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　 ひ とび と の 健康維持 ・増進の た め に ，栄養教育 は さ ま ざ ま な 場 と機会 で な され て い る．家庭 に お

い て 母親が 果 た す 役割 も
一

つ の 栄養教育 と し て 重要 で ある．常識的 に は母親の栄養 の 摂 り方が よ け

れ ば そ の 娘 も よ い と言わ れ て い る が ， こ れを裏付 ける科学 的研究は ほ ん の僅か しか な され て い な い ．
また，母親や その娘に影響を お よ ぼ した と考 え る祖母に関す る栄養摂取 に 関す る 実態調査 の 研究報
告 も知 られ て い な い ．

　そ こ で，本研究は 愛知県内 の 某短期大学 に 在籍す る 女 子 学生 と そ の 母親お よ び 祖母 を
一

組と した

食事調査 を実施 し栄養素等摂取 量 の 実態 を疫学的 に 分析 した ．栄養素摂取全体 の充足状況を測定す

る た め に ， 各 栄養素の 充足 の 度合 い が 考慮 さ れ て い る 「新し い 総合評価 ス コ ア」の導入 を試 み た．
母親 ・娘 ・祖母 の 栄養素充足状況 の関運性を み る た め に 2 つ の 異な っ た解析方法を用 い た．い ず れ

の 方法 も母親 を基準 と して 2群分け した．一
つ は（1）母親 の総 エ ネ ル ギー

の 充足率が 100％以 上 （充足

群 ）と100％未満 （不足群）に 分 けた．もう
一

つ は  母親の 総合評価ス コ ア の ラ ン キ ン グで 上 位群 と 下

位群 の 2群 に 分け た．そ の 際，母親 とそ の 娘 お よ び 祖母 は セ ッ トで 同
一・

の群 と し，各世代 に つ い て

総合評価 ス コ ア を算出 し て 解析 した ．そ の 結果，（1）充足群 ・
不足群と の 比較 で は，母親 と娘間は ，

充足群 の 母親 と娘が不足群の そ れ らよ り総合評価ス コ ア が 有意に 高か っ た 〔p く 0．001）．ま た，母親
と祖 母間 で も， 充足群 の 母親 と祖母 が 不足 群の そ れ ら よ りそ の ス コ ア が有意 に 高か っ た （p く

0，〔｝01）．こ の よ うに ，母親 の 総合評価ス コ ア が高けれ ば その 娘 の ス コ ア も高 い こ と が 判明 した． 

上位群 ・
下位群 との 比較で は ， 母親と娘間，お よび糧親 と祖 母 間 で い ず れ も（1）と同様の 結果が得ら

れ た．以上 の 2 つ の解析結果 が〜
致 して い る こ とか ら ， 栄養素 の 充足 の た め に は母親が よ けれ ば 娘

もよ い とい う こ とが 分 か っ た．

　ま た，居住形態別 で も総合評価 ス コ ア に つ い て （1）と同様の解析を行 い 検討 し た．その 結果 ， 同居
と別居 を問わず に充足群の 母親 の 総合評価 ス コ ア が高 い と き そ の 娘 お よ び祖母 の ス コ ア が 不足群の

それ らよりも有意に高か っ た （p 〈 0．05〜0．OO1）．ま た，充足群 の 母親 と娘 お よ び祖母 で は 同居 の 方

が別居の そ れ ら よ りス コ アは高 い の に ， 不足群 で は 母親 と 娘 お よ び祖母 で は 同居 の 方 が 別居の そ れ

ら よ りス コ ア は低 か っ た，す な わ ち 栄養素 の 充足状況 に居住形態が 影響す る こ とが認 め られ た ．

　 こ の よ うな 母 子 の関連性 を さ ら に 明確 な もの と す る た め に，母親 と娘 の 栄養素 お よ び食品群の摂
取 の 関連性 に つ い て ，居住形態別 に ス ピ ア マ ン の 順位相関 で 検討 した結果 ， 充足 ・

不足群 と もに 同

居の 母親と娘 の 方が別居の そ れ ら よ り も有意な 相関係数 を示す栄養素や食品群が 数多 くみ られ た．
こ れ は 母親 の栄養素お よ び食品の摂取 の あ り方 が 娘 に 影響す る こ と を意味 して い る もの と考え られ

る．なお ，本稿は紙面 上 の 制約 か ら，ス ピ ア マ ン の 順位相関 に 関す る分析に つ き ， 結果 と考察 の 叙

述箇所 を割愛 した．

　以 上 の 結果 か ら， 栄養素の充足 の た め に は母親 がよけれ ば娘 も よ い と い う こ とが 明確 に な っ た こ

と，母親 の 栄養素お よ び食品群 の 摂取 の あ り方が娘の そ れ ら に 影響す る こ と，とりわ け同居の 影響
が 大 き い こ とが 明確 に な っ た．娘 と同居 して い る母親の 栄養素 お よび食品群摂取 の あ り方の 影響 が

あ る こ と も示唆 された． こ れ ら の 知見は今後の 家庭 に お け る栄養教育に と っ て 大 き な 参考 に な る と

思 わ れ る．
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1　 序　論

　家族 の 健康維持増進 の た め に ， 家庭内に お い て 母親

や祖母 に よ り栄養教育 がなされ て い る と 考 え られ る．

　そ こ で ，本研究は女子大学生 の 家庭 に 着目し ， 祖母・

母親 ・娘の女性三 世代 を調 査 対象に し た食事調査を実

施 し， そ の と こ ろ に お け る母親 と娘 の 栄養素お よ び食

品群摂取の関連性 を解析す る こ と に した ．

　わ が 国 で は 栄養素等摂取量 に 世代 間 ， 世代差が あ る

の で は な い か とい う視点 か ら多くの 調査研究結果 が 報

告され て い る
1−5）．　 しか し ， 欧米で はわが 国 で観察さ

れ て い る ほ ど栄養素 お よ び食品群別摂取量 に 顕著 な世

代間の 違 い は観察 さ れ て い な い
6−8）．日 本 と欧米 と の

研究結果 に み られ る こ の 相違 の 要因に つ い て，木村 ら

は ， 母親 に 家事 を依存し て い る 学生が 極 め て 多い 現状

が起因 （女子大学生 の 食習慣は 生活歴 に よる） して い

る の で は な い か と報告
9・1°）し て い る ．ま た ， 佐々木らは

栄養素お よ び食品群別摂取量 に 顕著な世代間較差 が 存

在す る 口本人 に お い て
“
同居

”
や

“

食事を と もに す る
”

こ とが ， 世代間 の 相関 に 重要な影響を与 えて い る可能

性 が あ る と示 唆し て い る
m ．

　わ が 国に お け る世代間 の 栄養摂取状況 に つ い て ，木

村 らは，家族構成員で あ る母親 とそ の 娘（女子 大生）を

対象に ， 母親 と娘 の 栄養素摂取量 と 日本人 の 栄養所要

量 と を比較 して，栄養素 ごとに充足率の過不足状況 を

評価し ， 総体的 に み る と母親の 方が 若干 良好 と判断 し

た と報告 し て い る
3）．吉 岡 らは農業地域の 三 世代家族

（小 中学生 ・母親 ・祖母）の 栄養素等摂取量 の 三 世代比

較 に お い て ， 変動係数を用 い て ， 個 々 の 栄養素摂取量

の 充足 状況 を栄養素 の 過不足で 示 し て い る
4）．池田 ら

は 栄養摂取状況を評価す る た め に 個入 の 栄養素等摂取

量 と栄養所要量 と を比較 し て ， 充足条件 をク リア した

項 目の 数 に よ リバ ラ ン ス ス コ ア を算 出 し ， 栄養摂取状

況評価の 指標 と し て い る
12 ）．しか しなが ら，こ れ ら の

報告 は，過不足 し た個 々 の 栄養素や栄養評価項 目の ク

リア した数 で 栄養摂取状況 を評価して 世代間を比較 し

た もの で あ り，
こ れ で は ，世代毎 の 栄養素全体 の 充足

度や不足の 場合 の 充足程度を考慮 し た もの と は な っ て

い な い ．そ こ で ， 栄養摂取 の 充足状況全体を評価 す る

方法 と して，各栄養素等摂取充足程度 を考慮 し た ス コ

ア 化 を行い ， 摂取栄養素等全体の充足度を表す総合評

価 ス コ ア の 算 出 を試み る こ とに した．

　 一
方，社会生活 の諸現象の な か で母親が よ け ればそ

の 娘 もよい と い っ た 関連性 が し ば し ば 言 わ れ て い る

が ，栄養素や食 品群別摂取量 に お い て も い え る の か ど

うか ，こ れ を科学的 ・実証 的 に検討 し た研究は ほ と ん

どない ．こ れ を明らか に す る の が本研究の 目的で あ る．

且　 方　法

1．対象者

　1996年 7 月現在 ， 愛知県内 の 某 短 期大学栄養 コ
ー

ス

（栄養士養成課程） に 在籍し て い る学生 （1 ・2年生 ，

合計 173人），そ の 母親 お よ び祖母 を調査対 象 とした．

祖母は母系祖母を優先 と し ， 母系祖母 へ の 調査が 困難

な場合 は 父系祖母 と した ．

2 ．調査方法

　1996年 7 月中旬 に 自記 式食事 歴 法 調 査 票 （self−

administered 　diet　history　questionnaire ：DHQ ）
13 ・14 ）

を学生 た ち に そ れ ぞ れ 3部配布 し た ．夏期休暇期間は

帰省す る学生 に対 して ， 学期 中の 日常的な食習慣 を調

査 す る こ と を目的 と し て い る の で ，帰省前か帰省直後

の 時点で速や か に 回答作業 をす る よ うに 指示 し た．回

答記 入 さ れ た質問票519部を 9 月初旬 に 回収し た．記入

内容 に 誤 りや記入漏れが み つ か っ た もの は ， 学生 の 場

合 は 直接本人 に，母親ま た は 祖母 の 場合は ， 学生を通

じ て再記入 を依頼 し補完 し た． 9 月末 ま で に 調査票 を

提出した全員 か ら有効な回答が 得 られた ．有効回答の

内訳 は ， 学生 （娘）173人 ， 母親 171人 ， 祖母 145人 （母系

祖母 1D2人，父系祖母43人）， そ の 他 29人 で あっ た．そ

の 後，回答内容 に 明 らか な欠損値が複数 ある こ とが判

明した 1 人 を除外し た．娘 ， 母親，祖母 か ら揃っ て有

効 回答 が得 られ た の は 144組で あ っ た．

　なお ， 同時 に 配布 した 別紙 の 調査 票 で ，現在の 居住

市町村 と家族構成人数 を尋 ね た．家族 と別居 して い る

学生 に 関 して は ， 居住形態を大学寮，独居 （ア パ ート

や 下宿），その 他 に分 けて 尋 ね た．生年月 日， 身長 ， 体

重 ，
BMI に つ い て も そ れ ぞれ 回答 を求め た．

3 ．解析方法

（1） 解析対象者

　娘，母親，祖母か ら揃 っ て 回答 が 得られ た 144組の う

ち ， 娘の居住形態が 自宅 （母親 と同居），
また は 独居 （大

学寮 を除 い た 1人住 まい ）で あ っ た 110組を解析対象 と

した．祖母の 内訳 は，母系祖母 80人，父系祖母 30人 で

あ っ た ．大学寮に居住す る学生 の 食習慣は ， 家族以外

か ら無視で きない 影響 を 受 け て い る可能性 が あ る と考

えられ る た め ， 今回 の解析か らは除い た ．
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（2） 解析対象変数

　年齢 は ，調査 日に お け る満年齢を ， 生年月日 と調査

年月ロ とか ら算出 した．身長 （cm ）と体 重 （kg＞は，回答

さ れ た 値 をそ の ま ま 用 い た．肥 満 度は　Body 　Mass

Index （BMI ：体重 kg／身長 m2 ）を算出 して 用 い た．

　な お ，娘，母親，祖母で は，身長 ， 体重 ， BMI に 較

差が み られ る こ と か ら， 対象者
一

人 ひ とりの 体格 を考

慮 し て 体重 あた りの 摂取量で 表した ，

　本研究で は ， 自記式食事歴法 に よ る 食事調査票 か ら

得 られた総 エ ネル ギ
ー

摂取量 ， 9種類の 多量栄養素摂

取量 ， 13種類の微量栄養素摂取量 （食物繊維を含 む ）及

び20種類 の 食品群別摂取量 を解析 に 用 い た．

　母 親 と娘の 栄養素 の充足状 況 に 関 す る 関連性 をみ る

ため に ，独 自の 総合評価 ス コ ア の 導入 を試み た．こ の

総合評価ス コ ア と は ， DHQ か ら得た栄養素等摂取量

をも と に ，そ の なか か ら充足率 の 計算が 可能な 16の 栄

養素等を 選出し て ， 個別に体格差を考慮 した 体重あた

り栄養所要量 を算定 し た 上 で 充足度割合を求め， 6 段

階 に 分け ， 下位か ら順に各階に 1か ら 6 の数値を与 え

て ス コ ア 化 し， こ れ らを合算 した もの で ある．その 算

出方法
ze）は表 1 ・2に 示 す．そ の総合評価 ス コ ア を栄

養素充足状況全体 の 評価 の 指標 とした．

　
一

方 ， 居住形態別 に 同居 ・別居 に よ る母親 と娘 の 栄

養素お よび食品群摂取の 関連 「生を み る た め に は ， 自記

式 の 食事調査 法 で 粗摂取量 よ りも総 エ ネ ル ギー
補 正 済

み 値の 方 が 高 い 妥 当性が報告 さ れ て お り
21＞

， ま た

DHQ 調査例で も同様 の 結果 が 得ら れ て い る
13）．そ こ

で対象者に体格差が み ら れ る本研究で は粗摂取量 よ り

表 1　栄養素等 の 充足状況 の 関連性 をみ る た め の 「総合評価ス コ ア」の 算出法

LDHQ 調査 結果 よ り，充足率 を算出で き る 16栄養素等 を抽 出

2．第 六 次 改 定 「日本人 の 栄養所要量」
L〕
に 準拠 し，表 3 に 示す よ うに 年齢 ・体 重 あた りで 個人 の 栄養所要量 を算出

　　 16栄養索等内訳 ：総 エ ネ ル ギー，た ん ぱ く質，総 脂 質，炭水化 物，PIS 比，　 n6 ／n3 比，カル シ ウム ，

　　　　　　　　　　 鉄，リン ，カ リウ ム，食塩，ビタ ミ ン A ，ビタ ミ ン Bl，ビタ ミ ン B 、，ビ タ ミ ン C，食物繊維

3．栄養素等摂取量 と栄養所要量 と の 間で 充 足 度 割 合 を算 出

　　 充足率（％）二栄養素摂取量／栄養所要量 × 100

4．充足度割合 を 6段階に 分 け，下 位 か ら順 に各 階 に 1〜6の 数 値 を与 えて ス コ ア化 した

　　 充足率　 0 〜19％ ； 1 ，20〜39％ ： 2，40〜59％ ： 3 ，60〜79％ 14 ，80〜99％ ： 5 ，IOO％ 以 上 ： 6

5．16栄養素等の ス コ ア を合算 して 総合評価ス コ ア と した （満点96）

表 2　 評価項 目 ， 栄養所要量算出基準

評価項目 単位　所要量 算出基 準

　　　女良（18〜29歳） 母 親 （30〜49歳） 祖母 （70歳〜　　）

1 総 工 ネル ギー

2 た ん ぱ く質

3 総 脂 質

4PIS 比

5　n6 〆n3L 匕

6 炭水 化物

7 カ ル シ ウ ム

8 鉄

91 丿ン

10 カ リウ ム

11 食塩

12 ビ タ ミン A
13 ビ タ ミ ン B 】

14 ビ タ ミン B ，

15 ビ タ ミ ン C
16 食物繊維

aCk99

　

9
σ凸

99

9mmmmg

田

 

 

 

g

（18．3W 十 272）× 1．5
V」厂 Xl ．139

摂取 エ ネ ル ギーXU ．25／ 9

多価不飽和脂肪酸／飽和脂肪酸 ≦ 1

n6 系／n3 系 ≦ 4

摂取 エ ネ ル ギー×   ．55／ 9
469／51．2i × 、V

I2／ 51，2＊
× W

700／51．2＊
×W

2000／51，2‡ xW

O．15×Wl800

／51．2‡ xW
「

0．8／51．2＊x 、SJ

1．0／ 51．2‡
× W

100／51．2＊× “r

摂取 エ ネ ル ギー／100  x10

（16．8W 十 263）× 1．5

V τ Xl ．139

摂取 エ ネル ギー×0．25／9

多価不飽和脂肪酸／飽和脂肪酸 ≦1
n6 系加 3系 ≦ 4

摂取 エ ネル ギーx 〔1．55／9
467／54．2＊xW

12／54．2，
× NN「

700／54．2字xW

2000／54．2＊
× W

〔1．15xW1800

／54．2txW

O．8／54．2牟xW ．

1，0／54．2＊
× W

lOO／54．2率× W

摂取エ ネ ル ギ
ー

／1000× 10

（16．1“ 」
十 224）x1 ．5

、Vx1 ．139

摂取エ ネ ル ギ
ー× 0，25／9

多価不飽和脂肪酸／飽和脂肪酸≦l

n6 系／n3 系 ≦4

摂 取 工 ネ ル ギーXO ．55／9

433／48．7＊× “厂

12／ 48．7＊
× W

70  ／48．7申× W

20 0／ 48．7＊
× W

O．15× IN「

1800／ 48．7＊ XW

O．8／48．7ホxW

l．0／48．7＊
× NK「

100／48．7＊× W

摂取工 ネ ル ギ
ー

／1000× IO

1）　 健康 ・栄養情報研究会編 ：第六 次改 定 『日本人 の 栄養所要量 食事 摂取基 準』準拠 （1999）第一出版，東京

＊ ：同、E 表 1 年齢区分体位基準値 女 子 18〜29歳 5L2kg ，3〔〕〜49歳 54．2kg ，7 歳以上 48．7kg を用い た

W ：調査 時の 体重 （kg ）
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も総 エ ネ ル ギ ーを補正 した値を 用 い る 方 が よ い と考え

た．しか しなが ら総 エ ネル ギ
ー

の 補正法 に は種 々 の 方

法 が 提唱 さ れ て い る
2n
．今回 の解析 で は，比較的簡便

な栄養密度法 を用 い た
22｝．こ の 栄養密度法 は ， 多量栄

養素に っ い て は総エ ネ ル ギー摂取量 に 占め る割合 （エ

ネル ギー比率 ：％E）に ， 微 量栄養素 （食物繊維を含む ）

お よ び食品群は総 エ ネル ギー 1000kcalあ た りの 摂取

量 に補正 す る もの で あ る
22 −24 ］．こ こ で は そ の値を 用 い

て ス ピ アマ ン の 順位相関係数 を求 め た．

　本研究は 同
一

家族内で の栄養素充足状況や 居住形態

別 に お け る栄養素 お よ び食品群摂取 で ，母親 と娘 の 関

連性を検討 す る こ と が 目 的 な の で ， 母親 の 栄養素等摂

取量を基準 に した群分 け に よ り解析す る こ と と した．

分析結果の信頼性を高め る た め に 2 つ の 異 な っ た群分

けをす る 方法 を解析 に 用 い た．一
つ は，母親 の 総 エ ネ

ル ギー充足率が 100％以 上 の 母親 と その 娘お よ び祖母

を対象 と した充足群 （41組）と それ が 100％未 満 の 母親

と そ の娘お よび祖母 を対象 と した不足群 （69組）に 分

け，総合評価 ス コ ア の 平均値 を比較す る 方法 で あ る．

総 エ ネル ギーは 三大栄養素 をお もな供給 源 と して お

り，総 エ ネ ル ギ ー
の 充足率 は エ ネ ル ギ ー

の 面 か ら み た

栄養素充足状況全体を評価す る こ とが で き る もの で あ

る と考え た．も う
一

つ は，母親 の 総合評価 ス コ ア の ラ

ン キ ン グか ら上位55名の母親と そ の娘お よ び祖母を対

象 と し た 上位群 （55組）と下位55名 の 母親 と そ の 娘 お よ

び祖母を対象と した 下位群（55組）と に分け ， 総合評価

ス コ ア 平均値 を比較す る もの で あ る．総合評価ス コ ア

は ， 充足率の計算が 可能な 三 大栄養素 と微量栄養素等

を加えた 16栄養素等 の 充足度割合 ス コ ア を集計 した も

の で ，栄養素 の 面 か らみ た栄養素 の 充足状況全体 を評

価す る こ とが で き る と考 えた．

〔3｝群分け の 妥当性の 検討 お よ び 母親 と娘の 栄養素 の

　充足状況 に 関する関連性 の 検討

　統計解析を行うに あ た っ て ，   母親の総エ ネ ル ギー

充 足率 を基準 に して 充足群
・
不足群 に 分 け た 母親 と

娘 ， 母 親 と祖母 に 対 し，そ の 群分 けす る こ と の 妥当性

を κ
2
検定 で 確 か めた．さ らに ， 母親 と娘の 栄養素の充

足状況 に 関 す る 関連性に つ い て検討 す る た め に ，同
一

世代の充足群 ・不足群の 総合評価 ス コ ア平均値を t検

定で 比較 した ．  母親の 総合評価ス コ アの ラ ン キ ン グ

か ら上位群 ・下位群に 分 け る方法 に つ い て ，総合評価

ス コ ア の 妥当性を信頼性分析 （ク ロ ーバ ッ ク 係数）
25）

に

よ り確か め た．そ し て
， 同様 に 同

一
世代 で 上 位群 ・下

位群 の 総合評 価ス コ ア 平 均値を t検定で 比較した ．ま

た ， 居住形 態別 に お い て も，充足群 お よび不足群 をそ

れ ぞ れ 同居 ・ 別居 に 区分 け し ， そ の 総合評価 ス コ ア 平

均値を t検定 で 比較 した．上位群お よ び下位群 に っ い

て も そ れ ぞ れ 同居 ・別居 に 区分けし，総合評価ス コ ア

平均値を t 検定 で 同様に比較 した．

（4） 居住形態別 に 母親 と娘の 栄養素お よ び食品群摂取

　の関連性 の検討

　居住形態別に母親 と娘の栄養素お よ び食品群摂取の
　 ノ

関連性 に つ い て ス ピ ア マ ン の 順位相 関 を用 い て検討 し

た．栄養素 お よ び食 品群別摂取 量 は正 規分布 を 示 さ な

い 場合 が 多 く， い くつ か の食 品群 に お い て は全 く摂取

し な い 食品 も存在し得る た め ， 相関解析に は分布の 正

規性 を必要 と し な い ス ピ アマ ン の 順位相関係数 を 用 い

た．こ の とき， 観察数が異 な る集団 を扱 うため ， 相関

係数 の 差 を以下 の 式を用 い て z 統計量 を算出 し検定 し

た
26）．

Z＝ lZrZ、1

n1
と，

・誹，

こ こ ・
・
，　・・−e・ 1・ 9｛

（1＋ ri）
（1− ri）｝

　（ri嘉i群の相関係数 ，
　ni − i群の観察数 ，

　log一自然対

数）

　 z ＞ 1．96の と き に有意水準 5 ％ ，
z ＞ 2．57 の と き に有

意水準 ／％で ，2 つ の 相関係数は 異 な る と判断さ れ る．

　ま た ， す べ て の統計解析 に SPSS 　 ver ．10 （SPSS

Japan　Inc．） を用 い た ．

皿　結　果

1．対象者 の属性

　対 象者 の 属性 の 結果 を表 3 に 示す．平均年齢 が 娘 19

歳 ， 母親46歳 ， 祖母 73歳の 身体測定値結果 は ， 『国民栄

養の 現状』 （平成12年厚生労働省国民栄養調査結果
・第

5 部 年次別結果）
1）

と比較 して ほぼ同値 で あ っ た こ と

か ら ， 調 査対象者 は特別 な 集 団 で は な く標準的 ・平 均

的集団 で あ る こ とが わ か る．全体 の 平均値 か らみ る と，

身長 は娘 が 最大 を 示 し， 体重 は娘 と母 親 が ほ ぼ 同値 で

祖母 よ り重 く， BMI は母親 と祖母 が 同値 で 娘がやや低

値を示 した．口本肥満学会肥満判定法
2η

に よ る BMI

区分 で は どの 世代 も 「普通」 に 属 した．こ の ように ，

身長 ・体重 ・BMI に 世代間較差が み と め られ た こ とか

ら， 各群 の 栄養素や食品群 の 摂取量 の 表示 に 体格を考
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同
一

家族 内 に お け る栄養摂取 の 類似性 と母親 の 役割

表 3　 対象者 の 属性

母 娘 祖母

Mean　　 SD Mean 　 　 SDb Mean 　　 SD　c d F 値 a

年齢（歳）

身長（m ＞

体重（kg）

BMI （kg／ mZ ）

46、5　 　 4．0

154．4　　　　4．9
53．4　 　 7，2

22．4　　 2．8

18．9157

．852
．921

．2

0．75

．9 ＆ ＆ ＆

7．011s2

．6 ＆＆

74．1　　 7．3
147．3　　　5，5　＃＃＃　　　　＄＄＄

48．1　　　7．2　＃＃＃　　　　＄＄＄
22．1　　　 6．9　11s　　　　　ns

97．9 榊寧

16．9 嶬 料

5．0 零＊

一
元 配 置 分 散 分 析 に よ る世 代 間効 果 ： a ；・p く O．05，“ p 〈 〔〕．  ］，…　 p＜ 0 ．001

Tukey 　IIDS の ペ ア比較 ： b ；母 と娘 〔＆p ＜ 0．05，＆＆p ＜ U．Ul，＆＆＆p ＜ OLOOl），
　　　　　　　　　　　c ；母 と祖 IY（＃p く 0、05，　塀 pく O』1，＃＃＃p ＜0．（｝  ユ）、
　　　　　　　　　　　d ；娘 と祖母 〔s 〈 O．O「

o ， ＄s 〈O．Ol， ＄＄＄p＜ 0．OOI＞

慮 した表 し方が必要 とな っ た．

2 ．母親 と娘の 栄養素の 充足状況 に関する関連性

　 こ れ を検討 す る た め に 2 つ の 方法 を用 い た．

　（1〕 栄養素や食品群摂取 に 関す る疫学調査 に お い て

は ，

一
般に エ ネル ギー摂取量 に 対応 して その 他 の 栄養

素 の 摂取量 も変動す る と考え ら れ る こ とが 多 い こ と に

鑑 み ， 母親 を そ の 総 エ ネル ギー充足率が100％以上 の 母

親 と100％未満 の 2群 に 分け，そ れ ぞ れ の 母親 とそ の娘

お よ び祖母 を充足群 （41組） お よ び不足群 （69組 ） と

した．こ の 充足 ・不足群 の 母親 と娘 ， 母親 と祖母 の群

分 けが妥 当で あ る か どうか を調 べ るた め x2 検 定 を お

こ な っ た結果，こ れ ら の 群分 けは有意に 妥当な も の で

あ る こ とが わ か っ た．

　母親 と娘 の 総合評価 ス コ ア を 算出 し そ の 平均値 と充

足 ・不足群で 比較 し た結果を表 4 に 示す．そ の 結果 ，

母親 と娘間 で は，と も に 充足群 の 方が 不足群よ り総合

評価ス コ ア の値は有意 に高か っ た （p く O．OOI−0．  1）．

　一方，母親 と祖母 間に お い て も，充足群 の 方が不足

群 よ り総合評価 ス コ ア の 値 は 有意 に 高か っ た（p く

対 象者 は 母親 ・娘 ・祖母 の ll〔組

0．001）．よっ て ， 母親 の 総合評価 ス コ ア が 高 ければ娘

お よび祖母 の それ も高 い こ とが 確か め られ た ．た だ し，

祖母世代 の 内訳 は 母系73％ ， 父系 27％ で あ っ た こ とか

ら，新 に 母系祖母 と父 系祖母 を別 々 に 解析 した と こ ろ，

同様に充足群の 方が不足群 よ り有意 に 高か っ た （p ＜

0，01〜0．001）． こ れ に よ り母系祖母 と 父系祖母 は と も

に娘 （母親）に対して 同じ関係に あ る と判明した．

　 こ れ らの こ と か ら，母親 と娘，母親 と祖母 の 間で 2

つ の結果 と も母親お よ び そ の母 （＝祖母）の総合評価 ス

コ ア が 高 けれぱ そ の 娘 お よ び祖母 の 娘（母）の そ れ が 高

い こ とが 示 さ れ た．こ の よ う に ，
エ ネ ル ギーレ ベ ル で

充足 ・不足群 に 分 けて 比較 した 結果 は，母親の 栄養の

取 り方が よ け れ ば そ の娘 も よ い と い う こ とが 明確 に 示

された と い える．

　上 記 の 群分 け 方法 は エ ネ ル ギ
ー
摂取 が 全栄養素の そ

れを決 め る こ と を前提 に して 群 分け し た が こ れ が 全 く

正 当で あ る保証 は な い ．そ こ で（1）の結果の傍証の た め

に ，別 の 群分 けに よ る解析 を試 み る こ と に した ．対象

と し た す べ て の 母親 に つ い て 算出した 総合評価ス コ ア

を順 に 並べ ，110組 の 母親 とその 娘 お よび祖母 を上位群

表 4　 母親と娘および祖母の総合評価ス コ ア の 比較

　　 ・母親 の総 エ ネ ル ギー
充足率で 2群 に分けた場合

充足群（n ＝41） 不 足群（n ＝69）

Mean SD Mean SD t値

母親

娘

祖母

　母 系祖母

　 父 系 祖 母

9D，477
．883

．883
．285

．5

4．08

．37

、98
．55

．4

78．073
．375

，374
．776

．7

9．310
．49

．59
．79

．2

8．63＊ 纏

2．45畔

5．03榊 零

4．17＊舞

3．09榊

平 均 値 の差 の 検定 （対 応 σ）な い t
一
検定 ）： ・ p〈 〔1．〔｝5，・ ・ P 〈 0．〔11，…　 p 〈 0．no1

充足群 ：母 親の 総エ ネ ル ギー充足率 100％以上 の 母 とそ の 娘 お よ び祖母 の49組
不 足 群 ：母 親の 総 エ ネ ル ギ

ー
充 足 率 100％未満 の 母 とそ の 娘 お よ び祖 母 の 61組

16項 目栄 養素の ス コ ア を合算 ：満点 96

16項 目 の 内 訳 ：総 エ ネ ル ギ
ー，た ん ぱ く質，脂 質，炭水 化 物，P／ S 比，　 n6 ／ n3 比，カ ル シ ウ ム ，鉄，

　　　　　　 カ リウ ム
，

1
丿ン

，
ビ タ ミ ン A

，
ビ タ ミ ン Bl

，
ビ タ ミ ）f 　B

，，
ビ タ ミ ン C ，食塩，食物 繊 維

祖母 の 内訳 （母系祖母 80名 ：充足群37名，不 足群 12名，父系祖母30名 ：充足群43名，不足群18名）
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表 5　母親 と娘および祖母 の 総合評価ス コ ア の 比較

　　 ・母親 の総合評価ス コ ア で 2群に 分けた場合

上 位群（n ＝55＞
．
ド位 群 （n ＝55）

Mean SD Mean SD t値

母 親

娘

祖母

　母系祖母

　父 系祖母

90．678

．283
．683

．085
．2

3，39

，17
，07

．45
．3

76．472

．474
，673

．976
．1

8．69

．51
〔1．110

．49

．6

11．42‡‡本

3．29＊ ＊ ＊

5．45林串

4．53＊ 象 ＊

3．15＊

平均値 の 差 の検 定 （対 応 の な い t一検定）：・p ＜ 〔｝．〔〕5，i ・pく 0，0L …　 p く0．001
上位群 ：母親 の 総合評価 ス コ ア 順位 1 〜55位 の 55名の 母親 と そ の 娘

卜位群 ：母親 の 総 合評価 ス コ ア 順位56〜110位 の 55名の 母 親 と そ の 娘

16項 目栄 養素の ス コ ア を合算 ：満点96
16項 H の 内 訳 ：表 4 と同 じ

（55組）お よ び下位群 （55組） と に 群分 けした． こ の

総合評価 ス コ ア を用 い た群分け が妥当で あ る か ど うか

は 信頼性分析で 検討 した．その 結果 ， ク ロ
ーバ ッ ク の

係数 の 値が 0．8979 （0．7以上信頼性あ り）で あ り，この

群わ け が妥当で あ る こ とが わ か っ た．そ こ で ，各世代

で 総合評価 ス コ ア を算出 し， 上記｛1）と同様の解析を行

っ た．そ の 結果 を 表 5 に 示 す． こ れ か ら母親 と娘間 ，

母親 と祖母間 と もに（1）と同様に 上位群の方が下位群 よ

り有意 に高か っ た （P 〈 0，001）．よ っ て ，母親 の 総合評

価 ス コ アが高けれ ば娘 お よび祖母 の それ も高い こ とが

判明した．

　以上 の 2 つ の 異な っ た群分け法 に よ る解析結果は と

も に ， 母親お よ び そ の母 （二 祖母）の総合評価ス コ アが

高けれ ば そ の 娘 お よ び祖母の娘 （母）の 総合評価ス コ ア

が 高い こ と を示 した．し た が っ て ， 栄養素の 充足 に 関

して は 母親 が よけれ ば娘 もよい と い う こ とが 確 か め ら

れ た．

　しか しなが ら ， この 関連性は同居 と別居が 混在す る

娘 ・母親 ・祖母 に つ い て 認 め られ た もの で あ り，また

常識的 に同居の場合に関連性が 大き い と推測さ れ る の

で 居住形態 （同居 ・別 居） の 影響 の 有無 を検討 した．

まず ， 母親 の 総 エ ネル ギー充足率100％以上 の母親 とそ

の 娘お よ び祖母 を充足群 （49組）と し，こ れを同居 （36

組）， 別居 （13組）に 区分け し た．母親の総エ ネル ギー

100％未満の 母親 と そ の 娘お よび 祖母 を不足群 （61組）

と し， こ れ を同居 （43組）， 別居 （18組）に区分け した．

世代 ご と に総合評価 ス コ ア の 平均値 と比較 した結果 を

表 6 − 1， 6 − 2 に 示 す．同居 の 充足群 と不 足 群 ， 別

居の充足群と不足群 に つ い て解析 した．そ の 結果 ， 母

親 と娘間，お よび ， 母親 と祖母間の総合評価 ス コ ア の

平均値 は ， 同居 の 場合 ， 母親 ・娘 お よび祖母 は充足群

の 方が不足群 よ り高 か っ た （p 〈 0。001， 0．Ol，　 O．05）．

他方 ， 別居 の 場 合 も母 親 ・娘 お よ び祖母 で は
， 充足群

の 方 が 不足群 よ り高 か っ た （p ＜ 0．01， 0．001）（表 6 一

表 6 − 1 充足 ・不足群に よる居住 形態別 （同居 ・別居）で総合評価 ス コ ア の 比較
・居住形態別および母親の総エ ネ ル ギー充足率で 2群に 分けた場合

同　 居 別　居

充 足 群 （n ； 36）　 不 足群 （n ＝ 43＞

Mean 　 SD 　　Mean 　 SD　 t値 b

充足群 （n ＝13）　 不 足 群（n ＝18）

Mean 　　SD 　　Mean 　　SD 　　t 値 c

母

娘

祖母

　母系祖母

　 父系祖母

89，478

，984
、684

．6

3．27

．47
．37

．3

78．673

．479
．679

．779
．1

8．19

．71
  ．310

．410

．3

7．51 零 林

2．77料

2．48 掌

2．09 ＊

86．776
．987

．1

87．1

4．79
，96

．4

6．4

84．274

．482

．881
．285

．4

8．911
．48

．89
．08

．8

3，19 絆

0．54　ns3

．81 宰 林

0，78　ns

平均値 の 差 の 検定 （対 応 の な い t一検 定）：字p ＜ 0．05，・・p く O．01，林 “ p く 0．OOユ：t値 b 同居の 充足 群 と不 足 群，　 t値 c 別居 の充 足

群 と不足群

母系祖母 ： 充 足 群 同 居 n　＝”　36，別 居 n ＝e，不足群 同居 n ＝32，別居 n ＝ 11

父系祖 母 ；充足群同居 n ＝O，別居 n ＝13，不足群 同居 n ＝ll，別居 n ＝7

16項 目の 内訳 1表 4 と同 じ

一 100 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Nagoya Bunri University

NII-Electronic Library Service

Nagoya 　 Bunri 　 ttniversity

同
一家族 内に お け る栄養摂取 の類似性 と母親 の 役割

表 6 − 2 充足 ・不足群に よ る居住形態別（同居 ・別居）で総合評価ス コ ア の 比較

・居住形態別および母親の総合評価 ス コ ア で 2 群 に 分 けた場合

充 足群 （n ＝49） 不 足 群（n ＝61）

同 居 （n ＝ 36）　 　 別 居 （n ＝ 13）

Mean 　 SD 　 Mean 　 SD　 t値 a

同 居 （n ＝＝ 43）　　 別 居 （n 二18）

Mean 　　SD 　　Meall　 SD 　　し値 a

母

娘

祖 母

　母系祖母

　 父 系祖 母

89，4　　　　3．2　　　　86．7　　　　4，7

78．9　　　7．4　　　76．9　　　9．9
84．6　　　7．3　　　87．1　　 6．4

84．6　　　7．3　　　
−

　　　　一

一
　　　　　　

一
　　　　　87，1　　　　6，4

2．32sO
．76ns

−1．13ns

78．6　　　8．1　　　84．2
73．4　　　　9．7　　　　74．4

79．6　　　10．3　　　　82．8

79．7　　　10．4　　　　81．2

79．l　　　lO．3　　　　85．4

8．9　
−2．39ns

11．4　　
−0，35ns

8，8　
−1，18ns

9．O　
−0．42　ns

8．8　　−1．41ns

平均値 の差の 検定 （対応 の な い t一検 定）：・p 〈 0．05，・ ・ p〈 O．Ol，
16項 目の総合評価 ス コ ア （満点9の お よび そ の 内訳 は表 5 と 同 じ

…　 p く O．OOI ：t 値 a 各群 で の 同 居 と別 居

1）． こ の こ と か ら，同居・別居 を 問 わ ずに 充足群 の 母

親 と娘 ， お よ び母親 と祖母 の総合評価ス コ ア 方が 不足

群の それ らよ り高 い こ とが 明 らか に な っ た ．

　そ して ，充足群 の 同居 と別居 ， 不足群の同居 と別居

に つ い て 解析 した結果 は，充足群 の 場合，母親 と娘 は

と も に 同居 の 方 が 別居 よ り高 く （p〈 0．05）， 祖 母 は 同

居の 方が別居よ り低 か っ た．他方，不足群 の 場合，母

親 ・娘 お よ び 祖母 は 同居 の 方 が 別居 よ り低 か っ た （表

6 − 2）．この 結果 か ら， 母親 と娘 の 関連性 は，充足群

の 同居 で 別居よ り高 い ス コ ア を示 し，不足群で は同居

の 方が別居よ り低 い ス コ ア で あ っ た．こ の こ とか ら，

同居す る こ と で 充足 さ れ て い る場合 も そ うで な い 場合

で も母親 の 影響が 大き い こ と が 明らか に な っ た．母親

と祖母 の 関連性 は 不足群で は 同様の結果 で あ っ た が ，

充足群で は そ の傾向は み られ なか っ た．

　つ い で，母親 の 総合評価 ス コ ア の ラ ン キ ン グ を も と

に した 上位群 ・下位群 をさ らに 居住形態別 に 区分 け し

た．そ の 内訳 は上 位群 （55組）で 同居 （40組）・別居 （15

組）， 下位群 （55組〉 で 同居 （40組 ）・別居 （15組 ） と

な っ た． こ の 4区分 の 総合評価ス コ ア 平均値 と比較 し

た結果を表 7 − 1
， 表 7 − 2 に 示 す．こ の 結果 か ら，

〔1）の 群 分 け と同様 に母親 と娘の関連性は，上位群の 同

居で 別居よ り高い ス コ ア を示 し，不足群 で は 同居 の 方

が 別居 よ り低 い ス コ ア で あっ た．こ の こ とか ら， 同居

す る こ とで 上位群 ・下位群 で も母親 の 影響力 が 別居 に

比 べ 高 ま る こ とが 明 ら か に な っ た．母親と祖母の 関連

性は 下位群 で は 同様 の 結果 で あ っ た が，上位群 で は そ

の 傾向 はみ られ な か っ た．

　 こ の ように，総合評価 ス コ ア平均値 に よ る居住形 態

別 の 解析 に お い て も ， 母親お よ び そ の母親 （・＝ 祖母）

の ス コ ア が高けれ ばその 娘 お よ び祖母 の 娘 （＝母） も

そ の ス コ ア が 高 い こ とが 判明 した ．そ して ， 同居 す る

こ とで 母親の総合評価ス コ ア 平均値 は 高 い 場合 も低 い

場合 もそ れ が 娘 の ス コ ア に 比例 し，母親か ら の 影響を

受け て い る こ とが確 か め られた． こ の こ とか ら，母親

の 栄養 の 摂 り方が よ け れ ば そ の 娘 もよ い とい う関連性

が 明確 と な っ た．

表 7 − 1 上 位 ・下 位群に よ る居住形態別（同居 ・ 別居）で総合評価ス コ ア の 比較
・居住形態別 および母親 の総エ ネル ギ

ー
充足率で 2群 に 分けた場合

同　 居 別　居

上 位群 （n ＝39）　 下 位群 （n ＝40） 上 位群 （n ＝16＞　 下位群（n ＝15）

Mean 　 SD 　 Mean 　 SD 　 t値 a Mean 　　SD 　　Meali　 SD　　t値 b

母

娘

祖 母

　 母 系 祖 母

　父 系祖母

89．979

．684

．784

．286

．9

2，67

、76

．77

、24

．2

77．472

．479

．179

．278

．8

9，llO

．59

．38

、210

．3

9．93 ＊ ＊ ＊

3．80 串 林

7．29 牢 申

2．09 寧

2，／］ ＊

88．976

．589

．189

．588

，3

2．311

．12

．51

．93

．3

81，474

．479

．977

．484

．8

9．110

．59

．38

、210

．3

3．19 ＊ 艦

0．5411s3

．8D 桝

4．53 鉢牟

0．80ns

平均値 の 差 の 検 定 （対応 の な い t−Wt定）： ・p〈 O，05，・・p く O．Ol，・iip ＜ 0．001 ：t値 n 同居 の 一L位 群 と 下 位群，　 t 値 b 別 居 の ヒ位

群 と下位群

母系祖母 ： H位 群同居 11＝31，別居 【1＝1e，下位群 同居 n＝19，別 居 n＝10， 父 系祖母 ：上 位群 同居 n 〒 8，別 居 n 」6，下 位 群 同居

n ＝11，別居 n ＝5
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表 7 − 2　 上位 ・下位群 に よ る居住形態別 （同居 ・別居）で総合評価ス コ ア の 比較

　　　　 ・居住形態別お よび母親の 総合評価ス コ ア で 2群 に 分けた場合

上位 群（ll＝55） 下位群 （n ＝55）
同居 （n ＝ 39）　 別居（ll＝16） 同居（n ＝40）　　 別 居 （n ＝15）

Mean 　　SD 　　Mean 　　SD 　　t値 a Mean 　 SD 　　Mean 　 SD 　 t値 b

母

娘

祖母

　母 系祖母

　父系祖母

89．9　　　2、6　　　88．9　　　2，3
79．6　　　　7．7　　　　76，5　　　11．1

84．7　　　6．7　　　 89．1　　　　2，5
84，2　　　　7，2　　　　89．5　　　　1．9

86．9　　　　4．2　　　　88．3　　　　3．3

1．39ns1

．18ns
−3．47 ＊ ＊ ＊

2、29 ＊

−0．71Tls

77．4　　 9．1

72．4　　10．5
79．1　　 9．3
79．2　 　 8．2

78．8　　 10．3

81．474

．479

．977

．484

．8

9．工　 一1，53ns

10．5　
−O．6611s

9．3　　 0，25ns

8．2　　　0．46ns

1〔）．3　　
−1．09ns

　 平 均 値の 差 の 検定 （対応 の な い t一検 定）；

　 と別 居

IV　考 察

　本研究テー
マ に そ っ た 母親や そ の 娘 に 影響を お よ ぼ

す と 考 えられ る 祖母 に関す る研究 は報告 さ れ て い な

い ．本研究で は，まず，母親 と娘 の 栄養素 の 充足状況

の 関連性をみ るた め に 2 つ の異な っ た解析方法 を用 い

て検討 した ．こ れ に 先立 ち栄養摂取状況 を評価す る 方

法 を検討 した．母親 と 娘の栄養摂取や そ の 充足状況を

比較す る の に ， 木村 ら
2 ）は，栄養素の 粗摂取量 と 日本人

の 栄養所要量 （生活活動強度II）
2°）と を 用 い

， 栄養摂取

状況 の評価を各栄養素摂取量 か ら算出 した充足率 の 過

不足 や一
人あた りの 栄養素摂取量 （平均値±標準偏差）

で も っ て母親と娘を比較 し て い る．前者は，各栄養素

な ど の 充足，不足 は わ か っ て も栄養摂取全体を 評価で

き て い な い し ， 後者で は ， 体格の 違 い が 調整 され て い

な い と い う難点 が あ る．また池 田 ら
12）は栄養素等摂取

量 で 充足率100％ をクリア した充足項 目数 を もっ て 5

っ に 区分 しバ ラ ン ス ス コ ア を算出 して ， 充足，不足そ

れ ぞ れ の 栄養素数 に 点数 を与え ス コ ア に よ る比較 を行

っ た が，こ の 場合は栄養素毎 の 充足 の度合い が 考慮さ

・ p く  ． 5，
・・p＜ O．Ol，…　 p く 0．OOI：t値 a 上 位群 の 同居 と別居，　 t値 b 下位群 の 同居

表 8 − 1　 母親 ・娘 ・祖母の 三大栄養素の ス コ ア の 比

　　　　較 ・ 母親の 総エ ネル ギー充足率で 2 群に分け

　　　　た場合

れ て い な い 難点 が ある．そ こ で，こ れ らの 難点 をで き

る だ け軽減す る た め に ， 摂取 した 栄 養素 の 充足 を ト
ー

タル と して 比較す るため に，新 しく総合評価ス コ ア の

導入 を 試 み た． こ の総合評価 ス コ ア は，対 象者 が 摂取

し た 栄養素等 の な か で 算出可能な 16項 目を選 出して ，

そ れ ぞ れ の充足度割合を 6段階 に 分 け，下位か ら順 に

各階 に 1 か ら 6の 数値 を与 えて ス コ ア 化 し，
こ れ ら を

合算 した もの で ，
こ の ス コ ア に は と く に 算出した 全栄

養素等 の 100％未満 の 充足度合 い が考慮 さ れ て い る 点

に優れた新 しさ があ P ， 筆者の 知 る か ぎ りこ の ス コ ア

を用 い た 報告例 は な い ．

　 こ の ス コ ア を用 い た 結果 ， 母親の ス コ ア が 高けれ ば

そ の 娘 の ス コ ア も有意 に 高 い （表 4
，

5 ） こ とが 示 さ

れた．こ の結果の信憑性を直接検討す る方法 は ない が

16項目の 栄養素等 の なか か ら，総 エ ネル ギーの 供 給源

で あ る三 大栄養素 ， 8 項目の ビ タ ミ ン お よ び ミネ ラ ル

に っ い て そ れ ぞ れ の 総合ス コ ア を個別 に 算 出 して 解析

した と こ ろ ，
い ずれ も母親 と娘間で 充足群 が 不足群 に

比べ そ れ ぞ れ の ス コ アは有意 に 高 い （表 8 − 1 ．2 ， 表

表 8 − 2 母親 ・娘 ・祖母 の ビタ ミン ・ミネ ラ ル の ス

　　　　コ ア の比較 ・ 母親の総 エ ネ ル ギー
充足率で 2

　　　　群 に 分けた場合

充足 群 （n ＝49＞　 不足群（n ＝61）

Mean 　　SD 　　Mean 　　SD 　　t 値

充足群（n ＝ 49）　 不 足 群 （n ；61）

Mean 　　SD　　Mean 　　SD 　　t値

母 親 　 　 　 　17．1

娘　　　　　16，3
祖母 　　　　16．4

　母系祖母 　16．1
　父 系祖母 　17．3

0．5　　　16．O　　　l．2

1．O　　　l5．7　　　1，4

1．4　　　15．6　　　1．7

1，4　　　15．5　　　1．8

0，8　　　16．O　　　l，5

6，31 桝 艦

2．62 桝

2、53 ‡

1．68ns2

．90 串 零

母 親 　 　 　 　43．4

娘　　　　　36．6

袒 母 　 　 　 　40．9

　母系祖母 　40．5

　 父 系 祖 母 　 42．4

3．2　　　　36．6　　　　6．4

6．1　　　31，3　　　7，8
5．6　　　37．2　　　8，3

1，4　　　　36．8　　　 8．1

4．3　　　　38．0　　　8．9

6．87 串 串 耶

3．89 ＊ 料

2．72串窟

2．26 ＊

1．59ns

平均値 の 差の 検定 （対応 の な い t一検 定）：・pく 0．05，“
p ＜ 0、Ol，

零llp 〈 0．001
三 大栄 養素 3項目 ： た ん ぱ く質，総脂質，炭水 化物の ス コ ア を合

算 ：満 点18

平均値 の差 の 検定 （対応の な い t一検定）：・p く 0．  5，“ p ＜ 0．Ol，
ホホ 掌 p ＜ 0．001
ビ タ ミ ン

・
ミネ ラル 8項 目栄養素 ： カ ル シ ウム，鉄，ビタ ミ ン A，

ビ タ ミ ン B ，，ビ タ ミン B2，ビ タ ミ ン C，カ リウ ム ，食物繊維 の ス

コ ア を合算 ：満点48
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家族 内 に お け る栄養摂 取の 類似 性 と母 親 の 役 割

表 9 − 1　母親 ・娘 ・祖母 の 三 大栄養素の ス コ ア の比

　　　　較 ・母親の総エ ネル ギ
ー

充足率で 2群に 分け

　　　　た場合

表 9 − 2 母親 ・娘 ・祖母 の ビ タミン
・ミネラ ル の ス

　　　　コ ア の 比較 ・母親の 総合ス コ ア で 2 群 に 分 け

　　　　た場合

上 位 群 （n ＝ 55＞　 下位群 （n ＝ 55＞

Mean 　　SD　　Mean 　　SD 　　t値

上 位群（n ＝ 55）　 下位群（n ＝55）

Mean 　　SD 　　Meall　 SD 　　t 値

母 親　　　　17．1

娘　　　　　16．3

祖母　　　　16，4

　 母 系 徊母 　ユ6．2

　父系祖母　 17．1

0．5　　　ユ5．9　　　1．3　　6．28 字申写

1．l　　　l5．6　　　1．3　　2．82 ＊ ＊

1．3　　　15．6　　　1．8　　2．78 ‡‡

1．4　　　15．4 　　　］，9　　2，22＊

0．8　　　16．1　　　1，6　　 2．ll 掌

母親 　　　　44．2

娘　　　　　36．2

祖 母 　 　 　 　41．4

　母系祖母　40．9

　 父 系祖 母 　 42．9

1．9　　　35．0　　　5、5

6．8　　　3ユ、1　　　7．4

5．1　　　 36．3　　　 8．4

5．4　　　36．0 　　　8，3

4．1　　　 37，1　　　 9．0

1ユ．77 寧 ＊ 宰

3．71‡料

3．82 ＊ ＊ ＊

3．15材

2．21 ＊

平均値の 差 の 検定 （対 応 の ない t一検定）： ・ Pく 0 ．05，・ ・ p ＜ ｛〕．Ol，
＊ 1 串 p く O．OO1
三 大栄養素 3 項 目 ；た ん ぱ く質，総 脂 質，炭水化物 の ス コ ア を合

算 ：満点 18

9 − 1 ．2）こ と が み られ た．こ の事実 か ら傍証 的で は

あ る が総合評価ス コ ア 導入 に よ る評価 は 妥当 な も の と

考え られ る．

　 こ の ス コ ア を 算出す る こ と に よ り， 2 つ の 群分 け方

法 で 解析 した 結果 ， 栄養充足度の高 い グル
ープ の 母親

とそ の娘 ， 母親 と そ の 母 （＝祖母）が ，栄養充足度 の

低 い グル
ープ の そ れ ら に比 べ 有意 に 大き い こ とが 判 明

し た （表 7 ， 表 8）．・．．一
方，こ の 関連性 は，充足群で は

同居 の 場合 の 方 が ，不足群で は別居の 場合の ほ うが 大

き い こ とが わ か っ た （表 9 ，表 10）．こ れ は充足度の高

い と き は 同居 が 好 ま し い 影響を 与 え る こ と に な る し，

逆の場合は別居の ほ うが好 ましい こ と を 示 唆 し て い

る． こ の よ うな 栄養素全体の充足に つ い て 母親 と そ の

娘お よ び祖母の 関連性に つ い て 研究し た報告は ， 筆者

の 知 る 限 り本研究が初め て で あ る．

　さ ら に母子 の 関連性を明確な もの とす る た め に ， 栄

平 均 値 の 差の検 定 （対応 の ない t一検定）： ・p く O、05，・iP 〈0．〔IL
…　 P＜ 0， 01
ビ タ ミ ン

・
ミネ ラル 8項 日栄 養素 ：カ ル シ ウム ， 鉄 ，

ビ タ ミ ン A ，

ビ タ ミ ン B ，，
ビ タ ミ ン B2

，
ビ タ ミ ン C，カ リウ ム ，食物 繊 維 の ス

コ ア を合算 ：満点48

養素等お よ び食品群別摂取量 それ ぞ れ に つ い て ， 母親

と 娘間 の 関連を居住形態別 に 検討 した．ただ し， こ の

場合 ， 食品群 の 所要量 が 決 め られ て い な い た め そ の 充

足率 は算 出で き な い ．また ，対象者に よる 栄養素等 お

よ び食品群別摂取量 は ， 多 くが 正 規分布に 従わ な い こ

とが 知 られ て い る．事実， 本研究 の対 象者 に つ い て，

正規性の 検 定 に 用 い られ る Kolmegorov ・Smirnov 検

定
2S・29｝

を行 っ た と こ ろ ， 栄養素で は 鉄 ， カ リウム な ど

13栄養素 ， 食品群 で は穀類，卵類 を除く］8食品群が正

規分布 を示 して い な か っ た． こ れ を鉄 と 魚介類 に 代表

さ せ て図 1 ， 図 2 に 示 した．そ こで ，解析に は 分布の

正規性が ない 場合 に 適用 さ れ る ス ピ ア マ ン の 順位相関

を 用 い る こ と に した．その 結果， こ こ で は 明示 で き な

か っ た が，母親 と娘間 で は充足 ・不足群 お よ び 上位 ・

下位群の 2 つ の 群分 けの い ずれ の 場合 も， 同居 の方が

別居よ り顕著 に 有意 を示 す 栄養素 お よ び食品群 が 多 く

図 1　鉄 の 摂取量 の 分布

　　正規分布 の 検定か ら ，
Kolmogorov −Smirnov の 検定

　　鉄の統計量 0．125，有意 確率0．0  〈 0．05，歪度0．657， 尖度 （，，289

　　よ っ て ，正 規分布 と は み な さ ない

一
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図 2　 魚介類の 摂取量 の 分布

　　正規分布の検定 か ら ， Kolmogorov ・Smirnov の 検定

　　魚介類 の統計量 0．158， 有意確率0． 0く 0．05， 歪度0．863，尖度 （）．091
　　 よ っ て ， 正 規分布 とは み な さ な い

み られた．こ れ は ， 同居が母親の娘に お よ ぼ す影響が

大 き い こ と を表 し て お り， こ れ が栄養充足の総合評価

ス コ ア に 反映 した もの と推測で き る．こ の こ と との 関

連 で ， Feunekes ら は同居 の 母子間 で 総脂質摂取 に 相

関 が あ る と し鋤
， Stafleuら は ， 別居 し て い る母子間 の

栄養素等摂取量 の 相関が 弱 い と報告 して い る
3 コ）の で，

同居が 母親 の 娘 に お よ ぼ す 影響が大き い こ とは確か な

こ と で あ る と思わ れ る．

　以上 ， 栄養素の 充足に つ い て 母親と娘 との 関連性 や

母親の栄養素お よ び食品群 の 摂取 の あ り方が娘 の そ れ

らに 影響す る こ と， と りわ け同居の 影響が大 き い こ と

を明 らか に す る こ と が で きた．しか しなが ら， 母親 と

祖母 よ り，娘 の 世代 の 総合評価 ス コ ア が 最 も低 か っ た

（表 7 ， 表 8 ）．こ の こ と は急速 に 核家族化 や共働 き ，

食の社会化 が 進行 して い る こ と を如実 に 反映 した もの

で あ ろ う．再び か つ て の 同居
・
祖母 と母親 の 関係 に 戻

る こ と を想定するの は現実的 で はな い ．そ れ ゆ え に ，

母親 は まず 自分 に と っ て 適 切 で 望 ま しい 食生活 を実践

す る こ と，そ して 新 しい 時代の 要請に 応 じ た コ ミュ ニ

ケ
ー

シ ョ ン の 場 を 娘 や 祖母 の 間 に 構築 し よ う とす る こ

とが 願 わしい ．
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