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【目的】

【方法】

【結果】

【結論】

千葉県酒々井町にある私立高校に通う高校１・２年生、調査に承諾を得た大学生を含む社会人対象として、装飾にお
ける印象についてのWEBアンケートを実施し、計277名から有効なデータが得られた。データは、性別などの属性を基
準とし、印象についてχ二乗検定によって、各データにおける印象の割合を算出した。

アスリートが行う装飾のイメージは、男性の方が女性に比べ好ましく思っていない傾向があり、ピアス・ヘアカラー・ネイ
ルは特に女性は好意的に感じている。
　年代による差は、40歳以上の年代で好ましく思っていないことが明らかとなった。20歳未満の年代においては、アス
リートの装飾自体は好意的に感じている一方で、装飾をすることによってスポーツの結果に不利益が出ると考えている
傾向にある。
　スポーツ経験によっては、アスリートが行う装飾へのイメージに差は見られないが、スポーツ経験を有する者のほうが
装飾に対して好意的かつスポーツへの不利益を感じている。

本研究で明らかとなったのは、アスリートが行う身体装飾への感じ方について年代および性別で違いがあることである。
若年層の多くは「魅力的」で「表現の一つ」であると考えており、アスリートの姿かたちに対する多様性が生まれているこ
とを捉えることができた。

現代における多様性への理解によって、装飾によるファッションとしての意識が高まってきている。一方で、アスリートに
おける装飾について具体的な許容度について明らかにされていない。本研究では、各属性における質問項目の比較
からスポーツの装飾への意識を明確にし、今後のスポーツの装飾への研究に役立てていくための現状を知ることを目
的とする。

アスリートが行う身体装飾に対する人々の認識に関する研究
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[Purpose]

[Methods]

[Results]

[Conclusion]

Research on people's perception of bodily adornments by athletes

The modern understanding of cultural diversity has led to increased awareness of bodily adornments.
However, the social tolerance level for adornments worn by athletes has not been clarified. This study aims to
clarify the perceptions relating to adornments worn during athletic competitions by comparing responses for
each demographic, and to better understand the current situation in support of future research on this
subject.

A web-based questionnaire on adornment-related attitudes was administered to first- and second-year
students attending a private high school in Shisui, a town in Chiba Prefecture, Japan, as well as to working
adults and university students who consented to the survey. Valid data were obtained from 277 respondents.
The data were categorized by gender and other attributes, and the χ-square test was used to calculate the
percentages for each data group with respect to the various attitudes they held.

Results showed that men tended to perceive adornments worn by athletes less favorably than women. Women
also more favorably perceived piercings, dyed hair, and nail polish in particular.
Differences by age group were evident, with those over age 40 perceiving such adornments less favorably.
Those under age 20 tended to believe that adornments worn by athletes might undermine their performance
at their sport, while feeling favorably toward the adornments themselves.
No differences were found in the perceptions of adornments worn by athletes according to the participants’
sporting experience. However, those with sporting experience were more favorable toward adornments and
reported believing they undermined their performance.

This study revealed that the perceptions of personal adornments worn by athletes during competitions varies
by age and gender. Many younger respondents considered them "attractive" and "a form of expression,"
indicating diversity is conveyed in the way athletes adorn their bodies.
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