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信号検出理論の 官能検査へ の 応用

畑　江　敬　子
＊

　官能検査 と は，昧，に お い ，テ ク ス チ ャ
ー，色などを人

間 の 感覚で 測 定す る方法 で あ る 。 官能検査 の 最終的な 目

標 は 消費者 の 嗜好 に 合 っ た商品を市場 に 出す こ とに あ る 。

　官能検査に 関 して は 多 くの 秀れ た 文
一
mh1°5） があ る の で，

こ こ で は ， ど こ で 何故 ， 官能検査が 必要 とされ る の か等

に つ い て 簡単 に ふ れ る に 止 め る 。 な お ， 本 稿 で は 食物 を

念頭 に お い て 話を進 め る。

　信号検出理論は 元来 ミ シ ガ ン 大学の 通信工 学の 研究 者

た ち が中心 に な っ て 構築 し た も の で ， 心 理 学 註 1の 分野

で も利用 され て い た 。 近年 ， 官能検査 へ の 応用 も試み ら

れて い る
网 ）

。 そ こで ，信号検出理論 に つ い て 簡単な背

景 と応用例 を 紹介 した い 。

註 工） 心 理学 の 方法論 に は 計量 心理 学 と数理 心 理 学 の 2 領域 が

　　　あるa 心理現象の 解明 に 統計的 方法を用い る計量心 理学

　　　 に 対して ， 数理 心 理 学 は数理 モ デ ル を用い て 現象に せ ま

　　　 っ て い こ うとする領城で ある。 信号検出理論は よ り数理

　　　 心 理学的 な も の で ある と されて い る10）
e

　 1． ど こ で 官能検査 が 応用され て い る か

　食物 の 感覚的な品質特性に 対す る人間 の 応答を知 りた

い ときに官能検査が 必要とな る 。 それは 以下 の よ うな 場

合 で あ る 。

　（1 ）　消費者の嗜好を把握する

　ある商品に 対す る 消費者 の 嗜好 を 調 べ た り，A ，　B　2

社の 類似した商品に 対す る 消費者の 嗜好 に 差が あ るか ど

うか 調 べ た りす る の に ， 官能検査 を行 う。

　さ らに 新し い 商品を市揚 に 出すに あた っ て は ， は た し

て それが消費者に 受け 入 れられ るか ど うか を知 る必 要が

あ る 。 そ こ で ，予め 官能検査を 行 っ て 消 費者の 反応 を予

測 す る 。

　消費者が どの よ うな傾向 の 商品を 好むか を調べ る こ と

もあ る 。

＊
　お 茶の 水女子夫学

　（2 ） 製晶 の 晶質管理

　生鮮食品の 品質 に あ る程度バ ラ ツ キがあ っ て も， 消費

者は 止むを得な い と 思 っ て い る 。 しか し ， 加工 した 商 品

に 対 し て は ，一一
定の 品質を保 っ て い る こ とを 要求す る。

　ど の 程度の 原材料 の 晶質 の バ ラ ツ キ ，材料配合の 変化，

製造条件 の 変化 な どが ， 品質の 差 とし て 消費者に 識別さ

れ るか ， また ， どの 程度の 貯蔵変化が識別され るか を知

るた め に 官能検査を行う。 た とえば，こ れ ま で 使用 し て

い た 原料 の 入 手 が 困難 に な っ た 場合 に
， 安価な原料 を ど

の ぐらい まで置き換え て も品質 の 差が消費者に 識別 され

ない か ，コ ス トを下げ る た め に 熟成期間を短縮 し た い が，

どの 程度ま で な ら 消費者に は 区 別 で ぎな い か ，な ど を知

る た め に 官能検査が行わ れ る。

　（3 ）　人間の感覚と化学特性や物理特性との 関係を知

る た めの 手段としで

　人間が 好 ま しい と感 じる食物 の 呈味と ， そ の 食物の 呈

味成分 と の 関係が 明 らか に な れば，呈味成分を コ ン トロ

ール する こ とに よっ て ， 好ま しい 製晶を作る こ とが で き

る 。 た と えば，熟成に よ っ て好ま しい 呈味成分が形成 さ

れ る よ うな 製 品 に お い て ，熟成に よ り増加あ る い は減少

する 成分 と人間の 感覚との 関係がわか れば，熟成の 条件

de　＝ ン ト P 一
ル して熟成期間を 短縮す る 方法を模索す る

こ とが 可能 とな る 。

　（4） 商品 の 格付けや規格

　米，茶，ウ ィ ス キ ー
，

ワ イ ン
， 肉な ど の 格付けは 熟練

者の 感覚 に よ っ て 行わ れ て い る 。

　 （5 ） その 他

　化学物質 と身体の 相互作用の 関係 を知 る 。呈味物質は

味蕾の 味細胞 の 表面 に 存在す る受容体 （味覚受容 タ ン パ

ク 質）と相互作用 し て 味の 感覚を誘起す る の で あ るか ら ，

化学物質に 対す る人体の 反応を調べ る こ とが で きる，

　ま た，呈味は 人間の 食物選択 に 影響を与え て い るか ら，

何故そ れ を好むか が わか れ ば食欲の コ ン トロ
ー

ル の 手が
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か りに な る。

　 ll．そ れは何故か

　機器の 応答 と人 間 の 応答は 必ず し も同 じで は ない か ら

で ある 。 それ は 以下の よ うな 理 由に よ る 。

　（1 ）　嗜好 の 判断は 人 間に しか できな い

　機器で は食物あ るい は 商品に 対す る人間 の 嗜好を はか

る こ とは で きな い の で ，官能検査に 頼ら ざ る を 得な い 。

　（2）　人間 の 感覚は同時に多くの 情報をと リ入れる

　人間は 多数の 旨味成分か ら昧の 情報を得る 。 多数 の 物

理的特性か らテ クス チ ャ
ー一

の 情報を得る 。 そ して こ れ ら

を総合 して ， お い しい ，ま ずい と判断 し て い る 。
こ の よ

うに 「総合する」 こ とが 人間の 感覚 の 特微 で あ る 。 しか

も総合 に 要す る 時聞は極め て 短時間 ， 瞬時で ある 。 こ の

よ うな こ と は機器に は で きない 。

　（3） 人 間 で は 多くの メ 力ニ ズ ム が同時 に働く

　人間で は あ る感覚が 他 の 感覚の 影響 を 受ける こ とが あ

る 。 例えば，バ ナ ナ の 匂い の す る液体に 赤い 色をつ け る

と消費者は イ チ ゴ の 匂い と間違え る こ とが ある 。

　（4 ） 含有成分量 と人間の 感度は平行す る と は限らな

い 。

　呈 味成分の 含有量が 2 倍に な っ た か らとい っ て，人 閭

の 感覚は 必 ず し も 2 倍強 くな っ た と認識す る とは 限らな

い o

　
一

方 ， 物理特性が 呈味の 感覚に 影響を与え る こ と も知

られ て い る。蔗糖濃度が 同 じで あ っ て も軟 らか い 食物よ

り固い 食物 の 方 を 甘味が 少な い と感 じ る こ と が認め られ

て い る 。
こ の よ うな情報 は 蔗糖量 の 分析結果 か らは 得 ら

れない 。

　（5 ） 人間の感度と機器の感度は必ず しも同 じで はな

い 。

　機器測定に よ っ て は 区溺で きな い 微妙な差 を人 間 の 感

覚が 識別 する こ とが あ る 。 そ の 逆もあ り，両者 の 感度は

同 じで は な い 。

　（6 ） 人問の感覚 の 感度は変化 す る 。

　人闇 の 感覚の 感度は ，環境条件や 心 理 的 ， 生理 的条件

に よ っ て 変化する 、 同
一パ ネ ル 員の こ の よ うな条件に よ

る変動をな るべ く少な くした い と きに は 訓練 を行う。
こ

の 訓練 は 測定機器の 較正 と 同じと思えば よ い 。 加齢 や 病

気に よ っ て も感度や嗜好は 変化する 。 条件 に よ っ て どの

よ うに 変化するか を知る こ とも必 要で あ る 。 例えば加齢

に よ っ て どの よ うに 嗜好が 変化す るか を知る こ とが 必要

に な る こ とが あ る 。

　皿． 官能検査の 三 種 の タイプ
e）

　試料 を テ ス トす る タ イ プ と人間をテ ス トす る タ イ プ と

があ る 。

　（1 ）　セン サ リー1

　大勢 の 中か ら選別 され ， 特定の食物に対する訓練を受

けた パ ネ ル が微少な差 の 識別の た め に 官能検査を 行 う。
パ ネ ル を あ た か も機 器 の よ うに 取 り扱 う。 従 っ て ，感度

の 良い パ ネル 員を感度の よい 機器 とみ な し ，
ご く少人数

の パ ネ ル 員が食物 の 品質の識別試験を繰 り返 し行い ， 有

意に 識別 さ れ た 場 合 に 両 者 に 差 が あ る と結論づ け る 。

　検査 に 際 して は あ る特定の 品質の み に集中 し て判定で

きる よ う， そ れ以外の 品 質 の 影響をで きる だ け
’
排除す る

よ うな条件を 設定す る 。 例 え ば，味の 識別の た め に は ，

に お い の 影響を 除 くべ く鼻の ク リ ッ
プ を使用す る こ とも

あるし，テ クス チ ャ
ー

の 影響を除くた め に 細か く刻 ん で

供す る こ と もあ る 。 色 の 影響を 避け る た め に 赤い ラ イ F

の 下で 検査 を行うこ と もあ る 。

　パ ネ ル は 1−・IO名 ぐらい で 構成す る 。 1人 の パ ネ ル 員

に 何回 も繰 り返 し検査 を 行 い ， 有意に 識別 で きたか どう

か を 検定す る。さらに 有意に 識別で きた パ ネル 員 の 数が

有意か ど うか 検定する 。 試料に バ ラ ツ キ の 可能性があ る

揚合や 1人 の パ ネル がすべ て の 品質に 対 し て 感度が よい

とは 限らない の で 複数 の 品質を テ ス トす る場合 は，さら

に パ ネ ル 員を増や した 方が よい
。 しか し ， 単 に 人数を増

やすだ け で は ， 感度 の よい ガ ス ク 卩 マ トグ ラ フ ィ
ー

の 結

果と感度の 悪 い ガ ス ク P マ ト グ ラ フ ィ
ー

の 結果を 平均す

る こ とに な っ て し ま う場合 が あ る の で 注意を要す る 。

　セ ン サ リー工で 識別 されない 程度の 微少な差 は ，それ

以上 の 検査 の 必要は ない 。 な お，セ ン サ リー
工の パ ネル

に 嗜好試験 を す る の は 意味が な い
。

　（2 ）　セ ン サ リー皿

　セ ン サ リー1の パ ネ ル が識別 で きた 試料間 の 差を，消

費者が識別で きる か ど うか 知 るた め に ，
よ り消費者に 近

い パ ネ ル で 官能検査 を行 う。
パ ネ ル は セ ン サ リー工の よ

うな選別や，特定の 商品に 対す る特別の 訓練を必要とは

し な い が ，宮能検査 の
一
般的な 手法の 訓練や，あ る程度

の 商 品 に 対す る 知識は 必要 とされ る 。 会社内で ， そ の 商

品の 開発に 携わ っ て い な い ，一
般 の 社員な どで パ ネル を

構成す る 。

　検査は ，通常，そ の 試料 を消費す る 条件 に 出来 るだけ

近い と ころで 行い ， 特別な照明や鼻の ク リ ッ プの 使用，

味や に お い 等 の 特定の 晶質だ けに 集中 させ る よ うな 質問

は ，あま り適当とは い え な い 。二 点比較法や トラ イ ア ン

グル テ ス トな どの 方法が適して い る 。

　パ ネ ル の 数 は 100帽200 名が 望 ま し い。識別 で きた パ

ネ ル の 数に よ っ て有意で あ る か ど うか 検定を 行 う。

　消費者の 嗜好を知 るた め の 予備テ ス トと し て 嗜好 テ ス

トを行っ て も よい が ，
セ ン サ リー皿 の パ ネル に 嗜好 テ ス

トをす る こ とは 適当で は な い 。
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　（3 ） 消費者 テ ス ト

　セ ン サ リー皿で差があ る とされ た 揚合 に ， 全 く訓練を

受けて い ない 消費者を対象に 大規模な官能検査 を行 っ て，

消費者の 嗜好を調べ る 。 質問は ， 先ず嗜好を尋ねた後に

識別で きるか ど うか 尋 ね た 方 が よ い。

　ペネ ル は 全 く訓練を受けて い な い の で あ るか ら， 二 点

嗜好試験法，二 点識別試験法，ラ ン キ ン グ法等の 単純な

方法が 適 し て い る 。
パ ネ ル に 複雑な質問を す る こ とは結

果を混乱 させ る だ けで あ る 。

　．試料 （商品） に よっ て ターゲ ッ トとす る 層があ る揚合

は ，で きる だ け タ ーゲ ヅ 1・層に 合わせ た 揚所を 選び ，
ス

ー
fS
一マ r ケ

ッ
トの 入 口

， 大学 の コ
ーヒ ーハ ウ ス 等で 官

能検査を 行 う。ア メ リ カ合衆国の よ うな多民 族 国家で は ，

特に，民族，地域，職業な どの 考慮が重要 で あ る D

　パ ネ ル の 構 成 人数 は ， 目的 に も よ る が 100〜200 名で

テ ス トし ， そ の 結果に よ っ て さらに 人数をふ やす 。

統計 処 理 に よ っ て有意差の 検定を行 う場合 セ ン サ リー

1 に お い て 咒 は くり返 し 数 （とパ ネ ル 員 の 数），
セ ン サ

リ
ー皿 と消費者 テ ス トに お け る n は パ ネル 員 の 数 で あ

る 。
テ ス ト され る の は セ ン サ リ

ー1で は 試料 で，セ ン サ

リー皿お よび消費者 テ ス トで は パ ネ ル 員で あ る 。

　N ．信号検出理論

　（1） パ ネル員の慎重さの 聞題

　試料間に 品質の 差が大きければ ，
・パ ネ ル 員は そ の 差を

容易に 識別 で きる。しか し，官能検査が 必要 とされ る の

は 試料闘に 差 の 小 さい 場 合 の 方が 多い o

　 ク ッ キーN とX を 提示 され て ， X は N よ り甘 い か と尋

ね られた 場合を 想定す る 。 あ る パ ネ ル 員は，X は N よ り

甘い と答え る の に 慎重 で ，N よ り甘い と答える た め の 境

界線 の お き方が 厳 しい ，
つ ま り図 1 の 工に 境界線があ る

蔗糖

無添加

ク
・
ソ キ

ー

　 境界 線 の 位置

t
−一一一一UL− 一一

へ

O l

IV　 i亙ト 　II　　I

i謡劉
O

充分 量 の

薦糖添加
ク ッ キ

ー

○
柱 く

．
ない

と 回答す るy− 一一y −一一丿 と回 答す る

÷　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 甘 味 の 強 さ

領域　　　　不 確 実 な領城 領塚 、．

　　　図 1．パ ネル 員 の 境界線の 位置と回答

80

と する 。
パ ネ ル 員は 境界線 よ り右側ならN よ り甘い と回

答 し ， 境界線よ り左側な らN よ り甘 い とは い え な い と回

答する の で あ るか ら，こ の 場合の パ ネ ル 員の 回答は，ク

ッ キ ーX は N よ り甘 い とは い え な い ， とい うも鰐で ある 。

反対 に ，X は N よ り甘い と答 え る た め の 境界線 を ］Vに 置

き， N よ り甘い と答え る の に大胆 に な っ た と した ら，パ

ネ ル 員は ，
ク

ッ キ ーX は N より甘い と回答す る 。

　同様に N とX を提示 され て ，こ れ ら の 甘さは 違 うか と

尋 ね られ た 場合を 想定す る 。 境界線を 慎重に 1 また は 皿

に 置い た パ ネ ル 員 は 甘さが 違 うとは 言えな い と回 答す る

し ， 逆 に ，大胆 に 皿あ る い は W に 置い た パ ネ ル 員 な ら甘

さが 違 うと回 答す る 。

　 こ の よ うに 境界線の 置き方で 答えが異な る の で ，
パ ネ

ル 員は 境界線を ど こに 引 くべ きか悩ま ねぽな らな い 。 そ

の 上 ，
テ ス トを した 人に は パ ネ ル 員 の 回 答ゐミ異 な る の は

パ ネル 員 の 感度に 差が ある の か ， 慎重 さに 差が ある の か ，

区別が っ か な い 。

　 こ の 問題 を さけ る に は 2 つ の 方法があ る o 強制選択法

と儒号検出理論 の 応用で あ る 。

　（2）　強制選択法

　パ ネル は 試料間に 差の あ る こ とを 予め 知 ら され，必 ず

どれか を 選ぶ よ う指 示 され る 。 二 点比較法 ， bラ イア ン

グ ル 法，3−AFC 法註 2 ），1 ・2 点試験法な どがそれで あ る 。

必ず どれ か を選ぶ の で あ る か らパ ネ ル 員は 2 個の 試料の

間に 境界線を引くこ とに な り， 境界線をどこ に 置 くべ ぎ

か 悩む 必要は な い 。つ ま り
一一

方は 必ず廿 い の で あ るか ら

迷う必 要は な い わ けで ある 。

註 2 ） 3−AFC 法 （3−Alternative恥 rced 　Choice法） トラ

　　　 イア ソ グル 法 で 2 個は 等し く1 個は 異な る，3個の 試料

　　　 を パ ネ ル 員に 呈示 し ，半端な 試料を 選ばせ る、こ の とき，

　　　半端 な試料 は どの よ うな もの か 教え て か らテ ろトする 。

　　　 例 え ば甘 さ の 強 い もの で あ る とか，拿塩水で ある等を予

　　　 め 指示す る 。 トラ イア ン グル 法 よ りパ ネル 員の 識別能は

　　　 高 くな る 。 特に 半 端な試精が 刺激の 弱い もの で あるeSAm

　　　 よ り も，刺激 の 強 い もの で あ る場 合 彳）方が ・9 ネ ル 員 の 識

　　　 別能は 高 い u ）。

　 こ の 方法に ょれ ば，試料を 1 個示 して これ は 甘い か ど

うか 尋ね た り，試料間に 差 の ある こ とを 知 らせ ず に テ ス

ト を 行 う場 合 よ りも識 別 の 精度は 高 くな る。

　 （3） 信号検繊理論とは

　 大脳 の 中枢 は 神経を 通 し て 伝え られ る入力の 受け取 り

手 で あ る とみ な し，感覚の 神経 シ ス テ ム を 通儒 ネ ッ トワ

ーク シ ス テ ム の よ うに 取 り扱 う理 論 で あ る
12＞。

　 あた か も電話 の 受話器に ノ イ ズ が あ る よ うに ，あ る い

は 暗闇で も何か 光が チ カ チ カ し て い る か の ように ， 何も

刺激 の な い と きで も感覚神経 は ノ イズ を 大 脳 に 送 り続け

て い る 。 感覚の 受 容 器 官 に 刺激 と し て 信号が与え られ る

（80 ）
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と ， 感覚神経 は ノ イ ズ の 上 に 刺激の 信号を重ねて 大脳 に

送 る。大脳が受け取るの は 「ノ イズ ＋刺激」とい う入力

で あ る 。

　刺激が 大きけれ ば 容易に ノ イ ズ と識 別 で きるが，刺激

が小さければ ノ イ ズ との 区別は つ ぎに くい 。

　／ イ ズ の 強 さは
一

定 で は な く，こ れ は あ る 値 を 中心 と

し た 正規分布を す る もの と仮定す る 。そ し て 受容器官 に

一
定 の 刺激が 与えられた 場合 ， 大 脳 の 入 力は こ の

一
定 の

刺激 と，正規分布を示す ノ イ ズ とが相加的に重畳 した も

の で ，こ れ は 先 の ノ イ ズ の 分布中心 に 刺激 を 加えた値を

中心 とし，同 じ標準偏差を もつ 正規分布に 従 うもの と仮

定す る （図 2 ）。

一 大脳 で受 け 取 る刺 激 （例 え ば 塩 昧 ）の 屋蜜さ

　 　 　 　 図 2． ノ イ ズ と刺激の 分布

　呈味物質 を含まな い 水 の 味を ノ イ ズ とす る と，食塩水

溶液 とい う塩 味 の 刺激 に 対 し て，大脳 は 「ノ イ ズ 十 塩味」

とい う入 力を 受け取 っ た と考え る 。 もし，ク
ッ キーで ，

砂糖を添加し て い な い もの と，砂糖を添加 した もの とを

比較す る とし た ら，砂糖無添加 ク
ッ キ

ー
の 味が ノ イ ズで ，

砂糖添加 ク
ッ キ ー

の 味は

’
「ノ イズ 十甘味」 とな る。

　（4）　d，

（d−・プ ラ イム）

　「ノ イ ズ」 の 分布 の 中心値 と 「ノ イ ズ ＋刺激」 の 分布

の 中心値 の 差 ， すな わ ち刺激 の 大 きさ その もの を 「ノ イ

ズ」 の 分布 の 標準偏差で 割 っ たもの を dtと 定義する 。

d’＝0 とは 刺激 が ない こ とで あ り，d’＝3 とは刺激が標準

偏差 の 3倍 で あ り刺激が 強 い こ とを 示 し て い る註 3）。

註 3） d ，
とパ ネ ル の 予測 され る 正答率 との 関 係は 以下 の 通 り

　 　 　 で あ る
13）。

d ， 2点 比較法 の とき

Q　　　　 50％

0，5　　　 　 64

1．0　 　　　 76

1．5　 　　　 86

2．0　 　　　 9呂

2，5　 　　　 96

3．D　 　　　 98

3．134

．036

．34

トラ イア ソ グル テ ス トの とき

　　　 33，3％

OQ67

0098Q

り

9

　 図 3 は ，
パ ネ ル 員A が 2種の テ ス トを行 っ た と こ ろ ，

A −1 の 刺激 よ り A −2 の 刺激の 方が強 か っ た こ と を 示 し

て い る 。 ある い は A −1 と A −2 の 刺激 の 強 さが 同 じで あ

っ た の に A −1 の テ ス トの ときよ りも A −2 の テ ス トの と

きに パ ネ ル が よ り敏感で あ っ た と考 え て も よい 。

一方，

A −2 と B を 比較す る と，パ ネ ル 員 B は ノ イ ズ の 標準偏

差が大 きい 。 A ，
　B 両パ ネ ル 員は 同 じ刺激を 与 え られた

に も拘 らず，A −2 で は d」 3．0，　 B で は d’
　＝2．0 とな り，

パ ネ ル 員 A の 方が 感度の よ い こ とが わ か る 。
こ の よ う

に dlに よ っ て パ ネ ル の 感度を 知 る こ とが で きる。

　 d厂

は 強制的に 選択 させ る 方法 と同様に ， 境界線の 位置

に よ る変動を排除で きる 。 そ の 理 由は 次 の よ うに 考えら

れ る。

　 図 4に お い て ， あ る パ ネル 員 の 境界線 が 1に あ る と仮

定す る と ， 1 よ り強 い 刺激に 対 し て パ ネ ル 員は 刺激であ

る と答 え る 。
こ の と き，  は 「ノ イ ズ 」 を 正 し く「ノ イ ズ 」

と答える領域で あ る。  は 「刺激 」 を正 し く 「刺激」 と

答え る 領域 （H 三ts）で あ る 。 ◎は 「ノ イ ズ 」を 「刺激」

と間達 え て 答え （False　Alams ），   は 「刺激」 を 「ノ

イ ズ」 と間違えて 答え る領域 で あ る 。 1 人の パ ネ ル 員に

何回か テ ス トし て ， そ の 答え が  ，   ，◎，  の 各領域

に 何 回 出現した か を求め ，  と  の 比率，  と◎の 比率

を計算し，   と◎か ら d’の 大 きさを推定で きる。 図 4

よ り d’

は （e ＋f） で あ る。  一〇．5に 相当す る 点 （1 の

トー d厂＝・−3，0一 爿

d
厂＝1．0

パ ネル A−2

パ 不 ル A−1

トー一一一d1
＝2・0−一一一ナ4

パ ネ ル B

図 3．刺激 の 強さ とパ ネ ル の 感度
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　　　　　流
図 4．境界線が 工に ある ときの パ ネル 員 の 応答

位置）を正規分布か ら読み とれば fが 求め られ る 。 同様

la　O．5− ◎の面積 に 相当す る 点 を 正 規 分布表 か ら読み と

れ ば
，

e が 求め られ る 。 これ よ り （e 十f）＝＝ d「

を得る 。 1
の 位置が変わ っ て も d’＝（e ＋f）で あ るか ら ， d’

は 1の

位置に 影響されない 。

　 V ． ROC カーブ

d’

の 計算 に は ROG （Receive・ Operating　Ch ・・aCter 一

三stic） 力 心ブ を 用い る の が容易で あ る 。

　（1 ） ROC カ
ー

ブの求め方

　図 5 の よ うに 同
一パ ネル 員に 同 じ刺激 を 何回 か与え て

  の 領域 （Hits） と ， ◎ の 領域 （False　Alarms ）との 交

点を 先ず一
点 プ P

ッ
トす る 。 もし境界線 の 置 き方が厳 し

ければ Hitsも False　Alar皿 s も少な い の で ，点は 図 5
の 左下方に 打た れ る 。 何らか の 方法で 境界線 の 位置を変

え る よ うパ ネ ル 員を誘導して 註4）
， テ ス トを行い 先 の点

とは異な っ た False　Alarms と Hitsの 交点を得 る。これ

を繰 り返 して い くつ か の 点を求 め ， そ れ らを結ん で 得ら

れ た 曲線が RQC カ ーブ で ある 。
　 ROC カ

ープか ら dPが

計算 され る 。

註 4） 例えば，G しms 　and 　Money 法。 「刺激 を あてた ら褒美

　　　 を あげ る」 と言わ れ る と，パ ネル 員は 刺激か ノ イズ か 迷

　　　 っ た 場 合セこは刺 激 と答 え るか ら，境界線は 図 1の W の 位

　　　 置に くる。逆 に 「ノ イズを 誤 っ て 刺激 と答 えた ら罰を与

　　　 え る」 と言われ ると，パ ネル 員は境界線を図 1の 1に 置

　 　 　 く。

　 た とえ同 じ試料を 別 の 日に テ ス トして ，
パ ネ ル 員の 境

界線 の 位置が変わ っ た として も， Hitsと False　Alarms

の 交，県は 同 じ ROC カ
ーブ の 劉の 位置 に くるだ けで あ る。

1 つ 1 つ の 点を 問題 に す る の で は な くて 全 体 と し て の カ

ーブ を 問題に し て い る の で あ るか ら ， ROC カーブ は 境

界線 の 位置に よる差を排除して い る こ とに な る 。

　 た だ し，d 「

を 求め るた め に は ，「ノ イ ズ 」，「ノ イ ズ ÷

刺激」 の 2 つ の 分布は い ずれも正規分布で あ り， 両者の

標準偏差 は 等 し い とい う統計的前提条件が満た されなけ

れば な らな い 註 5 ）。し か し ，刺激 が 与えられ た ときに は ノ

イ ズ の 変動 は，刺激 の ない ときとは 異な るか も知れな い Q

そ うだ とす る と両者の 標準偏差 は 異 な り， ROC カープ

は ゆ が み を 生 じ る し，d「の 計算は 複雑に な る 。正 規分布

で あ るか どうか も疑わ しい
。

註 5） こ れ らの 前提条件 が満 た さ れ，パ ネ ル 員 の 判定 の 変化が

　　　 感度 の 変化 には 依 らず，慎重 さの 変化の み にな る とき，

　 　 　 こ れ らの 点は 1つ の d’
に つ き一定 の 曲線に 乗 る こ とを

　　　 示すこ とがで きる 。 d’
の 異なる ROC カ

ーブは 両端を

　 　 　 除い て交点 を持 たない の で，こ の 平面上 1つ の 測定点が

　　　与え ら れれ ば対応す る 認 は
一意的 に定ま る こ とに な る。

　（2）　P（A）と ROC カーブ

　そ こ で ，こ の よ うな前提条件が 満たされな くて も， 刺

激の 強さを表わ す方法 と して ，d厂

の 代わ りに ROC カ
ー

ブ その もの を用 い る こ とが 考え られた 。 刺激が強ければ

ROC カ ーブの 曲線は 上方に 凸 とな り，
　 ROC カーブの 下

方 の 颪積を P（A ）とする と， P（A ）は 大 とな り， 刺激

の 強さを表わす こ とが で きるか ら で あ る （図 6
，
7）。

82

1

Hits

の 　　O．5

割 合

Oe
　 　 　 　 O．5
False 　 Alarms の 割合

図 5．ROC カ ーブ

1
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0．8

Hits　O．6

の

割合 0．4

e．2

O　　．O．2　　　0．4　　　0．6　　　0．8

　　　 False 　Alarms の 割合

図 6．刺激 の 強 さ と ROC カ ーブ

1

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Japan Society of Cookery Science

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Sooiety 　of 　Cookery 　Soienoe

信号検出理論の 官能検査へ の応用

1．0
d
’

e，9

P （A ）
0・8

0．7

o．6

1 2 3 4

　 o，5

図 ア．d ，

とそれ に 対 応す る ROC カ ープか ら求め ら れ た 面

　　　積 P（A ）との 関係。注3） も参照 の こ と

　（3 ）　ROC カーブの簡単な求め 屶

　ROC カ
ープ をも っ と短時間に 求め るた め に ，

パ ネ ル

員に 「sureness 　 rating 」を つ けて 答え させ る方法が ある
12 ）。

こ れは ， 刺激か ノ イ ズ か ときか れた ときに，パ ネル 員は

自分 の 答えに 「充分確信が 持て るか ど うか 」をつ け加え

て 答 え る方法で あ る。パ ネ ル 員 の 答は 「刺激
一

確 信 が あ

る （sure ）」，ま た は 「刺激 と思うが確儒が な い （not 　sure）」，

rノ イ ズー
確信があ る （sure ）」，「ノ イ ズー確信が な い （not

sure ）」 の 4 通 りとな る。さ らに もう2 段階 「わか らな い

が 多分刺激だ と思 う（don’t　knOW 　but　I　guess ）」 お よび ，

「わか らな い が多分 ノ イ ズ だ と思 う （d。n
’

t　know 　but 玉

guess」 を加え 6 通 りの 中か らパ ネル 員に 答え を 選ばせ

て もよ い 。

　パ ネ ル 員は こ の 方法に よ っ て 評点をつ けて い る の で は

な く，単に 分類 して い る だ けで あ る こ とが ポ イ ン トで あ

る 。

　実際に は パ ネ ル 員は 100 個の 刺激 （例えぽ うす い 食塩

水）と100 個 の ノ イ ズ （例えば水） を ラ ン ダ ム に 1 個ず

つ 与え られ ， それぞれに つ い て 上 記 4通 りある い は 6 通

りの 答えの 中か らどれか を選ぶ こ とに なる。
パ ネル 員は

境界線の 位置が毎回変わ っ て も，同時に い くつ か の 境界

線を持つ こ とに な る か ら，
こ の 方法 に よ っ て ROC カ

ー

プ を描 くこ とが で きる。

　d’

の 計算に は 先 に述 べ た よ うに 前提条件が満 た され

る 必要 が あ る が ，前提条件 が 満た され な くて もP （A ）を

求 め る こ とは で きる 。

　　　 と同 じ もの で あ る　それ ぞれに つ い て，そ の 写真を 麟に

　　　見た か ど うか 尋ね る 。
こ の ときパ ネ ル 員 の答え とし て

　　　 「確かに 前に 見た 」，「見た と思 うが確倭 がない 」，「確か

　 　 　 に 見 て い ない 」，「見 て い ない と思 うが 確屠は な い 1 と

　　　 sureness 　rating を つ eナさせ た o

　（1） R −indexの求め方

　R −indexを 理解するに は 計算方法 を 見 るの が早道 で あ

る 。 今 こ こに 2 個 の 試料があ る。1 つ は 刺激 （例えば ご

く稀 い 蔗糖液）で
， もう 1 つ は ノ イ ズ （例えば 水） で あ

る。
こ の 2 つ の 試料間 の 僅 か な味の 差をパ ネル は 識励で

きるか ど うか 知 りた い 。

　そ こで 10個 の ご く稀い 蔗糖液と 10 個の 水 を ラ ン ダ ム

に 1 つ ずつ 1人 の パ ネ ル 員に 提示 す る 。
パ ネ ル 員は 「蔗

糖液
一

確信があ る （S）」， 「蔗糖蔽
一

確信がない （S？）」，

「水一
確信が ある （N ）」，

「水一確信 が な い （N ？）」 の い

ずれか で 答え る 。 こ の とき，パ ネル 員は 予 め ご く稀い 蔗

糖液と水を与えられ て，それらの 呈味の 差が わ か る まで

訓 練あ る い は ウ ォ’一ミ ン グ ア ッ
プ を 行 うと結果の 精度が

高ま る 。

　試料の 数は 10個 と 限らずい くつ で も よい 。
パ ネ ル 員

の 答え が ， 仮に 蔗糖液に 対して S と答えた 個数を 8
， S？

と答えた 個数を 1 ， N ？と答えた個数を 1 とする 。 さら

に 水に 対 し て S ？と答え た 個数が 1 ， N 〜カミ2
，
N が 7

とす る 。 これ らを ま とめ る と表 1 の ように な る。

裹 1．稀い 蔗糖液 と水に 対 する パ ネ ル 員 の 回答

提示 した試 料
　 　 　 　 　 　 S　 　 S ，

応答の カ テ ゴ リー
　　　　　 繰 り返し数
N ？　 　 N

庶糖液

　水

8　 　 1　　 　 1

　 　 1　　 　2　　 　7

0011

　 v［。　 R 適 皿dex

　R −indexは 」．　Brown14） セこ よ っ て 認識 と メ カ ＝ ズ ム に

関す る研究 に お い て 開発された もの で あ る が註6 ，P （A ）

と同 様に 信号検出理 論 の 簡単な 計算方法で あ る こ とが わ

か っ た 。

註 6） 彼の 論 文の 例は，パ ネル 員 に 先ず よ く似た写真を 10・−20

　　　枚 見せ た の ち，それ らを隠 して 次に 再び よ く似 た写真を

　 　 　 20 〜40 枚見せ る 。その うち何枚か は 最初 に 見 せ た写 真

　 10 個 の 蔗糖液と 10個 の 水 を もし二 点比較法 で テ ス 1・

す る と，10 × 10＝100 の ペ ア がで きる。 パ ネル 員は 100

回 の 二 点識別試験を行わ なければ な らない こ とに なる 。

100 の ペ ア の うち偶然正答とな る 可能性は 50％ で あ り，

75％ 識別で きれ ば1E答率は 75％ ， す べ て 識別 で ぎれ ば

正答率は 100％e で あ る。 こ の 予 測 され る 正答率， い い か

え れ ば ペ ア の 中か ら誤 りな く刺激を 選択す る 確率 の 予測

が R一量皿dex である。

　パ ネ ル 員が 蔗糖液 を 正 し くS と答え た 数は 8個 で あ る

が ，
こ の 8 試料 は もし水 を S？， N ？， お よび N と答え た

試料とペ ア に して 提示 し ， どち らが蔗糖液か と尋ね られ

た ら，パ ネ ル 員は 蔗糖液 の 方 を S で あ る と正 し く選択す

る と考え て よ い 。
つ ま り，

パ ネ ル 員は 8X （1十2十7）＝

80 の ペ ア に 対 し て 正 しい 答え を す る と考え られ る。

　次に ， 蔗糖液を S？と答え た 1試料は ， 水 を N ？， お

よび N と答 え た 試料 とペ ア に し て，ど ち らが 蔗糖液か と

（83 ） 83

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Japan Society of Cookery Science

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Sooiety 　of 　Cookery 　Soienoe

調理科学 Vol．26　No．1 （1993）

尋 ね られた ら，
パ ネ ル 員は こ こで も蔗糖液 の 方を正 し く

選択す る と考え て よい 。 1X （2十7）＝90 の ペ ア に 対 し て

も パ ネル 員は 正 しい 回答 を す る筈 で あ る 。

　同様に 蔗糖液を N 〜と誤っ て答えた 試料 で も水をN と

答えた 試料 とペ ア に し て どち らが 蔗糖液か と尋 ね られ た

ら，パ ネ ル 員 ｝
‘k　N ？の 方を 蔗糖液で あ る と答え る と考え

られ るか ら 1×7＝・7 の ペ ア に 対 して も正 し い 選択を す る 。

　と こ ろ で 残 りの ペ ア
， 蔗糖液 を S？， 水 S ？を と答え

た ペ ア （1十 1） と蔗糖液を N ？
， 水を Nl と答え た ペ ア

（1・十2） に 対して は 正答の 確率 は 1／2 で あ る 。

　 こ れらを合計す る と こ の 20 個の 試料に 対す るパ ネル

員の 回答か ら予測され る 正答率は ，

　　　　　　　 8X （1十 2一ト7）＝80

　　　　　　　 1× （2十 7）　　 ＝ 9

　 　 　 　 　 　 　 1× 7　　 　　 ＝ 7

　　　　　　　（1＋ 1）×告 ＝ 1

　　　　　　　（・＋ ・）・吉一…

　　　　　　　 合計　　　　 97．5

と な り， 100の うち 97，5 つ ま り 97．5％ が予測され る正

答率： R −indexで あ る。

　（2） R −indexと P（A ） の関係

　 R −indexの 求め 方は 書 き方を変えれぽ，次 の よ うに な

る。

S　　S ？　　N ？　　N

S abCd N エ

N ef9h N2

Ni＝a 十b十 c 十 d

N3 ＝ e 十臼
一
g 十h

Hits

の

割合

（4）

False 　Alarms の 割 合

S　　 S 〜　　N ？　　N

S a 　 　 bc 　　 d N1

N e 　 　　f9 　 　 h N2

84

図 8．（1）N（4）点 よ り求め た ROC カ
ーブ

・（・＋、＋・）・ ・（… ）・・h佶（・・… ＋ … d・）

　 R ＝

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 N ，Nz

　 こ の 計算に よ り得られ た R −index は P（A ） と 同 じで

あ る こ とは 以下 の よ うに 示 され る 。

　図 8 の ROC カーブに お い て 4 種 の 異な っ た 境界線に

お ける Hitsと Fa1se　Ala  s の 値 は そ れ ぞれ

　　　　　（1 ）： （eta ）

　　　　　（2 ）：　（e 一トf， a 十b）

　　　　　（3）： （e ＋f＋9，a ＋ b＋ c）

　　　　　（4）： （e 一トf十g ÷h，a 十 b十 c十 d）

P （A ）は ROC カーブ よ り下方 の 面積で あ るか ら

　　　・（・＋、＋・）・・（、・ ・）・ ・h ＋音（… b… g・dh）

P （A ）＝
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 N1，　N2

と な り，R −index を求め る式と同じで あ る 。

　（3）　2 試料の識別に対する R −index の応用

　試料 A （例えぱ 従来の ク
ッ

キ ー）と試料 B （配合割合

を変えた ク
ッ キ ー）があ り，配合割合を変え た こ とが パ

ネル に 識別で きる か どうか知 りた い とする 。 試料 A ， B

を何 こ か ずつ 用意 し，パ ネ ル 員 に ラ ン ダ ム に 1つ ずつ

、与え る。
パ ネ ル 員は そ れ ぞれ に，「試料 A 一確信があ る

（S）」，「試料 A 一確信 は ない （S？）」， 「試料 B一確信が

あ る （N ）」，
「試料 B 一確信は ない （N ？）」の い ずれか で

答え る。
こ の 答の 割合か ら R−indexを 求め る 。

　 別 の 例を挙げ る と ， 標準試料 を与えて ，A また は B ど

ち らの 試料が標準試料と同じで ある か パ ネ ル に 尋 ね る場

合があ る 。
パ ネ ル 員 の 答え は 「標準試料と同じ

一
確信 が

あ る （S）」，「標準試料と同じ一
確信が な い （S？）」，「標

準試料 とは 異な る
一

確 信が あ る （N ）」， 「標準試料とは

異な る一確信がな い （N ？）」 の い ずれ か で ある 。

　 R −−lndexの 利点 は パ ネ ル 員の 評点を つ け させ る こ と な

く差 の 程度を 示 す こ と がで きる とい う点に あ る。

　、R −index の 差の 検定e：　Mann −Whitny　ranli 　 suln 　test

に よ っ て行う。

　 （4） 3試料 の 識別に 対す る R−ind・x の 応用

　 試料 A に 何 らか の 処理 を 施した 3種 の 試料 Bt，　B・，　B ・

があ る 。
パ ネル 員に A

， Bi，
　B ，，　B3 をそれぞ れ 10個 ずつ

合計 40 個を ラ ン ダ ム に 与え ， そ れぞ れ が A で あ る か そ

れ ともB で あ る か 答え させ る 。
パ ネル 員 の 答 えは これ ま

で と 同様 に sureness 　rating を つ け て ，　 rA一確信が あ る

（A ）」，
「A 一確信が な い （A ？）」， 「B一確 信が あ る （B ）」，

「B一確信 が ない （B ？）」 の い ずれ か とす る 。

　 パ ネ ル 員の 答えを 仮に 表 2 の よ うで あ っ た と す る と ，

A を ノ イ ズ，BI〜B3 を刺激と考 え て ，　 B1 と A ，　B ， と A ，

B ， と A の 組み 合 わ せ に 対応す る R −index が 求 め られ

る 。 これ ら R −index の 値は A と B1，　B2，　B ， と の 差の 程

（84 ）
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衷 2．　 3試料に 対応す る R −index 表 4，　4 試料の ラ ン キ ン グに よ る R −index

　パ ネル 員 の 回答数
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 くり返 し数 　 R −index
B 　　 B ？　 A ？　 A

　　　 パ ネル の ラ ソ キ ン グ回数
　　　　　　　　　　　　　　くり返し 数　R −index試料
　　　　1位 　2位二　3 位 　4 位

Bt　 　 lOB2

　　 8　　 1　　 1

B3　 　　　　 6　　 2

A 　　　　　　1　　 128

N ＝ユO　　 R ＝100％

N ＝・ 10　 R コ98％

N ＝〕O　 R ＝82％

N ＝10

ABCD 6　　 42

　　 4　　 3　 　 1

2　　 2　　 4　　 2

　 　 　 　 　 3　 　 7

10　　 AID ＝・10D％
10　　 B！D ＝89％
10　　　　C 〆1〕＝81％
10

度を 表わ し て お り，B 、 と A と の 差が最も大 きく，　 B・ と

A の 差は 最も小 さい こ と がわ か る 。 こ の 方法に よれば 3

試料 の R−index が 1度で 求め られ る 。

　複数の パ ネ ル 員 か ら R −lndex が得られ れ ぽ，　 B1 ，　Bz ，

B3 そ れ ぞ れ に つ い て R −index の 平均値と標準偏差 が求

め られ るか ら，分散分析 に よ っ て 3試料間に 有意の 差が

ある か ど うか 検定すれぽ よい 。

　（5 ）　ラ ン キ ンヴ へ の R −・index の 応用

　4 種 の 試料，A ，B ，C ，D に つ い て ， 10名の パ ネル 員

が ， あ るい は 1名の パ ネル 員が 10 回 ， 識別 （例 え ば 甘

味の 強い 順）の ラ ン キ ン グ，ある い は 嗜好 （例 え ぼ好 ま

・L い 順 ） の ラ ン キ ン グを 行 な う場合に つ い て も R −index

の 応用が可能で あ る 。

　表 3 に 例を示す と ， この 場合， 最も順位の 低 い もの を

（刺激 の 強 さは 同じ）， 合計 4個を提示 し ， 刺激 の 強い 順

に ラ ン キ ン グ させ る こ とに よ っ て も R一沁dex を求 め る

こ とが で き る。

　例 え ばパ ネ ル 員が 4 個 の 試料を第 1 位か ら順 に S （刺

激），N （ノ イ ズ），　S， N と答え た とす る と，彼が S を

選 ぶ 確率 は N よ りも S の 方を強 い と答 えた数を か ぞえ れ

ば よい 。 第 1 位の S は 2 個 の N よ りも刺 激 が 強 く，第 3

位の S は 1個の N よ りも刺激が強い と答えた の で あ るか

らペ ア の 中か ら S を 選 ぶ確率は 4 回 の うち 3 回つ ま り

75％ （R ＝　75％）と い うこ とに な る。

　 こ れ を さらに 拡大 し て ，
こ の テ ス トを 5 回 くり返 した

とす る。 1名 の パ ネ ル 員に 5回 で も 5名 の パ ネル 員に 1

回ず つ で もよい 。そ の 結果 は 例 え ば次 の よ うに な る 。

衰 5．　2 試料 の ラ ン キ ソ グに よ る R−index

表 3 ．　 4 試料 の ラ ソ キ ソ グ

くり返 し No ．
　 　 　 　 　 　 　 1伎

パ ネ ル の ラ ソ キ ソ グ

パ ネ ル の ラ ン キ ソ グ
2 位　 　 3位 　 　4 位

くり返し No ．
1 位 　　　2 位二　　3 位　　　4位

／

234567890

　

　

　

　

　

　

　

　

1

ABABACACAABABABACABCCCDDCBDBCBDDCCDDBDDD

1234rD SSSSN SNNSS NNSNS NSNNN

ノ イ ズ と考え る 。 A の 方が D よ りも先に 選ばれた 回 数は

10 回 中 1G 回で あ る か ら AID ＝ 10／10＝100％，同 様に

B，c に つ い て は BID ＝9／10 ＝ 90％o ，
　 c ／D ＝・8／10＝・80％

と な る 。

　 こ れを 通常の R−index 計算法 で 求め て も よ い 。 値 が

い くらか 異 な っ て い る の は ノ イ ズ と刺激 が 1 個ずつ で は

な い た め で あ る 。 R −indexは ペ ア の 中か ら刺激を選ぶ 確

率で あ る こ とを 考 え る と ， 表 2 が そ れ で あ り，表 3は

P（A） の 計算で あ る。刺激とノ イ ズ が 1 個 ず つ で あれ ば

P（A ）：＝・R −index とな る 。

　順位合計で は A ： ］．4， B ： 23，　 C ： 26，　 D ： 37 とな る 。

　 R −index は ノ イ ズ と刺激 の ペ ア の 中か ら刺激 を選 ぶ 確

率で あ る か ら，パ ネ ル 員 に 2 個の ノ イ ズ と 2 個 の 刺激

　S の あとに N が何回来 て い る か 数 え る 。 No．1 で は

2十2 囘，No．2 ； 2十 〇，　No ．3 ： 2十 1，　No．4 ： 2十2，　No．5 ：

1一ト1，合計す る と 20 回 の うち 15回 す な わ ち 75％ と な

る 。

　 これを 先と同様 に

表 6．　 2 試料の ラ ン キ ソ グ に よる R −index

パ ネル の ラ ソ キ ソ グ 回数
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 く り近 し数 R−index
1　　 2　　　3　　 4

SN4 　　 3　　 2　　 1

1　　 2　　 3　　 4

1010
75％

　　・（・＋… ）・ ・（… ）・ ・＋去（・＋・＋・＋ ・
・）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ＝0．75R ＝
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 10 × 10

と して も同 じで あ る。

　（6 ） 多数の 試料の ラン キ ン ゲ と 評点 へ の R −index

の 応用

　複数 の 呈味物質を 混合 し た ときの 呈味は ，もと の 呈味
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衷 7． R−indices　d   oting 　probabilities　of 　rating 　and 　rankillg 　stimuli 　as　more 　mix 白d　than 　quinine 　hydrochloride8）

R4ting

StimuliMean
　R −lndices

S，1）．（S）

QHCI　 　fructose　　 citric 　acid

54．8　　　　63．4　　　　　 69．1
MSG 　 　NaCl 　 KCI

80．5　　　 82．2 　　 88．6

　 　 　 citric 　acid

　 　 　 　 fructoge　　　　　　fructose
NaCl 　 　 NaCl 　 　 NaCl

QHCI 　　 QHCI 　　　 QHCI
91．2　　　　97、6 　　　　　98．2

（3．5） （19．1） （13．2） （14．2）　　　（15．8）　（12．1）　　（10．2）
　　　　Rank 置ng

（5．5） （3．4）

StimuliMean
　R−−indicesQHCI

　　 citric 　acid

54．4　　　　　62．8

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 NaCl
fructose　 NaCl 　 MSG 　 　KCI 　 QHC1
62 ．9　　　　 74．8 　　　　78．0　　　79．5　　　80．9

　 　 　 　 citric 　　acid

fru¢ tose　　　　fructose
NaCl 　 　 　 NaCl

QHCI　 　　 QHCl
92．9　　　　　　　93．5

S．D ．（S） （3．1） （16．0） （16．3） （15。1）　　　（1LG ）　　（9．9）　　　（10．5）　　　（5，5） （6．8）

Horizontal　bars　link　means 　that　 are 　llot　signi 丘cantly 　different（A ．0 ．V ．，　Fisher
’
s　L ．　S ．D ，，♪く O．05）．

物質とは 全 く劉 の 新 しい 単
一

の 味と な る の か （synthet −

ic註 7）で あ るか ），それとももとの 複数 の 味か ら成 っ て い

る （analytlc で あ る か ）と感知さ れ る の か に つ い て は 種

々 の 議論の ある と こ ろ で あ る。 （た とえば McBurney，
D ．H ．

15 ）
，　 J．　T」 Kuznicki ＆ N ．　Ashbaughtfi＞

， ま た ，一

種類の 蠱味物質を単
一

の 呈味と感 じるか どうか に つ い て

も定説は な い 。

註 7） synthetic は 色の 感覚の よ うに，2 つ の 色 を混合す る と全

　　　 く新 しい 1 つ の 色 とな る，　こ の よ うな感覚を synthctic

　　　 とする。 これに 対 して ana ！ytic は音の よ うに 2 つ の 音

　　　 を 同時 に 聞い て もそれぞれの 音を 聞きわ ける こ とがで き

　　　 る よ うな 感覚を さす。 （上手な 指揮者の 耳tt　analytic で

　　　 あ る。上 手なオ ーケ ス トラ の ・・一モ ニ ー
は 5狐 thtic に

　　　 聞こ え る）

　そ こ で 最も単
一

で あ る塁 味 と して塩酸キ ニ ーネを 対照

とし て パ ネル に 与 え ， それ を 比 べ て 9 種の 試料は 単
一

の

呈味で あ るか ， 複数 の 混合 した 呈味で あ るか を ラ ン キ ン

グ と評点に よ っ て R −indexを求 め，単
一さ の 程度を検

討 し 7eS）e

　予 め synthetic と analytic に 関す る 訓練 を受けた 12

名 の パ ネ ル 員がそれ ぞれ 10回ず つ テ ス トを行 っ た 。 9

種 の 試料は 単
一

の 呈 味物質あ るい は 混 合物で あ る 。
パ ネ

ル 員は
一

回 に 3種 の 試料 を与 え られ ， 評点づ け で は そ れ

ぞれ の 試料に つ い て ， 「単
一

で あ る
一

確信があ る」，r単
一

で あ る一確信が な い 」， 「単
一

で な い
一

確信が あ る」，

「単
一

で な い 一確信が な い コ の い ず れ か で 答 え た 。 R −

indeXの 計算に は 塩酸 キ ニ ーネを ノ イ ズ と した。 ラ ン キ

ン グ で は 同時に 供 された 3 種 の 試料に 単
一

で あ る もの か

ら順 に 願位を つ けた。

　 9種 の 試 料 と ラ ン キ ン グ お よ び 評点 づ けか ら求め た

R−index の 値を 表 7 に 示 し た 。 塩酸 キ ニ ーネ が 表 に 含ま
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れ て い る の は ， 最も単一
で あ る 呈味として 与えた 塩酸キ

＝一ネを，パ ネ ル が確か に 単一
で ある と識別 し て い る こ

とを 確認す るた め に ，試料 の
一

つ と し て 加え た こ と に よ

る 。

　 R一三ndex が 50 と い うこ とは 基準 と区別 が つ か な い と

い うこ とで ， 単一
な壘 昧で あ る こ と を示 し，R −index が

100な ら完全 に 単
一

で は な い ， 複数の 味の 混合 した 呈味

で あ る こ とを示す。 R −indexに よっ て一種類の 呈味物質

で も，複数 の 味 の 混合 した もの に 近い 塁 味で あ る ， と感

知 され て い る もの が あ る こ とがわ か る 。 例えば NaCl や

KC 正は fructoseや citric 　acid に 比べ 複数 の 呈vaIL近 い

とい っ て よい 。

　 、堤．　おわり1こ

　以上信号検出理論とそれを応用 し て P（A ），R −index

を 求 め る方法に つ い て の べ た 。 R −・index を 求め るに は 二

点比較法や トラ イ ア ン グル テ ス ト等 に 比べ 時間が か か る 。

セ ン サ リー1 の テ ス トな ら少数の パ ネ ル 員を機器の よ う

に 扱うの で ある か ら ， 時間の か か る こ とは 問題と は な ら

な い 。セ ン サ リーE の 場合 は 目的に よ っ て，二 点比較法，

トラ イ ア ン グ ル テ ス ト，3−AFC ，　R −index等 ， い ずれ を

採用す る か 考 え れば よい 。

　な お 宮能検査 の 3種 の タ イ プに つ い て は 別の 考えもあ

る と 思う。 また ，こ こ で は Descriptive　An 艮1ysisに っ い

て は 取 り上 げなか っ た が ，
セ ン サ リー1に 分類 され る べ

き性質 の もの で ， 10−・20 人か ら 成 る パ ネ ル を 長期間訓

練の 後 テ ス トを 行 う。

　本原稿 は カ リ フ t ル a ア 大学 デービ ス 校 の 1991年秋

学期に お け る Dr．　M ．　OMahony の 講義そ の 他をもとに
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i　　　　 ag　19回伝統食品に関する講演会　　　　　i
I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ［

i 日　時 ： 平成 5 年 4 月 6 日 （火） 13 ；OO− 16 ：20　 　 　 i
： 場　所 ： お茶の 水女子大学　生活科学錦　本館 233 号室　　　1
ト　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　
i　　　　 東京都文京区大塚 2− 1− 1 （電話 03−3943−3151）　 l

l 演　題 ： L 　江戸 の くら し と食　　　　　　　　　　　　　l

i　　　　　　　　　 石川　覧子氏 （武蔵野女子大学短大）　　 「

i　 2・ 鰍 勤 と獄 漬物躙 　 　 　 　 i
l　　　　　　　　 前 田　安彦 氏 （宇 都宮 大学 農 学 部 ）　　　　 i

｛　 　 3． 香辛料と薬味の 効用 　 　 　 　 　 　 　 i

：　　　　　　　　 森　　
一

雄氏 （兵庫女子短期大学）　　　　 l

i 会場整理費 ： 500 円 （当 日会 場 に て ）　　　　　　　　　　　 l
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 旨

i 主　催 ： 日本伝統食品研究会　　　　　　　　　　　　　　　i
コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：
1 問合せ先 ： 〒112 東京都文京区大塚 2− 1− 1　　　　　　　 1

i　　　　　 お 茶 の 水女子大学　生活科学部　畑江敬子　　　　l

i　　　　 （電 話 　03−3943−3151 内線 633）　　　　　　 i
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