
Takada Junior College

NII-Electronic Library Service

Takada 　Junior 　College

女子短大生 の 食生 活 に 関す る研究

Research　 on 　the　Diets　 of 　Female　College　 Students

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鷲　　見　　裕　　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Hiroko　 Sumi

（ 要　約　）

　大 学生 が 自立 した 食生 活を営む 力を培 うた め の 、食 と生活 の 関 連を 意識 づ けた 食教育 の プ ロ グラ ム 内容を 検討

す る 基 礎資料 と し て 、大学生 年代の 食生 活 の 実態 を把 握 す る た め の 連 続 した 1 週 間 の 「食 事 の と り方 」 と 「食 事

内 容 」 に つ い て 調査 を行 っ た。結果 と し て 、休 日 は 平 日 に 比 べ 、欠 食や孤 食 の 割合 が 高 く、食事内容 に お い て も

劣っ て い た。主 食
・主菜 ・副菜の 食事構成 にお い て 、朝食 は 平 日休 日と も主食 の み や主食 と飲 み 物や菓子 類な ど

の 食品 とい う副食が な い 食事構成が 多くみ られた。ま た、牛乳 ・乳製品、果物の 摂取が少ない 現状があっ た。

（キーワード）

　食事調 査、一
週 間、食事構成

は じめ に

　近年 の 食生活 に関 して は 、欠食習慣、特に朝食欠食者の増加や、食事時間 の 深夜化、孤食の 常態化等

の 食事の と り方に 関す る問題
1 ’2

、また家事 労働 の 外部化や、外食産業 の 発 展 に 伴 う食の 洋 風 化 、簡便

化 、 加 工 食品 の 利用や外食頻度の 増加等による食事 内容 の 問題、さらに、脂質 の 摂取過剰やカ ル シ ウム 、

鉄 の 摂取不足等 の 栄養 素摂取上 の 問題
3 ’4

が指摘され て い る。そ して 、こ の よ うな乱れ た食生 活 を続け

る こ と が 生 活習慣病 の 発 症 へ の 重要な要因 とな りうる こ とも懸念 され て い る 。 特に、若者 の 食生活の 乱

れ に つ い て は 国民栄養調 査な ど で も憂慮 され る結果 が 報告され て い る
5
。一

方、こ の 年代は生活様 式や

活動 の 多様化 に伴 い 、食 は保護者 の 管理 か ら離れ、自己 選択 ・自己 決定 しなけれ ばな ら ない 状況 に あ る。

しか し、前 iR　
fi

で 報告 し た よ うに 食 生 活 に 問題意識を持 ち、正 し い 知識 や価値 の もと自己管理 で き る学

生が多 くな い 現状が み られ る 。 普段学生 に接 し て い て も
一

般大学生 に 対する食教育と し て 、食への 興味

関心 を高め る教育プ ロ グ ラ ム の 必要性 を痛感 し て い る。

　食生活調査 の 先行研 究には栄養摂 取や食行動 、食意識 な ど多くの 報告
1 ’2 ’7”9

があ る が 、 そ れ らは 調

査があ る 1 日や思 い 出し調査 で あ る もの が多 い 。そ こ で 、本研究 で は、切 り取 っ た点 で はな く連続 し た

生活 の 中で の 女子短大生 の 食 の 実態を把握す る こ と を 目的 と して 、連続 した 1 週 間 の 食事調 査 を 行 っ た。

調査お よび分析方法

　本学 に 在籍 す る 女子学 生 に、入学当初 の 2006年 4 月 の 連続 し た 1 週 問 の 食事調査 を行 っ た。授 業時 に

調査用紙を配布 し、当日の 朝食 よ り記入 させ、 1 週 間後 の 授 業時 に 各 自が振 り返 り を した 記録用紙 とと

もに回収 した。記入漏れ な どの 欠損があ る もの を除い た 106名分 を分析対象 と した 。 記 入 内容 は 7 日間

の 朝食 ・昼 食 ・夕食 ・間食 それ ぞれ の 食事時間と食事場所 ・一緒に食 べ た人 ・食事内容 （料理名お よび
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食品名 ） で あ っ た。なお、調査 を行 っ た週 の 平 日で ある月曜 日か ら金曜 日 は全員 が 登校 し、 1 限 目か ら

午後ま で授業が ある 日で あ っ た。

　食事 の 時間や場所 、
一

緒 に食べ た 共食者 に つ い て の 食事環境や欠食状況 に つ い て は 集計 を行 い 、全体

お よび朝食 ・昼食 ・夕食別 と平 日休 日別 の 出現割合 に つ い て 分析 した 。 また、食事内容 に つ い て は 出現

料 理 を食生活指針
゜

に お い て バ ラ ン ス の よい 食事 の 指標 と し て 利用 され て い る　主食
・
主菜 ・

副菜 ・
汁

物 ・そ の 他 に分類 して 、朝 ・昼 ・夕食別 （以下、3 食事別） と平 日休 日別 に分析 し、さらに主食 ・
主菜 ・

副菜の 組み合わ せ に つ い て も分析 した。なお 、分析に は統計ソ フ トSPSSII．5を用い た。

結果及び考察

1 ．食事時間 と食事場所、共食者に つ い て

　食事 時間は、全体 の 平均 で 朝食 7 時 33分、昼食12時29分、夕食19時17分 で あっ た。平 日休 日や昼食、

夕食で は食事時間 に差は なか っ た。しか し、図 1に 示 し た朝食で は 平日は 登校 日で あ る た め80％が 6 時

〜 7時台 で あ り、休 日は 60％が 8 時〜9 時台 で あ っ た。

　図 2 に示 した夕食 の 食事時間は40％が 19時台であ っ たが 、20％は平 目休 日ともに21時以降で あ り、23

時以降に夕食を摂 っ て い る者もみ られ た。

　 　％ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！
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　食事を した 場所 は 、朝食で 89％、夕食で 82％が家

で 摂 っ て い た。

　平 日の 昼食は 登校 目の ため全員 が学校 内 で あ っ た。

図 3 に 示 し た 休 日の 昼食場所 は家が45％、外食が 30

％程、そ の 他が 20％ほ どあ っ た 。

　 なお 、そ の 他 は 注記述 に よる とほとん どが ア ル バ

イ ト先 で の 食事と し て い た。

　 ％
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　 図3 昼食場所

　次 に
一

緒に食事する 共食者に つ い て は 、 朝食 は 平 日 ・休 日 と も70％近 くが ひ と りで 食 べ る 孤 食 で あ っ

た。図4 に 示 し た夕食で は家族 と食 べ る者 が 65％程 ある
一
方で 、20％は 孤食で あ っ た 。 また、休 日の 昼

食で は 図 5 に 示 し た よ うに 孤食 と家族 と の 共食が と も に 1／3 ほ ど あ り、友 人 とい っ し ょ が 20％ ほ どで

あ っ た。そ の 他 と して は ア ル バ イ ト先の 同僚 とい う注記述 がみ られま した。
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　以 上 よ り、時間や場所 、 共食者 とい う食事環境に つ い て は、生活 ス タイル や学外 で の 活動 の 多様化に

よ り、個人 に よ っ て も、暦 に よっ て も異な る こ とがあき らか とな っ た。自分の 生活活動の 実態や問題点

が 認識 で きる こ とが食生活を改善する に は重要 で ある とい える。

2 、欠食に つ い て

　図 6 は食事 ご と の 欠食率 を示 し た。朝食 の 欠食率 は 平成17年度 の 国民健康栄養調査結果
11

に よ ると、

15〜19歳女子 の 朝食欠食率は 10，4％で あっ た。今回 の 調 査 で は 10．7％ と同率 で あっ た。しか し、平 日は

4．9°
／・ で 休 日は 16．5％ と、平 日 に 比 べ 休 日の 欠食率が有意に 高か っ た （P ＜ 0，01＞。昼食 に つ い て も同 様 に 、

休 日6．6％が 平 日の 0．8％ よ り欠食率 が 高 くな っ た （P くO．05）。夕食は 有意差 は な か っ た が 平 日の 欠食 が

高 い 傾 向がみ られた 。

　図 7 は各食事別 の 7 回 の 欠食回数割合 を示 した。1回 で も欠食 し た者は 朝食 で 3Ll ％、昼食 で 14．1％、

夕食で 22．6％ で あ っ た。ま た 、 ト
ー

タル 1 週 間21回 の 食事 中に ／食で も欠食 の あ っ た者は51．9％ と半数

にの ぼ っ た 。

　欠食 の あ っ た者 の 1 週間 の 欠食回 数 を み る と、朝食 と 夕食 で は 2割 の 者 が 週 に 3 回 以上欠食 を し て い

た 。 朝食で は 欠食が 週 に 5 ・6 回 とい う常態化 して い る 者 もあ っ た 。

　欠食 は栄養素摂 取 の 低 ド　
’2

や身体及 び 精神的自覚症状 の 増加
］1

が報告 され て お り、食生活向上 に お

い て 重要 な改善点 で あ る。学 生 の 振 り返 り記録 の 欠食理 由 で は、「食 べ た くない 」 ととともに 、「食事を

す る 時間 が ない 」 と時間的な要因 に よ る欠食 が 多くみ られ た 。 例えば、平日の 夕食で は授業後 も学外活
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動 で あるア ル バ イ トや 自動車学校、ピ ア ノ レ ッ ス ン な どで 食事 の 時間が取れ ない とい うもの が ほとん ど

で あ っ た。

3 ．食事内容に つ いて

　記入 され た メ ニ ＝ を主食 ・主菜 ・副菜 ・汁物 ・そ の 他食品に分け、欠食 を 除 い た 朝食 （684食）、昼

食 （723食）、夕食 （697食）お よび総食事 （2玉04食 ）に対す る出現数を集計 し、出現率と と もに表 1 に

示 した 。 総食事 で み る と、主食 は 93．1°

／o とほ と ん ど の 食事 で 摂っ て い た。し か し、主菜 は 53．5％ と副菜

45．2°
／。 と半数程度 の 食事 で しか摂 られ て い なか っ た 。 汁物は 18％とさ らに 摂取頻度 が 低 か っ た。ま た 、

「主食 ・主菜 ・副菜 ・汁物 （以下 、核料理）」 以外 の 「そ の 他 」 とした乳製品、嗜好飲料、果物、菓子な

どの 単品食品が 1／ 4 の 食事 に おい て 摂 られ て い た 。
　　　　　　　　　　　　　　表 1 ．主食 ・主菜 ・副菜 ・汁物 の 出現数

食事魏 1

朝食

684

昼食

723

夕食

697

総食事

2104

主食 626（91．5） 699 （96 ．7） 633（90，8） 1958（93．1）

主菜 182（26．6） 507（70．1） 437（62．7） 1126（53．5）

副菜 98（14，3） 389（53．8） 465（66．7） 952（45．2）

汁物 141（20．6） 44（ 6．1） 206 （29．6） 391（18．6）

そ の他 338（49．4） 105（14．5） 90（12．9） 533（253 ）

町 ：全 食事数（742）一欠食数 （ ）内は％

　間食 は 図 8 に示 し た よ うに 、週 に 1度も摂 らな い

者は 4．7°
／e で 、ほ と ん ど の 者が摂 っ て い た 。 週 に 4

日以上 の 者が 77．5°

／。 で 、25．5％ が 毎 日間食 を摂 っ て

い た 。 時間で多い の が 授業後や帰 宅 途中 な ど 夕食ま

で の つ なぎの 時間 で あ っ た。中に は の べ っ 幕無 し に

1 日中飲食 して い る者 もみ られた。内容はチ ョ コ レ
ー

口 0 図 1 田 2 ● 3 目 4 口 5 口 6 国 7

25，5

17．0

4・7　　3．8　5，7
蠹　　　　　 8．5

　 　 14．2

図8 間食 日数（％ ）

20．8

トやチ ッ プ ス 類、あ め ・キ ャ ン デ ィ
ーが ベ ス ト 3 で 、市販 品 の 菓 子 が よ く食 べ られ て い た。

　 1 ）主食 につ い て

　主 食 の 摂取 を 図 9 に 示 した 。朝食 91．5％、昼食 96．7％、夕食90．8％ と 3 食とも ほ とん どの 者 が摂 っ て

お り、特に 昼食で は 96．7 °

／・ で 摂取頻度 が 朝食、夕食よ り有意に 高か っ た （P ＜ 0．001）。平 目休 日 の 比 較 で

は、平 日94．6％、休 日89．9％で有意差が認め られ た （P＜ 0．001）。さらに平休 日を 3 食事別 に み る と、朝

食 の 摂 取 は 平 日94，8％、休 日82．2％ で 平 日が有意 に高か っ た （P ＜ O．OOI ）。昼食、夕食で は有意差は認 め

られ な か っ た 。
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　主食 の 内容 を図 10に 示 し た 。 全 体で は最も多い の が米飯で 全体の 66．9％と 2／ 3 の 食事で食 べ られ て

お り、パ ン の 19．8％、麺類 は 8．8％ と大 き く引き離 して い る 。 し か し、 3 食事 別 で み て み る と朝食に お い

て はパ ン が 48．9 °
／。 と米飯 42，5％ と同程度食 べ られ て い た 。 また、麺類は 休 日の 昼食で 30．2％ 、 夕食で 14．9

％とどち らもパ ン よ り食 べ られ て い た。

　 1 週間21回 の 食事 の 中で 主食があ る食事 の 平 均 回数は 18．5± 2．17回 で あ る が 、個人 別 で は バ ラ つ きが あ

り、最 も少 ない 者は 12回、21回全 て の 食事 で 主食 を摂 っ て い る者 は 18％ で あ っ た 。

　 2 ）主菜に つ い て

　 1 週間の 半数 の 食事で し か食べ られ て い ない た ん ぱく質源で ある主菜に つ い て は図 11に示 し た。昼食

が 70．1％ と 1 番高 く、次 い で 夕食で、62．7％摂取 され て い た。とこ ろ が朝食で は 26．6％で 他の 2 食に 比

し非常に低 い 摂取状況 で あっ た。また、平 日 は 59．4％、休 日38．1％ で あ り有意差が あっ た （P ＜ O．OOI）。

平休 日の 3 食事別 で み る と朝食、夕食で は有意 な差 はなか っ た。昼食 で は平 日85．1％、休 日30．3％ と平

日で の 摂取 が高 く、有意差が認 め られた （P＜ 0．001）。

　

　 　

　主菜 の 食材 内容 を図 12に 示 した。全体で は 肉が46．8％で最 も頻度の 高 い 材料で 、魚 と卵 は 24％ で 、大

豆 製品 の 料理 は 4．5％ しか食 され て い なか っ た。また、夕食 で は 肉 （50．4％） と魚 （35．1％）を、昼食で

は 肉 （48．O％）と卵 （31．6％）を、朝食 で は卵 （42．6％） と肉 （34．4％）が高頻度 で 食べ られ て い た 。

　主菜 の あ る食事回数 は平均 10．1± 2．85回 で、70％の 者が 21回中主菜有の 食事は 7 〜12回。13回 以 上摂 っ

て い る者は 20％ で し あ っ た。

　 3 ）副菜に つ い て

　ビ タ ミ ン 、ミネラル 源 とな る 副菜 も図 11よ り、主菜同様半数程の 食事 で 摂られ て い なか っ た。夕食 の

摂取 は 66．7％ で 、次い で 昼食 が 53．8％ で あ り、主菜 と同様に 朝食は 14．3％ と低い 摂取状態で あっ た。全
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体で は 平 日54．7％は 休 目38．0％よ り有意に高 く 、 平休 目の 3 食事別 に み る と主菜同様 昼食における摂 取

が平 日80．4e／・、休 日34．3 ％ と有意差 が あ っ た （P〈 O．OOI）。

　平均回数は 9．9± 3．42回 で 主菜 と変わらない が、野菜 ・芋を主材料に した副菜料理 を食べ る 回数が週に

4 〜 7回 の 者が 29．2％で あ っ た。

　 4 ）汁物に つ い て

　汁物 は摂取 が 低 く、夕食 の 29．6°
／e が 最 も高く、次 い で 朝食 の 20．6％ と な っ て お り、昼食 で は 6．1％ と わ

ずかであ っ た。昼食に関 しては平 日は学内で の お弁当などによる食事が多く、休 日は
一

皿 メ ニ ュ
ーや単

品料理 が 多い た め に少なくな っ て い る と考え られ る。図13よ り、平 日は 19．4“

／・で 休 日 14．3％より有意に

頻度高 く食 され て い た 。 （P 〈 0，01）。 また、平休 日 3 食事別 に み る と夕食に お い て平 日32．3％で 休 日16．7

％ より有意 に 高か っ た （P〈 O．OOI）。昼食は休 日10．1°

／．で 平 日4．6％ より多か っ た （P ＜ 0．01）。

　 ま た、汁物 の 内容 と し て は、みそ汁 が 80．6％ と多 く、ス
ープ 類 が 13．3％、す ま し汁 は 4．3°

／・ しか 摂 られ

て い なか っ た。

　 1週間に 1 度 も汁物 をとらない もの が 11％お り、半数 の 者 は汁物 をつ けた食事 を 1 週間に 3 回以下 し

か食 して い な か っ た 。
こ の よ うな汁物 の 低 い 摂 取状況 で は汁物 の 具材 と して の 野菜や きの こ 、海藻類 の

摂取 を期待 する こ とが できない とい える。
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　 5 ＞その他の食品の摂取

　核料理以外 の 食品を 「そ の 他 の 食品」 と し て ま と め た もの を表 1 に 示 した 。

　全 食事 の 1／4で 核料理 以 外 に、牛 乳 、ヨ
ー

グル ト、豆 乳 、ジ ュ
ー

ス 、コ
ー

ヒ
ー

や紅茶な どの 嗜好飲料 、

果物、菓子類の よ うな単品 の食品が食べ られ て い た、特に朝食 で は49．4％ の 食事 で 「そ の 他 の 食品」 が

摂 られ て い た。朝食 で の 摂取内容 を図 14に示 し た。カ ル シ ウムや ビ タ ミ ン な どの 重要な供給源で あ る牛

乳や乳製 品、果物 な ど は 、昼 食 や 夕食 よ り も朝食で食 べ られ やす く、朝食 で の 摂取が奨励 され て い る食

品で はあ るが 、結果 は 最も高い 牛乳で 23％ し か摂 られ て お らず、次 い で ド
ー

ナ ツ、ケ
ーキ 、ゼ リ

ー
な ど

の菓子 類が21．3％摂 られ て お り、ヨ
ーグル トは 15．6％、果物は 10．5％の 摂取状況で あ っ た。また、核料

理 がな く 「その 他 の 食品」 の みの 食事もみ られ た 。

　「そ の他の食品 」 で食事 バ ラ ン ス ガイ 轡 の 料 理区分にも設 定 され て い る乳
・
乳製品 と 果物の 摂取 が

少 ない こ とが 明 らか にな っ た。た と えば、間食 も含め て 1 週間に 1度 も これ らを食 して い な い 者 の 割合
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は、牛 乳 で 58．5°

／e 、ヨ
ー

グル ト51．9％、果物 57．5％ とい う結果か らも、これ らの 食品を半数の もの が食

し て い ない 摂取実態で あ っ た。

　 6 ）料理構成

　食事 は 料理 の 組 み 合わ せ を考慮 して い く こ とが大

切 で あ る こ とか ら、 核料理 の 構成別 の食事に つ い て

みた。図 15は食生活指針や食事 バ ラ ン ス ガ イ ドな ど

で食事の バ ラ ン ス を と るた め に 提唱 され て い る 「主

食 ＋ 主菜 十 副菜」 の 核料理 が 揃 っ た食事回数 の 人数

分布を示 した。

　週 21回 の 平均 は 7．5回 し か な く、75％ の 者が 週 に

9 回以下 で あっ た。これ以外 の 料理組み合 わせ で は、

「主食 ＋ 主菜 」 が 2，4回 、「主食＋ 副菜」 が 1．9回 、「主食の み 」 で 副食 の な い 食事 は 6．7回 で あ っ た。核料

理 が な く 、
「そ の 他 の 食品」 だ けの 食事が 1．1回であ っ た。こ の こ とか ら食事内容 の バ ラ ン ス に は問題が

あると考え られ る。

　ま た 、 3食 事 別 の 特徴 は 、朝食 で は 「主食 の み 」 が週 7 回 の うち 4 回見 られ た 。昼食は 「主食＋ 主菜

＋ 副菜 」 の そろ っ た食事を 4 回以上 で摂 っ て い るもの が70％あ っ た 。

一
般的に 3 食の 中で は食事の 形態

が整っ て い る考え られ る夕食 で も、「主食＋ 主菜＋副菜」 の 平均回数は 週 3 回 で あ り、週 4 回以 上 そ ろっ

た食事 を し て い る者は 20％ し か い なか っ た 。

　以上 よ り、 学生 の食事内容は 、主食は 比 較 的食べ られ て い るが、副食 で あ る 主菜 ・副菜を摂取が少な

く、汁物 は あま り食卓 に の ぼ らない と い え る．料理 構成 も朝食 は 「主食 の み」 の 食事 が 主流 で あ っ た 。

平 日の 昼 食は 「主食＋ 主 菜＋ 副菜 」 の 食事 が多 く、他 よ りバ ラ ン ス は とれ て い る よ うで あ る が 、お 弁当

や学生食堂 の 定食 メ ニ ュ
ー

が多い た め で 、さ ら に踏み込 み量的な問題 を考慮 しなければな らない 。また、

休 日の 昼食で は カ レ ーラ イ ス 、丼物、麺類 な どの
一

皿 メ ニ ュ
ーが多く 見 ら れ た。副菜や汁物 の 具材 で あ

る 野菜や い も類、豆 類の 摂取量 が 少な くな るた め、た ん ぱ く質、ビ タ ミ ン 、ミネ ラ ル
、 食物繊維 の 摂取

不足 が 懸念 され る。また、カル シ ウム の 有益 な供給源で あ る牛乳
・
乳製品 の 摂取不足 が 大 きな課題 で あ

る こ とが 明 らか に な っ た。

ま とめ

　連続 し た 1 週 間 の 食事調 査 に よ り、次 の こ とが 明 らか とな っ た 。

・一
週間欠食 の ない 者 は朝食69％、昼食82％、夕食 77％ で あ っ た。また、週 3回 以 一ヒの 欠食が朝食と 夕

　食で欠食者の 2 割あ っ た。また 、朝食 と昼 食で 平 日 に 比 し休 日 の 欠食頻 度 が 高 くな っ た 。

・朝食の 平均時刻は 平 日6時台、休 日 8 時台 と差が あ っ たが 、 昼食 ・夕食は差が なか っ た。夕食 を21時

　以降に摂 る者が 2 割 弱あ っ た。食事場所 は家が 朝食 9割、夕食 8 割 で あ っ た 。 休 目の 昼食は家4 割、

　外食 3割、ア ル バ イ ト先 2 割 で あ っ た 。 共食者 は ひ と り が 朝食 は 7 割近 くあっ た 。 夕食は家族で食べ

　るが 6 〜7 割あ る が、2 割強は ひ とり食 べ で あっ た。休 日 の 昼食は ひ と り と家族 が 3 割、友人が 2 割
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　あ っ た。

・間食 は 1 度 も摂 らな い が 5 ％ で 、殆 ど の 者が 間食を摂 っ て お り、週 4 目以上が 77％ で 、25％ の 者は毎

　 日摂 っ て い た。

・90％以上 の 食事が主食あ りで 、平休 日間、昼食 と朝 ・夕食間で 差があ っ た。内容 で は米 が 2 ／ 3 と多

　く、パ ン が 2 割で あ り、パ ン は 昼 ・夕食よ り朝食で 多 く、米 は逆 で あ っ た。麺 は 休 日に よ く食 べ ら れ

　て い た 。

・半数の 食事 で 主菜、副菜がな く、特に 朝食、休 日の 摂取 率が低 い 。主菜材料 で は肉が最 も高 く、魚は

　夕食が、卵は朝 ・昼食が多か っ た 。

・汁物の つ い た食事 は 2割 と少 ない 。平 日の 夕食 に多 くみ られ、平 日の 昼食は少 ない 。汁料理 で は み そ

　汁が80％を占め て い た 。

・核料理以外 の 食品 と し て は、乳製品やジ ュ
ース 、果物、菓子類が、特 に朝食で 摂 られ て い た 。

・主食、主菜、副菜 の そ ろ っ たバ ラ ン ス の とれた食事 は少 な く、主食 の みな ど副食 の な い 食 事が多 くみ

　 られた 。

　授業 の 中で 、学 生 は調査記録 か ら振 り返 り を行 っ て い る が、そ の 記述 か ら欠食や孤食、食事内容 の 反

省 に お い て 時間的な要 因 が 多く あげ られ て い た。例 えば、平 日夕食 の 欠食 、孤食 の 理 由 と し て 、授業後、

帰宅する まで に 、 ア ル バ イ トや 自動車学校、ピ ア ノ レ ッ ス ン な どで時間が 取れな い とするもの が 多くみ

られ た。また、平 日の 昼食は学校 の 昼休み と して食事時 間が あ る こ とで、欠食が少 ない こ とか らも、食

事 時 間が 確 保 で き な い こ とが 、食 事 軽 視 に つ な が っ て い る こ と が うか が え た。ま た 、今 回 の 食 事調 査 を

行 っ た こ とで 、自身 の 食生活への 関 心 が 増 した り、問題 が あ る こ と に気づ か され た とい う記述が多くみ

られ た。

　前報
6

で対象の 食意識調査を行 っ て い る が 、調 理 へ の 興味 ・関 心 は 高 い が 、生 活 の 中で 実践し て い る

者 は少 な い 現状 で あ っ た。また 、こ れ ま で の 家庭科な ど で の学習が実際の 生活 の 中で 生か され て い ない

と い う結果を得た。こ こ か らも栄養 ・食品 ・調理な どを関連 して 学ぶ こ とが で き、さらに 自分 の 生 活実

感 と し て捉えさせ る こ とがで き る学習が 必要 で ある と思 わ れ る。今回 の 調査結果 よ り、学生 へ の 食教育

プ ロ
』
グラ ム の 検討 ポ イ ン トと して   食 と生活活動の 関連に気づ か せ る 。   主食 ・主菜 ・副菜 の 食構成 を

学習す る な か で 、特 に 、副菜や 乳 製 品 、果物 の 摂取 の 重要性 を認識 で きる。  生 活 ス タ イ ル や食意識 自

体に個人差があ る の で 、 各 自の 現状に合 わせ て 考 え られ る。の 3 点が 挙げられ る。これ らの ポイ ン トを

考慮 して 、まず 自分 の 食事を記録す る こ と に よ り 自分の食生活 を見直 し、食 を意識す るき っ か け とする。

さ ら に 、食事内容 と食事 の と り方 を関連付 け て、自分 の 生 活 の 中で の 食 の 位置 づ けを し っ か り もち、改

善策を考え、実践する こ と溶で き る 具体的な学習 の 展 開 と教材を検討 して い きた い
。

　本研究 の 概 要は、2007年 11月 17日の 日本食生活学会第35回 大会 （秋 田 市カ レ ッ ジ プ ラザ）、お よ び 2008年

11月22 日の 日本食生活学会第37回大会 （椙 山女学園大学）にお い て 発表し た。
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