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1 ．は じめに

　 生命活動 を営ん で い る もの は，動物で あ っ て も植物

で あ っ て も，生命活動 に 必要な栄 養素 は，生体の外部

か ら摂 り入 れ なけれ ば な りませ ん．しか し，人 の 食 の

場合，他の 動物の そ れ と 大 きく異 な っ て い る こ とが あ

ります．それ は必要 な栄養素を，料理 と して 摂取 して

い る とい うこ と で す．そ こ に，本能 に 基 づ い た食行動

（空 腹 を 満 た す食）に ，後天的 に 獲得 さ れ た様 々 な 要素

が加 わ り，人それぞれ に 異なる食文化が育まれ ます．

　 か つ て t わ た し が 学 生 だ っ た 頃，「お こ げ を食 べ る

とが ん になる，」と，学 会 で 話題 に な っ た こ とがあ りま

した．そ の 学会の 帰途，ご
一

緒し た 阪大の 教授が，「火

の 文化 を持 っ て い な い ネズ ミ が お こ げ を食べ て が ん に

な っ た か ら と い っ て，火 の 文化 を持 っ て い る 人間が お

こ げを食べ て，果た し て が ん に な る だ ろ うか ？」と問

い か けて こ ら れ ました．まさ に 日か ら 鱗 で す．わ た し

に と っ て ，生化学の 世界に 文化とい うこ と ば は．それ

まで 存在 して い ませ ん で した ．そ して ，こ の エ ピ ソ ー

ド は，今も大切 に して い る思 い 出 の ひ とつ とな っ て い

ます．なぜ な ら，わた し に，物 の 見方，視点 を変 えて

み る こ との 大切 さ と，人 と 動物 の 食 の 違 い を気付か せ

て くれ た か ら で す．あれか ら30年以 ヒ経ち ま した が，

未 だ に，栄養 ・生化学の 世界に，文化 とい う言葉 は 存

在 して い ませ ん．食材に含まれる栄 養成分 ・機能性 成

分 、そ して 体 内 に 吸収 されたあ との栄養成分 ・機能性

成 分の働 きに つ い て は，実験動物 を使 っ て 分子 栄養学

や 生化学が 克明 に 解明 して くれ て い ます．しか し，人

間 の 食事が，文化的な存在で ある と い う視点，何を食

べ る の か だ け で な く，ど の よ うに 食 べ て い る の か が，

生体機能 と ど の よう に 関 わ っ て い る の か に つ い て は，

ほ とん ど研究 され て い ませ ん．

　食欲 の 低下 して い る病人 の 食事も治療が 優先 され，

食事は薬と同 じサ イエ ン ス として の 存在で しかあ りま

せ ん．そ の 食事に どれだけ の 栄養素が含まれ て い る か

に つ い て は 小数点 以 下 の 単位 まで 克明 に 計算さ れ ます

が，食欲 の 低 ドした患者 に どの ように 食 べ て もらうの

か まで は 計画 さ れ ませ ん．例 え ば t 白粥 も，樹脂 の 器

で 供され た 時 と，漆 器の 器 で 供 された時 とで は，お い

しさは 同 じ で し ょ うか ？家庭の 食事 も1司じで す．中食

市場 が 年 々 拡 大 し て い ますが，買 っ て きた もの をそ の

ままの 器 で 食 べ る の と，気に い っ た器に移 して 食べ る

の とで は どうで し ょうか ？「お い しそ う ！食べ たい 凵

と 思 っ て 食べ た 食事 と，「食 べ なけ れ ば な ら な い ．」と

い う義務感 で 食 べ た食事が等価とは思われ ませ ん．

　ラ イ フ ス タ イル の 変化に伴 い ，人 々 は食事に機 能性 ・

簡便性 ・
経 済性 を求 め て きま した．結果，食事の 姿は．

文化的な存在か ら益 々 遠ざか ろ うと して い ます．

　ADL （Activities　of 　Daily　Living ： 日常 の 活動の レ ベ

ル ）が低 ドすれ ばするほ どt 食 べ る こ とが 生活の 楽 し

み の 中心 とな ります．従 っ て，提 供 され る食事が持 つ

メ ッ セ ージ と と もに 食事が提供され る環境 へ の 配慮は

食 べ る 人 の QOL （Quality　of 　Life）とi朶く関 わ ります
1〕．

　そ して お い しさをデザ イ ン す る上で，色彩 は重要 な

ッ
ー

ル と な ります，何故 な ら，色 彩 は 視覚情報の ほ と

ん どの 要因 に 関わ っ て，わた した ちに様 々 な感情を喚

起 させ る か らで す．

2 ．お い しさにつ い て

　 ヒ トの 食行動 が 単 な る 本能的行動 で は な く，文化的

な行動 で ある こ とは先 に も述 べ ましたが ，そ れ だけ に

「お い し さ」は，主観的 なもの とい え ます．従 っ て ，食

行動 を 通 して 満足 感を得る ため に は，個人に と っ て ，

食べ た もの が，「お い し い 」と感 じる もの で なければな

りませ ん．た だ し，ブ リ ア
・
サ ヴ ァ ラ ン

L〕
が，美 味礼

讃 の 中 で ，「禽獣 は喰 らう，人 間 は 食 べ る，賢者 は 食

べ 方を知 る」と言 っ て い る よ うに，空腹感を満 たすた

め の 食 （腹 で 食べ る 〉，自分 の 嗜好を満たすた め の 食（舌

で た べ る ）の み で は，良 い 食 と は 言 え ま せ ん．食 は そ

の 人 の 「人 と な り」を表 します．従 っ て 食 べ 方 も大切な

の で す （頭 で 食べ る ）．
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Lt谷 ：お い しさと色 二 1

　図は．個人の 食行動 に 影響 を与え る と考えられ る 主

な要因 を絵 に し た もの で す．本能的欲 求（空腹劇 に 加

え，後天的 に 獲i得 され た様 々 な要因〔食習慣や 食嗜好 ・

価値観 ）やそ の 時 々 の 心身の 状況等に よっ て，具体的

に食べ た い もの （そ の 欲求 σ）こ と を 食 欲 と い う〕は 変化

します．

圃

　で は，食べ た い もの が決定 された として ，わ た し達

がそれを選択す る際 に は，ど の よ うな情報に 依存 して

い る の で し ょ うか．そ こ に は ．視覚か ら取 り人 れ ら れ

る情 報が大 きな役割を担 っ て い ます．

3 ，おい しさに関わる視覚情報

　わた した ちが食べ もの を選択する際に，最 も重要 な

働きを し て い る の は，感覚受容器 に お け る 感受性 の 割

合が，視覚87％、聴覚 7％，触覚3％ ．嗅覚 2％．味覚 1％

とされ て い るように
IS］，目か ら入っ て くる情報〔視覚情

報 ）で あ る とさ れ て い ます．実際 に，「お い し さ」を表

現す る言葉を集め て み ます と，味覚用語 よ り視覚用語

の方が圧倒 的 に 多 い こ と が 分 か ります．

　食べ もの の 実際 の お い しさは食べ て み ない と分か り

ませ んが，まず「お い し そ う」に 見え る こ とが，次 の 選

択 ・摂食行動に繋が ります．飲 食店を選 ぶ 場 合 も，同

じで す．店構えが
’j’え る印象は，客 の 人 りに 大い に 関

係します，だか ら こ そ，フ
ー ド ビ ジ ネ ス の 世 界で は．

あ の 手，こ の 手を駆使 して 「お い しそ う に 見 せ る，感

じ させ る 」た め の 工 夫が 凝 ら され る の で す．

　で は，そ の 重要 な役割を担っ て い る視覚情報 に つ い

て 考え て み た い と思 い ます．

　次 の 図 は，食べ 物に 関する視覚情 報 の 種類 とそ こ か

らわた し達が どの ような情報を受け取 っ て い る の か を

ま と め た もの で す．人 は，こ れ ら の 情報 を総 A 的 に 捉

え評価を下 し ます．

　 こ こ では，視覚情報の 中か ら，表面物性 が 与え る「て

り ・つ や 」と色彩 と の 関係 に つ い て，わ た し達 の 研究

も紹介 し な が ら 考え て み たい と思 い ます．

　表面物性が
「

」・える情報の ひ とつ で あ る「て り
・つ や

・

濡れ 感」な どは、料理 の 作 り立 て 感，野 菜の 新鮮 さ．

魚 の 鮮度な ど を判定する の に 重要 な手掛か りとな りま

す，そ の た め ，惣菜 の 煮物 な ど に は，販売時間内に煮

物 の 表面が乾かな い よ うに化 工 で ん ぷ ん な ど を使 っ て

水分を保持 させ て 乾燥 を防ぎ，魚や 野菜に は定期的 に

水が 噴霧され，表面物性 が保持 され て い ます．

食 の 視 覚
．

が与 え る もの

　と こ ろ で．「て り．」とい う言葉と「つ や 」とい う言葉 は

どの よ う に 異な る の で し ょ うか ．両 者 の イ メ ージ を調

べ て み る と，
圏’
濡れた

”
や
」」
豪華 な

”
な ど共通 した イ メー

ジ があ るもの の ，「て り」で は
“
あたたか い

”
t
」L
重厚 な

”

が ，「つ や 」で は
國」
冷た い

1t
，
”
女性 的 な

”
な ど，両者 に は

イ メ
ージ に 違 い が認め られました

’i．．

　蓮沼覗 ま「っ や」は「光沢」と同義語に使用 され る と し，

JISE；1iで は．「光沢」に は IE 反射成分 の 大小 や ，反射光 の

空間分布 の 尖鋭 さ などが 関係す る とあ り，色彩科学 ハ

ン ドブ ッ ク
T：
で は，「光沢感」は，本来の 形，色．模様

な ど，像 と違 う何か異種 の 明 る さ が そ れ を お お い ．本

来 の 形を知る こ とを迷わす もの があ る とい う感覚で，

鏡面反射光 と拡 散反射光 の 比，拡 散反射光 の 少 なさ，

表面に 映る物体の 像 の 鮮明 さ，像の歪み，表面の テ ク

ス チ ャ
ー，きず，表而 の ご み，シ

ー
ン 現 象な どが関与

す る．とあ りま した．一
方，江崎

ti｝は拡散反射光 が 色

を生 み，正反射光 が 「つ や 」を生 む と し，高宮 ら 9 ，

は，

食品 の 「つ や 」に は，而眼対比 光沢性の つ や 、色彩対 比

光 沢 性 の つ や が あ り，つ や 層の 厚さ か ら導かれる 目の

焦点の 多様性，色相（食品 の 地色）と つ や な ど考え る べ

き要素が多 くあ る こ と，また 「き ら き ら」，「ぎ ら ぎ ら 」

とい っ た時間的様相を加 え動 的に考える必要性がある

と し，これ らを心理的光沢感と し まし た．しか し．「て

り」に つ い て 言及 さ れ た もの は，ど こ に も見 当た り ま

せ ん で した．
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　料理 の 世界で は，「て り」と い う言葉 と 「つ や」とい う

言葉は、感覚的 に使い 分け られ て い る よ うで す．た と

えば，「ぶ りの 照 り焼 き」を考え て み た い と思 い ます．

なぜ 「つ や 焼 き」で な く「照 り焼 き」と い うの で し ょ うか．

そ れ は先に も示 した 「て り」と い う言葉が持 つ 温度感覚

が 関わ っ て い る と考え ら れ ます．そ して ，「照 り焼 き」

に す る こ と で ，お い し く見え る 秘密があ ります．そ れ

は，糖 と ア ミ ノ 酸 が加熱 に よりメ イ ラード反応を起 こ

す こ とで 褐変 し．表面 の 明度が低下す る こ とと関係 し

ます．表面構造 が同 じ場合 （IE反射率が 同 じ 〕，明度が

低 い 方が，拡散反射光が 吸収され る た め に，光沢度が

ヒ昇する か らです （対比 光沢度）．さら に，光沢感が E

昇する と，よ り赤系 が 増す た め に，お い し さが 倍増す

る と考え られ ます．

4 ．日本の食文化と色

1）季節感を表す色彩

　 凵 本 の 食文化 の 源流 をた ど る と，「陰陽 五 行思想」に

行 き当た ります．陰 1場五 行思想が 日本 に伝 えられた の

は 5 世紀か ら 6世紀頃 とされ て い ますが，平安京に は，

陰陽寮 と呼 ばれ る 役所 が 置 か れ，朝廷 の 行事や 農事が

陰陽五行の思想に則 っ て なされて い ま した．そ して ．

天皇 の 食事 も，陰陽五行思想 に 則 っ た食 の決ま り，つ

まり
“
食経

”
に 基 づ い て 供 さ れ て い ま した ，

　五行説で は．さ まざまな もの に五 行が配当 され て い

ま す が ，料理 に 関係す る もの で は，五 味，五 色，五 法

があ ります．それぞ れ，青（緑）一酸一煮，赤一
、

’
・
’

1
ニー

焼

黄一甘 一生．白一辛一揚，黒 （紫 ）一鹹 一
蒸 　と い う関係

に な っ て い ます．　 現代で も，料理人 は．五 色を重ん

じなが ら，季節の 食材を選 び，切 り方，使 用す る 器 と

の 組み 合 わ せ に よ っ て 季節 に あ っ たお い し さ を表現 し

て い ます．器 の 種類 （素材．形，絵付け等）が 多い の も

日本料理 の特徴 と言えます．日本料理 が 「目で 食 べ る

料理」とい わ れる所以 で す．

　懐 石料理 の メ イ ン デ ッ シ ュ で もあ る 椀盛 り（煮物椀）

に つ い て，料理 人 が
・
椀 の Ill：界に ど の ような色彩を

使 っ て 季節 を表現 して い る の か，黒椀が用 い られた も

の に つ い て ，色面積 ・色数等を算 出 し分析 して み ま し

た ］O卜．そ の 結果 視覚 に 入 っ て くる椀 の 面積 （画像 と

して 切 り取 っ た 円の 面積）に 占め る椀種 （白 ・肌色 に 近

い ）の 面積が．暑 い 季節 に は大 き く，寒い 季節に は 小

さく見えるように （20％ か ら 40％），季節の 野菜（椀妻，

吸 い 口 ）が 盛 り付け ら れ て い る こ と が分か りま した．

明度の 高 い 椀種が背景に配 される こ とで ，椀妻と し て

添 え ら れ る 野菜の 色 が 映 えます．椀妻と して 使用 され

る季節の 緑 が 占め る 而積 は 6 〜 10 ％ で ．赤，黄色 　オ

レ ン ジ，茶色 などの 有彩色 の 野 菜の 色 面積は 5％ 以 下

で し た，し か し．こ れ らの 有彩色は．ア ク セ ン トカ ラ
ー

と し て ，華や か さや 温 か さを演 出す る た め に 効 果的 に

利用 され て い ました．料理人 は，季節の素材を使 っ て，

視野 に 入 っ て くる色面積 と色数 を効果的 に変化させな

が ら，暑い 季節 に は涼 や か さを，寒い 季節に は 温 か さ

を演出して い た の で す．図 は色彩分析 の 結果を もとに

夏 （暑い 季節 ）と 冬 （寒 い 季節）の 椀盛 の 盛 り付け の 特徴

をパ タ
ー

ン 化 した もの です．プ ロ の 料理 人 は 自ら の 感

性で 椀 の 川：界 を作 りますが，それ を科学的な手法で

分析 して み る と，一
つ の 法則性が 見えま した．

魯い 季節

椀盛 ‘1のパターン

麟 聰季節

　和菓子 の 世界 で も，色 の 取 り合 わせ は 重要で す．職

人 の 手 わざ は，巧み に 色を 用 い なが ら季節感 を表現 し

て い きます．例 えば ．絶妙 な色使 い の そ ぼ ろ 餡 の組み

合 わ せ の み で 四 季折 々 の 風景 を表現 した 菓子 に，「き

ん とん 」が あ り ま す．「き ん と ん 」の 形 は ，季節を問わ

ず不変で す．また余分な飾 りもあ りませ ん ．そ ぼ ろ餡

の 色 の 組 み合わせが命です．

　和菓子 は，目で 愛 で ，菓子 の 銘 を聴き．菓子の表情

と 銘か ら想像 した季節 の 風景 を味わ い ます．作 り手が

表現 した風景が 食べ 手の 想像 の 世界へ と繋が っ て い

きます、そ して 食べ 手が想像す る 風景 は，人 そ れ ぞ れ

の 記憶 の 中 に あ る 風景 で す．口 に 入 れ た 後は．味
・
舌

触 り ・歯触 りを楽 しみ ．風味 で 余韻 を味わ い ます．

　囗本料理 に お い て も．和 菓 子 の 世 界で も，わ が 国 に

お い て季節の彩 りを大切にす る食文化が成立 で きる の

は．四 季折 々 の 風 景の 移ろ い を目本人 と して共有 して

い る か らとい え ます．

2）漆器の黒 の美

　乾
ID

は，「夜 は くら くて い けない か 」の 中で ，光源 の

開発の 雁 史は効率を高める歴史 で あ る とし，照明は 発

達すれ ばす る ほ ど明 る くな る と して い ま す．宇宙 か ら
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大谷 ： おい しさと色 一1

見た夜 の 地球 の 映像 は，光の 量が そ の 国 の 腹か さ を

反映して い る こ とを物語 っ て い ます．

　24時間都市 の 出現 に 見 る よ うに．口本人 は明る さを

求め，明 る い こ とが 当た り前 と して t 暗 さを忘れ て き

た よ うに思 わ れ ます．現 代 の 照明 と は 異 な り，燃焼性

光源 しか無か っ た時代，人 々 に と っ て 闇 は怖 い もの と

して恐 れ られ て い ました，闇の 中で 感 じる不安感や恐

怖心 が 魑魅魍魎 を生んだ の で は な い で し ょ うか ．そ し

て 現 代人 は 明る さを f’に 入れ魑魅魍魎 を葬 っ た代償に、

こ こ ろ を病 ん だ人を生み出 して い る よ うに 思えます．

　NHK の 大 河 ド ラ マ の 「平清 盛」の 映 像 が暗 い と ク

レ
ー

ム が つ い た と聞 い て い ます が ，わ た し は，そ の 暗

さの 中 で使用 され て い る松明の 炎 の ゆ らぎが効 果的な

演出 に な っ て い る と感 じて い ます ．

　と こ ろ で ，そ の ような充分な照 明が無 い 時代で あ っ

て も，凵本 人は縁 をつ くり，ひ さ し を出し，太陽 の 光

が 住居 内 に 入 っ て くる の を阻 ん で き た よ うに思え ま

す．当然、当時 の 住居 は，昼間 で もか な り暗 い もの で

あっ た と想像 され ます，徒 然 草に「家 の つ くりよ うは

夏 をむ ね とす べ し ・…　 」と あ る よ うに t 目 本 の 夏

の 蒸 し暑 さを凌 ぐこ と は，明 る さ を求め る よ りも，も っ

と重要だ っ たの か も分 か りませ ん．しか し，そ ん な 暗

さの 中で も，日本人は黒塗 りの 漆器 を愛で て きました．

またわび茶 を追求 した 千利休が ，黒好み だ っ た こ とは

有名で，派手好み の 秀吉に あえ て 秀 吉の 嫌 う黒茶碗 で

茶 を出 した こ と は，利休の 茶道 へ の 美意識 の キ張だ っ

た とい え ます．秀吉 との 問に様 々 な確執が あっ た こ と

も
一

因 と は い え，そ の こ とが秀吉の 逆鱗 に 触れ利休の

切腹 に 繋が っ た と い う説 もあ る ようで す．

　西洋の 食器，磁 器が，ひたす ら美しい 白を求め た の

と は 対照 的 な気が し ます．

　 谷 崎潤
一

郎
T2’は，陰影礼賛の 中で．「事 実，「闇 」

を条件に 入 れ なけれ ば 漆 器 の 美 し さ は 考え ら れ な い

と云 っ て い い ．・・昔か ら あ る 漆器 の 肌 は．黒か茶 か

赤で あ っ て ，それ は幾 重 もの 「闇」が 堆積 し た色 で あ

り
・・」と した うえで ，「古の 工藝家がそ れ ら の 器 に 漆

を塗 り．蒔絵 を画 く時は、必 ずそ うい う暗 い 部屋 を頭

に 置き，乏 しい 光 の 中 における効果を狙 っ た の に違 い

な く，金色 を 贅沢 に使 っ た り した の も，それ が 闇 に浮

かび出 る具合 や，燈火を反射する加減を考慮 した もの

と察せ ら れ る．・…　　 豪華絢爛 な模様の 大半を闇に

隠 して しまっ て い る の が ，云 い し れ ぬ 餘1青を催す の で

あ る．」と書い て い る．さ らに 「漆器 の 椀 の い い こ とは，

まずそ の 蓋を取 っ て，口 に持 っ て い くまで の 問，暗 い

奥深 い 底 の 方 に、容 器 の 色 と ほ と ん ど違わ ない 液体が

音 もな く澱 ん で い る の を眺 め た瞬問 の 気持ち で あ る．

人は，そ の 椀 の 中 の 闇に何があ る の か を見分け る こ と

は で きな い が ，汁が ゆ る や か に 動揺す る の を 手 の Lに

感 じ，椀 の 縁 が ほ ん の り汗を掻 い て い る の で，そ こ か

ら湯気が 立 ち昇 りつ つ あ る こ とを知 り，そ の 湯気が 運

ぶ 匂 に依 っ て 口 に啣む前に ぼ ん や り味わ い 豫覚す る ．」

とまで 書 い て い る．

　谷崎の 文章に，わた しは時間が凝縮 した，そ して ど

こ まで も深 い 静 けさ と と もに，うす暗 い 中 で 食す る 人

の 研ぎ澄 まされた感性 の 鋭 さを感 じました．

　先 に 椀 盛 りの 色彩分析の 結果 を紹介し ま し たが ，そ

れ は ，照明の 行きとどい た現代の 話 で す．も し か し た

ら昔 の 人の 感性 は 現代人 の そ れ と は ず い ぶ ん と違 っ て

い た の か も分か りませ ん．昔 の よ うな暗い 照明下 で の

食事 で は，視覚 よ り 嗅覚 や 触覚 が 優先 され た の か も分

か りません．

　乾
山 は 暗さ の よ い と こ ろ は，「暗さが 人 に もの を考

えさせ る とい うこ と な の だ．」と し て い ます が ，確か に ．

現代人 は 明る さを手 に 入れた代償 として，想像力 ・
思

考力 を 低下 さ せ て い る よ うに 瓜 い ます．い つ し か 食事

も五 感で 味わ うこ とが 忘 れ られ て い ます．た まに は，

照度を落 とし，五感 を鋭敏に働 か せ なが ら食事を楽 し

ん で み て は い か が で し ょ うか．

5．文化によっ て異なる色彩感情

　1卜々 岩 ら ［3〕は、「人 類 の 色彩 に 対す る 認知や 感情 は 7

割が 普遍的，3割が個別的 で あ る」と し，風見
1−a．）

も，色

の 持つ さまざまな心理作用 ・生理作用は文化 の 差 異を

超 えて 共通す る と こ ろ が あ る と し て い ます．

　色が示す象徴 内容は，そ れぞ れ の社会が持 っ て い る

文化に影響を受ける た め，文化が違 え ば 色 の 意味内容

に も違 い が生 じる と考え られ ます．わた し達 も，色彩

の味覚 イメ
ー

ジが 日本 と韓 国 で．また 同 じ 日本人で も

世代 に よ っ て 異 な る こ とを明 らか に して い ます
11）．．

　 と こ ろ で ．黒色 は，色彩 の 世界に お い て 最 も基本 と

な っ て い る 色 で あ りなが らt肯定的意味 （高貴，魅惑的）

と否定的意味 （陰気．不気味）を併 せ て い る 色 で あ る と

さ れ て い ます．ま た，本能的 に 闇や恐怖を連想 させ る

た め 人 々 に嫌悪され て きた色 で もあるが，世界 的な嗜

好色 で もあ る と され て い ま す
13／．わ た し達 も，2001年

に，日本，韓国，中国，台湾，タ イの 学生を対象に黒

に 対す る イメージ調査を実施 しま した．そ の 結果，多

く の 共通 した イ メ
ージ と と もに ，図 に示す よ うに，国
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に よっ て かな り異なる イ メージ がある こ とが示 され ま

した 16，．

　 また次 の表は黒か ら連想され る食品 と図 にはそれ ら

の イ メージ プ ロ フ ィ
ー

ル を示 しました，同じ東ア ジ ア

に属す る国で あ っ て も，国に よ っ て 連想され る食品が

かな り異なる こ とが分か ります．従 っ て，イメ ージプ

ロ フ ィ
ー

ル も異な る もの とな っ て い ます．日本 で は、

黒 い 食品が健康に 良い とい うこ と で ブ ー
ム に な っ て い

たためか，特 に「健康に良 い 」で は高い ス コ ア が 示され

ま した． こ の よ うに，わ た し た ち の 色彩 イ メ
ージ は t

調査対象者が育っ て きた社会的背 景 に 強 く影響を受け

て い る こ とが理解 され ます．

が 消え て い ます．また コ 食 （個 別食，弧 食，子食）に

見 る よ うに 人 と人が 関 わ ら な い 食が 増 え，心 を病 む

人，生活習慣病を患う人が増 えて い ます，食卓に 豊 か

な色彩 を運ん で くれ る の は，野菜や 食卓を演出す る 小

物 たち（器，飾 り．テ ーブ ル ク ロ ス ，花 な ど ）で す．五

味 ・五 色 ・五 法に代表 され る ように，い ろ い ろ な味 ・

色 ・調理 方法 を食事 ・食卓に取 り入れ （もてな しの こ

こ ろ），そ し て それ を 五 感 で 味 わ う，楽 しむ（もて な し

の こ こ ろに応 える食 べ 方 ），こ こ ろ 豊 か な食事時間 を

大切に し た い もの です．食卓が 居心地 の よ い 空間で あ

る こ との 意義を，もう
一

度．見 直す時期 に来て い る よ

うに 思 い ます．

あたた か い

安±な

安定 し た

豪華な

地味な

進歩的な

狭 い

単純な

非 凡 な

良 い

＃常1：　　か陰り　　やや　　蝋 下　　や や　　カLな リ　非需 に

2
丶

广
一

／ 亀
’
　 ・

、　 、F　　．・

’
” 

、　 ！

，・二“，　丶

　 　 　 日本　　　　　
’’’’’’’’’’’”齟

纏 国

一一一一一一
　 中国 　　

一’一’一
　 　台湾

一一一一　 タイ

　 国によ る週 い が脚め られた 10 の イ メ ージ

黒から違思した食品 C上位 7っ ）

つ め たい

危 険な

不安 定な

質 素な

派手な

保守的 な

広い
複 雑 な

平凡な

悪 い

健康に良い

おいしい

安い

身近 rs

人気がある

　 　 　 　 　 どち ら で
非 鴬 に 　 か な り 　　や 愉 　　 もない　　 や や 　　か なリ　 非増 に

，’お
丶

丶 、∴

．＿丶 ・・……’’’’””
，’

コ：魯 ’……誤

　 　 　 　 日本

一■■一一一
　中国

一一一一タイ

　 　 　 韓国

■’一’勵
　台湾

黒 い 食 品の イ メ
ー

ジ

健康に 悪い

まずい

高い

易 近で はな い

人気が廐い

　色彩 の な い 食卓は 考 え られ ませ ん が，「現代 の 食卓

は茶色が代 表す る．」と，言われるよ うに，食卓か ら色
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