n ら は
, 埴吐

に は情動的な怒りを弱め る機能が あり, 無茶喰 い に

は 怒り の 表出を 回 避す る役割 が あ る 可能性 に つ い て

述 べ て い る ｡ わ が 国 に お い て は F u k u n is h i ら

( 2 0 01) が
, 怒り の 感情

,
およびそ の 表出 の 仕方と ,

大学生女子 に おけ る摂食態度と の 関連に つ い て 調査

し, 摂食態度 に おけ る ｢ 過食と食事支配｣ と ｢ 食事

制限｣ の 特徴が
,
｢ 状態怒り｣ ,

｢ 怒り の抑制｣ , およ

び ｢ 怒り の 統制｣ と関連 し て い る こ とを示 した ｡

以上 の ような摂 食障害に おけ る怒り に つ い て の 実

証的研究 は
,

い ずれ も摂食障害者, あ る い は摂食障

害傾向者は
, 高い レ ベ ル の 怒りと関連が あると い う

一

致 した 結果を示 し て い る ｡

2 ) 摂食障害と完全主義

完全主義 は
,

攻撃性と同様に
, 摂食障害に お い て

従来か ら着目 され て き た 特性 の ひ と つ で あ る ｡

長 年 , 摂 食障 害 の 研 究 と 臨床 に 取 り 組ん だ

B r u c h ( 1 97 8) は
, 対人関係学派 の 観点か ら

, 完全

主義的特性 が
,

摂食障害 に果たす役割 に つ い て 述 べ
ー

て い る ｡ 彼女は , 摂食障害者は自分に課せ られ て い

る家族 の 期待を裏切 る こ と の な い よう
,

い つ も他人
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と比 べ て 自分が劣 っ て い な い か 心配 し失敗を恐れる

と い う点に着目し,
こ れを完全性を求め るた め と し

た｡ S h af r a n (2 0 0 2) は
, 完全主義と摂食障害と の

関連に つ い て述 べ た展望論文の中 で
, 完全主義が摂

食障害の症状を持続さ せ る認知的プ ロ セ ス の中に組

み込まれ て い く機序に つ い て述 べ て い る｡ 完全主義

の特徴をも つ 者は
,

自分の 目標を頑な に 追求する傾

向が ある ｡ 摂食障害者の 場合に は
,

こ の 特性 は
, 普

しい 低体重
, 極度 の 空腹感!

無茶噴 い - の 脆弱性
,

体型 や 体重 に 関す る 極端 なとらわれ
,

そ し で食事を

コ ン ト ロ
ー ル すると言う 目 標を頑固 に 追 い 求め る こ

と に つ なが る｡ ま た
, 完壁さ - の 追求ゆ え

,
そ の 目

標は
,
｢ 良 い か悪 い か｣ ,

｢ 完全 か 不完全 か｣ ,
ある い

揺 ,
｢ 菱' れ か こ れ か｣ と い っ た 二 者択 一

的 で 二 極化

した思考と照合した強固な規範となる の で ある ｡

と こ ろ で
, 近年, 完全主義は

,
個人的な要素と社

会的な要素が 含まれた多次元的な概念と して捉えら

れ て い る ｡ 摂食障害は
,
特に 自己 に求め る 完全性と

い う自己志向的完全主義と強く関連がある こ とが指

摘され て きて い る( S h af r a n
,
2 0 0 2) ｡ D S M - Ⅳ に よ っ

て 診断
,
分顕された摂食障害者の も つ 自己志向的完

全主義 に つ い て 調査 した研究 ( 田中,
1 9 99) で は

,

摂食障害者はそ の 亜型分類に よらず
, 高 い 自己志向

的 完 全 主 義 傾 向 を 持 つ と い う 結果 が 示 さ れ た ｡

H al m i ら ( 2 0 0 0) は
, 摂食障害 の 既 往歴 の あ る者

は対象群よりも有意に 自己志向的完全主義 が 高い と

い う結果を得て い る｡ S ri n i v a s a g a m (1 9 9 5) は , 低

体重の 摂食障害か ら回復した老を対象に自己志向的

完全主義 の 特性 に つ い て 調査し て い る｡ そ の 結果,

低体重 か ら回復 した 摂食障害者群 は , 健常女性よ り

も有意に 自己志向的完全主義 が 高 い こ と が 示され た ｡

こ の 結果 か ら
･

摂食障害者 に おけ る 自己志向的完全主

義は , 正常体重 に 回復した後も持続す る こ と が 示唆

された ｡

M in a rik ら (1 9 9 6) は
, 臨床群 で はな い

一

般 の 学

生を対 象に , 摂食障害を評価す る 2 つ の 尺度と ,

F r o s t が 開発した多面的な自己志向的完全主義を評

価す る多次元完全主義尺度( M u ltid i m e n si o n al P e r-

f e c ti o n i s m S c al e) を用 い そ の 関連に つ い て 検討し

た ｡ そ の 結果, 完 全主義 の 下位尺度 の な か で も ,

｢ ミ ス を気に する傾向｣ と ｢ 自分の 行動 に 疑い を持

つ 傾 向｣ の 2 つ の 尺度得点と摂食障害傾向と の 間 に

正 の 相関が ある こ とを示 した ｡

自己志向的完全主義 の 高 い 者は
,

自分 に 高い 基準

を設け
,

そ れを達成する こ と に 高い 価値を置き, 逮

成 で きな い と失 敗と思 い 込 ん で 自分を責 め . 自己評
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価を下げる傾向が あると い う ( 大谷ら ,
1 9 9 5) ｡ こ

の 自己 に求める完全性 が摂食障害の 症状を助長する

こ とは容易に想定 で き る だろう｡

さ て
,

以上
,
述 べ て きたよう に

,
摂食障害と怒り ,

摂食障害と完全主義と の 関係に つ い て は
,

こ れま で

多く の報告がなされ て い る｡ しか し
, 両者が相ま っ

て 摂食障害とど の よう に 関連して い る か を検討した

研究は われわれ の 知 る 限り皆無 に近 い ｡ 本研究 で は ,

主と して 欧米圏 で 行われ て きた
, 摂食障害と怒り

,

摂食障害と完全主義 ,
そ れぞれ の 関連に つ い て

, 今

日 の わ が 国 に おけ る 追試を行うととも に
,

両者相互

と摂食障害 の 関連に つ い て
, 検討して い きた い ｡

2 . 方 法

1 ) 対 象

女子大学 , および専門学校に在籍す る 女子学生5 5

4 名に対 し,
2 0 0 3 年 6 月 か ら 7 月 に か け て質問紙調

査を実施した｡ 授業中に調査目的を説明した上 で 質

問紙を配布 し, 調査 の 主旨に 同意が 得られた者に無

記名 で
一

斉に 記 入 して もら い
,

そ の 場 で 回収 した ｡

2 ) 使用 し た質問紙

(∋ 摂食障害評価尺度 (S y m p t o m R a ti n g S c al e

f o r E ati n g D is o rd e r s : 以下S R S E D と略す)

永田 ら ( 1 9 8 9
,

1 9 9 1) が 開発した30 項目 か らなる

自己記入 式 の 摂食障害症状評価尺度 で あ る ｡ 第 1 項

目 か ら2 8 項目ま で の 質問項目は 4 件法に よる も の で

あり ,
｢ 肥満恐怖｣ ｢ や せ る こ と - の 圧 力｣ ｢ 過食｣

｢ 喧吐｣ の 4 つ の 下位尺度を構成す る ｡ また
, 第2 9

項 目 と第30 項 目 は , 過食 , 喧吐, 下斉[1 , 利 尿剤 の 使

用頻度を把握す る た め の 項 目 で あ り
,

そ れぞれ に つ

い て ｢ 全くな い｣ ,
｢ 1 回/ 月｣ ,

｢ 1 回/ 週｣ ,
｢ 2 - 3

回/ 週｣ ,
｢ 1 回/ 毎日｣ ,

｢ 2 - 3 回/ 日 以上｣ と い う

6 段階 で 回答を求め る｡

尺度の 信頼性と妥当性 に つ い て は
,

一

般青年期女

性および摂食障害 の 臨床群を対象に検討が 行われ
,

良好な結果が 得られ て い る｡ また
,

S R S E D 摂食障

害 の ス ク リ ー

ニ ン グと し て も用 い られ
,

そ の 敏感性

は0 . 9 7
,

特異性 は1 . 0 0 と優れた値が示され て い る ｡

② 日 本語版 S t a t e - T r ait A n g e r E x p r e s si o n S c al e

( 以下 : S T A S と略す)

S p eilb e r g e r に よ っ て 開発され た
, 全2 0 項目か ら

な る 4 件法 の 尺度 で ある ｡ 日 本語版 は 重久 に より作



1 6 8 新潟大 学教育人 間科学部紀要 第 7 巻 第2 号

成され
, 鈴木ら ( 1 9 94) に よ っ て そ の 信額性と妥当

性 が 確認 さ れ て い る ｡ こ の 尺 度 は ｢ 状態怒 り

(S t at e - A n g e r) ｣ と ｢特性怒り ( T r ait- A n g e r) ｣ と

い う ふ た つ の 下位尺度か らな る ｡ 前者 の 下位尺度は

可変的な情動状態と して 怒りの強さを測定する尺度 ,

後者は比較的
一

貫した パ ー ソ ナ リ テ ィ 特性 として の

怒り やすさ の 個人差を測定する尺度 で ある｡

③ 自己志向的完全主義尺度 ( M u ltid i m e n si o n al

S elf- o ri e n t e d P e rf e ct i o n i s m S c al e : 以 下 M S P S

と略す)

完全主義を多次元的 に 測定す るため に
,

F r o s t ら

( 1 9 9 0) の作成 した完全主義尺 度に基づ き桜井 ら

( 1 9 9 7) に よ っ て 開発され た2 0 項 目か らなる 6 件法

の 尺 度 で あ る ｡ ｢ 完全 で あ り た い と い う 欲求

( D e sir e f o r P e rf e c ti o n i s m )｣ ｢ 自分に高 い 目標を課

す傾向( P e r s o n al S t a n d a r d) ｣ ,
｢ ミ ス を気に する傾

向 (C o n c e r n o v e r M i st a k e s) ｣ ,
｢ 自分 の 行動 に疑

い を持 つ 傾向( D o u b t of A c ti o n ) ｣ の 4 つ 下位尺度

か らな る ｡ ｢ 完全 で ありた い と い う欲求｣ は完全主

義の 基本的な特徴をもち, 他の 側面に も共通する概

念 で ある ｡

一

方,
｢ 完全 で ありた い と い う欲求｣ 以

外 の 3 つ の 側面 ｢ 自分に 高 い 目標を課す傾向｣ ,
｢ ミ

ス を過度に気に する傾向｣ ,
｢ 自分 の 行動 に 疑 い を持

つ 傾向｣ は
, 完全主義 の そ れぞれ異なる側面を捉 え

た も の とされる ｡

3 . 結 果

I ) 分析対象

質問紙 の 回収数は
,

52 9 部 ( 回収率95 . 5 % ) で あ

り
,

そ の うち欠測値や 記 入 ミ ス の あ る も の を除 い た

3 8 8 名 (7 3 . 3 % ) を分析 の 対象と した ｡ 対象者 の 年

齢 の 平均 は1 9 . 6 ± 1 . 1 歳 で あ っ た ｡

2 ) 摂食障害傾向

S R S E D の c u t- o ff p oi n t に よ っ て 摂 食障害傾 向

を分類 したと こ ろ
,

3 8 8 名中, 摂食障害傾向群に 分

頬された者は1 18 名 (3 0 . 4 % )
,

非 摂食障害傾向群に

分額され た 者 は2 70 名 (6 9 . 6 % ) で あ っ た ｡ ま た
,

身長
, 体重

,
および B o d y M a s s l n d e x [( 体重( k g))

÷( 身長( m ) )
2

] の 平均値は そ れぞれ
,

1 5 8 . 2 ±5 . 6

c m
,

4 9 . 1 ±7 . O k g , お よび1 9 . 9 ±2 . 5 k g/ m
2
で あ っ

た ｡ なお ,
S R S E D の第2 9 項目と第3 0 項目 に より評

価した
, 過食, 喧吐

, 下剤, 利尿剤の 使用頻度は,

表1 の 通り で あ っ た ｡

3 ) 摂食障害傾向と怒り

S R S E D 得点およびそ の 4 つ の 下位尺度の 得点と

S T A R S の 2 つ の 下位尺度得点と の 相関を求め たと

こ ろ
, 表 3 に 示すような結果が 得られた｡ 摂食障害

傾向得点と怒り の 二 つ の 下位尺度得点との 間に は,

い ずれも有意な正 の相関が 認められた｡ また
, 状態

怒り得点と過食と食事に よる生活支配得点
,

肥満恐

怖得点
, 晦吐 ･ 下剤得点と の 間, 特性怒り得点と過

食と食事に よ る 生活支配 得点
,

肥満恐怖得点と の 間

に そ れぞ れ有意な正 の 相関が 認められた ｡

4 ) 摂食障害傾向と完全主義

S R S E D 得点および そ の 4 つ の 下位尺度得点と完

全主義の 下位尺度得点と の 相関を求め たと こ ろ
, 表

3 に 示すよう に 摂食障害傾向得点お よび肥満恐怖得

点と
,

完全主義 の 2 つ の 下位尺度 で あ る 完全 で あ り

た い と い う欲求得点と自分 の 行動 に 疑 い を持 つ 傾向

得点 と の 間に有意な正 の 相関が 認 め られた｡

5 ) 摂食障害傾向と怒りお よび完全主義

まず
, 怒りと完全主義の 両者に基づ く分類を行う

た め に
,

そ れぞれ の 下位尺度を標準得点に換算した

後,
ク ラ ス タ ー 分析を行 い

,
図 1 に 示すような4 つ

の ク ラ ス タ ーを抽出 した ｡ 第 1 ク ラ ス タ ーは
,

完全

主義 の い ずれ の 下位尺度得点も高 い
一 方 で 状態怒り

得点は低い 群 で あり
, 怒りを伴わ な い 完全主義群と

命名した ｡ 第 2 ク ラ ス タ ー は
, 完全主義

,
怒り

,
双

方の 下位尺度得点が 低 い 群 で あり
, 怒りを伴わな い

非完全主義群と命名 した ｡ 第 3 ク ラ ス タ
ー

は
, 完全

主義
, 怒り

,
双 方 の 下位尺度得点が 高い 群 で あり ,

怒りを伴う完全主義群と命名 した ｡ 第4 ク ラ ス タ ー

は
, 完全主義 の 4 つ の 下位尺度 の うち 3 つ が 低 い

一

方 で 怒り の 下位尺度得点が 高い 群 で あり
,

怒りを伴

う非完全主義群と命名した ｡

次 に , 各ク ラ ス タ - ご との摂食障害傾向,
および

,

そ の 下位項 目 の 相違 を検討す る た め に ,
S E R S E D

得点
,

そ の 4 つ の 下位尺度得点そ れぞれを標準得点

に 換算した価を従属変数と した
一

要因 の 分散分析お

よび 多重比較を行 っ た ｡ 分散分析 の 結果
,

摂食障害

傾 向総 得点 ( F - 2 2 . 7 5
, p < . 0 0 1) ,

肥満恐怖 得点

( F - 1 7 . 7 1
, p < . 0 0 1) , 過食と食事に よ る 生活支配

得点 ( F -

1 3 . 3 2
, p < . 0 01) , 喧 吐 ･ 下剤得点 ( F -

6 . 77 3
, p < . 0 0 1) で

,
4 群の問に有意差を認めた ｡

多重比較の結果は図 2 に 示す通 り で ある ｡

摂食障害傾向総得点に お い て は
, 怒りを伴う完全

主義群は
, 怒りを伴わな い 完全主義群 ( p < . 0 5) ,
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表 1 無茶噴い ･ 喝吐 ･ 下剤 ･ 利尿剤 の症状評価

1 6 9

全 く な い 1 回/ 月 1 回/ 週 2 - 3 回/ 週 1 回/ 毎日
2 - 3 回/ 日

以上

無茶喰 い 2 41 1 0 1 3 7 8 1 0

^ & ( % ) ( 61 . 1 % ) ( 2 6 . 0 % ) ( 9 . 5 % ) ( 2 . 1 % ) ( 0 . 3 % ) ( 0 % )

喧 吐 3 6 9 1 4 4 1 0 0

人数( % ) ( 9 5 . 1 % ) ( 3 . 6 % ) ( 1 . 0 % ) ( 0 . 3 % ) ( 0 % ) ( 0 % )

下 剤 3 6 0 2 1 4 2 1 0

人数( % ) ( 9 2 . 8 % ) ( 5 . 4 % ) ( 1 . 0 % ) ( 0 . 5 % ) ( 0 . 3 % ) ( 0 % )

利 尿 剤 3 8 7 1 0 0 0 0

人数( % ) ( 9 9 . 7 % ) ( 0 . 3 % ) ( 0 % ) ( 0 % ) ( 0 % ) ( 0 % )

表 2 摂食障害傾向と怒りの下位尺度との相関

摂食障害傾向 肥 満 恐 怖 食 べ る こ と - 過食と食事によ 嘩 吐 ･ 下 剤

総 得 点 得 点 の 圧 力 得 点 る生活支配得点 得 点

状 態 怒 り 得 点 . 3 0 6
* *

. 2 1 7
* *

. 0 4 1 .2 6 5
* *

. 1 9 7
* *

特 性 怒 り 得 点 . 2 3 1
* *

. 1 7 7
* *

. 0 5 4 . 2 1 6
* *

. 0 0 6

*

p < . 0 5
* *

p < . 0 1

表 3 , 摂食障害傾向と自己志向的尭全主義下位尺度と の相関

摂食障害傾向 肥 満 恐 怖 食 べ る こ と へ 過食と食事によ 鳴 吐 ･ 下 剤

綴 得 点 得 点 の 圧 力得 点 る生活支配得点 得 点

完 全 で あ り た い

と い う欲 求得 点
. 1 9 8

* *

. 2 2 7
* *

. 0 4 6 . 0 5 7 . 0 9 8

自分 に高 い 目標を

課 す 傾 向 得 点
. 1 1 1

*
. 1 1 1

*

. 0 7 6 . 0 0 0 . 0 7 1

ミ ス を 気 に す る

傾 向 得 点
. 1 2 1

*
. 1 0 2

*

. 0 2 9 . 0 8 7 . 0 7 7

自分の 行動 に疑 い

を 持 つ 傾 向得点
. 2 7 0

* *

. 2 8 7
* *

. 0 3 5 . 1 8 0
* *

. 0 2 0

*

p < . 0 5
* *

p < . 0 1
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図1 抽出されたクラス タ
ー

Ej 完全 でありたい

欲求

団 自分 に 高 い 目

標を課す傾 向

田ミス を過度 に 気

にする傾 向

匿 自分 の 行動 に

疑 い を持 つ 傾 向

国 状態怒り

国 特性怒り

*

p < 0 . 0 5
* *

p < 0 . 01
* * *

p < 0 . 0 0 1

図 2 各群における摂食障害傾向およびその下位尺度得点

E3 怒りを伴 わ な い 完

全 主 義群

田 怒りを伴 わ な い 非

完 全 主 義群

由 怒りを伴う完 全 主

義 群

団 怒 りを伴 う非 完 全

主 義群
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怒りを伴わな い 非完全主義群 ( p < . 0 0 1) よりも有

意に 高か っ たが
, 怒りを伴う完全主義群と の 間で は

有意差は認められなか っ た｡ 怒りを伴う非完全主義

群 ( p < . 0 0 1) , 怒り を伴わ な い 完全 主義群 ( p <

. o o1) の 得点は い ずれ も
, 怒りを伴わな い 非完全主

義群より
,
有意に 高か っ た｡ 怒りを伴う非完全主義

群と怒りを伴わな い 完全主義群と の 間に有意差は認

められな か っ た ｡

肥満恐怖得点に お い て は
, 怒りを伴う完全主義群

は, 怒りを伴わな い 非完全主義群よりも有意に高か っ

た が ( p < . 0 0 1) , 怒り を伴 わな い 完全 主義群, 怒

りを伴う完全主義群と の 間 で は有意差は認 め られな

か っ た ｡ 怒りを伴う非完全主義群
,

怒りを伴わな い

完全主義群の 得点は い ずれ も, 怒りを伴わ な い 非完

全主義群より , 有意に 高か っ た ( p < . 0 0 1) ｡ 怒り

を伴 う非完全主義群と怒りを伴わな い 完全主義群と

の 間に有意差は認 め られなか っ た ｡

食 べ る こ と へ の 圧力得点に お い て は
,

い ずれ の 群

間に お い て も有意差は認 められな か っ た ｡

過食と食事に よる生活支配得点 に お い て は , 怒り

を伴う完全主義群は, 怒りを伴わな い 非完全主義群

よりも有意に 高か っ た ( p < . 0 1) が
, 怒りを伴わ

な い 完全主義群, 怒りを伴う完全主義群と の 間で は

有意差 は 認 め られなか っ た ｡ 怒りを伴 う非完全主義

群 は怒りを伴わな い 完全主義瓢 怒りを伴わな い 非

完全主義群より
, 有意に 高か っ た ( p < . 01) ｡ 怒り

を伴わな い 完全主義群と怒りを伴なわな い 非完全主

義群 の 間に有意差は認 め られなか っ た｡

堰吐 ･ 下剤得点に お い て は, 怒りを伴う完全主義

群は, 怒りを伴わ な い 非完全主義群 ( p < . 0 1) , 怒

りを伴わ な い 完全主義群 ( p < . 0 5) ,
怒りを伴う-完

全主義群 ( p < . 0 5) の い ず れ よ り も有 意に 高か っ

た｡ 他 の 群問で は有意差 は認 め られな か っ た ｡

4 . 考 察

1) 女子学生の摂食障害傾向に つ いて

本研究 の 対象者 の B M I の 平均値は1 9 . 9 で あ っ た ｡

こ れは 日本肥満学会に よる 日本人 の 標準的な指数2 2

を約 9 % 下 回 っ て い た ｡ ま た
,

S R S E D の カ ッ ト オ

フ ポ イ ソ トに よ っ て 摂食障害傾向群 と 分額され た 者

は
, 全体 の 3 0 . 4 % で あ っ た ｡ こ の ような結果 は , 覗

代の1 0 代後半 や2 0 代の 女性 で は ｢ や せ｣ 傾向が顕著

に な っ て い ると い う指摘 ( 石川 ,
2 0 0 2) を裏付ける

ととも に
, 彼女ら の中に 摂食障害傾向も つ 暑が稀 で

はな い こ とを示 して い る ｡

1 71

無茶食い に関して は
, 月に 1 回以上 の 無茶喰い が

認 められた者は
,

全体の 37 . 9 %
,

週 に 1 回以上 の無

茶喰い がある老は1 1 . 9 % で あ っ た ｡ 日本における無

茶喰い の 出現率に つ い て
,

一 般 の女子学生 (6 3 6 人)

を対象に Bi n g e E ati n g 調査用紙を用 い1 9 87 年に調

査を行 っ た野上 ら (1 9 8 7) は
,

大学生女子 の 8 . 3 %

に無茶喰 い が認められ
,

また
,

そ の うち週 1 回以上

の 老は4 . 0 % で あ っ た こ とを報告 して い る｡ 松本ら

( 1 9 9 6) の 非臨床群 の 学生1 8 6 名を対象と した も の

で は
, 無茶喰い が1 4 . 5 % で あ っ た こ と が報告され て

い る ｡

排出行動 に つ い て は
, 喧吐は4 . 9 % ,

下剤は7 . 2 % ,

利尿 剤は0 . 3 % の 者に 認め られ た｡ 上記 の 野上 ら

(1 9 8 7) の 報告 で は
,

排 出行動 が 認 め られた者が 全

体の 2 % 前後で あ っ た｡ 本研究 の 結果は
, 無茶喰 い

,

排出行動と もに こ れら の 先行研究と比較するとか な

り高い ｡ 調査 が後年 に な る ほ ど無茶喰 い の 頻度が 高

くな る こ と は
,

近年無茶喰 い や 排出行動を伴う摂食

障害が特に増加し て い る と い う報告 ( 横山 ,
1 9 9 7

,

馬 場 ,
2 0 0 0 . な ど) と

一

致 した も の と い えよう ｡

2 ) 摂食障害傾向と怒り

状態怒り得点, 特性怒り得点,
とも に摂食障害得

点およびそ の 下位尺度 で あ る 肥満恐怖得点, 過食と

食事に よ る 生活支配得点と の 間 に 有意な 正 の 相関が

認 め られた｡ 状態怒り得点と の 相関係数はより高値

で あ っ た ｡ また
,

下位尺度に お い て は
,

状態怒り得

点と堰吐 ･ 下剤得点と の 間 に有意な正 の 相関が 認 め

られ た ｡ 両者とも過食と の 間 に 相関が
,

また, 状態

怒得点りと埴吐 ･ 下剤得点と の 間に も有意な相関が

認 め られた｡

本研究と同様に 非臨床群 (女子学生8 3 人) を対象

と し
,

摂食障害 の 評価に B I T E を
, 怒り の 評価に

S T A X I を用 い た M illi g a n ら ( 2 00 0) の 研究に お い

て も
, 状態怒り得点と B I T E 得点と の 相関が

,
特性

怒り得点と の 相関よりも強 い と い う同様 の 結果が得

られ て い る ｡ M c m a n u s ら (1 9 9 5) に よる
, 状態怒

り が 病理的な摂食行動 の 誘因とな っ て い る こ とを示

唆した報告や , 摂食障害者 に怒り発作を有する者が

多 か っ たと い う報告は
,

こ の 怒り の 尺度と摂食障害

傾向 の 得点と の 相関を示 した 本研究 の 結果と合致 し

たも の と考え られ る ｡ ま た
, 理論 上

, 状態怒り は
,

可変的な感情の状態 で あり
,

自律神経 シ ス テ ム の 活

性化に 伴 う
,

緊張
,

苛立ち, 不快気分, 激怒 の 感情

を含ん で い るとされ て い る (S p eilb e r g e r
,
1 9 9 6) が ,

こ の 尺度に含まれる項目
, 例え ば ｢ 誰か を怒鳴り つ
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けた い｣ ｢ 何か を壊して い ま い た い｣ ｢ 誰 か を殴りた

い｣ 等を考慮すると
, 衝動性 の 強さを示すも の で も

あるとも考えられる ｡ 摂食障害傾向,
とりわけ, 過

食や 堰吐 ･

下剤乱用は
, 前述したような諸家の指摘

の 通り
,
衝動性と深く関わ っ て い ると考えられる ｡

3 ) 摂食障害傾向と完全主義

摂食障害傾向得点と, 自己志向的完全主義 の 2 つ

の 下位尺度で ある自分の 行動を疑う傾向得点
, 完全

で ありた い と い う傾向得点と の間に有意な正 の 相関

が認められた ｡ 両者は
,

``

念に は念を 入 れる方 で あ

る
"

,

``

納得 で きる仕事をす る に は 人
一

倍時間が か か

る
"

,

"

注意深く や っ た 仕事 で も, 欠点 が あ る ような

気が して 心 配 に な る
"

,

"

戸締りや 火 の 始末な どは,

何回も確か め な い と 不 安 で あ る
''

と い っ た項目 に表

され て い るよう に
, 完全主義 の な か で もより強迫性

を評価する尺度で ある ｡ 摂食障害 の 病前性格として

強迫傾向が 多く報告され て い る ( 馬場 ,
2 0 0 0) が

,

本研究の 結果も こ れ に 則 したも の で あ っ た｡

4 ) 摂食障害傾向と慈りおよび完全主義

怒りと完全主義それぞれ の 下位尺度得点の ク ラ ス

タ ー 分析に より分類した 4 つ の 群に つ い て
, 摂食障

害得点および そ の 下位尺度得点を比較した結果 , 怒

りを伴う完全主義群は
, 摂食障害得点および食 べ る

こ と - の 圧力以外の 全 て の 摂食障害下位尺度得点が

高く
,

一 方, 怒りを伴わな い 非完全主義群 で は
, 摂

食障害得点および食 べ る こ と へ の 圧力以外の 全て の

摂食障害下位尺度得点 が 低 い こ と が 明らか に な っ た ｡

こ れは
, 摂食障害傾向に対 し

, 怒りと完全主義が相

互 に関連し影響を与え て い る こ とを示すもの で ある ｡

こ こ で 着目 して おきた い の が
, 分類された 4 つ の

群に よる , 過食と食事に よ る 生活支配得点と堰吐
･

下剤得点と の 相違 で あ る ｡ 過食と食事に よ る 生活支

配得点 は , 怒りを伴う完全主義群 , 怒りを伴 う完全

主義群とも, 怒りを伴わ な い 完全主義群
, 怒りを伴

わな い 非完全主義群よりも有意に高い ｡

一

方 , 曝吐 ･

下剤得点 は , 怒りを伴う完全主義群が 他 の 3 群に 比

して 有意に高い ｡ つ ま り, 過食と食事に よる生活支

配得点は完全主義傾向の 有無 に か か わらず怒り傾向

と関連があり
,

一 方
,

喧吐 ･ 下剤得点は怒り傾向と

完全主義傾向が 相ま っ て 関連す る と考えられ る｡

過食行動は
,

F a s s si n o ら ( 2 0 01) が指摘する よ

う に 怒 り の 表 出 の
一

形態 で あ れ ,
M illi g a n ら

(2 0 0 0) が考察したよう に強い怒り傾向 ( より普遍

的に は否定的な情動と い う こ と に なろう か) を有す

る摂食障害傾向老が怒り の 直接 的な発露を防ぐた め

に 取りうる方略 の
一

つ で あれ
,

怒り の 貯留と そ の 放

出と い う心的機制に より説明可能 で あ ろ う｡

排出行動 に つ い て こ れを過食一排出行動と い う
一

連 の 流れ で 捉えるならば , 過食 に より貯留した怒り

は
一

時的 に放出され る が
,

こ の 際
,

完全主義傾向の

程度が排出行動の有無に 関与する ｡ 完全主義傾向が

強い もの は
,
過食と い う不適切な行動を打ち消すた

め に排出行動を生 じやすい ｡ 完全主義傾向が弱い者

は
,

そ の ような 不安が少な い ため
, 前者に 比 べ 排出

行動 を生 じに く い
,

と考える こ と が で き る｡

一 方, 排出行動自体が怒り の 表出 の
一 形態 で ある

と い う主張 ( 例えば ,
F a s si n o ら

,
2 0 01) を考慮す

る と
,

排出行動は
, 完全性 へ の 切望と自己 に 向か う

攻撃性をとも に満たす行為 で あると見なす こ とも可

能 で あろう ｡ R is s u t o (1 98 5) の 言葉を借りる なら

ば
,

排出行動は
,

"

憤怒した貴欲 な ｢ 怪物｣ を自分

の 中か ら追 い 出 した い と い う衝動
"

で ある ｡ 本研究

か ら,
こ の 行動は

,
同時に ま た

,
そ の ような ｢怪物｣

を破壊しつ くす こ と で 自ら の 偽り の 完全性を回復 し

ようと い う彼女ら の 絶望的な苦闘 で もあ る こ と
,

が

想定された ｡
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