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　Aquestionnaire 　survey 　 was 　conducted 　 on 　the　 elderly 　through 　their　visual 　 sense 　to　investigate　the　colors 　that

were 　hard　to　distinguish，　and 　the　favorite　appearance 　of　cooked 　food．　The　data　from　the　color 　chart 　examination

indicated　that　most 　Qf　the　subjects 　felt　it　hard　to　distinguish　the　hues　of　purple 　and 　yellow ，　The　questionnaire 　sur −
vey 　Qn 　cooked 　food　preference　used 　photographs　of　stewed 　Japanese　 radish ．　The 　subjects 　preferred　the　appear −
ance 　of　those 　in　round 　shape ，　in　l［ght　colors 　and 　with 　soup ．　The 　results 　of 　survey 　on 　the　distinction　by　the　elderly

of 　slx　kinds　of　stewed 　vegetable （edible 　burdock，　pQtato ，　pumpkin ，　Japanese　 radish ，　carrot 　and 　taro）against 　four
backgrourld　colors　using 　photographs　suggested 　the　influence　of 出e　way 　the　vegetables 　were 　cut　and 　of　the　colors

of 　dish．
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緒　　言

　卩本 は現 在世界
一

の 長寿国で あ り，今後 も超高齢社会へ

と進 む傾向 に あ る。2020年 に は 4 人に 1 人 が 65歳以上 の

高 齢者 と な る と い わ れ ，75 歳 以 上 の 後 期 高 齢 者 人 冂 も急

激 に 増加す る と予想 され て い る
D 。こ の よ うな 社会状況 の

中で，認知症，介護 が 必要な高齢者 の 増加 など高齢者 を取

り巻 く問 題 も多様 で あ る。高齢者 が い か に して 健康 で，質

の 高い 日常生 活 を 送 る こ とが で きる か とい うこ と に つ い

て ，食生 活の 果 た す役割 は大 きく，大谷 らの 報告 に お い て

も，高齢者 に と っ て 食生 活が QOL （Quality　of　Life）を 向

上 させ る 主 な要因 の
一

つ で あ る こ とが 明 ら か に さ れ て い

る
3 ．した が っ て ，高齢者 が高い QOL を維持 す る た め に は ，

食 生 活 を 充実 させ る こ とが 望 ま れ る。

　そ して 食事 の お い し さ は単 に 味覚 だ けで な く，五 感 全 て

に よ っ て構成 され ，中で も視覚 の 与 える影響 は 大きく，87

％ に 及 ぶ と報 告 さ れ て い る
31
。しか し，加齢 と と もに 白内

障 緑 内 障，糖 尿 病 性 網 膜 症 な ど様 々 な視 覚障害が 増 加 す

る 。 特 に 白内障 は，60歳代 で は 80％，80 歳代 で は 90％

の 人 に症状が み られ る とい わ れ，高齢者特有 の 眼疾患 で あ

る
4）

。
こ の よ うな 理 由 か ら，高齢者 の 色彩識別能力 は低 下

し，明度，彩度 の 低 い 色 は 見えに くく，色視野 に も変化が

み られ る ように な る
5）

。 特 に黄〜緑 青〜紫 の 色相が 見 え

に くくな る こ とが 研究 さ れ て い る
6）
。し た が っ て こ の よ う

な視 覚 の 問 題 の た め に，高 齢 者 は，食 事 の 時 に」」1［に盛 り付

けて あ る 食べ 物 が 何 で あ る か 認識で きな い ，食品 と飾 りと

の 区別が つ かない と い う問題 も起 こ りうる 。

　 また高齢 に なる と咀嚼 ・嚥 下 機能 の 低下 も顕著 に 起 こ る。

健康目本 21 に お け る 「歯 の 喪失 防 止」の 中 で 平成 5年歯

科疾 患 実態調 査 で は 20 歯 以 上 の 自分 の 歯 を有す る 75〜84

歳 の 人 は 1／．5％ で あ り
7）
，加齢 と と もに 残存歯数 は 減 少

し，義歯 の 装着率 は 増加す る 。 そ の た め，
−t一

般的 に高齢 者

は小 さ く切 られ た 食材 や，煮物 で あ れ ば色 が濃く，軟 ら か

そ うに 見え る もの を好む と さ れ る。

　本研究 で は，高齢者 の QOL の 向上 の た め に ，高齢 に な

る と ど の よ うな色が識別 しに くくなる の か，また どの よ う

な 調 理 方法 や 盛 り付 け が 食欲 を喚起 させ る の か に つ い て ，

高齢 者 の 視 覚 に 焦点 を あ て て 検 討 を行 っ た。
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1． カラ
ー

チ ャ
ー

トを用 い た色彩識別

　2003年 9 月〜11月 に カ ラ
ー

チ ャ
ー

トを用 い た色彩識 別

調 査を実施 した。調 査対 象者 は，高齢者対象に行 わ れ た 2

囘 の 講 演 会 出 席者及 び 「食 1嗜好 と食物認識 に 関す る ア ン ケ

ート調査 」の 調査 対象者 （表 1） と した 。

　調査 に 用い た カ ラ
ー

チ ャ
ー

トは，末永蒼生著 「事典 ・色

彩 自由 自在 」 の 「Heart ＆ Color　Basic　No．1001〜1072」

を参考 に作成 し，横列 は 基本 8 色の 色相，縦列 は彩度 を示

す 9 種類 の Tone で 示 した
s）
（図 1）。た だ し，実際 に 使 用
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図 1，　 調査 に使 用 した カ ラ
ー

チ ャ
ー

ト

図 2．　 ダイコ ン の 煮物 に 関する 嗜好調査

　 A ：切 り方、B ：色 、　 C ：調理 形 態

した チ ャ
ー 1・に は 色相

・Tone の 名称 は 表記 して い ない 。

また，チ ャ
ー

トの 右側 に 被験者の 性 別 ・
年齢

・
眼 疾 患 の 有

無の 記 入 欄を設 け た。調 査方法と して，講演会出席者 の 場

合 は，「カ ラ
ー

チ ャ
ートの 中 で 見 え に くい 部分，縦横 の 隣

り合 う色の 識別が し に くい と感 じ る 箇所を丸 で 囲 ん で 下 さ

い 。 何箇所 で も結構 で す。」 と質問 し，チ ャ
ートに 記 入 し

て も らっ た。表 1の 調査対象者の 場合 は調査者が チ ャ
ート

に 記入 した 。

　調査 は，講演会場，施設 （主 に 食堂） と もに照明 下 で 行

っ た 。

　統計処 理 は SPSS （windows 　10．O　Version）を 用 い て 度

数分布 を 求め た 。

2．　 食嗜好と食物認識

　 ア ン ケ
ー

ト調査 は 2003年 9 月〜11月 に 実施 した。京都

府，大阪府，滋賀県に 住 む 60歳 以 上 の 地 域 の 老 人 ク ラ ブ ・

デ イ サ ービ ス の 利用 者，老 人 ホー
ム 入 居者等 を調査対象者

と し，1対 1 の 聞き取 り調査形式 で 行 っ た 。 また 2004 年 9

月に は老 人 ホ ーム 入居者 の 中で 軽度の 認知症の 症状 が あ る

高齢者を対象 に調査を行 っ た。

　ア ン ケートの 概要 は，調査 対象者の 属性 （性 別 ・
年齢

・

家族構成
・
居住形態），健康状態 （歯 ・

眼の 疾 患），現在 の

食生 活 に 関す る 項目 （食事 の お い し さ
・
調 理 担当者な ど），

写 真 を用 い て お こ な う食嗜好，食物認識 に 関 す る 項 目 と し

た 。 写真 は A4 サ イ ズ で 野 菜 の 写真 は 実物大 に 調 整 した。

写真 を提示す る 際は，予 め，本 や 新聞 を読 む 時 の 眼鏡 の 日

常 の 使用状況を聞き，使用 して い る 人には 眼鏡 を か けて も

ら っ た。また，写真 の 提示時間，回 答まで の 時間は 制限 し

な か っ た。

　「食嗜好 に 関す る調 査 」 は 図 2（A ）
〜（C）の 実 物 大 の ダ

イコ ン の 煮物 の 写真，（ダイ コ ン の 大 きさ ； 直径 5cm ） を

示 し，（A）切 り方，（B）色，（C）調理形態 （煮汁な し，煮

汁あ り，煮汁 ＋ とろみ ） につ い て 「どの ダイ コ ン を食べ た

い で すか 」 と い う質問 を行 っ た 。「食物認 識 に 関 す る調査」

は 野菜の 煮物 を 具体例 に し，写真 の 野菜 の 煮物が何で あ る

か とい う認識 に つ い て ，切 り方 や 盛 りつ けた 皿 の 影響 を 受

け る か どうか を検討す る 目 的 で 行 っ た。まず，図 3−（A ）
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〈角切り〉

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 図 3．　 食物 認 識 に 関す る調 査

（B）一（1）ゴ ボウ，（2）ジ ャ ガ イモ ，（3）カ ボチ ャ ，（4）ダ イ コ ン ，
（C ）− Q）カ ボチ ャ ，（2）ジ ャ ガ イモ 、〔3＞ゴボ ウ ．（4）サ トイ モ ，

（5）ニ ン ジ ン ，（6）サ トイモ

（5）ダ イ コ ン ，〔6）ニ ン ジ ン

の ダ イ コ ン ，ニ ン ジ ン ，カ ボチ ャ ，ゴ ボ ウ，サ トイモ ，ジ

ャ ガ イ モ の 計6 種類 の 素材の 写真を調査対象者 に 見せ，こ

の 野 菜 に 限定 して 質問す る こ と を伝 え た 。 た だ し，調査中

は 見せ なか っ た。次に ，
一

般 的 な野 菜 の 特徴 が わ か りやす

い
一

般的 な切 り方に して 調理 し （濃い 凵醤油 の み で煮汁の

塩 分 が 1％ に な る よ うに 調味）白い 皿 に 盛 りt’］け た 図 3−

（B ）の 写真 を 見せ 「こ の 煮物 は何 の 野菜 か 分 か りますか。」

と尋 ね，野菜 の 名前 を 回 答 して も ら っ た 。 次 に，同 じ 6種

類 の 野 菜 の 皮 をす べ て む い て 2cm の 角 切 り に 切 り揃 え，

同様 に 調理 した もの を，皿 を想定した 4種類 の 背景色 （白

色 ：磁器，黒 色 ：塗 り，ク リ
ーム 色 ：プ ラ ス チ ッ ク，茶色 ：

陶器） に 並 ん で い る 図 3−（C） に 示 した 4 枚 の 写真を順次

被験者 に 見せ 同様 に野菜の 名前 を回答 して もら っ た 。 ア ン

ケ
ー

トに用 い た写真 の 野 菜の 煮物 の 調製 は，加熱条件を
一

定 に す る た め各塩 分濃 度 （濃い 口醤油 の み で 煮汁 の 塩 分 を

調 製） の 煮汁 に 野 菜 を 入 れ ス チ
ー

ム コ ン ベ ク シ ョ ン オーブ

ン （／60℃ ，ス チ
ー

ム 60％，25分間加熱） で 調理 した 。 野

菜 の 角 切 りの 写真は Adobe　Photoshop　7．0 を使用 し て 異

なる 背景色 の上 に 同 じ野菜の 画 像 を ラ ン ダ ム に貼り付 けた

もの を 使 用 し た。4枚 の 写 真は，見せ る 川頁序に よ る 影響を

考え，調 査 の 際 に は 調査対象者 ご と に 見 せ る 順番を変 え た。

　 統 計 処 理 は SPSS （windows 　IO．O　version ） を 用 い て ，

度数分布お よ び各項 目の 関連 を調べ る た め ク ロ ス 集計 を 行

っ た 。

結果 お よ び考察

1．　 カ ラーチ ャ
ートを用 い た色彩識別

D　調査対象者 の 属性 と眼 の 疾患

　調査対象者 は 男性 IO6 名，女性 210 名の 計 316名，平均

年齢 は ，男性 70．8 ± 6．6歳，女性 75．9± 9，0歳 で あ っ た。

　 眼 の 疾 患 に つ い て 「現 在 また は過 去 に 眼 疾 患 をお持 ち で

す か。」 と質問 した 結果，「疾患 な し」 と 回答 した 人が 63
％ と 最 も多 く．「白内障」28％ ，「そ の 他 の 眼疾患 （緑 内

障等）」9％，「不明」1％ で あ っ た 。

2） 色彩識別能力 に 関す る調査 の 結果

　色彩識別 に 関 す る調 査 の 結果 を図 4 に 示 し た。チ ャ
ート

の 横 列 の 8色 の 色相 の 中 で は，「紫⊥ 「黄色」 で 識別 し に

くい と 感 じ る 人 が 多 か っ た 。 「黄色」 の 「Pastel　tone と

Light　tone」 の 境 界 は 66人 （21％ ），「紫 」 の 「Strong

亡one と Quiet　tone」の 境界は 47人 （15％）の 人 が 識 別 し

に くい と答え た。ま た，r赤」の 色 相 を選 ぶ 人 は 少 な か っ

た が ，「Vivid　tone と Strong　tone の 赤」 の 境界 で 識別 し

に くい と感 じ る 人が 32 人 （10％ ）あ っ た 。

　こ れ ら の 結果 は 従来 の 研究報告 と ほ ぼ
一

致して い た
5）
。
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図 4．　 カ ラ
ー

チ ャ
ー

トに よ る 調査
一

高齢 者が識 別 しに くい と感 じる 色 彩
一

表 1． 調 査対 象者 の 属 性 と居 住形 態

居 住形態 60歳代　70歳代 　80歳 代 　90歳代 　合計 （名）

　 　 　 　 　 　 在宅　　 　　　 26
男 性
　 　 　 　 　 老人 ホ

ー
ム 　 　 　 　 O

n ＝63
　 　 　 　 特別 養 護 老 人 ホ

ーム 　　 0

厂
∂

23

2 410 101 634厂
0

　 　 　 　 　 　 　 在宅　 　 　 　 　28
女性

　 　 　 　 　 老 人 ホーム 　 　 　 　 1
n ＝143
　 　 　 　 特別 養護老人 ホ

ー
ム 　　 1

10231 ワ凵
31

311 068 lO2932

合計 （名） 56736116 206

また，今 回 の 調 査対象者 で ，白内障 で あ る と答え た 人 は

28％ あ り，年齢が 高 くな る ほ どそ の 割合 は 増加 した。し

か し，ク ロ ス 集計 の 結果，識別 しに くい こ と と対象者 の 眼

の 疾患 の 有無 年齢 との 問に 関連 は み られなか っ た 。 前述

した とお り，白内障 は 80歳代 で は 90％ の 人 に症状 が み ら

れ る とい わ れ て い る が
a〕
，白内障 の 症状 は 徐 々 に 進 行 す る

た め，本 人 が 自 覚 して い な い 場合 が多い こ とが 推察 され ，

その 結果，見え方 と本人 の 申告 に よ る 眼の 疾患 に つ い て も

関連がな い とい う結果 に なっ たと考 えられ る 。

　 こ の 結果 は，食生活 の観点か ら考 える と，食材 に多い 黄

〜緑 の 色相 の 識 別 能力が低下 す る こ とは，「煮物」 な どの

醤油を用 い た 料理 の 見 え方 に 大 き な 影響 を きた す もの と予

想 さ れ る 。

2．　 食嗜好と食物認識

1）　調査対象者の 属性

　食嗜好と食物認識 に 関す る ア ン ケー
ト調査 の 調査対象者

206名の 年齢分布 と居住形態を表 1に 示 した。平均年齢は，

男性 71．7± 6．8 歳 ，女性 78，0 ± 9．3歳 で あ っ た。

2） 健康状態につ い て

　調査対象者 の 中で 「自分 の 歯が全 て そろ っ て い る 」 と回

答 し た人 は 14％ で あ り，「数本 しか残 っ て い ない 」「全 く

残 っ て い な い 」 と い う人 が 約 半 数 を 占め た。ま た 66％ の

人 が 義歯 （部分入 れ 歯 を 含む ） を 装 着 して お り，また，義

歯 の 割合 は年齢 と と もに 増加す る 傾向に あ っ た 。

　眼の 健康状態 に つ い て，「ふ だん （眼鏡 の 有無 に 関わら

ず〉，眼が 見えに くい と感 じ ますか」とい う質問 に対 して，

「と て も見 え に くい 」「少 し見 えに く い 」 と 回答 した 人 が約

45 ％ あ っ た 。 症状 と し て は 視 力低 下 や 眼 の か す み を 訴 え

る 人 が 多か っ た 。「疾患な し」 と 回 答した 人 が 58％ ，「白

内障」34％，「そ の 他 の 眼疾患 （緑内障等）」8％ で あ っ た 。

3） 現在の 食 生活に つ い て

　「毎 日の 食事 は お い しい で すか 。 」 とい う質問 に 対す る結
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果 を調査対象者全体で見る と 「とて もお い しい ，お い しい 」

と答えた 人 が 70％ と な り，毎日の 食事に満足 し て い る 人

が多かっ たが，年代 に よ り差があ り，加齢 と と もに 「お い

しい 」 と思 う人 の 割合が減少 した 。 こ の こ とは加齢 に よ り

健康状態 が 万 全 で は な くな る こ とが 影響 して い る と考 え ら

れ る 。ま た ，「食事 の お い し さ と居住 形 態」 の ク ロ ス 集計

につ い て，「と て もお い しい ，お い しい 」 と答え た 在宅者

80％，施設入居者 46％ と な り，在宅者 の 割合 はよ り高 く

な っ た。そ して，本人 が 調理 する場合 に 「とて もお い しい 」

と感 じて い る 人 の 割合が 高くな っ た。こ の こ と は在宅 の ほ

うが 個人 の 嗜好 や 体調 に 合 わせ た食事を準備 で きる 点で お

い し く感 じ る人 が多い とい うこ とが 考 え られ る。

　こ れ らの 結果 か ら，食事の お い しさ に は年齢，居住環境

調理担当者 な どが 関 わ っ て くる事が 示唆 され た が，お い し

さの 要因は個人 に よ り複雑 に作用 して い る と考えられる 。

4） 食嗜好 につ い て

　ダ イ コ ン の 煮 物 の 切 り方 ・色 ・調 理 形 態 に つ い て 「どの

ダイ コ ン を食 べ た い で す か 」 と い う質問 を した 結果 を 図 5

に示 した 。

i）　ダイ コ ン の 切 り方

　図 2−（A ）に示 した輪切 り・半月切 り・い ち ょ う切 り （1

／4 に 切 っ た もの ）・
い ち ょ う切 り （1／8 切 り）・さ い の め

切 りの 5種類 の 大 きさ に 切 っ た ダ イ コ ン の 煮物 の 写真 を見
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図 5．　 ダ イ コ ン の 煮物の 嗜好

せ て嗜好を聞い た 結果，「輪切 り」と 回答した 人 は 全体の

半数近 い 49％ を 占め た 。 切 り方が小 さくなる ほ ど選 ば れ

る頻度 は低下 した 。 「さい の め切 り」 に 関 して は，「箸 で つ

かみに くそうだ」 とい う意見が多 く聞かれた。こ れ らの 選

択 の 結果 と年齢 性別 ，健康状態 （歯の 状態，眼の 疾 患 の

有 無 ）と の ク ロ ス 集計 に お い て 関連 は み られ な か っ た 。 大

谷 らの 報告 に お い て ，咀嚼能力は年齢 や 義歯 の 有無 よりも

義歯 の 適合性 に よ っ て 左右 され る こ とが 示 されて お り
2〕
，

今回 調査 した 調査対象者 は半数以 上 が 義歯を 装着して い た

が ，61 ％ は 硬 い もの を噛む こ と に ほ と ん ど問題 が な い と

答えて い た こ とか ら，調査 に 使用 した ダイコ ン の 煮物 の よ

うに 比較的軟らか い もの で あれ ばそ ん な に小 さ く切 る 必 要

は な い と考え られ る。

ii） 色

　 ダイ コ ン の 色が濃 い ほ ど，よ く煮 えて 軟 らかい と感 じ，

高齢者 に 好 まれ る の で はない か と推察し，図 2−（B）に示

し た醤油 の 塩 分濃 度 が 0，25％，1．00％，2，00％，3．00％

の 煮汁 で 煮 た 4種類 の ダ イ コ ン の 煮物 の 写真 を 見せ ，「ど

の 色 の 大根 を食 べ た い で すか 。」 と質問 した 。 また，こ の

判断は 切 り方 に も左右 され る の で は な い か と考え，輪切り

と さい の め切 りの 2種類 を用 意 し，切 り方と色 との 関係 に

つ い て も調査 した 。 しか し，輪切 りの 場合 も，さい の め 切

りの 場合 も結果 に 大 きな差 は み ら れ ず，「1．00％ 」 を選 ぶ

人 が 約半数で 最 も多 く．次 い で 「2．00％」，「0，25％」そ し

て 「3．00％ 」 の 順 で あ っ た 。 通常 煮物 の 濃度 は 1〜2％
と 言 わ れ

lo）
，今 回 の 調査 で も全体 の 約 90％ の 人が 1，00，

2．00％ の もの を選 び，3．00％ の もの を選 ぶ 人 は少 なか っ

た。実際 聞き取 り調査 の 中で も薄味を心がけて い る とい

う人 が多くみ られ た。

　 ま た，こ の 結果 に つ い て も 「ダ イ コ ン の 切 り方」同様

調査対象者 の 年齢，性別，健康状態 （歯 の 状態，眼の 疾患

の 有無）との 関係はみ られ なか っ た。しか し，居住形態別

に 比較する と，輪切 りの 「2．00％ 以 上 」を 選 ん だ在宅者

は 39％，施設入居者は 59％ で あり，施設入居者の ほ うが

色 の 濃 い もの を好 む 傾向に あ っ た 。

iii） 調理形態

　図 2−（C）に示 した 3 種類 の ダ イ コ ン の 煮物の 写真 （煮

汁な ど の 説明 は写真中 に書い て あ る）を見 せ，「ど の ダイ

コ ン を食べ た い で す か 。」 と 質問 した結果，「煮汁あ り」 を

選択 した 人が 68％ と最 も多 くな っ た。こ れ は 「飲 み 込 み

易 い 」 とい う理 由 が多か っ た。しか し，「と ろ み をつ けた

もの 」 を選 択 す る 人 は少 な か っ た。今回用 い た ダ イ コ ン の

煮物 に 限らず，「あ ん か け」 の よ うな と ろ み を付け た 料理

が好 きで はない とい う意見 を多数聞い た 。 また，ス プ
ー

ン

で 食事 をす る 人の 中 に は 「とろ み の つ い た料理 は ス プーン

で す くうと，滴が 垂 れ る ため 食べ に くい 」と い う意見もあ

っ た。現在，病院 や 福祉施設で は高齢者に 対 し，嚥 下 な ど

の 理 由か ら とろ み を 付け た料理が よ く出 され て い る 。 しか
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図 7．切 り方の 違い に よ る野菜の 認識の 正解率 （種類別）

　 　 　 　 　 ロ
ー

般 的 な 切 り方 　翩 角切 り

し今回 の 結果か ら，煮汁を一緒に 盛 り付け るの は好まれ る

が，と ろ み は誰 に で も多用 しない で 必要な場合 に つ け る ほ

うが良い と思 わ れ る 。

5）　食物認識 に つ い て

　図 3 に示 した一
般的 な切 り方と角切 りに した 写真を見せ

名前 を聞 い た 正解率 （4 色 の 背景色で の 正解率 の 平均）を

調査対象者の 年代別 に 図 6 に 示 した。一
般的 な切 り方の 場

合の ほ うが 正解率 は高 か っ た が，高齢 に な る ほ ど低下 した。

学生 を対象 に予備調査 を行 っ た 結果 正解率 は両方 の 切 り

方で ほ ぼ 100％ で あ っ た こ とか ら考える と，や は り加齢 に

よ り認識しに くくなる こ とが示された 。 図 7 に野菜 の 種類

と切 り方の 違い に よ る 正解率 を示した。一般的な切 り方で

は 「ジ ャ ガ イ モ 」 を 除 く 5 つ の 野菜に お い て 正 解率は ほ ぼ

90％ を越 え た が，角切 りに した 場合，「ゴ ボ ウ 」 の 73％

が最 も高 く，次い で 「ダイ コ ン 」と 「ニ ン ジ ン 」で 68％，「ジ

ャ ガ イ モ」は 42％ と最 も低 くな っ た。「ゴ ボ ウ」，「ダ イ コ

ン 」，「ニ ン ジ ン 」 の ように切断面 に特徴 の あ る 野菜 で は，

比較的正解率が高い 傾向 に あ っ た 。 特 に 間違い の 多か っ た

例 と して は，同系色 の 「カ ボ チ ャ 」と 「ニ ン ジ ン 」，「サ ト

イ モ 」と 「ジ ャ ガ イ モ 」を 逆 に 回 答す る パ ターン で あ っ た。
一

般的な切 り方 と比較す る と，どの 角切 りの 野菜 も正 解率

が低下 し，特 に 「カ ボチ ャ 」 で は皮をむい て しまうとわか
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りに くく40％ も低下 した。つ ま り，食材の 切 り方は食物

を認識す る うえで 重要 で あ る こ とが示 さ れた 。

　4 色 の 背景色 に角切 りの 野菜 を並べ た もの の 正 解率 は ，

背景色 ご と に比較する と，「茶」で 66％ と最も高 く，次い

で 「黒 」と 「ク リーム」で 59％，「白」で 58％ とい う値

と な り，大差 は なか っ た 。 しか し，野菜別 に正 解率 を み る

と 図 8 に示 した よ うに，ジ ャ ガ イモ や ダイコ ン の よ うな色

の 薄 い 野 菜 で は 背景 色 「黒」「茶」 の 正解率 が 高 く，色 の

濃 い ゴ ボ ウ で は 「里 」 の 正解率が 低 く な り，明 度 の コ ン ト

ラス トが重要 で ある こ とが 示唆された 。 しかし 「茶」 に 関

して は，全 て の 野菜 に おい て 正解率が高 くなっ た 。

一
般的

に人間の 眼 は，見 ようとす る対象 とそ の 背景との 間の 色相，

明度，彩度の 差が大 きい ほ ど視認 性は高くな る とされ る
9）。

だが今回用 い た背景色 の 中 で ，野菜の 煮物との 色の 差が 最

も小 さい 「茶」 で 正解率が高か っ た こ と に つ い て は今後さ

ら な る検討が 必要で あ る。

　 さ ら に，2004年 9 月 に は高齢者施設入 居者 の 中で 軽度

の 認知 症 と診断 さ れ て い る 15人 （平均年齢 ：79．1 ± 8，8

歳） を対象 に調査 を行 っ た 。 こ の 結果，一
般的な切 り方 の

正解率 は 74％ ，角切 りに し た もの （4色 の 背 景 色 で の 正 解

率 の 平 均 ）の 正 解率 は 21％ と な り．先 の 調査 結 果 で 正 解

率が低か っ た 90歳代 よ りも低 くなっ た 。 また，野菜 の 写

真と名前を事前 に伝 えて 限定 した に も関わらず 「鶏肉」 や

「こ ん に ゃ く」と違 う食べ 物 を回 答す る，同 じ野莱名 を何

度も回答する とい う状況が多数み られ た。認知症の 人 は普

段 の 食事 に お い て 内容 を認識 しない まま食べ て い る の で は

ない か とい うこ とが 予想 された 。 しか し，食 べ 物 の 話 と い

う点で は，自分の食べ 物の好み や 思 い 出 な どを話すなど コ

ミ ュ ニ ケ
ーシ ョ ン が で きる 人が多 く，認知症 の 人 に対す る

話 の きっ か け と して 食べ 物 の 話題 は非常 に 良い こ とが 感 じ

られた。松村 は，ユ ニ ッ トケ ア を導入 して い る利用者特別

養護老 人 ホーム に お い て，利 用 者 自身が 台 所 仕 事 を 含め た

家事 に 関 わ る事に よ り認知症 の 症 状 な どが 改善 さ れ た こ と

を報告 して い る
1D

。 今後 さらに 認知症 の 人 に つ い て 「食 べ

る」 とい うこ とに 関す る調査研究が 必要 で あ る 。
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視覚 に よ る 高齢者 の 食物認識 と食嗜好 に 関 す る調査

　以 上 の 「カ ラーチ ャ
ートを 用 い た 色彩 識 別 に 関 す る 調 査 」

及 び 「食嗜好 と食物認識に関す る ア ン ケ
ー

ト調査」 の 結果

から，食事の お い しさに は年齢，歯 や 眼 の 健康状態，居住

形態 調理担当者 などが関わっ て くる 事 が 示唆 され た。ま

た 調理が で きない 状況にある場合 は，調理 担当者は料理 を

見た と きに そ の 食材 が 何 で ある か 認識で きる 切 り方，食材

と食器 との 配色 食 べ る 前 に食材が何で あ る かを伝え る な

どの 配慮 が 必要 で あ る 。また 施設 で は 食事 を 「お い しい 」

と思 う人 を増 や す た め に，詳細 な 嗜好調査 をす る こ と や，

眼の 疾患 が ある 高齢者 も多 い こ と か らわ か りやす い 献立 の

掲示をす る な どの 工 夫が望 ましい と思 わ れ る 。

要　　約

　加齢 と と もに 様 々 な身体機能 は低下 し，中で も視力 の 低

下は早 く，高頻度 で 起 こ る 白内障 に よ っ て 色 の 識別能力が

低下 す る。本研究 で は 高齢に な る とどの ような 色が 識 別 し

に くくな る の か，また どの よ うな調 理形態 の もの が好ま れ

る か，高齢者 の 視覚 に 焦点をあて 検討 を行 っ た 。

1） 色 の 識別能力 は カ ラーチ ャ
ートを用 い て ，見えに くい

　箇所を示 して もら っ た と こ ろ，「紫」，「黄色」の 色相 で

　識別 し に くい と感じ る 人 が 多か っ た 。

2） 調理形態 に よ る 食嗜好 に つ い て ダイ コ ン の 煮物 を例 に

　切 り方，煮汁 の 状態などを変えた もの の 写真 を見せ，嗜

　好を聞い た結 果 ，輪切 り，薄 め の 色，煮汁 の あ る もの が

　好 ま れ た。

3）　野菜 （6種類） の 煮物 の 写真 の 認識 につ い て，切 り方

　 や 盛 りつ けた皿 の 色 の影響を受け るか どうかを検討 し た

　とこ ろ，食材の切 り方，背景色 との 色 の対比 の影響を受

　ける こ とが 分 か り，料 理 を 見た と きに そ の 食材が 何 で あ

　 る か が 認識 で きる 切 り方，食器 との コ ン トラ ス トな ど の

配 慮 が 大 切 で あ る こ とが 示 唆 さ れ た。

　本研 究の 実施 に あた り，調査 に ご 協力 い た だ きまし た高

齢者施設 の 職員の 皆様 に深謝致 し ます。
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和文抄録

　高齢者 に とっ て 識別 しに くい 色 と好まれ る調理形態 を知 る ため に，高齢者 の 視覚の 点か らア ン ケ
ー

ト調査 を行 っ た。カ

ラ
ー

チ ャ
ー

トを用 い た 色 の 調 査 で は，紫 と黄色 の 色相 で 識 別 しに くい と感 じる 入 が多か っ た。ダ イ コ ン の 煮物 の 写 真 に よ

る調 理 形 態 の 嗜 好調 査 に つ い て，輪 切 り ・薄 い 色 ・煮 汁 の あ る もの が 好 まれ た。6種類 の 野 菜 の 煮物 （ゴ ボ ウ，ジ ャ ガ イ モ ，

カ ボチ ャ，ダイコ ン，ニ ン ジ ン，サ トイモ ）を 4種類 の 背景色 で 写 した 写真を用い た 食物認識の ア ン ケ
ー

ト調査 に つ い て，

高齢者 の 食物認識は，食材 の 切 り方や 盛 り付 け る食器 の 色 に よ っ て も影響 を受ける こ とが示唆 さ れ た。
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