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論文概要 

在宅で生活する脊髄損傷者の食関連 QOL 向上を目指した健康づくりのための 

食環境整備に関する研究 

秦 希久子 

【背景】健康づくりの場や食環境の整備を進めるには，地域に暮らす障がい者も含め

て考える必要がある．「自分は健康である」と考えている障がい者が生活の質を高く保

つ生涯を送ることは，社会経済的な意味だけでなく，地域のあるべき姿にもつながる． 

【目的】在宅で生活する脊髄損傷者（以下，在宅脊損者）を対象に健康づくりにおけ

る栄養・食生活の最終目標となる食関連 QOL の良好さに関連する食環境整備に必要な

要因を栄養・食生活の理論枠組みを用いて明らかにすること． 

【研究課題 1】食生活満足度に関連する食物摂取状況・行動・食環境の要因 

【目的】食関連 QOL である食生活満足度と行動・ライフスタイル（食物摂取状況，行

動），環境（食環境）との関連を明らかにすること．  

【方法】社団法人全国脊髄損傷者連合会の登録会員 2,731名を対象に，2011年 9月郵

送法による自記式質問紙調査を実施した．調査票は QOL（食関連 QOL），食物摂取状況，

行動，食環境を含む 8 つの概念で構成した．回答が得られた 1,000 名（回収率 37%）

のうち 853名を解析対象とした（有効回答率 31%）．従属変数は食関連 QOLである「食

生活満足度」とし，独立変数を「食物摂取状況」，「行動」，「食環境」として二項ロジ

スティック回帰分析にて単変量解析と多変量解析を行った．  

【結果】食生活満足度と関連がみられたものは，食物摂取状況では「緑黄色野菜」と

「いも類」，行動では「自分の健康のために栄養や食事に気をつけている」，「家族や仲

間と食事や料理，栄養の事を話す」，「健康診断受診有無」，食環境では「健康づくりに

家族や周囲の人は協力的」，「食生活について一緒に考える仲間の有無」，「よく利用す

る食料品店や外食店で栄養バランスの良い食品やメニューを得ている」であった．  

【結論】食生活満足度はコミュニケーション構築も含めた食環境整備により良好とな

る可能性があることが示された．  

【研究課題 2】 

【背景】支援は当事者からみれば，労力などの面でその活動を支え，たすけられると

いう受動的なものであるのに対し，社会参加は個人の主体的・自発的な動機づけに基

づいて何らかの社会活動に参加するという能動的なものである．食生活において周囲

からの支援という受動的なサポートが重要なのか，主体的に社会参加するという能動

的な行為を促すことが重要なのか，両者がともにあることが重要なのかを明らかにす

ることで，食環境整備でフォーカスする要因が示される． 

2-1 食生活満足度および主観的健康感と社会参加/周囲からの支援との関連 

【目的】食生活満足度および主観的健康感と社会参加および周囲からの支援との関連

の相違と相乗効果を確認すること． 

【方法】研究課題 1の調査より，40歳以上の男性 646 名を解析対象とした（有効回答

率 23.6%）．主観的健康感，食生活満足度を従属変数とし，周囲からの支援と社会参加

およびこれらの組合せを独立変数として二項ロジスティック回帰分析を行った．相乗

効果の有無は交互作用検定を実施した． 



 

【結果】組合せの関連では，支援あり/参加ありにおいて主観的健康感，食生活満足度

が高かった．支援あり/参加なしにおいても食生活満足度が高かった．周囲からの支援

と社会参加の相乗効果はみられなかった． 

【結論】周囲からの支援と社会参加の双方があることが最も望ましいが，食生活満足

度は社会参加がなくても周囲からの支援があることで良好であり，主観的健康感では，

周囲からの支援がなくても社会参加があることで良好であった． 

2-2 食行動および食行動の中間・準備要因と社会参加/周囲からの支援との関連 

【目的】食に関する行動，中間要因，準備要因と周囲からの支援および社会参加との

関連の相違と相乗効果を確認することを目的とした． 

【方法】食に関する行動（6 項目），中間要因（行動変容段階 2項目），準備要因（7項

目：結果期待 2 項目，セルフ・エフィカシー2 項目，食スキル 3 項目）をそれぞれ従

属変数にし，研究課題 2-1と同様の解析を実施した． 

【結果】組合せでの関連は，支援あり/参加ありにおいて食に関する行動，中間要因，

準備要因が良好であった．また支援あり/参加なしでも食に関する行動，中間要因，準

備要因が良好であった．周囲からの支援と社会参加の相乗効果がみられた変数は 1 項

目のみだった． 

【結論】周囲からの支援と社会参加の双方があることが最も望ましいが，食生活にお

いては，社会参加がなくても周囲からの支援があることで良好となることが示された． 

【研究課題 3】健康関連 QOL/食生活満足度と食環境認知との関連 

【目的】健康関連 QOL（身体的および精神的サマリースコア）/食生活満足度と食環境

認知との関連を検討し，食環境整備でフォーカスする要因を明らかにすること． 

【方法】社団法人全国脊髄損傷者団体連合会の登録会員 2,007 名を対象に，2015 年 8

月，郵送法による自記式質問紙調査を実施した．調査票の項目は，属性，健康関連 QOL

の尺度である SF-8，食生活満足度，食環境認知 8 項目とした．506 名を解析対象者と

した（有効回答率 25%）．従属変数は SF-8 の身体的および精神的サマリースコアと食

生活満足度とした．独立変数は食環境認知とし，二項ロジスティック回帰分析にて単

変量解析（モデル 1）と多変量解析（モデル 2，3）を実施した．モデル 3 では食環境

認知を食物へのアクセスと情報へのアクセスに分けて投入した． 

【結果】モデル 3 では身体的および精神的サマリースコアで共通して関連していたの

は食情報へのアクセスの「地域での食情報入手」であった．食生活満足度で関連して

いたのは，食物へのアクセスは「家庭内での栄養バランスの整った食事がとれる状況」，

食情報へのアクセスでは「家族や仲間からの健康や栄養情報入手」，「マスコミからの

正しい健康・栄養情報入手」であった． 

【結論】健康関連 QOL/食生活満足度と関連した食環境認知は一致しなかった．食環境

を評価する場合，食生活満足度および健康関連 QOL両者とも評価する必要がある． 

【総合考察】障がい者を対象に，健康関連および食関連 QOL を用い，食環境整備の要

因を検討した初めての知見である．栄養・食生活を包括的に評価できる理論枠組みを

用いた食生活要因の関連検討は，障がい者の健康づくりの促進に貢献できる可能性が

ある．本研究は実践現場での健康づくりの介入企画や行政および自治体等での健康づ

くりや食環境整備の基礎資料として活用できると考える． 

 

 



 

Study of food environment aimed at improving diet-related quality of life in 
community-dwelling individuals with spinal cord injuries 

Kikuko HATA 

[Background] When we consider health promotion and food environments of the local area, it is 
necessary to consider disabled people living there. For the disabled who think "I am healthy" and, 
keep their quality of life (QOL) high, it will lead not only to socio-economic meaning but also to 
what the community should be. 
[General purpose] To clarify the factors in improving dietary environment, based on the 
perspectives of better dietary-related QOL, in community-dwelling individuals with spinal cord 
injuries (SCIs), using the theoretical framework of nutrition and dietary habits. 

Study1 Associations between dietary satisfaction and food intake, behavioral, and food 
environmental factors 

Objective: We determined the correlation between dietary satisfaction and lifestyle (food intake 
and behavior) and environmental (food environment) factors.  
Methods: In September 2011, we posted a questionnaire to 2,731 registered members of Spinal 
Injuries Japan. The questionnaire included items on dietary satisfaction, food intake, behavior, and 
dietary environment. We received responses from 1,000 people, but excluded responses in which 
crucial data such as sex, age, injured body part, and type of disability were missing. Finally, 
responses from 853 people were analyzed. The correlations between dietary satisfaction and food 
intake, behavior, and dietary environment were determined by binomial logistic regression analysis. 
Results: A significant association was found between dietary satisfaction and vegetable and potato 
intake (food intake factors). Dietary satisfaction significantly correlated with self-health care with 
respect to nutrition and diet, mealtime conversation with family, and medical examination 
(behavioral factors). Dietary satisfaction significantly correlated with family/ neighbors cooperation 
for health promotion, learning diet/nutrition with a friend, and eating healthy outside the home 
(food environment factors).  
Conclusions: The food intake, behavioral, and dietary environment factors associated with dietary 
satisfaction in community-dwelling individuals with SCIs were vegetables, self-health management, 
communication with family and friends, peer support, and food access. 

Study 2-1 The combined associations of social participation and support with self-rated health 
and dietary satisfaction 

Objectives: (1) to examine the association between social participation (SP) and social support 
(SS) with self-rated health and dietary satisfaction and (2) to explore the joint association and 
interactions of SP and SS with self-rated health and dietary satisfaction. 
Methods: Data of study1 was used. Responses from 625 men aged ≥40 years were analyzed. 
Respondents were categorized into four groups: SP/ sufficient SS, SP/insufficient SS, no 
SP/sufficient SS, and no SP/insufficient SS. Logistic regression analysis was used to examine the 
odds ratios for self-rated health and dietary satisfaction according to the SP/SS categories. 
Results: Relative to participants in the no SP/insufficient SS category, those in the SP/sufficient SS 
group demonstrated significantly better self-rated health and dietary satisfaction after adjusting for 
sociodemographic variables. There was no interaction between SP and SS in self-rated health or 
dietary satisfaction. SP was associated with high self-rated health without SS, and sufficient SS was 
associated with high dietary satisfaction without SP. 
Conclusions: Relative to other groups, participants with SP/sufficient SS demonstrated higher 
self-rated health and dietary satisfaction. Sufficient SS was associated with high dietary satisfaction 



 

without SP. This study suggested the importance of addressing aspects of both SP and SS using 
self-rated health and dietary satisfaction as outcome measures in health promotion programs. 

Study 2-2 The combined association of social support and social participation with dietary 
lifestyle, with a focus on a healthy lifestyle 

Objective: This study describes the combined associations of sufficient/insufficient SS and 
high/low SP with dietary lifestyle factors. Furthermore, this study examined the effect of the 
interaction between SS and SP with dietary lifestyle factors. 
Methods: The questionnaire included items on SS and SP with dietary lifestyle factors (dietary 
behavior, transtheoretical model, social cognitive theory including self-efficacy and outcome 
expectation, and dietary skill). Data of study1 was used Responses from 646 men aged ≥40 years 
were analyzed. Respondents were divided into sufficient SS/high ST, sufficient SS/low SP, 
insufficient SS/high SP, and insufficient SS/low SP categories. Logistic regression analysis 
examined the odds ratios of dietary lifestyles according to the SS and SP categories. 
Results: Compared with participants in the insufficient SS/low SP category, those in the sufficient 
SS/high SP and sufficient SS/low SP category had significantly better likely dietary lifestyles after 
adjusting for sociodemographic variables. There was no interaction between SS or SP and dietary 
lifestyle factors. 
Conclusions: These findings suggested that social support is important for a healthy dietary 
lifestyle among community-dwelling adult men with SCIs. 

Study 3 The association between health-related quality of life/dietary satisfaction and 
perceived food environment 

Objectives: To examine the association between health related quality of life (HRQOL)/dietary 
satisfaction and perceived food environment in community-dwelling individuals with SCI. 
Methods: Eligible subjects comprised 2,007 Japanese individuals with SCI. A questionnaire 
conducted in 2015 included items addressing participants’ sociodemographic characteristics, 
HRQOL, dietary satisfaction, and eight perceived food environment items. Responses from 506 
individuals were analyzed. The dependent variables were the physical and mental summary scores 
of the HRQOL and dietary satisfaction. The independent variable was the perceived food 
environment. We used a univariate analysis (in Model 1) and a multivariate analysis (in Models 2 
and 3) as part of a binominal logistic regression analysis. In Model 3, we divided and analyzed the 
perceived food environment variable into “access to food” and “access to information.”  
Results: Both physical and mental summary scores were related to “dietary information acquisition 
in the community.” Dietary satisfaction was related to “balanced meals in the household,” “food 
and health information available from family,” and “right health and dietary information acquisition 
from the media.”  
Conclusion: HRQOL and dietary satisfaction were differentially associated with perceived food 
environment factors in community-dwelling individuals with SCI. HRQOL was positively related 
to dietary information of perceived food environment in the community. Dietary satisfaction was 
positively related to perceived food environment in the household. 

[General Consideration] 
Since we studied relationships between health / diet-related QOL and dietary habits using a 
theoretical framework that could comprehensively evaluate nutritional/ dietary habits, the study 
could contribute to health promotion strategies. This study is expected to be used as a basic material 
for intervention programs of health promotion at practical sites, or proposals that will improve food 
environment among local governments. 
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緒論  
世 界 保 健 機 関 （ W orld  He alt h O rg aniz atio n:  以 下 ， WH O）

は 世 界 保 健 憲 章 第 1 条 に お い て 「 す べ て の 人 々 が 可 能 な 最 高

の 健 康 水 準 に 到 達 す る こ と 」 1 ） を 目 的 と し て 掲 げ て お り ，日

本 国 憲 法 第 25 条 で は「 全 て の 国 民 は ，健 康 で 文 化 的 な 最 低 限

度 の 生 活 を 営 む 権 利 を 有 す る 」 と あ る ． ま た ， 健 康 増 進 法 第

2 条 に は 「 健 康 の 維 持 増 進 が 国 民 の 責 務 で あ る 」 2 ） と さ れ て

い る ． こ れ ら は ， い わ ゆ る 健 常 者 ， 障 が い 者 を 区 別 す る も の

で は な く ， 生 活 の 質 （ Qu ali ty o f lif e :  以 下 ， Q OL） を 保 つ

こ と や ， そ の 人 な り の 健 康 の 維 持 は 基 本 的 人 権 で あ る ．   

日 本 で は ， 高 齢 者 人 口 の 増 大 や 生 活 習 慣 病 に 起 因 す る 中 途

障 害 の 増 加 に 伴 い 障 が い 者 数 が 増 加 し て い る 3 ） ．さ ら に ，近

年 の 医 療 ・ 福 祉 の 進 歩 に よ り ， 身 体 の 一 部 に 障 害 が あ っ て も

長 く 生 き る こ と が 可 能 と な っ て い る ．例 え ば ，脊 髄 損 傷 者（ 以

下 ， 脊 損 者 ） の 場 合 ， 50 年 前 に は 損 傷 後 の 余 命 は 数 年 と さ れ

て い た が ，近 年 で は 健 常 者 と 変 わ ら な い と 報 告 さ れ て い る 4 ) ．

障 が い 者 の 増 加 と 高 齢 化 の 問 題 に 直 面 し て い る 我 が 国 に お い

て は ， 医 療 ・ 介 護 の 視 点 か ら だ け で は な く ， 障 害 を 有 し て い

て も 自 立 /自 律 し て 生 活 を 送 る 者 の 健 康 を 維 持・増 進 す る と い

う ，“ 障 が い 者 の 健 康 づ く り ” の 取 り 組 み が 求 め ら れ て い る ．  

障 が い 者 を 対 象 と し た 健 康 づ く り の 取 り 組 み を 推 進 す る た

め に は ， ま ず は 目 指 す べ き そ の 人 な り の 良 好 な QOL， 健 康 ・

栄 養 状 態 を 定 義 し ，そ れ を 評 価 す る た め の 指 標 が 必 要 で あ る ．

そ の た め に は ， 障 が い 者 に お い て 評 価 す べ き 栄 養 ・ 食 生 活 の

課 題 を 明 ら か に し て お く こ と が 基 盤 と な る ． し か し ， こ の よ
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う な 調 査・研 究 は き わ め て 限 ら れ て い る 5 , 6 ) ．「 自 分 は 健 康 で

あ る 」 と 考 え て い る 障 が い 者 が 健 康 を 維 持 ・ 増 進 し ， 地 域 の

一 員 と し て い き い き と 生 涯 を 過 ご す こ と が で き る 健 康 づ く り

支 援 や 食 環 境 整 備 は ， 現 在 日 本 で 進 め ら れ て い る 人 生 1 00 年

時 代 構 想 や ニ ッ ポ ン 一 億 総 活 躍 社 会 の 実 現 に も つ な が る ．  

障 が い 者 に 関 し て は 障 害 の 種 類 が 多 岐 に わ た り ， 生 活 状 況

も 異 な る こ と が 予 測 さ れ る こ と か ら ， 本 研 究 で は 在 宅 で 生 活

す る 脊 損 者 （ 以 下 ， 在 宅 脊 損 者 ） を 対 象 と し た ． 特 に ， 頚 髄

5 番 ～ 腰 髄 損 傷 で 主 に 在 宅 で 車 い す で の 生 活 を し て い る 脊 損

者 を 想 定 し て い る ． そ の 理 由 と し て ， 受 傷 後 に 自 立 /自 律 し ，

社 会 参 加 を 果 た し て い る 者 が 多 い が ， 身 体 不 活 動 等 に よ る 生

活 習 慣 病 の 罹 患 リ ス ク が 高 い と い っ た 健 康 課 題 も 抱 え て い る

に も 関 わ ら ず 7 ) ， 健 康 づ く り の 視 点 で の 支 援 の 研 究 報 告 が 少

な い 背 景 が あ る た め で あ る ． 自 身 を 健 康 と 考 え る 在 宅 脊 損 者

の 受 傷 後 の 長 い 人 生 を 支 え る 健 康 づ く り ， QOL の 向 上 を 目 指

す こ と は 介 護 ・ 医 療 費 負 担 の 軽 減 に つ な が る ． さ ら に 障 が い

者 を と り ま く 食 環 境 を 整 備 す る こ と は ， 日 本 で は 遅 れ て い る

と さ れ て い る 障 が い 者 へ の 健 康 づ く り の さ き が け と な り ， 地

域 /コ ミ ュ ニ テ ィ の あ る べ き 姿 に も つ な が る ．  

そ こ で ， 本 研 究 の 目 的 は , 在 宅 脊 損 者 を 対 象 に ， 健 康 づ く

り に お け る 栄 養 ・ 食 生 活 の 最 終 目 標 と な る 食 関 連 QO L の 良 好

さ に 関 連 す る 食 環 境 整 備 に 必 要 な 要 因 を 明 ら か に す る こ と と

し た ． 本 研 究 に よ り ， 在 宅 脊 損 者 の 健 康 づ く り の 課 題 の 優 先

度 が 明 ら か と な り ， 公 衆 栄 養 プ ロ グ ラ ム の 計 画 を 立 て る こ と

や 食 環 境 整 備 を 進 め る こ と が で き る と 考 え る ．  
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研究小史  
1．対象者特性  

1 - 1．脊髄損傷者の身体的特性  

脊 髄 損 傷 と は ， 脊 柱 （ 背 骨 ） の 中 を 通 っ て い る 脊 髄 に 外 力

が 加 わ り 脊 髄 が 損 傷 す る こ と で あ る （ 図 1）． そ の た め ， 脊 柱

内 に あ る 中 枢 神 経 が 損 傷 を 受 け ， そ れ 以 下 の 末 梢 に 送 ら れ る

べ き 運 動 刺 激 が 遮 断 さ れ る こ と に よ っ て ， 損 傷 部 位 以 下 で 筋

の 運 動 が 起 こ ら ず ， 運 動 麻 痺 が 生 じ る 8 ） ．  

脊 髄 の 損 傷 部 位 に よ っ て ， 運 動 残 存 機 能 は 異 な る ． 脊 髄 は

脳 か ら 背 中 の 下 方 ま で 伸 び て お り ， 手 の 指 程 度 の 太 さ の 細 長

い 器 官 で あ る ．脊 髄 は「 頚 髄 」「 胸 髄 」「 腰 髄 」「 仙 髄 」「 尾 髄 」

の 31 節 で 構 成 さ れ ，頚 髄 は 8 対 ，胸 髄 は 12 対 ，腰 髄 は 5 対 ，

仙 髄 は 5 対 ， 尾 髄 は 1 対 の 脊 髄 神 経 が 出 て お り ， こ れ ら は 頭

側 か ら 順 番 に 節 ご と の 番 号 が つ け ら れ て い る 9 ） ．損 傷 部 位 が

上 位 に 行 く ほ ど 残 存 機 能 は 少 な く な る ． 例 え ば ， 頚 髄 の 1 番

と 2 番 を 損 傷 す る と 首 か ら 上 位 の 部 位 の 運 動 機 能 し か 残 ら な

い ． そ の た め ， 日 常 生 活 の ほ と ん ど が 要 介 助 と な る ． 頚 髄 の

5 番 を 損 傷 す る と 腕 は 使 え る が ， 姿 勢 保 持 や 細 か い 指 の 動 作

は 難 し い ．  

脊 損 者 は 寝 た き り や ， 車 い す で の 生 活 を 余 儀 な く さ れ る 場

合 が 多 く ， 廃 用 症 候 群 や 生 活 習 慣 病 の リ ス ク が 高 く な る こ と

が 報 告 さ れ て い る 7 ） ．長 期 の ベ ッ ド レ ス ト ス タ デ ィ に よ り 人

体 に 及 ぼ す 影 響 と し て 1 0 ） ， 循 環 器 系 で は ， 安 静 時 お よ び 運

動 時 の 心 拍 数 の 増 大 ， 心 容 量 の 減 少 ， 1 回 拍 出 量 の 減 少 ， 起

立 耐 性 の 低 下 ， 最 大 酸 素 摂 取 量 の 減 少 ， 加 速 度 耐 性 の 低 下 ，
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血 漿 量 ，全 血 量 の 減 少 ，造 血 機 能 低 下 と 赤 血 球 の 減 少 が あ る ．

骨 代 謝 で は ，尿 中 の Ca 排 泄 の 増 大 ，骨 の 脱 灰（ N， P， Ca が 1

か 月 に つ き 0. 5％ の 率 で 減 少 ），骨 軟 化（ 骨 折 の 可 能 性 の 増 大 ）

が あ る ． 筋 系 で は ， 萎 縮 ， 筋 と 脂 肪 の 置 換 が あ る ． 内 分 泌 系

で は ， 副 腎 皮 質 刺 激 ホ ル モ ン の 増 加 ， 副 腎 皮 質 ホ ル モ ン の 減

少 ， 血 漿 イ ン ス リ ン 濃 度 の 上 昇 ， 成 長 ホ ル モ ン の 増 大 ， ノ ル

エ ピ ネ フ リ ン の 減 少（ エ ピ ネ フ リ ン は 不 変 ）が 知 ら れ て い る ．

長 期 に わ た り 身 体 不 活 動 が 続 く と ， 筋 力 の 委 縮 に よ り ， 起 立

性 低 血 圧 症 状 を 引 き 起 こ し ， 座 位 を と る こ と も 困 難 と な り ，

さ ら に 活 動 量 の 低 下 を 招 く ．  

知 覚 機 能 は 脊 髄 へ 伝 わ り 脳 に 伝 え ら れ る が ， 脊 損 者 は そ の

機 能 も 失 わ れ る ． 同 じ 姿 勢 の ま ま で い る こ と に よ る 圧 迫 で 皮

膚 に 傷 が で き て も 痛 み を 感 じ ず ， 気 付 き に く い た め ， 褥 創 が

発 生 す る 頻 度 が 高 く な る ． ま た ， 重 症 化 し や す い 1 1 ） ．  

多 く の 脊 損 者 で は ， 排 尿 障 害 が 生 じ る 1 2 ） ． 膀 胱 と 尿 道 括

約 筋 が 麻 痺 す る た め に ， 正 常 な 排 尿 が で き な い ． 健 常 者 で は

尿 が た ま り ， 膀 胱 が 充 満 す る と 「 尿 意 」 を 感 じ る が ， 脊 損 者

は「 尿 意 」を 伝 達 す る 神 経 が 遮 断 さ れ る こ と に よ っ て ，「 尿 意 」

を 感 じ る こ と が で き な い ． そ の た め ， 自 分 の 有 す る 膀 胱 括 約

筋 麻 痺 の 状 態 に 応 じ た 排 尿 方 法 を 選 択 す る こ と に な り ， 適 切

な「 尿 路 管 理 」が 必 要 と な る ．「 尿 路 管 理 」が う ま く い か な い

と ， 尿 失 禁 や ， 細 菌 感 染 に よ る 膀 胱 炎 ， 腎 臓 機 能 障 害 を 引 き

起 こ す こ と も あ る 1 3 ） ．  

排 便 障 害 も 深 刻 な 問 題 で あ る 1 4 ） ． 正 常 な 排 便 活 動 は ① 直

腸 に 便 を 貯 め る こ と が で き る ， ② 「 便 意 」 を 感 じ る ， ③ 排 便
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準 備 が で き る ま で 便 を 漏 ら さ ず に 我 慢 で き る ， ④ 意 識 的 に 排

便 が で き る ， で あ る 。 し か し 脊 損 者 の 場 合 、 こ れ ら の い ず れ

か も し く は い ず れ も が 脊 髄 の 損 傷 に よ り で き な い ． 直 腸 の 働

き は 脊 椎 を 通 る 神 経 の 影 響 を 受 け て い る の で ， 脊 髄 に ダ メ ー

ジ を 受 け る と こ れ ら の 臓 器 が 直 接 傷 つ け ら れ て い な い に も か

か わ ら ず 支 障 が 出 て し ま う ． そ の た め ， 便 秘 や 失 禁 な ど の 問

題 を 抱 え る ． こ の よ う な 症 状 が あ る こ と か ら ， 適 切 な 水 分 補

給 や 便 秘 対 策 の た め の 食 物 繊 維 や 適 度 な 不 飽 和 脂 肪 酸 摂 取 ，

乳 酸 菌 食 品 の 摂 取 は 排 便 障 害 に 有 効 だ と 考 え ら れ る が ， 脊 損

者 に お け る 研 究 報 告 は み ら れ な い ．  

1 - 2．脊髄損傷者の社会的特性  

1990 年 に 日 本 パ ラ プ レ ジ ア 医 学 会 脊 損 予 防 委 員 会 は ，日 本

に お け る 外 傷 性 脊 髄 損 傷 発 生 状 況 の 疫 学 調 査 を 実 施 し た 1 5 ）．

同 調 査 に よ る と ，そ の 時 点 で の 日 本 の 脊 損 者 数 は 1 0 万 人 以 上

で あ り ， 毎 年 5 千 人 の 脊 損 者 が 新 た に 発 生 し て い る と 推 計 さ

れ た ．ま た ，受 傷 年 齢 は 交 通 事 故 や 労 働 災 害 を 原 因 と す る 20

歳 代 と 転 倒 な ど を 原 因 と す る 50 歳 代 ， 60 歳 代 に 二 極 化 し て

お り ， 高 齢 者 人 口 の 増 大 に 伴 い ， 中 途 で 障 が い を 負 う 者 の 増

加 を 予 測 し て い た ．  

厚 生 労 働 省 の 「 身 体 障 害 児 ・ 者 実 態 調 査 」 1 6 , 1 7 ） の 結 果 に

よ る と ， 脊 損 者 の 総 数 は 不 明 で あ る も の の ， 在 宅 脊 損 者 は 平

成 13（ 2001）年 で は 100 ,000 人 ，平 成 18（ 2005）年 に は 57, 000  

人 で あ っ た ．平 成 13（ 2 001）年 の 調 査 か ら 平 成 1 8（ 200 5）年

の 調 査 間 で は ， 在 宅 脊 損 者 の 大 幅 な 減 少 が み ら れ て い る ． 厚

生 労 働 省 の 「 社 会 福 祉 施 設 等 調 査 」 1 8 , 1 9 ） で ， 身 体 障 害 者 更
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生 援 護 施 設 入 所 者 は 平 成 1 3（ 200 1） 年 の 54 ,434 人 か ら 平 成

18（ 2005）年 で は 62, 818 人 と 増 加 し て お り ，老 人 福 祉 施 設 に

お い て は ， 平 成 1 3（ 20 01）年 の 施 設 入 所 者 数 は 505 ,250 人 か

ら 平 成 18（ 20 05）年 は 638 ,466 人 と 大 幅 に 増 大 し て い る ． 平

成 18 年 以 降 は「 身 体 障 害 児・者 実 態 調 査 」は 調 査 内 容 が 変 更

さ れ ，こ れ 以 降 日 本 の 在 宅 脊 損 者 の 統 計 は 公 表 さ れ て い な い ． 

平 成 13 年 か ら 1 8 年 で 在 宅 脊 損 者 数 が 変 動 し た 理 由 は 不 明

で あ る が ，65 歳 以 上 の 者 は 障 害 者 自 立 支 援 法 の 対 象 で は な く

介 護 保 険 法 の 対 象 と な る こ と も あ り ， 障 が い 者 の 高 齢 化 や 施

設 へ の 入 所 の 増 加 な ど が 背 景 に あ る ． 中 ・ 高 齢 期 で 負 傷 し た

場 合 で も ， そ の 後 ， 数 十 年 間 は 車 い す で の 日 常 生 活 や 社 会 生

活 を 余 儀 な く さ れ ， 健 康 を 脅 か す リ ス ク が 高 ま る ． 高 位 頚 髄

損 傷 （ 頚 髄 1 番 ～ 4 番 の 損 傷 ） や 施 設 入 所 者 で あ れ ば ， 食 事

に つ い て も 自 宅 や 施 設 等 で 提 供 さ れ ， バ ラ ン ス の 良 い 食 事 が

食 べ ら れ て い る と 考 え ら れ る ．し か し ，在 宅 脊 損 者 に お い て ，

健 康 づ く り 支 援 の 研 究 は 極 め て 限 ら れ て い る ．  

 

2．脊髄損傷者の食生活研究（日本）  

2 - 1．健康・栄養状態について  

稲 山 ら は ， 健 常 者 の 安 静 時 代 謝 量 に 基 づ い た エ ネ ル ギ ー 必

要 量 の 計 算 式 を 脊 損 者 に あ て は め た 場 合 に は 過 大 評 価 の 可 能

性 が 高 い こ と を 報 告 し て い る 2 0 ） ． ま た ， 脊 損 者 男 性 の 肥 満

予 防 の た め の BM I や 腹 囲 基 準 値 は 健 常 者 よ り 低 く 設 定 す る 必

要 が あ る こ と を 指 摘 し て い る 2 1 ） ．佐 久 間 ら 7 ） は ，脊 損 者 に

生 活 習 慣 病 を 含 む 合 併 症 ， 二 次 障 害 の 実 態 ， 生 活 リ ズ ム ， 身
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体 活 動 な ど に つ い て 質 問 紙 調 査 を 行 い ， 二 次 障 害 と と も に 生

活 習 慣 病 の 合 併 が 多 く ， 食 事 や 運 動 な ど 生 活 ス タ イ ル に も 問

題 が あ る 例 の 多 い 実 態 を 明 ら か に し て い る ． し か し ， 医 師 や

運 動 療 法 士 が 主 体 の 研 究 で あ る た め ， 健 康 リ ス ク と 栄 養 ・ 食

生 活 の 関 わ り が 検 討 さ れ て い な い ．  

2 - 2．栄養・食物摂取状況について  

金 谷 ら 2 2 ） は ， 障 害 者 支 援 施 設 に 入 所 し て い る 脊 損 者 6 名

を 対 象 に 食 事 調 査 を 実 施 し た ． 実 際 の 摂 取 量 と 食 事 摂 取 基 準

を 照 ら し 合 わ せ ， さ ら に 身 体 計 測 や 血 液 検 査 に よ る 栄 養 状 態

な ど の 身 体 状 況 と あ わ せ て 評 価 し ，食 事 摂 取 基 準（ 2 005 年 版 ）

を 障 害 者 支 援 施 設 で 活 用 す る こ と に 関 し て 検 討 し て い る ． そ

の 結 果 ， エ ネ ル ギ ー お よ び い く つ か の 栄 養 素 が 摂 取 不 十 分 と

考 え ら れ た が ， 低 栄 養 状 態 に あ る と は 限 ら ず ， 適 切 な 摂 取 量

も 不 明 で あ る た め ， 障 害 者 支 援 施 設 に お い て 食 事 摂 取 基 準 を

活 用 す る こ と が 必 ず し も 適 切 で あ る と は い え な い と い う 結 果

で あ っ た ．  

内 山 ら 2 3 ） は ， 国 立 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン セ ン タ ー 病 院 に 入

院 し て い る 脊 損 者 に ， 適 切 な エ ネ ル ギ ー 管 理 と 栄 養 ・ 食 事 計

画 を 実 施 す る こ と を 目 的 に ， 安 静 時 代 謝 を 測 定 し 推 定 エ ネ ル

ギ ー 量 を 評 価 し た ． 安 静 時 代 謝 量 の 測 定 か ら 推 定 さ れ た エ ネ

ル ギ ー 必 要 量 は ， Har ris -B e ned i ct 式 や 日 本 人 の 食 事 摂 取 基

準 の 推 定 エ ネ ル ギ ー 必 要 量 よ り も 平 均 で 300～ 5 0 0kca l／ 日 少

な か っ た ． よ り 適 切 な 栄 養 ・ 食 事 計 画 を 行 う た め に は ， 個 々

人 の 安 静 時 代 謝 量 を 測 定 す る 必 要 が あ る こ と を 明 ら か に し て

い る ． い ず れ も 施 設 ， リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 病 院 の 入 所 ・ 入 院
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患 者 で ， 個 別 栄 養 管 理 の 対 象 で あ り ， 対 象 者 が き わ め て 限 定

さ れ て い る ． こ の 結 果 を 在 宅 脊 損 者 に あ て は め る こ と は で き

な い ．  

2 - 3．食行動や食行動に至る準備要因について  

横 瀬 ら 2 4 ） は ， 国 立 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン セ ン タ ー 病 院 お よ

び 同 病 院 の 更 生 訓 練 を 利 用 し た こ と の あ る 脊 損 者 ， な ら び に

そ の 縁 故 者 の 在 宅 脊 損 者 94 名 に 留 め 置 き 法 に よ る 自 記 式 質

問 紙 調 査 を 実 施 し て い る ． 質 問 票 に は 溝 口 ら 2 5 ） の 調 査 枠 組

み を 参 考 に ， Q O L，健 康 状 態 ，行 動 ，中 間 要 因 ，知 識 ・ 態 度 ・

ス キ ル ， 食 環 境 と い う 枠 組 み を 用 い て い る ． こ の 調 査 は 在 宅

で 自 立 し た 生 活 を 営 む 脊 損 者 を 対 象 と し た 食 生 活 の 実 態 を 把

握 す る た め に 実 施 さ れ た 初 め て の 調 査 で あ っ た ．結 果 と し て ，

主 観 的 健 康 感 ， 食 関 連 QOL， 食 物 摂 取 頻 度 は 良 好 で あ っ た ．

し か し ， 食 生 活 全 体 を 評 価 す る も の と し て ， 質 問 票 に 改 善 の

余 地 が 残 り ， ま た ， 対 象 者 が 人 間 ド ッ ク 形 式 の 健 康 診 断 調 査

研 究 の 参 加 者 で 集 団 と し て 偏 り が あ る 可 能 性 が あ る た め ， 複

数 の 組 織 に 所 属 す る 多 人 数 を 対 象 と し た 調 査 で の 検 討 が 必 要

で あ る と い う 課 題 が 残 さ れ て い る ．  

2 - 4．在宅脊損者の栄養・食生活の包括的評価  

著 者 ら は ， 在 宅 脊 損 傷 者 を 対 象 に ， 食 関 連 QOL か ら 食 環 境

ま で 包 括 的 に 評 価 で き る 理 論 枠 組 み （ 図 2） 2 6 ) に 基 づ く 調 査

票 を 用 い て ， 社 団 法 人 全 国 脊 髄 損 傷 者 団 体 連 合 会 の 登 録 会 員

2,73 1 名 を 対 象 に ， 郵 送 法 に よ る 自 記 式 質 問 紙 調 査 を 実 施 し

た 6 ) 。 そ の 結 果 ， 国 民 健 康 ・ 栄 養 調 査 や 同 じ 理 論 枠 組 み を 用

い た 健 常 者 の 研 究 と 同 様 に 在 宅 脊 損 者 の 栄 養・食 生 活 は 女 性 ，
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高 齢 者 で 食 生 活 が 良 好 で あ っ た ． リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン の 実 践

現 場 等 で 言 わ れ て い る ， 損 傷 部 位 に よ る 差 は 食 生 活 で は ほ と

ん ど み ら れ な か っ た こ と を 明 ら か に し て い る ． し か し 食 関 連

QOL の 良 好 さ を 説 明 す る 要 因 は 明 ら か に な っ て い な い こ と や ，

周 囲 か ら の 支 援 を 含 め た 食 環 境 に つ い て の 研 究 は 着 手 で き て

い な い こ と が 課 題 と し て あ げ ら れ て い る ．  

 

3．脊損者，障がい者の食生活研究（世界）  

海 外 で の 脊 損 者 の 栄 養 ・ 食 生 活 の 文 献 で は ， 脊 損 者 を 男 女

別 ， 障 害 部 位 別 に 4 グ ル ー プ に 分 類 し ， BMI  と 4 日 間 の 栄 養

摂 取 量 を 調 査 し た 研 究 2 7 ） ， 脊 損 者 と 健 常 者 を マ ッ チ ン グ さ

せ ， 栄 養 状 態 ， 食 事 摂 取 量 を 国 の ガ イ ド ラ イ ン と 比 較 し た 研

究 2 8 ） や 在 宅 脊 損 者 の 健 康 づ く り の 介 入 研 究 等 2 9 ） が 報 告 さ

れ て い る が ， い ず れ も ， 食 事 記 録 調 査 や 身 体 計 測 調 査 か ら の

栄 養 素 や 食 品 レ ベ ル で の 研 究 に と ど ま っ て お り ， 食 生 活 全 体

を 評 価 し た 研 究 は 見 ら れ な い ．  

 

4．健康づくりにおける食環境整備の取り組み  

4 - 1．「食環境」整備の具体的な取り組み（日本）  

健 康 日 本 2 1 の 栄 養 ・ 食 生 活 で は ，「 人 々 の 健 康 で 良 好 な 食

生 活 の 実 現 の た め に は ， 個 人 の 行 動 変 容 と と も に ， そ れ を 支

援 す る 環 境 づ く り を 含 め た 総 合 的 な 取 り 組 み が 求 め ら れ て い

る ．」 2 6 ) と 示 さ れ ， こ れ 以 降 ， 日 本 で は 食 環 境 整 備 が 進 め ら

れ て い る ． 食 環 境 は ， 食 物 へ の ア ク セ ス ， 情 報 へ の ア ク セ ス

と そ の 統 合 と 定 義 さ れ て お り 3 0 ) 国 民 健 康 ・ 栄 養 調 査 3 1 , 3 2 ) の
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質 問 項 目 や 健 康 日 本 2 1 の 目 標 お よ び 評 価 項 目 に み る こ と が

で き る ．  

食 環 境 整 備 の 具 体 的 な 取 り 組 み に つ い て 「 健 康 づ く り の た

め の 食 環 境 整 備 に 関 す る 検 討 会 報 告 書 」に よ る と 地 域 ，学 校 ，

大 学 ・ 研 究 機 関 が 協 働 し ， 地 域 住 民 と 連 携 し て 地 域 全 体 で 食

を キ ー ワ ー ド と し た 健 康 づ く り を 進 め て い る 3 3 ) ．例 え ば ス ー

パ ー マ ー ケ ッ ト と 小 学 生 が 協 働 で 設 計 し た ヘ ル シ ー 弁 当 の 販

売 や ，旬 の 食 材 の ポ ス タ ー を 作 成 し ，地 域 住 民 へ の PR 活 動 を

行 う な ど 地 域 レ ベ ル で の 「 食 環 境 」 整 備 へ 取 り 組 み が 進 め ら

れ て い る ． ま た ， 健 康 日 本 21（ 第 二 次 ） で は 目 指 す 目 標 と し

て ， QO L の 向 上 と と も に ， 社 会 環 境 の 質 の 向 上 も 示 さ れ て お

り ， 栄 養 ・ 食 生 活 分 野 で は 「 食 品 中 の 食 塩 や 脂 肪 の 低 減 に 取

り 組 む 食 品 企 業 ， 飲 食 店 の 増 加 」，「 利 用 者 に 応 じ た 栄 養 管 理

を 実 施 し て い る 給 食 施 設 の 増 加 」 が 目 標 項 目 に 設 定 さ れ ， 食

環 境 整 備 が 進 め ら れ て い る ．  

4 - 2．「食環境」整備介入による具体的な取り組み（海外）  

欧 米 で は ， 栄 養 ・ 食 生 活 分 野 に お け る 環 境 的 介 入 と し て ，

食 品 流 通 に お け る ス ー パ ー マ ー ケ ッ ト を 介 し た 情 報 提 供 ， ヘ

ル シ ー メ ニ ュ ー の 提 供 な ど 大 規 模 な 介 入 研 究 が 行 わ れ て い る ． 

1970 年 代 か ら フ ィ ン ラ ン ド で 実 施 さ れ た ノ ー ス カ レ リ ア プ

ロ ジ ェ ク ト 3 4 - 3 6 ) は 食 環 境 整 備 の 成 功 例 と し て 最 も 有 名 で あ

る ． フ ィ ン ラ ン ド で は ， 喫 煙 や 食 生 活 に よ る 高 血 圧 や 脂 質 異

常 症 の 発 症 率 が 高 い こ と が 問 題 と な り ， 政 府 は 国 家 戦 略 と し

て ノ ー ス カ レ リ ア 地 方 の 住 民 の 生 活 環 境 に 介 入 す る 計 画 を 始

め た ． 地 域 の 医 師 や 保 健 師 ， メ デ ィ ア や 食 品 業 界 ， 農 業 等 も
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全 面 的 に 協 力 し ， 地 域 や 職 域 に お い て 食 生 活 や 運 動 の 改 善 ，

禁 煙 活 動 等 を 積 極 的 に 展 開 し た ． 例 え ば ， 動 物 性 脂 肪 の 摂 取

を 減 ら す た め に バ タ ー 農 家 を ベ リ ー 農 家 に 変 え る な ど ,  国

を あ げ て 予 防 プ ロ ジ ェ ク ト を 実 施 し た ． そ の 結 果 ， 複 数 の 介

入 戦 略 を 組 み 合 わ せ る こ と に よ り ， フ ィ ン ラ ン ド 人 男 性 の 心

血 管 系 疾 患 の 死 亡 率 を 50％ 軽 減 さ せ た ．  

Minn esot a Hea rt  He alt h Prog ram 3 7 , 3 8 ) は ， ア メ リ カ ミ ネ ソ

タ 地 域 で の ， 心 臓 病 ・ 冠 状 動 脈 疾 患 の 罹 患 率 と 死 亡 率 を 減 ら

す た め に 19 80 に 開 始 さ れ ， 1 3 年 間 続 け ら れ た プ ロ ジ ェ ク ト

で あ る ． 食 環 境 整 備 の 取 り 組 み と し て ， レ ス ト ラ ン や 食 料 品

店 で の 栄 養 表 示 や ， 職 域 や 地 域 で の 健 康 教 育 な ど が 実 施 さ れ

た ． プ ロ グ ラ ム の 介 入 後 す ぐ に は ， 心 臓 ・ 冠 動 脈 疾 患 の リ ス

ク フ ァ ク タ ー の 減 少 に 効 果 が あ っ た も の の ， 介 入 か ら 時 間 が

経 つ と 心 臓 ・ 冠 動 脈 疾 患 の リ ス ク フ ァ ク タ ー が 増 加 し プ ロ グ

ラ ム が 終 了 し て い る ． こ の 理 由 と し て ， 介 入 規 模 や 期 間 が 短

い こ と が 挙 げ ら れ て い る ．  

カ ナ ダ で は ， 低 所 得 者 層 に 対 す る 教 育 が 十 分 に 行 き と ど か

な い 地 域 と さ れ る St -He nri で 心 血 管 疾 患 予 防 の プ ロ グ ラ ム

介 入 を 行 っ た 3 9 ) ．こ の プ ロ グ ラ ム は ，ノ ー ス カ レ リ ア プ ロ ジ

ェ ク ト や M inn eso ta He art  Hea lth  Prog ram を 参 考 に 実 施 さ れ

た ． 食 環 境 整 備 の 介 入 と し て ， 飲 食 店 で の ヘ ル シ ー メ ニ ュ ー

の 提 供 や 割 引 ， 食 料 品 店 で の 栄 養 表 示 に よ る 栄 養 教 育 キ ャ ン

ペ ー ン ， 健 康 レ シ ピ コ ン テ ス ト 等 を 実 施 し ， 地 域 住 民 に 健 康

的 な 食 品 や 料 理 の 選 択 を 促 し た 結 果 ， 地 域 住 民 の 健 康 増 進 に

効 果 が み ら れ た と の 報 告 が あ る ．  
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Minn esot a H ear t  Hea lth Pro gra m と カ ナ ダ の S t- Henr i プ

ロ グ ラ ム で は ， 食 環 境 整 備 を 含 め た 環 境 整 備 を 成 功 さ せ る に

は ， 単 発 で は な く ， 長 期 的 に 続 け ら れ る プ ロ グ ラ ム が 必 要 で

あ り ， 地 域 住 民 が 永 続 的 に 継 続 で き る こ と が 重 要 で あ る と 報

告 さ れ て い る が ， 地 域 に 居 住 す る 障 が い 者 も 含 め た 食 環 境 整

備 の 研 究 報 告 は み ら れ な い ．  
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本研究の目的  
著 者 ら の 在 宅 脊 損 者 を 対 象 と し た 栄 養・食 生 活 の 研 究 で は ，

性 ， 年 齢 ， 損 傷 部 位 別 の 比 較 は 明 ら か に な っ て い る が ， 食 関

連 QO L の 良 好 さ を 説 明 す る 要 因 間 の 関 連 は 明 ら か に な っ て い

な い ． 層 化 比 較 の み で は 交 絡 因 子 の 影 響 を 取 り 除 く こ と が 難

し い ． 食 生 活 の よ う に 複 数 の 要 因 が 絡 み 合 っ た な か で ， 何 を

優 先 順 位 と し て 健 康 づ く り を 進 め る の か を 検 討 す る 際 に は 交

絡 要 因 を 除 き ， 要 因 間 の 関 連 を 検 討 す る こ と が 求 め ら れ る ．

さ ら に ， 周 囲 か ら の 支 援 ・ 食 環 境 に つ い て の 研 究 に は 着 手 で

き て い な い と い う 課 題 が 残 さ れ て い る ．  

そ こ で 本 研 究 の 目 的 は , 在 宅 で 生 活 す る 脊 髄 損 傷 者 を 対 象

に ， 健 康 づ く り に お け る 栄 養 ・ 食 生 活 の 最 終 目 標 と な る 「 食

関 連 QOL の 良 好 さ に 関 連 す る 食 環 境 整 備 に 必 要 な 要 因 」 を 明

ら か に す る こ と と し た ． 本 研 究 に よ り ， 在 宅 脊 損 者 の 健 康 づ

く り の 課 題 の 優 先 度 が 明 ら か と な り ， 公 衆 栄 養 プ ロ グ ラ ム の

計 画 を 立 て る こ と や 食 環 境 整 備 を 進 め る こ と が で き る と 考 え

た ．  
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研究課題 1  食生活満足度に関連する食物摂取状
況・行動・食環境の要因   

Ⅰ．緒言   

世 界 保 健 機 関 の ヘ ル ス プ ロ モ ー シ ョ ン の た め の オ タ ワ 憲 章

（ 1986） で は ， 人 々 が 健 康 に 到 達 す る 過 程 と し て 「 個 人 や 集

団 が 望 み を 確 認 ， 実 現 し ， ニ ー ズ を 満 た し ， 環 境 を 改 善 し ，

環 境 に 対 処 す る こ と 」 と ， ヘ ル ス プ ロ モ ー シ ョ ン と 環 境 と の

関 わ り を と り あ げ て い る 3 0 ) ． 健 康 日 本 21（ 第 二 次 ） 4 0 ) は ，

国 民 の Q OL 向 上 お よ び 社 会 環 境 の 質 の 向 上 を 図 る こ と を 目 的

と し て お り ， 栄 養 ・ 食 生 活 で は 食 生 活 ， 食 環 境 の 双 方 の 改 善

を 推 進 す る 観 点 か ら 目 標 が 設 定 さ れ て い る ． 食 を 通 じ た 社 会

参 加 の 機 会 の 増 加 や 健 康 の た め の 資 源 へ の ア ク セ ス の 改 善 と

公 平 性 の 確 保 は ， 食 に 関 す る QO L お よ び 環 境 の 質 の 向 上 ， ひ

い て は 健 常 者 ， 障 が い 者 を わ け る こ と な く 国 民 の 健 康 寿 命 の

延 伸 ・ 健 康 格 差 の 縮 小 に つ な が る ．   

健 康 日 本 21 の 栄 養 ・ 食 生 活 の 目 標 設 定 の 理 論 枠 組 み 2 6 ) で

用 い ら れ た プ リ シ ー ド ・ プ ロ シ ー ド モ デ ル （ 図 3） 4 1 ) は ， 包

括 的 な モ ニ タ リ ン グ シ ス テ ム の 形 式 と な っ て お り ， 構 成 概 念

の 関 連 性 や つ な が り を 重 視 し て い る ． 最 終 的 な 目 標 を Q OL と

し て 「 健 康 」，「 行 動 ・ ラ イ フ ス タ イ ル 」，「 環 境 」 の 要 因 が 直

接 関 係 す る こ と が 示 さ れ て い る が ， 食 を QO L の 観 点 か ら 捉 え

他 の 食 生 活 要 因 と の 関 連 を 明 ら か に し た 報 告 は 少 な く 4 2 ) ，さ

ら に 障 が い 者 を 対 象 と し た 研 究 は み ら れ な い ． 障 が い 者 の 食

関 連 QOL の 良 好 さ を 説 明 す る 要 因 を 明 ら か に す る こ と に よ り ，

食 生 活 の 構 成 要 因 の 関 係 性 の 確 認 が で き ， 課 題 の 整 理 や 検 討
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に つ な が る ．   

 著 者 ら は 在 宅 脊 損 者 を 対 象 に ，プ リ シ ー ド ･プ ロ シ ー ド モ デ

ル を 応 用 し た 理 論 枠 組 み に 基 づ く 調 査 票 を 用 い て ， QO L と 健

康 を 保 つ た め の 栄 養 ・ 食 生 活 支 援 の 基 礎 資 料 と な る 食 生 活 の

包 括 的 特 性 に つ い て 報 告 し て い る 6 ) ．在 宅 脊 損 者 で は い つ ど

こ で 何 を ど の よ う に 食 べ る か と い っ た 食 生 活 に お い て は 健 常

者 と 違 い が み ら れ な い こ と 4 3 ) ，女 性 や 高 齢 者 の 食 生 活 が 良 好

で あ る こ と ， リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン な ど で 重 要 視 さ れ る 損 傷 部

位 に よ る 違 い は ほ と ん ど み ら れ な い こ と を 明 ら か に し た が ，

食 生 活 の 要 因 間 の 関 係 を み る に は 至 っ て い な い ． 理 論 枠 組 み

2 6 ) の 最 終 目 標 と な る Q OL と ，そ れ を 説 明 す る 食 生 活 要 因 と の

関 係 を 明 ら か に す る こ と は ， 栄 養 ・ 食 生 活 支 援 の 方 向 性 を 示

唆 す る も の と 考 え る ．   

そ こ で 本 研 究 で は ， す で に 報 告 済 で あ る 「 在 宅 脊 髄 損 傷 者

の 食 生 活 の 包 括 的 特 性 な ら び に 性 ・ 年 齢 区 分 ・ 損 傷 部 位 に よ

る 差 異 に つ い て の 検 討 」 6 ) の 調 査 デ ー タ を 二 次 利 用 し ， 在 宅

脊 損 者 を 対 象 と し て ， 食 関 連 QO L で あ る 食 生 活 満 足 度 と 行 動

ラ イ フ ス タ イ ル（ 食 物 摂 取 状 況 ，行 動 ），環 境（ 食 環 境 ）と の

関 係 を 明 ら か に す る こ と を 目 的 と し た ．   

Ⅱ．方法   

1．対象者ならびに手順   

対 象 は 在 宅 で 生 活 す る 脊 損 者 と し た ． 我 が 国 で は ， 脊 損 者

が 関 わ る 全 国 組 織 と し て ， 社 団 法 人 全 国 脊 髄 損 傷 者 団 体 連 合

会 （ 以 下 ， 全 脊 連 ） と NP O 法 人 日 本 せ き ず い 基 金 の 2 つ が あ

る ． 全 脊 連 は 脊 損 当 事 者 が 運 営 し て い る 約 2, 80 0 名 か ら な る
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団 体 で ，全 国 に 4 5 か 所 の 支 部 が あ り ，ピ ア サ ポ ー ト 等 の 活 動

を 行 っ て い る ． 個 人 情 報 保 護 の 観 点 も あ り ， 入 会 時 の 登 録 に

性 ， 生 年 月 日 を 必 須 ， 損 傷 部 位 や 受 傷 年 数 な ど を 任 意 と し て

い る が ， 入 会 に 年 齢 制 限 は な く ， 脊 損 以 外 の 車 椅 子 使 用 者 も

登 録 で き る 4 4 ) ．全 脊 連 で は ，登 録 会 員 の 平 均 年 齢 は 約 65 歳 ，

そ の 内 訳 は 男 性 8 割 ， 女 性 2 割 ， 損 傷 部 位 の 割 合 は 胸 髄 損 傷

が 最 も 多 く ， 次 い で 頚 髄 ， 腰 髄 の 順 で あ る と 把 握 し て い る ．

一 方 ， N PO 法 人 せ き ず い 基 金 で は ， 再 生 医 療 の 研 究 等 に 重 点

が お か れ ， 重 度 の 障 が い を 負 っ た 脊 損 者 を 中 心 に 約 3, 0 00 名

が 登 録 し て い る 4 5 ) ．そ こ で ，本 研 究 で は 在 宅 で 生 活 し て い る

脊 損 者 を 対 象 と す る こ と か ら ， 全 脊 連 に 調 査 依 頼 を 行 っ た ．  

ま ず ， 全 脊 連 の 理 事 長 へ 本 研 究 の 意 義 な ら び に 方 法 な ど に

つ い て 文 書 を も っ て 口 頭 で 説 明 し ，承 諾 を 得 た ．そ の 後 ，20 11

年 9 月 ， 登 録 会 員 約 2 ,80 0 名 か ら 賛 助 会 員 や 企 業 会 員 を 除 い

た 2, 731 名 を 調 査 対 象 と し ， 郵 送 に よ る 質 問 紙 調 査 を 実 施 し

た ．  

会 員 に は ， 本 研 究 に つ い て 目 的 ， 方 法 ， 得 ら れ る 成 果 と 予

測 さ れ る リ ス ク ， 個 人 情 報 の 保 護 ， 成 果 の 公 表 ， 任 意 の 参 加

で あ る こ と ，調 査 に 協 力 し な い こ と で 不 利 益 が 生 じ な い こ と ，

結 果 は 集 団 の デ ー タ と し て 扱 う こ と ， 無 記 名 と し ， 調 査 票 の

返 送 を も っ て 同 意 が 得 ら れ た と み な す こ と を 文 書 に て 説 明 し

た ． 説 明 文 書 ， 理 事 長 か ら 会 員 へ の 調 査 協 力 依 頼 文 書 ， 調 査

票 お よ び 返 信 用 封 筒 を あ わ せ て ， 全 脊 連 か ら 会 員 へ の 郵 送 を

依 頼 し た ． 回 答 さ れ た 調 査 票 は ， 調 査 代 表 者 に 返 送 さ れ た ．  

実 施 に あ た っ て は 公 立 大 学 法 人 首 都 大 学 東 京 の 研 究 倫 理 安
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全 委 員 会 に 申 請 し ， 承 認 を 得 た （ 承 認 番 号 23 -18）．  

 質 問 紙 調 査 票 は ，理 論 枠 組 み 2 6 ) に も と づ き QO L（ 健 康 度 自

己 評 価 ， 食 関 連 Q OL）， 健 康 状 態 ， 食 物 摂 取 状 況 ， 行 動 （ 食 行

動・健 康 行 動 ），食 行 動 の 中 間 要 因（ 食 生 活 の 行 動 変 容 段 階 ），

準 備 要 因 （ 結 果 期 待 ， セ ル フ ・ エ フ ィ カ シ ー ， 食 知 識 ， 食 態

度 ，食 ス キ ル ），属 性 ，食 環 境 で 構 成 さ れ て い る ．質 問 紙 の 項

目 に つ い て は ，内 容 的 妥 当 性 お よ び 表 面 的 妥 当 性 に つ い て は ，

在 宅 脊 損 者 当 事 者 お よ び 障 が い 者 支 援 に 関 わ る 関 係 者 等 に よ

り 確 認 し て い る ．   

 登 録 会 員 の う ち 2, 731 名 を 調 査 対 象 と し ， 調 査 票 の 回 答 が

得 ら れ た 1, 000 名 （ 回 収 率 37%） の う ち ， 性 ， 年 齢 ， 障 が い

名 ，損 傷 部 位 ，Q O L の 項 目 が 未 記 入 の 者 ，施 設 入 所 者 の 計 147

名 を 除 外 し た 8 5 3 名 （ 男 性 72 3 名 ， 女 性 13 0 名 ） を 解 析 対 象

者 と し た （ 有 効 回 答 率 31 %）．   

2．調査項目と解析方法   

解 析 に 用 い た 変 数 と し て ，従 属 変 数 は 食 関 連 QOL と し て「 食

生 活 満 足 度 」 を 採 用 し た ． 食 生 活 満 足 度 は ， あ な た は 現 在 の

食 生 活 に 満 足 し て い ま す か と た ず ね ，「 と て も し て い る 」「 ま

あ ま あ し て い る 」「 あ ま り し て い な い 」「 全 然 し て い な い 」 の

中 か ら 1 つ 選 択 し て も ら っ た ． 独 立 変 数 は ， 行 動 ・ ラ イ フ ス

タ イ ル に あ た る 「 食 物 摂 取 状 況 」 10 項 目 と 「 行 動 （ 食 行 動 ・

健 康 行 動 ）」 13 項 目 ， 環 境 に あ た る 「 食 環 境 」 4 項 目 と し た ．

採 用 理 由 は ， 理 論 枠 組 み 2 6 ) の ベ ー ス と な っ て い る プ リ シ ー

ド・プ ロ シ ー ド モ デ ル 4 1 ) に お い て ， Q OL の 向 上 に つ な が る も

の と し て あ げ ら れ て い る こ と に よ る ．   
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い ず れ の 変 数 も 分 布 を 考 慮 し ， 肯 定 的 な 回 答 を 1， そ れ 以

外 の 回 答 を 0 と し た ． 食 生 活 満 足 度 と 属 性 は ク ロ ス 集 計 表 を

作 成 し ， χ 2 検 定 を 行 っ た ． そ の 後 ， 二 項 ロ ジ ス テ ィ ッ ク 回

帰 分 析 に て 単 変 量 と 多 変 量 解 析 を 実 施 し た ．単 変 量 解 析 で は ，

1 つ 1 つ 変 数 を 投 入 し ，多 変 量 解 析 で は ，「 食 物 摂 取 状 況 」 を

モ デ ル 1，「 行 動 」を モ デ ル 2，「 食 環 境 」を モ デ ル 3 と し ，そ

れ ぞ れ の 変 数 を 同 時 に 投 入 し た ． な お ， 共 変 量 と し て 性 別 ，

年 齢 ， 損 傷 部 位 ， 受 傷 後 経 過 年 数 ， 居 住 形 態 ， 社 会 参 加 の 有

無 を 投 入 し ， ス テ ッ プ ワ イ ズ 法 を 用 い た ．   

 統 計 解 析 ソ フ ト は I BM S PSS St atis tics  19（ 日 本 ア イ ・ ビ

ー ・ エ ム 株 式 会 社 ） を 用 い ， 有 意 水 準 は 両 側 検 定 で 5 %未 満 と

し た ．   

Ⅲ．結果   

解 析 対 象 者 は ，年 齢 の 平 均（ 標 準 偏 差 ）は 男 性 6 1.8（ 11. 3）

歳 ，女 性 5 7.9（ 1 3.7）歳 ，受 傷 後 経 過 年 数 の 平 均 は 男 性 27. 5

（ 12 . 9） 年 ， 女 性 27. 1（ 1 5.3） 年 で あ っ た ． そ の 他 の 属 性 の

分 布 を 表 1 に 示 す ．   

 食 生 活 満 足 度 の 人 数 分 布 は「 と て も し て い る 」「 ま あ ま あ し

て い る 」「 あ ま り し て い な い 」「 全 然 し て い な い 」そ れ ぞ れ 206

名 （ 24％ ）， 535 名 （ 63％ ）， 95 名 （ 11％ ）， 17 名 （ 2％ ） で あ

っ た ． 食 生 活 満 足 度 を 「 と て も し て い る 」 と 「 そ れ 以 外 」 で

み る と 性 ， 年 齢 区 分 ， 居 住 形 態 ， 社 会 参 加 の 有 無 で 有 意 差 が

み ら れ た ．   

食 生 活 満 足 度 と 食 物 摂 取 状 況 ， 行 動 （ 食 行 動 ・ 健 康 行 動 ），

食 環 境 に 関 す る 項 目 と の 関 係 に つ い て ， 二 項 ロ ジ ス テ ィ ッ ク
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回 帰 分 析 の 結 果 を 表 2 に 示 し た ． そ の 結 果 ， 単 変 量 解 析 で 最

も オ ッ ズ 比 が 高 か っ た の は 「 健 康 づ く り に 家 族 や 周 囲 の 人 は

協 力 的 か（ オ ッ ズ 比 (O R): 6 .14 ,95 %信 頼 区 間 (CI ):4 . 01-9 . 39）」

で あ り ,家 族 や 周 囲 の 人 が い つ も 協 力 的 で あ る と 答 え た 在 宅

脊 損 者 は そ れ 以 外 の 回 答 を し た 者 よ り 食 生 活 に 満 足 し て い た ．

次 に オ ッ ズ 比 が 高 か っ た の は 「 家 族 や 仲 間 と 食 事 や 料 理 ， 栄

養 の 事 を 話 す か （ OR: 2.8 5,C I:1 . 89-4 .31）」 で あ り ， い つ も /

時 々 話 を し て い る 者 は そ れ 以 外 の 者 よ り 食 生 活 に 満 足 し て い

た ． 次 い で 「 自 分 の 健 康 の た め に 栄 養 や 食 事 に つ い て 気 を つ

け て い る か（ OR: 2 .84, CI:1 .96 -4. 1 2）」，「 食 生 活 に つ い て 一 緒

に 考 え る 仲 間 の 有 無（ OR :2. 75, C I :1.9 3-3. 93）」の 順 に オ ッ ズ

比 が 高 か っ た ．   

モ デ ル 1 で は「 緑 黄 色 野 菜（ OR : 2.07 ,CI: 1. 3 9-3 . 10）」，「 い

も 類（ OR :1. 56, C I:1. 07-2 .36）」で 関 連 が み ら れ た 。そ の 他 の

食 物 は 食 生 活 満 足 度 と 関 連 が み ら れ な か っ た ．   

モ デ ル 2 で は 「 自 分 の 健 康 の た め に 栄 養 や 食 事 に つ い て 気

を つ け て い る か（ OR:2 .55, CI: 1. 6 8 -3.8 0）」，「 家 族 や 仲 間 と 食

事 や 料 理 ， 栄 養 の 事 を 話 す か （ O R： 2. 05, CI： 1. 3 2-3. 18）」，

「 健 康 診 断 受 診 の 有 無（ O R :1. 5 0, CI:1 .01- 2. 2 1）」が 関 連 し た ．

朝 食 摂 取 頻 度 や 共 食 ，排 便 の 変 数 で は 関 連 が み ら れ な か っ た ．  

モ デ ル 3 で は 「 健 康 づ く り に 家 族 や 周 囲 の 人 は 協 力 的 か

（ OR :4.9 7,C I:3 . 20-7 .72）」，「 食 生 活 に つ い て 一 緒 に 考 え る 仲

間 の 有 無（ O R:1. 7 5,CI :1. 1 8-2 .61）」，「 よ く 利 用 す る 食 料 品 店

や 外 食 店 で 栄 養 バ ラ ン ス の 良 い 食 品 や メ ニ ュ ー を 得 て い る か

（ OR :1.5 5,C I:1 . 05-2 .30）」に 関 連 が み ら れ た ．情 報 へ の ア ク
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セ ス で あ る 「 よ く 利 用 す る 食 料 品 店 や 飲 食 店 か ら 健 康 的 な 食

事 に 関 す る 情 報 を 得 て い る か 」 は 関 連 が み ら れ な か っ た ．   

Ⅳ．考察   

理 論 枠 組 み 2 6 ) に 基 づ き ， 在 宅 脊 損 者 を 対 象 に 食 関 連 Q OL

で あ る 食 生 活 満 足 度 と 行 動 ・ ラ イ フ ス タ イ ル ， 環 境 と の 関 係

を 検 討 し た ．関 連 し た 変 数 を 要 約 す る と ，食 物 摂 取 状 況 は「 副

菜 」，行 動（ 食 行 動 ・ 健 康 行 動 ）は「 積 極 的 な 自 己 管 理 」，「 家

族 や 仲 間 と の 会 話 」，食 環 境 は「 他 者 と の 関 わ り 」，「 食 物 へ の

ア ク セ ス 」 で あ っ た ．   

食 物 摂 取 状 況 （ モ デ ル 1） で は ， 食 生 活 満 足 度 と 副 菜 摂 取

に 関 連 が み ら れ た ． 脊 損 者 は 生 活 習 慣 病 の リ ス ク が 高 く 7 ) ，

QOL や 健 康 を 保 つ 上 で も 二 次 障 害 の 予 防 は 重 要 で あ る ． 例 え

ば ， 肥 満 は 身 体 障 が い 者 に と っ て 単 に 肥 っ て い て 動 き に く い

と い う だ け で は な く ， す で に あ る 障 害 と 組 み 合 わ さ る こ と に

よ り そ の 人 の 身 体 活 動 ， 社 会 的 な イ ベ ン ト や 地 域 活 動 へ の 参

加 を 制 限 し 4 6 ) ，車 椅 子 や そ の 他 の 補 助 装 置 を 使 っ た と し て も

移 動 を よ り 困 難 な も の に し ， 最 終 的 に は QO L を 低 下 さ せ る こ

と に な る 4 7 ) ．野 菜 や 果 物 の 摂 取 量 の 増 加 は 体 重 コ ン ト ロ ー ル

に 重 要 な 役 割 が あ り 4 8 ) ，循 環 器 疾 患 ， 2 型 糖 尿 病 の 一 次 予 防

に 効 果 が あ る こ と か ら 4 9 , 5 0 ) ，健 康 日 本 2 1（ 第 二 次 ）の 栄 養 ・

食 生 活 の 目 標 設 定 4 0 ) で は 野 菜 摂 取 量 の 増 加 に 注 目 し て い る ．

こ の こ と か ら ， 健 康 づ く り の た め の 方 策 と し て ， 在 宅 脊 損 者

に お い て も 副 菜 摂 取 が 目 標 と し て 設 定 さ れ る こ と の 妥 当 性 を

支 持 す る も の と 考 え る ．   

行 動 （ モ デ ル 2） で は ， 健 康 診 断 受 診 の 有 無 が 関 連 し た ．
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疾 病 リ ス ク が 高 く な る 脊 損 者 は ， 定 期 的 な 健 康 診 断 や 人 間 ド

ッ ク の 受 診 が 勧 め ら れ る 5 1 ) ．し か し ，本 調 査 対 象 者 の 受 診 率

は 5 7 %で あ り ， 特 定 健 診 の 目 標 受 診 率 7 0% 5 2 ) と 比 べ 低 い ． 受

診 率 が 高 く な ら な い 理 由 と し て ， 脊 損 者 は 排 泄 機 能 障 害 や 褥

瘡 の 治 療 の た め に か か り つ け の 病 院 が 決 ま っ て い る 事 が 多 く ，

改 め て 健 診 を 受 け る こ と が 少 な い こ と が 推 察 さ れ る ．し か し ，

治 療 目 的 の 受 診 と 健 診 は 特 性 が 異 な る こ と か ら ， 健 康 診 断 を

受 け る と い っ た ，自 身 の 健 康 に つ い て の「 積 極 的 な 自 己 管 理 」

が 鍵 と な る こ と が 示 唆 さ れ た ．   

食 環 境 （ モ デ ル 3） で ， 周 囲 の 人 の 協 力 や 一 緒 に 考 え る 仲

間 と い っ た 他 者 と の 関 わ り や 食 物 へ の ア ク セ ス が 関 連 し た 事

は ， 環 境 の う ち 情 報 で は な く 人 や 食 べ 物 と い っ た 実 感 で き る

も の ， 手 に と っ て わ か る も の ， 安 心 に つ な が る も の が 食 生 活

の 満 足 感 に つ な が っ た と 考 え る ． 本 調 査 対 象 者 は ， 前 報 6 )

で 在 宅 脊 損 者 本 人 の 食 事 づ く り や 食 品 購 買 行 動 の 頻 度 が 低 い

こ と を 報 告 し て い る ． 脊 損 者 で は ， 生 活 の 機 能 を 家 族 や 介 護

ヘ ル パ ー 等 に 依 頼 し て い る こ と も 多 い と 予 測 さ れ る ． 健 康 づ

く り に 家 族 や 周 囲 の 人 は 協 力 的 か の 変 数 で ， い つ も 協 力 的 の

オ ッ ズ 比 が 最 も 高 か っ た こ と か ら も ， 在 宅 脊 損 者 に と っ て 他

者 と の 関 わ り を 通 し た 食 環 境 整 備 が 重 要 と な る ．   

本 研 究 は ， い く つ か の 限 界 が あ る ． 第 １ に 全 脊 連 の 登 録 会

員 へ の 調 査 で あ る た め ， 在 宅 脊 損 者 全 般 に あ て は め る こ と は

で き な い こ と ， 第 2 に 会 員 の 中 で も 調 査 に 協 力 し た 者 を 対 象

と し て い る た め ， 調 査 に 積 極 的 で あ り 食 生 活 満 足 度 が 高 い 者

に 偏 っ て い る 可 能 性 が あ る こ と が あ げ ら れ る ． 今 後 の 課 題 と
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し て ，食 物 摂 取 状 況 ，行 動 ，食 環 境 の 要 因 間 の 関 係 を 含 め た ，

理 論 枠 組 み 全 体 の 要 因 間 の 因 果 関 係 や 相 互 関 係 を 確 認 し ， 在

宅 脊 損 者 の 良 好 な 食 生 活 に つ な が る 要 因 に つ い て の 検 討 を 行

っ て い く 必 要 が あ る ．   

本 調 査 は ， 副 菜 の 摂 取 ， 栄 養 や 食 事 に 気 を つ け る 行 動 ， 健

康 診 断 受 診 と い っ た 積 極 的 な 自 己 管 理 が 在 宅 脊 損 者 の 食 生 活

満 足 度 に つ な が る こ と を 示 唆 し て い る ．ま た ,家 族 や 仲 間 と 食

事 や 料 理 ， 栄 養 の 事 を 話 す 行 動 や 食 環 境 の 他 者 と の 関 わ り と

の 関 連 は ,一 方 向 で は な く ,そ こ に コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が あ る

こ と が 重 要 で あ る と 考 え ら れ る ．こ の こ と は ,他 者 と の 関 係 性

を み る ソ ー シ ャ ル ネ ッ ト ワ ー ク や 周 囲 か ら の 支 援 の 構 築 も 含

め た 食 環 境 整 備 が 在 宅 脊 損 者 の 食 生 活 の 質 を 向 上 さ せ る 可 能

性 を 推 察 さ せ る こ と か ら ,在 宅 脊 損 者 の 食 環 境 の 質 の 向 上 を

は か る た め に 食 環 境 の 中 で も 周 囲 か ら の 支 援 に 焦 点 を あ て ，

QOL や 主 観 的 健 康 感 と の 関 連 を 検 討 す る 必 要 が あ る ．  

結 論 と し て ， 食 生 活 満 足 度 と 関 係 が み ら れ た 変 数 を 要 約 す

る と ，食 物 摂 取 状 況 は「 副 菜 」，行 動（ 食 行 動 ・ 健 康 行 動 ）は

「 積 極 的 な 自 己 管 理 」，「 家 族 や 仲 間 と の 会 話 」，食 環 境 は「 他

者 と の 関 わ り 」，「 食 物 へ の ア ク セ ス 」 で あ っ た ．   
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研究課題 2-1  食生活満足度および主観的健康感と
社会参加 /周囲からの支援との関連  

Ⅰ．緒言  

脊 損 者 は 身 体 不 活 動 に よ り ， 心 疾 患 や 肥 満 な ど 予 防 可 能 な

疾 病 リ ス ク が 高 く な る 5 3 ， 5 4 ） ．多 く の 脊 髄 損 傷 者 は 在 宅 で 自

立 し て 生 活 し ， 社 会 参 加 を し （ 例 え ば 学 業 や 仕 事 ） て い る こ

と か ら ， 健 康 づ く り に お い て も 自 己 管 理 が で き る よ う な 支 援

が 必 要 で あ る が ， 研 究 報 告 は ほ と ん ど み ら れ な い ． 在 宅 脊 損

者 を 対 象 と し た 健 康 づ く り の 取 り 組 み は ， 慢 性 疾 患 の リ ス ク

を 軽 減 し ， 健 康 を 保 ち ， Q OL の 高 く 保 つ こ と を 可 能 に す る こ

と が 見 込 ま れ る ．  

研 究 課 題 1 に お い て ， 食 関 連 QO L に は ， 周 囲 か ら の 支 援 が

最 も 強 く 関 連 し た ． さ ら に ， 支 援 と と も に コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ

ン が 必 要 で あ る こ と が 示 さ れ た ． コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に は ，

支 援 を 受 け る と い う 受 動 的 な 行 為 と ， 社 会 参 加 の よ う な 能 動

的 な 行 為 が 双 方 に あ る こ と が 推 察 さ れ る ． 社 会 参 加 と 周 囲 か

ら の 支 援 は 両 者 と も に 健 康 の 社 会 的 決 定 要 因 で あ り 5 5 ） ， 健

康 づ く り の 取 り 組 み に お い て 不 可 欠 で あ る ．  

社 会 参 加 は ， 参 加 ・ 活 動 ， 学 習 と 知 識 の 応 用 ， 一 般 的 な 課

題 と 要 求 ， コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ， 運 動 ・ 移 動 ， セ ル フ ケ ア ，

家 庭 生 活 ，対 人 関 係 ，主 要 な 生 活 領 域 ，コ ミ ュ ニ テ ィ ラ イ フ ・

社 会 生 活 ・ 市 民 生 活 と 定 義 さ れ て い る 5 6 ） ． 高 齢 者 で は ， 社

会 参 加 を し て い る 者 は 健 康 行 動 を と る 者 が 多 く 5 7 ) ，主 観 的 健

康 感 が 高 い こ と が 報 告 さ れ て い る 5 8 ） ． 日 本 に お い て も ， 障

が い 者 の 健 康 づ く り に は 社 会 参 加 が 強 く 推 奨 さ れ て い る 5 9 ）．
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一 方 ， 周 囲 か ら の 支 援 も ， 健 康 づ く り に 寄 与 す る 報 告 が 多 く

な さ れ て い る 6 0 - 6 2 ） ． 周 囲 か ら の 支 援 は ， 社 会 的 関 係 を と お

し た 個 人 間 の か か わ り の 中 で 交 わ さ れ る 援 助 で あ る 6 3 ） ．

Hous e 6 4 ） は ソ ー シ ャ ル サ ポ ー ト（ 周 囲 か ら の 支 援 ）を 情 動 的

サ ポ ー ト ， 道 具 的 サ ポ ー ト ， 評 価 的 サ ポ ー ト ， 情 報 的 サ ポ ー

ト の 4 種 類 に 分 類 し ， 4 つ の う ち 少 な く と も 1 つ 以 上 を 含 む

個 人 間 の 相 互 交 渉 と 定 義 し て い る ． 周 囲 か ら の 支 援 は 野 菜 や

果 物 の 摂 取 の 増 加 ，身 体 活 動 の 増 加 と 関 連 す る 6 1 ， 6 2 ） ．在 宅

脊 損 者 に お い て ， 社 会 参 加 や 周 囲 か ら の 支 援 を 促 す 介 入 プ ロ

グ ラ ム は ， 健 康 を 増 進 す る 可 能 性 が 高 い 5 9 ， 6 5 ） ．  

社 会 参 加 と 周 囲 か ら の 支 援 を 評 価 す る う え で は ， 健 康 づ く

り の た め の ア ウ ト カ ム 指 標 が 必 要 と な る 。 例 え ば ， 主 観 的 健

康 感 は ， 身 体 機 能 ， 疾 病 や メ ン タ ル ヘ ル ス ， 社 会 生 活 機 能 を

総 合 的 に 評 価 で き る 可 能 性 が あ り 6 6 ） ， さ ら に ， 生 命 予 後 の

予 測 因 子 と な り う る 可 能 性 が 指 摘 さ れ て い る 6 7 ）．そ の た め ，

健 康 づ く り 介 入 に お い て の ア ウ ト カ ム 指 標 と し て 使 用 さ れ る ．

ま た ， 食 生 活 に 焦 点 を あ て た 介 入 で ア ウ ト カ ム 指 標 は 食 関 連

QOL で の 評 価 が 望 ま れ る ． 食 に 関 す る Q OL の 下 位 尺 度 に ， 食

生 活 満 足 度 が あ る 6 8 ） ． 在 宅 脊 損 者 に お い て 高 い 食 生 活 満 足

度 は ， 食 生 活 に 気 を つ け る 行 動 ， 野 菜 の 摂 取 な ど 健 康 的 な 食

行 動 と 関 連 す る こ と を 研 究 課 題 1 に お い て 明 ら か に し て い る ．  

そ こ で 本 研 究 の 著 者 の 仮 説 と し て ，在 宅 脊 損 者 に お い て も ，

社 会 参 加 あ る い は 周 囲 か ら の 支 援 は 主 観 的 健 康 感 や 食 生 活 満

足 度 と 関 連 す る ， さ ら に ， 周 囲 か ら の 支 援 と 社 会 参 加 の 両 方

を 促 す プ ロ グ ラ ム は ， よ り 効 果 が 期 待 で き る 可 能 性 が あ る と
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考 え た ． 効 果 的 な プ ロ グ ラ ム の 作 成 の た め に は ， 健 康 づ く り

の ア ウ ト カ ム と し ， 社 会 参 加 あ る い は 周 囲 か ら の 支 援 と の 関

わ り 具 合 を 明 ら か に し て お く こ と が 必 要 で あ る ． 本 研 究 の 目

的 は ， 第 1 に 社 会 参 加 お よ び 周 囲 か ら の 支 援 と 主 観 的 健 康 感

お よ び 食 生 活 満 足 度 と の 関 連 を 検 討 す る ． 第 2 に 社 会 参 加 と

周 囲 か ら の 支 援 を 組 み 合 わ せ た 場 合 の 主 観 的 健 康 感 ， 食 生 活

満 足 度 と の 関 連 ， さ ら に は 相 乗 効 果 を 検 討 す る こ と で あ る ．  

Ⅱ．方法  

1．対象者ならびに手順  

 本 研 究 の 対 象 者 は ， 研 究 課 題 1 と 同 様 で あ る ．   

2．社会参加および周囲からの支援の質問項目  

社 会 参 加 の 質 問 項 目 は 1 項 目 と し ，平 成 20 年 国 民 健 康・栄

養 調 査 で 使 用 さ れ た も の と 同 じ 質 問 文 を 使 用 し た 6 9 ） ．「 こ の

1 年 間 に ， 個 人 ま た は 友 人 と ， あ る い は グ ル ー プ や 団 体 で 自

主 的 に 行 わ れ て い る 次 の よ う な 活 動 に 参 加 し て い ま す か 」 の

質 問 に 対 し ，「 趣 味 」，「 健 康 ・ ス ポ ー ツ 」，「 生 産 ・ 就 業 」，「 教

育・文 化 」，「 生 活 環 境 改 善 」，「 安 全 管 理 」，「 福 祉・保 健 」，「 地

域 行 事 」，「 参 加 し た も の は な い 」 の 9 項 目 の 中 か ら 該 当 す る

も の を 選 択 し て も ら っ た ． 社 会 参 加 は 参 加 （ 8 つ の う ち ど れ

か 1 つ を 選 ぶ ：「 趣 味 」，「 健 康 ・ ス ポ ー ツ 」，「 生 産 ・ 就 業 」，

「 教 育・文 化 」，「 生 活 環 境 改 善 」，「 安 全 管 理 」，「 福 祉・保 健 」，

「 地 域 行 事 」） と 不 参 加 （“ 社 会 参 加 な し ” を 選 ぶ ） の 二 値 に

わ け た ．「 参 加 し た も の は な い 」を 選 択 し た 者 は“ 社 会 参 加 な

し ” と し た ．  

周 囲 か ら の 支 援 の 質 問 項 目 は ，「 あ な た の 健 康 づ く り に 家 族
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や 周 囲 の 人 は 協 力 的 で す か 」と た ず ね ，「 い つ も 協 力 的 」，「 時 々

協 力 的 」，「 あ ま り 協 力 的 で は な い 」，「 全 く 協 力 的 で は な い 」

の 4 つ の う ち か ら 1 つ 選 ん で も ら っ た ．「 い つ も 協 力 的 」を 選

ん だ 者 を 周 囲 か ら の 支 援 あ り ，「 時 々 ，あ ま り ，ほ と ん ど 」の

回 答 肢 を 選 ん だ 者 を 周 囲 か ら の 支 援 な し と し た ．  

3．主観的健康感と食生活満足度の質問項目  

主 観 的 健 康 感 は ， あ な た は 自 分 の こ と を 健 康 だ と 思 い ま す

か と た ず ね ,「 健 康 で あ る 」「 ま あ ま あ 健 康 で あ る 」「 あ ま り 健

康 で は な い 」「 健 康 で は な い 」の 中 か ら 1 つ 選 択 し て も ら っ た ．

「 健 康 で あ る /ま あ ま あ 健 康 で あ る 」と「 あ ま り 健 康 で は な い

/健 康 で は な い 」 の 二 値 に わ け た ．  

食 生 活 満 足 度 は ，研 究 課 題 1 と 同 様 と し た ．「 と て も し て い

る 」 と 「 ま あ ま あ し て い る /あ ま り し て い な い /全 然 し て い な

い 」 の 二 値 に わ け た ．  

4．属性  

 本 調 査 で は ， 属 性 と し て ， 性 別 ， 年 齢 （ 4 0-6 4 歳 ， 65 歳 以

上 ）， 損 傷 レ ベ ル （ 頸 髄 ， 胸 髄 ， 腰 髄 ）， 居 住 形 態 （ 一 人 で 住

ん で い る ， 誰 か と 住 ん で い る ）， 就 労 （ は い ， い い え ）， 公 的

な 介 護 サ ー ビ ス の 有 無 （ は い ， い い え ） に つ い て 質 問 し た ．  

5．解析方法  

調 査 票 の 回 答 が 得 ら れ た 1, 00 0 名 （ 回 収 率 37%） の う ち ，

性 ， 年 齢 ， 障 害 名 ， 損 傷 部 位 ， 社 会 参 加 ， 周 囲 か ら の 支 援 ，

主 観 的 健 康 感 ， 食 生 活 満 足 度 の 項 目 が 未 記 入 の 者 ， 調 査 回 答

数 が 少 な か っ た 女 性 な ら び に 男 性 若 年 者（ 39 歳 以 下 ）を 除 外

し ， 6 25 名 を 解 析 対 象 者 と し た （ 有 効 回 答 率 23 %）．  
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対 象 者 を ， 社 会 参 加 と 周 囲 か ら の 支 援 の あ り ， な し を 組 み

合 わ せ ，「 社 会 参 加 あ り・周 囲 か ら の 支 援 あ り（ 以 下 ，参 加 あ

り・支 援 あ り ）」，「 社 会 参 加 あ り・周 囲 か ら の 支 援 な し（ 以 下 ，

参 加 あ り・支 援 な し ）」，「 社 会 参 加 な し・周 囲 か ら の 支 援 あ り

（ 以 下 ，参 加 な し・支 援 あ り ）」，「 社 会 参 加 な し・周 囲 か ら の

支 援 な し（ 以 下 ，参 加 な し ・ 支 援 な し ）」の 4 群 に 分 け た ．属

性 別 に 4 群 に つ い て χ 2 検 定 を 行 っ た ．  

そ の 後 ， 主 観 的 健 康 感 ， 食 生 活 満 足 度 と 社 会 参 加 お よ び 周

囲 か ら の 支 援 の 単 独 の 効 果 を 検 討 す る た め に ，「 社 会 参 加 な

し 」，「 周 囲 か ら の 支 援 な し 」 を 基 準 に 二 項 ロ ジ ス テ ィ ッ ク 回

帰 分 析 を 行 い ， オ ッ ズ 比 を 求 め た ． 社 会 参 加 と の 関 連 を 検 討

す る 場 合 は ， 年 齢 ， 損 傷 部 位 ， 受 傷 後 経 過 年 数 ， 居 住 形 態 ，

就 労 ， 公 的 な 介 護 サ ー ビ ス の 有 無 ， 周 囲 か ら の 支 援 を 調 整 し

た ． 周 囲 か ら の 支 援 と の 関 連 を 検 討 す る 場 合 は ， 年 齢 ， 損 傷

部 位 ， 受 傷 後 経 過 年 数 ， 居 住 形 態 ， 就 労 ， 公 的 な 介 護 サ ー ビ

ス の 有 無 ，社 会 参 加 を 調 整 し た ．次 に ,社 会 参 加 と 周 囲 か ら の

支 援 の 組 み 合 わ せ （ 4 群 ） と 主 観 的 健 康 感 お よ び 食 生 活 満 足

度 と の 関 連 を 検 討 し た ． 主 観 的 健 康 感 お よ び 食 生 活 満 足 度 の

各 変 数 に お い て ， 社 会 参 加 と 周 囲 か ら の 支 援 を 組 合 せ た 効 果

を 測 定 す る た め ，「 参 加 な し・支 援 な し 」を 基 準 に 二 項 ロ ジ ス

テ ィ ッ ク 回 帰 分 析 を 行 い ，他 の 3 群 の オ ッ ズ 比 お よ び 9 5％ 信

頼 区 間 を 求 め た ． 年 齢 ， 損 傷 部 位 ， 受 傷 後 経 過 年 数 ， 居 住 形

態 ， 就 労 ， 公 的 な 介 護 サ ー ビ ス の 有 無 を 共 変 量 と し て 投 入 し

調 整 し た ． さ ら に ， 社 会 参 加 と 周 囲 か ら の 支 援 の 相 乗 効 果 を

確 認 す る た め に ， 交 互 作 用 の 検 定 を 実 施 し た ． 従 属 変 数 は 主
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観 的 健 康 感 お よ び 食 生 活 満 足 度 と し た ． 独 立 変 数 は 社 会 参 加

と 周 囲 か ら の 支 援 と し 交 互 作 用 項 を 作 成 し た ． 調 整 変 数 は 年

齢 ， 損 傷 部 位 ， 受 傷 後 経 過 年 数 ， 居 住 形 態 ， 就 労 ， 公 的 な 介

護 サ ー ビ ス の 有 無 ， 社 会 参 加 ， 周 囲 か ら の 支 援 と し ， 二 項 ロ

ジ ス テ ィ ス テ ッ ク 回 帰 分 析 を 行 っ た ．  

統 計 解 析 ソ フ ト は IBM SPS S St at isti cs 2 1（ 日 本 ア イ ・ ビ

ー・エ ム 株 式 会 社 ）を 用 い ，有 意 水 準 は 両 側 検 定 で 5 %と し た ．  

Ⅲ．結果  

1．対象者の特徴  

 対 象 者 は ， 年 齢 は 平 均 6 2.7（ 標 準 偏 差 ， S D 9. 9） 歳 ， 受 傷

後 経 過 年 数 は 平 均 28 .1（ S D 12 . 6） 年 で あ っ た ． 損 傷 部 位 は

頸 髄 損 傷 が 29%， 胸 髄 損 傷 が 5 2 %， 腰 髄 損 傷 が 1 9%で あ っ た ．

社 会 参 加 は ，参 加 あ り が 67. 5%で あ っ た ．周 囲 か ら の 支 援 は ，

い つ も 協 力 的 55. 4%，時 々 協 力 的 3 5.2%，あ ま り 協 力 的 で は な

い 7.0 %，全 く 協 力 的 で は な い 2.4 %で あ っ た ．社 会 参 加・周 囲

か ら の 支 援 の 有 無 別 に み た 属 性 の 分 布 を 表 3 に 示 す ． 年 齢 区

分 ， 居 住 形 態 に お い て 4 群 で 有 意 差 が み ら れ た ．  

主 観 的 健 康 感 お よ び 食 生 活 満 足 度 の 分 布 を 表 4 に 示 し た ．

参 加 あ り ・ 支 援 あ り の 食 生 活 満 足 度 に お い て “ と て も 満 足 し

て い る ”が 43 .1%，同 様 に 参 加 あ り・支 援 な し 10. 4%，参 加 な

し ・ 支 援 あ り 34. 3%， 参 加 な し ・ 支 援 な し 6 .3%で あ っ た ．  

2．周囲からの支援および社会参加単独での主観的健康感および

食生活満足度との関連  

社 会 参 加 ， 周 囲 か ら の 支 援 そ れ ぞ れ と 主 観 的 健 康 感 ， 食 生

活 満 足 度 と の 単 独 の 関 連 に つ い て 表 5 に 示 し た ． 社 会 参 加 は
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主 観 的 健 康 感 と の 間 に 有 意 な 関 連 を 示 し ， 参 加 あ り で オ ッ ズ

比 が 高 か っ た ． 一 方 ， 食 生 活 満 足 度 と の 間 に は 関 連 が み ら れ

な か っ た ． 周 囲 か ら の 支 援 は ， 主 観 的 健 康 感 と 食 生 活 満 足 度

と も に 有 意 な 関 連 を 示 し ， 支 援 あ り で い ず れ も オ ッ ズ 比 が 高

か っ た ．  

3．周囲からの支援と社会参加の組み合わせと主観的健康感およ

び食生活満足度との関連および交互作用  

 社 会 参 加 と 周 囲 か ら の 支 援 の 組 み 合 わ せ と 主 観 的 健 康 感 ，

食 生 活 満 足 度 と の オ ッ ズ 比 を 表 6 に 示 し た ． 参 加 あ り ・ 支 援

あ り は 主 観 的 健 康 感 な ら び に 食 生 活 満 足 度 と そ れ ぞ れ 有 意 な

関 連 を 示 し ， 最 も オ ッ ズ 比 が 高 か っ た ． 参 加 あ り ・ 支 援 な し

は 主 観 的 健 康 感 と の 間 に 有 意 な 関 連 を 示 し ， 参 加 な し ・ 支 援

あ り は 食 生 活 満 足 度 と の 間 に 有 意 な 関 連 を 示 し た ． 社 会 参 加

と 周 囲 か ら の 支 援 と の 交 互 作 用 は な か っ た ．  

Ⅳ．考察  

在 宅 脊 損 者 の 成 人 男 性 で は ， 社 会 参 加 と 周 囲 か ら の 支 援 が

両 方 あ る こ と で ， 主 観 的 健 康 感 と 食 生 活 満 足 度 が 高 か っ た ．

し か し ， 相 乗 効 果 は な か っ た ． 参 加 あ り ・ 支 援 な し は 主 観 的

健 康 感 と の 間 に 有 意 な 関 連 を 示 し た が ， 参 加 な し ・ 支 援 あ り

は 食 生 活 満 足 度 と の 間 に 有 意 な 関 連 を 示 し た ． こ の 結 果 は ，

社 会 参 加 を 促 進 す る 介 入 プ ロ グ ラ ム の 評 価 項 目 と し て 「 主 観

的 健 康 感 」 を 評 価 し ， 周 囲 か ら の 支 援 を 促 進 す る 介 入 プ ロ グ

ラ ム の 評 価 項 目 と し て 「 食 生 活 満 足 度 」 を 評 価 す る こ と が 必

要 で あ る こ と が 示 唆 さ れ た ．   

高 齢 者 を 対 象 と し た 先 行 研 究 で は ， 社 会 参 加 は 将 来 の
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Acti v iti es  of  D aily  Li vin g（ AD L） 障 害 リ ス ク の 減 少 7 0 ） ，

外 出 の 機 会 の 増 加 ， 身 体 活 動 の 増 加 と 関 連 す る こ と が 報 告 さ

れ て い る 5 7 ） ． 障 が い 者 は 健 康 増 進 の た め 学 業 ， 職 業 ， ス ポ

ー ツ ， 地 域 活 動 な ど ， 社 会 参 加 が 推 奨 さ れ る 5 9 ） ． 主 観 的 健

康 感 は 身 体 機 能 ， メ ン タ ル ヘ ル ス ， 社 会 生 活 機 能 と の 関 連 が

み ら れ る こ と が 報 告 さ れ て い る 6 6 ） ． 本 研 究 の 結 果 は ， 社 会

参 加 を 促 す 取 り 組 み は ， 主 観 的 健 康 感 を 高 め る 可 能 性 が あ る

こ と を 示 唆 す る ．  

十 分 な 周 囲 か ら の 支 援 に お い て ， 主 観 的 健 康 感 と 食 生 活 満

足 度 の 両 方 で 有 意 に 高 い オ ッ ズ 比 が 示 さ れ た （ 表 6） ． 周 囲

か ら の 支 援 を 促 す 介 入 プ ロ グ ラ ム は ， 主 観 的 健 康 感 と 関 連 す

る だ け で な く ， 食 生 活 満 足 度 や そ れ と 関 連 す る 健 康 な 食 行 動

を 高 め る 可 能 性 が あ る こ と が 示 唆 さ れ た ．  

社 会 参 加 と 周 囲 か ら の 支 援 の い ず れ も あ る こ と は ， 良 好 な

主 観 的 健 康 感 な ら び に 食 生 活 満 足 度 と の 関 連 を 示 す オ ッ ズ 比

が 最 も 高 か っ た （ 表 6）．し か し ，交 互 作 用 は み ら れ な か っ た

こ と か ら ， 本 研 究 で は 相 乗 効 果 を 期 待 す る 仮 説 を 支 持 し な か

っ た ． 社 会 参 加 が あ れ ば 周 囲 か ら の 支 援 が な く て も 主 観 的 健

康 感 が 高 か っ た が ， オ ッ ズ 比 は 低 く （ OR1 . 78， p =0. 0 43)， 今

後 さ ら な る 調 査 が 必 要 で あ る ． 周 囲 か ら の 支 援 が あ れ ば 社 会

参 加 が な く て も 食 生 活 満 足 度 が 高 か っ た ． 本 研 究 で は ， 社 会

参 加 や 周 囲 か ら の 支 援 を 促 す 介 入 プ ロ グ ラ ム は 主 観 的 健 康 感

と 食 生 活 満 足 度 を そ れ ぞ れ 評 価 す る 必 要 が あ る こ と が 示 唆 さ

れ た （ 食 生 活 満 足 度 を 評 価 す る 際 に は 特 に 周 囲 か ら の 支 援 の

プ ロ グ ラ ム が ， 主 観 的 健 康 感 を 評 価 す る 際 に は 特 に 社 会 参 加
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を 促 す プ ロ グ ラ ム が 必 要 と な る ）．  

 本 研 究 に は い く つ か の 限 界 が あ る ． 第 1 に 横 断 研 究 で あ る

た め ， 社 会 参 加 お よ び 周 囲 か ら の 支 援 と 主 観 的 健 康 感 お よ び

食 生 活 満 足 度 と の 因 果 関 係 に つ い て は 言 及 で き な い ．第 2 に ，

社 会 参 加 な し と 回 答 し て い る 者 の 中 に 「 仕 事 が あ る 」 と 回 答

し て い る 者 が 45 名 （ 7.3%） み ら れ た （ 表 3）． 第 3 に ， 周 囲

か ら の 支 援 の 質 問 文 は 「 あ な た の 健 康 づ く り に 家 族 や 周 囲 の

人 は 協 力 的 で す か 」 と た ず ね て お り ， 対 象 者 が 健 康 づ く り の

何 に つ い て 支 援 を 受 け て い る の か は 不 明 で あ る ． 第 4 に ， 本

調 査 は 在 宅 脊 損 者 の 4 0 歳 以 上 の 男 性 で 調 査 に 協 力 し て く れ

た 者 を 対 象 と し て い る た め ， 全 て の 脊 損 者 に あ て は ま る か は

不 明 で あ る ． ま た ， 学 歴 や 年 収 等 の 社 会 経 済 的 背 景 は 質 問 し

て い な い ． さ ら に ， 回 答 し て な い 者 や 未 回 答 デ ー タ は 解 析 し

て い な い ． 今 後 ， 調 査 の 回 収 率 を 上 げ て ， 詳 細 な 検 証 を す る

必 要 が あ る ．第 5 に ，損 傷 レ ベ ル の デ ー タ が A mer ica n S pin al 

I nju ry A sso siat ion c las sif icat ion A  or B に 基 づ い て い な

い ． 第 6 に ， 食 生 活 満 足 度 は 食 に 関 す る QOL の 下 位 尺 度 で あ

る が ， 妥 当 性 は 検 証 さ れ て い な い ． 最 後 に ， 社 会 参 加 お よ び

周 囲 か ら の 支 援 と 主 観 的 健 康 感 お よ び 食 生 活 満 足 度 の 変 数 は

分 布 を 確 認 し て 2 値 に 分 け た が ， こ の 妥 当 性 は 検 証 さ れ て い

な い こ と が あ げ ら れ る ．  

こ の よ う な 限 界 が あ る も の の ， 社 会 参 加 や 周 囲 か ら の 支 援

は ， 国 ， 地 域 ， 民 族 ， 文 化 な ど に よ っ て 異 な る ． し か し ， 日

本 は 世 界 で も 最 も 寿 命 が 長 く ， 健 康 的 な 社 会 で あ る と い え る

こ と か ら ， 本 研 究 は 障 が い 者 の 健 康 づ く り 分 野 に お い て 重 要
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な 知 見 で あ る ．  

結 論 と し て ， 在 宅 脊 損 の 中 ・ 高 年 男 性 で は ， 社 会 参 加 は 良

好 な 主 観 的 健 康 感 ， 周 囲 か ら の 支 援 は 良 好 な 主 観 的 健 康 感 な

ら び に 食 生 活 満 足 度 と 関 連 し た ． 社 会 参 加 と 周 囲 か ら の 支 援

を 組 み 合 わ せ る と ， 参 加 と 支 援 が 共 に あ る 場 合 ， 主 観 的 健 康

感 ， 食 生 活 満 足 度 が 最 も 良 好 で あ っ た ． 周 囲 か ら の 支 援 が あ

れ ば 社 会 参 加 が な く て も 食 生 活 満 足 度 が 高 か っ た ．  
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研究課題 2-2  食行動および食行動の中間要因・準備
要因と社会参加 /周囲からの支援との
関連  

Ⅰ．緒言  

健 康 日 本 2 1（ 第 二 次 ）4 0 ) は 新 た な 理 念 と 発 想 の 転 換 と し て ，

「 病 気 や 障 害 が あ っ て も 一 病 息 災 で 相 当 に 生 き ら れ る ア プ ロ

ー チ 」を 明 記 し た ．「 全 て の 国 民 が 共 に 支 え 合 い ，健 康 で 幸 せ

に 暮 ら せ る 社 会 」 を 目 指 す 中 で ， 障 が い 者 の 健 康 づ く り も 重

要 な 要 件 と な る ． 障 害 者 基 本 法 7 1 ) は ，「 全 て の 国 民 が 障 害 の

有 無 に か か わ ら ず ， 等 し く 基 本 的 人 権 を 享 有 す る か け が え の

な い 個 人 と し て 尊 重 さ れ る も の で あ る と の 理 念 に の っ と り

（ 中 略 ），障 害 者 の 自 立 及 び 社 会 参 加 の 支 援 等 の た め の 施 策 を

総 合 的 か つ 計 画 的 に 推 進 す る 」 こ と を 目 的 と し て い る ． 障 害

者 総 合 支 援 法 7 2 ) は 平 成 23 年 ， 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生

活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 と し て 障 害 者 自 立 支 援 法 を

改 正 し た も の で あ り ，「 日 常 生 活 ・ 社 会 生 活 の 支 援 に よ っ て ，

障 が い 者 の 自 立 や 社 会 参 加 を 促 す た め の 機 会 の 確 保 及 び 地 域

社 会 に お け る 共 生 ， 社 会 的 障 壁 の 除 去 」 を 目 的 と し て い る ．

い ず れ も “ 日 常 生 活・社 会 生 活 の 支 援 ” ，“ 自 立 や 社 会 参 加 ”

が 鍵 で あ る ．  

欧 米 の 健 常 者 を 対 象 と し た 研 究 で は ， 周 囲 か ら の 支 援 が 野

菜 や 果 物 6 1 , 6 2 ) ， 脂 質 や 食 物 繊 維 7 3 ) の 健 康 的 な 摂 取 と 関 連 す

る こ と が 指 摘 さ れ て い る ． ま た ， 高 齢 者 を 対 象 と し た 研 究 で

は ， 社 会 参 加 が 健 康 に 好 ま し い 影 響 を も た ら す 4 0 , 5 7 , 7 0 , 7 4 - 7 6 ) ．

障 が い 者 の 健 康 づ く り に お い て も ， 支 援 と 社 会 参 加 は 重 要 な

鍵 と な る ． 支 援 は 当 事 者 か ら み れ ば ， 労 力 な ど の 面 で そ の 活
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動 な ど を 支 え ， た す け ら れ る と い う 受 動 的 な も の で あ る の に

対 し ， 社 会 参 加 は 個 人 の 主 体 的 ・ 自 発 的 な 動 機 づ け に 基 づ い

て 何 ら か の 社 会 活 動 に 参 加 す る と い う 能 動 的 な も の で あ る ．

い ず れ も 重 要 な 要 素 で あ る が ， 周 囲 か ら の 支 援 と い う 受 動 的

な サ ポ ー ト が 重 要 な の か ， 主 体 的 に 社 会 参 加 す る と い う 能 動

的 な 行 為 を 促 す こ と が 重 要 な の か ， 両 者 が と も に あ る こ と が

重 要 な の か を 明 ら か に し ， 両 者 が と も に あ る こ と の 相 乗 効 果

の 有 無 を 検 討 し て お く こ と は ，健 康 日 本 2 1（ 第 二 次 ） 4 0 ) の 健

康 を 支 え ， 守 る た め の 社 会 環 境 整 備 と な る 支 援 的 環 境 づ く り

の 方 途 を 考 え る 上 で 重 要 な こ と で あ る ．  

著 者 が 在 宅 脊 損 者 を 対 象 と し た 多 目 的 の 横 断 研 究 6 ) で 用 い

た 調 査 票 は ， 栄 養 ・ 食 生 活 の 理 論 枠 組 み 2 6 ） を 基 に し て 作 成

さ れ て い る ．こ の 理 論 枠 組 み 2 6 ) で は ，周 囲 の 支 援 は 準 備 要 因

（ 知 識 ， 態 度 ， ス キ ル ） や 行 動 に つ な が る ． 健 康 日 本 21（ 第

二 次 ） 4 0 ) の 高 齢 者 の 健 康 の 目 標 設 定 で は ，良 好 な 社 会 環 境 の

実 現 の 要 素 で あ る 社 会 参 加 の 機 会 の 増 加 は 個 人 の 行 動 変 容 と

関 連 す る ． 周 囲 か ら の 支 援 な ら び に 社 会 参 加 と 良 好 な 食 生 活

と の 関 わ り を 明 ら か に す る こ と は ， 食 生 活 の 面 か ら み た 支 援

的 環 境 づ く り に 寄 与 す る と 考 え る ．  

本 研 究 で は ， 研 究 課 題 1 で 収 集 し た デ ー タ を 用 い た ． 先 行

研 究 6 ) で は ,女 性 よ り 男 性 の 食 生 活 に 課 題 が 多 く み ら れ た ．

そ こ で ま ず は 男 性 を 対 象 と し ， 以 下 の 2 点 を 明 ら か に す る こ

と を 目 的 と し た ． 第 1 は ， 支 援 的 環 境 づ く り の 必 須 項 目 で あ

る と 考 え ら れ る 周 囲 か ら の 支 援 お よ び 社 会 参 加 の 有 無 と 食 に

関 す る 行 動 ， 中 間 要 因 ， 準 備 要 因 と の 関 連 を 検 討 す る こ と ，
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第 2 に 周 囲 か ら の 支 援 と 社 会 参 加 の 有 無 を 組 み 合 わ せ た 4 群

と ， 食 に 関 す る 行 動 ， 中 間 要 因 ， 準 備 要 因 と の 関 連 お よ び 相

乗 効 果 を 検 討 す る こ と で あ る ． よ り 生 活 支 援 と 社 会 参 加 の 促

進 が 求 め ら れ る 障 が い 者 を 対 象 と し ， 受 動 的 な 周 囲 か ら の 支

援 と 能 動 的 な 社 会 参 加 を 組 み 合 わ せ た 食 生 活 と の 関 わ り ， さ

ら に そ の 相 乗 効 果 ま で も み る こ と で 障 が い 者 の 健 康 づ く り に

寄 与 で き る と 考 え た ．  

Ⅱ．方法  

1．対象者ならびに手順  

対 象 者 は ， 研 究 課 題 2- 1 と 同 様 で あ る ． 調 査 手 順 は 研 究 課

題 1 に よ る ． す な わ ち ， 質 問 紙 調 査 票 の 構 成 は ， 理 論 枠 組 み

2 6 ) に も と づ き QO L（ 食 関 連 Q OL;食 生 活 満 足 度 ），健 康 状 態（ 主

観 的 健 康 感 ），食 物 摂 取 状 況 ，行 動（ 食 に 関 す る 行 動・健 康 行

動 ）， 中 間 要 因 （ 行 動 変 容 段 階 ）， 準 備 要 因 （ 結 果 期 待 ， セ ル

フ ・エ フ ィ カ シ ー ，食 ス キ ル ），属 性 ，食 環 境 か ら な り ，内 容

的 妥 当 性 お よ び 表 面 的 妥 当 性 が 確 認 さ れ て い る ．  

2．周囲からの支援および社会参加の質問項目  

研 究 課 題 2 -1 と 同 様 で あ る ．  

3．解析方法  

解 析 に 用 い た 変 数 は ， 周 囲 か ら の 支 援 と 社 会 参 加 の あ り ，

な し に つ い て は 研 究 課 題 2- 1 と 同 様 と し ， そ れ ぞ れ の 群 と 属

性 5 項 目 に つ い て χ 2 検 定 を 行 っ た ．  

食 に 関 す る 行 動 6 項 目 ，中 間 要 因 2 項 目 ，準 備 要 因 7 項 目

に つ い て は い ず れ の 変 数 も 肯 定 的 な 回 答 を 1， そ れ 以 外 の 回

答 を 0 と し ， 4 群 の 分 布 を 示 し た ． そ の 後 ， 研 究 課 題 2-1 と
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同 様 に ， 周 囲 か ら の 支 援 お よ び 社 会 参 加 そ れ ぞ れ 単 独 で み た

場 合 の 食 に 関 す る 行 動 ， 中 間 要 因 ， 準 備 要 因 と の 関 連 を 検 討

す る た め に ，「 周 囲 か ら の 支 援 な し 」，「 社 会 参 加 な し 」を 基 準

に 二 項 ロ ジ ス テ ィ ッ ク 回 帰 分 析 を 行 い ， オ ッ ズ 比 お よ び 95%

信 頼 区 間 を 求 め た ．さ ら に ，相 乗 効 果 に つ い て 解 析 を 行 っ た ．   

 統 計 解 析 ソ フ ト は I BM S PSS St atis tics  21（ 日 本 ア イ ・ ビ

ー・エ ム 株 式 会 社 ）を 用 い ，有 意 水 準 は 両 側 検 定 で 5 %と し た ．  

Ⅲ．結果  

1．対象者の特徴  

 解 析 対 象 者 は ，年 齢 は 平 均 61. 8（ 標 準 偏 差 ， SD  11.3）歳 ，

受 傷 後 経 過 年 数 は 平 均 2 7.5（ SD  12.9） 年 で あ っ た ． 周 囲 か

ら の 支 援 は ，い つ も 協 力 的 55 .6%，時 々 協 力 的 35. 1%，あ ま り

協 力 的 で は な い 7 .0%，全 く 協 力 的 で は な い 2 .3%で あ っ た ．社

会 参 加 は ，あ り が 67. 6%，な し が 32. 4%で あ っ た ．周 囲 か ら の

支 援 ・ 社 会 参 加 の 有 無 別 に み た 属 性 の 分 布 を 表 7 に 示 す ． 年

齢 区 分 で は ， 支 援 あ り ・ 参 加 あ り が 中 年 48 .6%， 高 年 51. 4%，

支 援 な し ・ 参 加 な し が 中 年 63.9％ ， 高 年 で 36.1％ で あ っ た ．

損 傷 部 位 は 4 群 い ず れ も 胸 髄 が 50%以 上 を 占 め て い た ． 居 住

形 態 で は ， 一 人 暮 ら し が ， 支 援 あ り ・ 参 加 あ り で 6.5 %， 支 援

な し ・ 参 加 な し で 17 .5%で あ っ た ． 年 齢 区 分 ， 居 住 形 態 に お

い て 4 群 で 有 意 差 が み ら れ た ．  

食 に 関 す る 行 動 ， 中 間 要 因 ， 準 備 要 因 の 分 布 を 表 8 に 示 し

た ． 朝 食 摂 取 頻 度 で は “ ほ ぼ 毎 日 ” が 支 援 あ り ・ 参 加 あ り 群

88.4 %， 支 援 あ り ・ 参 加 な し 群 86. 1%， 支 援 な し ・ 参 加 あ り 群

74.5 %， 支 援 な し ・ 参 加 な し 群 7 0. 5%で あ り ，支 援 な し は 朝 食
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摂 取 頻 度 が “ ほ ぼ 毎 日 ” の 割 合 が 低 か っ た ．  

2．周囲からの支援および社会参加単独での食に関する行動，中

間要因，準備要因との関連  

周 囲 か ら の 支 援 ， 社 会 参 加 そ れ ぞ れ と 食 に 関 す る 行 動 ， 中

間 要 因 ， 準 備 要 因 と の 単 独 の 関 連 に つ い て 表 9 に 示 し た ． 周

囲 か ら の 支 援 は ， 店 内 の 表 示 や メ ニ ュ ー の カ ロ リ ー 等 栄 養 成

分 表 示 を 参 考 に し て い る 以 外 は 全 て 有 意 差 が み ら れ ， 支 援 あ

り で オ ッ ズ 比 が 高 か っ た ． 社 会 参 加 と の 関 連 は 自 分 の 健 康 の

た め に 栄 養 や 食 事 に つ い て 実 際 に 気 を つ け て い る 行 動 ， 店 内

の 表 示 や メ ニ ュ ー の カ ロ リ ー 等 栄 養 成 分 表 示 を 参 考 に し て い

る 行 動 ， 栄 養 成 分 表 示 を 見 て 理 解 し て 使 う こ と が で き る ス キ

ル に お い て 有 意 差 が み ら れ ，参 加 あ り で オ ッ ズ 比 が 高 か っ た ． 

3． 周 囲 か ら の支援 と 社 会 参加 の組 み 合 わ せと 食に 関 す る 行動 ，

中間要因・準備要因との関連および交互作用  

周 囲 か ら の 支 援 と 社 会 参 加 を 組 み 合 わ せ た 食 に 関 す る 行 動 ，

中 間 要 因 ，準 備 要 因 と の 関 連 を 表 10 に 示 し た ．支 援 あ り・参

加 あ り 群 は“ 家 族 と の 共 食 頻 度（ 朝・夕 食 ）”以 外 の 変 数 す べ

て で 有 意 差 が み ら れ ， ほ と ん ど の 変 数 で 他 の 3 群 よ り オ ッ ズ

比 が 高 か っ た ．支 援 あ り・参 加 な し 群 は 食 に 関 す る 行 動 の “ 朝

食 摂 取 頻 度 ” ， “ 家 族 や 仲 間 と 食 事 や 料 理 ， 栄 養 の こ と を 話

す ” ， 行 動 変 容 段 階 ， 結 果 期 待 ， セ ル フ ・ エ フ ィ カ シ ー ， 食

ス キ ル の “ 自 分 の 食 事 の 問 題 点 を 判 断 で き る ” ， “ 食 生 活 が

乱 れ そ う に な っ た 時 十 分 対 処 で き る ” に お い て 有 意 差 が み ら

れ ， 結 果 期 待 で は 他 の 3 群 よ り オ ッ ズ 比 が 高 く ， そ れ 以 外 の

変 数 で は 支 援 な し ・ 参 加 な し 群 ， 支 援 な し ・ 参 加 あ り 群 の 2
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群 よ り も オ ッ ズ 比 が 高 か っ た ． 交 互 作 用 が み ら れ た 変 数 は 食

に 関 す る 行 動 の “ 自 分 の 健 康 の た め に 栄 養 や 食 事 に つ い て 実

際 に 気 を つ け て い る ” の み で あ っ た （ p< 0. 0 5）．  

Ⅳ．考察  

在 宅 脊 損 者 の 中 ・ 高 年 男 性 を 対 象 に 周 囲 か ら の 支 援 お よ び

社 会 参 加 の 有 無 に よ る 食 に 関 す る 行 動 ， 中 間 要 因 ， 準 備 要 因

と の 関 連 に つ い て 検 討 し た ． 周 囲 か ら の 支 援 と 社 会 参 加 の 両

方 が あ る こ と が 最 も 望 ま し い が ， 特 に 周 囲 か ら の 支 援 が あ る

こ と で 良 好 な 食 生 活 に つ な が る こ と ， ま た ， 食 生 活 に お い て

は ， 周 囲 か ら の 支 援 と 社 会 参 加 は 交 互 作 用 が み ら れ ず ， 相 乗

効 果 が な い こ と が 示 さ れ た ．   

1．周囲からの支援単独と食生活要因との関連  

周 囲 か ら の 支 援 が あ る 者 は “ 店 内 の 表 示 や メ ニ ュ ー の カ ロ

リ ー 等 栄 養 成 分 表 示 を 参 考 に し て い る ” 行 動 を 除 き ， 食 に 関

す る 行 動 ， 中 間 要 因 ， 準 備 要 因 の い ず れ も 良 好 で あ っ た ． 健

常 者 を 対 象 と し た 健 康 づ く り に お い て ， 家 族 や 友 人 ， 職 場 等

の 身 近 な 者 か ら の 周 囲 か ら の 支 援 が あ る こ と で ， 野 菜 や 果 物

の 摂 取 量 が 増 え る こ と や ， 身 体 活 動 が 増 加 す る こ と が 報 告 さ

れ て い る 6 1 , 6 2 , 7 3 ) ．脊 損 者 は ，損 傷 部 位 に よ る 残 存 機 能 の 違 い

や 居 住 形 態 ， 介 護 サ ー ビ ス の 有 無 な ど に よ っ て 生 活 支 援 が 異

な る ． し か し ， こ れ ら の 変 数 を 調 整 し て も な お ， 周 囲 か ら の

支 援 と 食 生 活 の 良 好 さ と の 関 連 は 有 意 で あ っ た ． 本 研 究 で と

り あ げ た 変 数 は ， 朝 食 摂 取 ， 共 食 ， 主 食 ・ 主 菜 ・ 副 菜 の そ ろ

っ た 食 事 ，野 菜 の 摂 取 な ど 健 康 日 本 2 1（ 第 二 次 ） 4 0 ) や 食 育 推

進 基 本 計 画 に も み る よ う に ， 栄 養 教 育 介 入 で の 行 動 目 標 や 学
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習 目 標 で と り あ げ ら れ る こ と の 多 い 内 容 で あ る ． 障 害 の 有 無

や 属 性 の 違 い に と ら わ れ ず ， 身 近 な 人 た ち か ら の 支 援 的 環 境

を 整 え る こ と が ， 当 事 者 ら の 野 菜 や 果 物 と い っ た 健 康 的 な 食

品 摂 取 や 身 体 活 動 レ ベ ル の 高 い 生 活 を 支 え る 可 能 性 を 検 討 す

る 必 要 が あ る と 考 え る ．  

2．社会参加単独と食生活要因との関連  

健 康 日 本 2 1（ 第 二 次 ） 4 0 ) で は 社 会 参 加 の 機 会 の 増 加 が ，社

会 生 活 機 能 の 維 持 ・ 向 上 と と も に QO L の 向 上 や 社 会 環 境 の 質

の 向 上 に つ な が る こ と が 示 さ れ て い る ． 脊 損 者 に お い て も ，

健 康 を 保 ち QOL を 向 上 さ せ る た め に は 社 会 参 加 が 不 可 欠 で あ

る と さ れ ， リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 後 の 早 い 社 会 復 帰 が 勧 め ら れ

る 7 7 ) ． し か し ， 本 研 究 で は 社 会 参 加 が 関 連 す る も の は ，「 自

分 の 健 康 の た め に 栄 養 や 食 事 に つ い て 実 際 に 気 を つ け て い

る 」，「 店 内 の 表 示 や メ ニ ュ ー の カ ロ リ ー 等 栄 養 成 分 表 示 を 参

考 に し て い る 」 行 動 に 限 ら れ た ． 周 囲 か ら の 支 援 が ほ と ん ど

の 変 数 と 関 連 し た こ と に 比 べ ， 良 好 な 食 生 活 に お け る 社 会 参

加 の 関 連 は ， 周 囲 か ら の 支 援 よ り も 弱 い と 考 え ら れ る ． 障 が

い 者 の 食 生 活 と 社 会 参 加 と の 関 連 を み た 報 告 は 著 者 ら が 知 る

限 り で は み ら れ な い が ， 高 齢 者 に お け る 社 会 参 加 は ， 将 来 の

ADL 障 害 の リ ス ク を 減 少 さ せ 4 0 , 7 0 , 7 4 , 7 5 ) ，心 理 的 健 康 に 好 影 響

を も た ら し ， 外 出 の 機 会 を 増 加 さ せ ， 身 体 活 動 や 食 欲 も 増 進

さ せ る こ と が 報 告 さ れ て い る 5 7 ,  7 6 ) ． し た が っ て ， 脊 損 者 に

お け る 社 会 参 加 と 食 生 活 と の 関 連 に お い て は ， 中 間 要 因 ， 準

備 要 因 に 限 ら ず ， 健 康 に 関 す る 他 の 行 動 や ， い き が い ， 生 活

の 質 な ど 幅 広 く 検 討 し た 上 で 考 察 す る 必 要 が あ る ．  
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3．周囲からの支援と社会参加の組合せと食生活要因との関連と

相乗効果  

周 囲 か ら の 支 援 と 社 会 参 加 を 組 み 合 わ せ て 検 討 し た 結 果 ，

支 援 と 参 加 が そ ろ っ た 支 援 的 環 境 に あ る こ と で ， 食 行 動 ・ 食

行 動 の 中 間 要 因 ・ 準 備 要 因 が 良 好 と な る こ と が 示 唆 さ れ た ．

一 方 ， 支 援 と 参 加 が そ ろ わ な い 場 合 は ， 社 会 参 加 を し て い な

く て も ， 周 囲 か ら の 支 援 が あ る 者 で 食 行 動 ・ 食 行 動 の 中 間 要

因 ・ 準 備 要 因 が 良 好 で あ っ た ． 若 年 成 人 を 対 象 と し た 健 康 行

動 の 研 究 で は 7 8 ) ，身 体 活 動 お よ び 食 生 活 は ア ク セ ス の し や す

さ と 家 族 や 友 人 の 支 援 に 影 響 を 受 け る 一 方 ， 喫 煙 は 社 会 参 加

や メ デ ィ ア に よ る 健 康 キ ャ ン ペ ー ン の 影 響 を 受 け て い た ． 本

研 究 に お い て も 同 様 に ， 周 囲 か ら の 支 援 と 社 会 参 加 で は 食 生

活 要 素 と の 関 連 が 異 な っ て い た ． 先 に も 述 べ た よ う に ， 社 会

参 加 と 食 生 活 と の 関 連 の 検 討 に お い て は ， 他 の 健 康 行 動 や い

き が い ， 生 活 の 質 な ど 幅 広 く 検 討 す る 必 要 が あ る ．  

相 乗 効 果 が み ら れ た 「 自 分 の 健 康 の た め に 栄 養 や 食 事 に つ

い て 実 際 に 気 を つ け て い る 」 行 動 は ， 自 身 で 気 を つ け て い る

能 動 的 な 行 動 と 他 者 か ら 支 援 を 受 け て い る 受 動 的 な 認 識 の 双

方 を 対 象 者 が 把 握 し ， 食 生 活 に お い て 自 己 管 理 を し て い る こ

と が 推 察 さ れ る ． し か し ， そ れ 以 外 の 変 数 で は 相 乗 効 果 が み

ら れ な か っ た ． 相 乗 効 果 が み ら れ た の で あ れ ば ， 例 え ば ， 障

が い 者 の 自 立 を 促 す 食 生 活 支 援 の 企 画 に お い て ， 周 囲 か ら の

支 援 を 受 け や す い 環 境 整 備 と 当 事 者 の 主 体 的 な 社 会 参 加 を 促

す 取 り 組 み を あ わ せ た プ ロ グ ラ ム は ， よ り 効 果 的 な も の に な

る 可 能 性 が 予 測 さ れ る ． し か し ， 本 研 究 で は 「 自 分 の 健 康 の
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た め に 栄 養 や 食 事 に つ い て 実 際 に 気 を つ け て い る 」 以 外 の 変

数 で は 相 乗 効 果 を ね ら う 必 要 性 を 支 持 す る 結 果 に は な ら な か

っ た ． こ の こ と か ら ， 能 動 的 に 自 身 が 行 動 す る 社 会 参 加 と 受

動 的 に サ ー ビ ス を 受 け る 支 援 の 違 い に 目 を 向 け た ， 障 が い 者

支 援 プ ロ グ ラ ム の 企 画 ・ 立 案 が 必 要 で あ る と 考 え る ．  

4．本研究の限界と課題  

本 研 究 に は い く つ か の 限 界 が あ る ． 第 1 に 横 断 研 究 で あ る

た め ， 周 囲 か ら の 支 援 お よ び 社 会 参 加 と 食 生 活 と の 因 果 関 係

に つ い て は 言 及 で き ず ，因 果 の 逆 転 の 可 能 性 も 残 る ．第 2 に ，

社 会 参 加 な し と 回 答 し て い る に も か か わ ら ず “ 就 業 あ り ” と

回 答 し て い る 者 が 7. 3%み ら れ た （ 表 7 参 照 ）． 質 問 紙 調 査 を

実 施 す る 前 に 調 査 票 の 内 容 的 妥 当 性 お よ び 表 面 的 妥 当 性 は 検

討 し た も の の ， 社 会 参 加 の 質 問 文 で あ る 「 こ の 1 年 間 に ， 個

人 ま た は 友 人 と ， あ る い は グ ル ー プ や 団 体 で 自 主 的 に 行 わ れ

て い る 次 の よ う な 活 動 に 参 加 し て い ま す か 」 6 9 ） は ， 自 主 的

な 活 動 と た ず ね て い る た め ， 職 業 と し て の 就 業 が 含 ま れ る と

認 識 し に く か っ た 可 能 性 が あ る ． 第 3 に ， 周 囲 か ら の 支 援 の

質 問 文 は 「 あ な た の 健 康 づ く り に 家 族 や 周 囲 の 人 は 協 力 的 で

す か 」 と た ず ね て お り ， 食 生 活 に 限 定 し た 支 援 に つ い て の 質

問 で は な い こ と か ら ， 対 象 者 が 健 康 づ く り の 何 に つ い て 支 援

を 受 け て い る と 考 え て 回 答 し た か 不 明 で あ る ． 第 4 に ， 障 が

い 者 の 社 会 参 加 の 希 望 と 学 歴 が 関 連 す る こ と が 先 行 研 究 で 報

告 さ れ て い る が 7 9 ) ，本 調 査 で は 対 象 者 の 学 歴 や 年 収 等 の 社 会

経 済 的 背 景 は 聞 い て い な い ． 第 5 に ， 社 会 参 加 や 周 囲 か ら の

支 援 に 影 響 を 与 え る と 考 え ら れ る 婚 姻 状 況 に つ い て は 質 問 し
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て お ら ず ， 居 住 形 態 の み の 質 問 に と ど ま っ て い る ． 第 6 に ，

食 に 関 す る 行 動 に 対 し て 中 間 要 因 ， 準 備 要 因 の 質 問 が 対 応 し

て い な い こ と が あ げ ら れ る ．   

在 宅 で 自 立 /自 律 で き て い る 障 が い 者 の 健 康 づ く り で は ，当

事 者 の 主 体 的 な 社 会 参 加 を 促 す た め の プ ロ グ ラ ム づ く り と ，

健 康 づ く り に 効 果 的 な 支 援 シ ス テ ム が 重 要 で あ る ． そ の た め

に は ， ま ず ， 社 会 参 加 に お い て は ， 当 事 者 が 認 識 す る 社 会 参

加 と は 何 で あ る の か ， ま た QOL や 社 会 環 境 の 質 の 向 上 に つ な

が る 社 会 参 加 の 具 体 的 な 内 容 を 明 ら か に す る こ と が 必 要 で あ

る ． 一 方 で ， 支 援 に お い て も ， 当 事 者 の 健 康 づ く り の た め の

支 援 的 環 境 の 認 知 や ， ど の よ う な 支 援 に ア ク セ ス し や す い の

か ，支 援 の 具 体 的 な ニ ー ズ に つ い て 明 ら か に す る 必 要 が あ る ．

こ れ ら を 明 ら か に し た 上 で ， 周 囲 か ら の 支 援 や 社 会 参 加 が な

い 人 た ち を 対 象 に 支 援 や 参 加 を 促 す 介 入 研 究 に も 取 り 組 む 必

要 が あ る ．  

在 宅 脊 損 者 の 中 ・ 高 年 男 性 を 対 象 に 周 囲 か ら の 支 援 お よ び

社 会 参 加 の 有 無 に よ る 食 に 関 す る 行 動 ， 中 間 要 因 ， 準 備 要 因

と の 関 連 に つ い て 検 討 し た ． 結 論 と し て ， 周 囲 か ら の 支 援 と

社 会 参 加 の 両 方 が あ る こ と が 最 も 望 ま し い が ， 能 動 的 な 社 会

参 加 が な く て も 受 動 的 な 周 囲 か ら の 支 援 が あ る こ と で 良 好 な

食 行 動 ・ 食 行 動 の 中 間 要 因 ・ 準 備 要 因 と な る こ と ， ま た ， 周

囲 か ら の 支 援 と 社 会 参 加 は 「 自 分 の 健 康 の た め に 栄 養 や 食 事

に つ い て 実 際 に 気 を つ け て い る 」 以 外 の 変 数 で は 交 互 作 用 が

み ら れ ず ， 相 乗 効 果 が な い こ と が 示 さ れ た ．  
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研究課題 3  健康関連 QOL/食生活満足度と食環境
認知との関連  

Ⅰ．緒言  

在 宅 脊 損 者 の 健 康 づ く り の 取 り 組 み で は ， 健 康 的 な 食 生 活

を 送 る た め の 支 援 も 重 要 な 要 素 の 1 つ で あ る ． 健 康 的 な 食 生

活 を 促 す た め に は ， 食 物 選 択 の 幅 を 広 げ る こ と や ， 食 に 関 す

る 適 切 な 情 報 提 供 な ど の 食 環 境 整 備 が 望 ま れ る ． 先 行 研 究 で

は ，近 隣 の 食 環 境 が 良 好 な 住 民 は 食 生 活 が 良 好 で あ っ た 8 0 ）．

日 本 で は ， 食 環 境 は ， 食 物 へ の ア ク セ ス ， 情 報 へ の ア ク セ ス

と 両 者 の 統 合 と 定 義 さ れ る 3 0 ） ． 環 境 は ， 個 人 間 レ ベ ル ， 組

織 レ ベ ル ，地 域 レ ベ ル ，政 策 レ ベ ル が あ る 8 1 ） こ と か ら ，様 々

な レ ベ ル で の 食 環 境 整 備 が 進 め ら れ て い る ． 食 物 へ の ア ク セ

ス で は ， ヘ ル シ ー メ ニ ュ ー の 提 供 店 の 増 加 ， 食 の 安 全 面 で 信

頼 で き る 店 や 生 産 者 の 増 加 ， 適 正 な 価 格 で 栄 養 バ ラ ン ス の 取

れ た メ ニ ュ ー の 提 供 な ど が あ る ． 情 報 へ の ア ク セ ス で は ， 栄

養 成 分 表 示 の 食 品 へ の 明 示 ，居 住 地 域 で の 必 要 な 情 報 の 提 供 ，

マ ス コ ミ か ら の 健 康 的 な 生 活 習 慣 に 関 す る 正 し い 知 識 の 提 供

な ど が あ る 4 0 ) ．従 業 員 食 堂 で 食 環 境 に 介 入 し た 先 行 研 究 で は ，

野 菜 の 摂 取 量 が 増 加 し 8 2 ， 8 3 ） ，食 行 動 や 食 物 摂 取 が 良 好 と な

っ た こ と が 報 告 さ れ て い る 8 4 ） ．  

地 域 で の 課 題 を 効 果 的 に 解 決 し ， QOL を 高 め る た め に は ，

サ ー ビ ス を 提 供 す る 側 か ら の 視 点 で 進 め る の で は な く ， そ の

受 け 手 で あ る 住 民 か ら の 視 点 が 必 要 で あ る 8 5 ） ． 食 環 境 整 備

に つ い て も ， 住 民 の 視 点 か ら 進 め ら れ る こ と が 望 ま し い ． そ

れ に は ， 住 民 の 一 員 で あ る 脊 損 者 に と っ て も 望 ま し い 方 向 に
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進 め ら れ る こ と が 求 め ら れ る ． 地 域 の 住 民 の 誰 も が 認 知 し や

す く 8 6 ） ， ア ク セ ス し や す く ， 入 手 可 能 性 が 高 い こ と が 必 要

要 件 と な る 8 7 ） ． 地 域 住 民 を 対 象 と し た 調 査 で は ， 食 物 へ の

ア ク セ ス ， 情 報 へ の ア ク セ ス が 良 好 だ と 認 知 し て い る 者 は ，

食 行 動 や 食 物 の 摂 取 状 況 が 良 好 で あ っ た 8 8 ） ． し か し ， 食 環

境 認 知 と 食 生 活 や 健 康 関 連 QOL と の 関 連 を 検 討 し た 研 究 は 限

ら れ て い る ． そ の た め ， 食 環 境 整 備 に お い て ， ど の よ う な 食

環 境 を 認 知 し て い る こ と で QOL や 食 生 活 が 良 好 と な る か と い

う エ ビ デ ン ス の 構 築 が 必 要 で あ る が ， 研 究 は 極 め て 少 な い ．

さ ら に ， 健 康 に 配 慮 が 必 要 で あ り ， 居 住 地 域 の 食 環 境 に よ り

健 康 や Q OL に 影 響 を 受 け や す い と 考 え ら れ る 在 宅 脊 損 者 の 食

環 境 認 知 と QOL を 検 討 し た 研 究 は み ら れ な い ． 健 康 づ く り で

目 指 す 方 向 で あ る QO L の 指 標 と 食 環 境 認 知 と の 関 連 を 明 ら か

に す る こ と は ， サ ー ビ ス の 提 供 側 で は な く ， 住 民 の 視 点 か ら

み た 食 環 境 整 備 の ポ イ ン ト が み え る と 考 え た ．  

そ こ で ， 本 研 究 の 目 的 は ， 在 宅 脊 損 者 の 健 康 関 連 QO L お よ

び 食 に 関 す る QO L の 食 生 活 満 足 度 と ， ど の よ う な 食 環 境 認 知

の 要 因 が 関 連 す る の か を 明 ら か に す る こ と と し た ． こ の 研 究

に よ り ， フ ォ ー カ ス す べ き 食 環 境 整 備 の 優 先 順 位 を つ け る こ

と が で き る ．  

Ⅱ．方法  

1．対象者ならびに手順  

対 象 は ， 在 宅 脊 損 者 と し た ． 脊 髄 損 傷 者 が 関 わ る 全 国 組 織

と し て ， 全 脊 連 の 登 録 会 員 に 調 査 依 頼 を 行 っ た ． ま ず ， 全

脊 連 の 理 事 長 へ 本 研 究 の 意 義 な ら び に 方 法 な ど に つ い て 文 書
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を も っ て 口 頭 で 説 明 し ， 承 諾 を 得 た ． 対 象 者 は ， 登 録 会 員 か

ら 賛 助 会 員 や 企 業 会 員 を 除 い た 2 007 名 と し た ． 20 15 年 8 月

に 郵 送 に よ る 自 記 式 質 問 紙 調 査 を 横 断 的 に 実 施 し た ．  

会 員 に は ，文 書 で ,本 研 究 の 目 的 ，方 法 ，得 ら れ る 成 果 と 予

測 さ れ る リ ス ク ，個 人 情 報 の 保 護 ，成 果 の 公 表 ，任 意 の 参 加 ，

調 査 に 協 力 し な い こ と で 不 利 益 が 生 じ な い こ と ， 結 果 は 集 団

の デ ー タ と し て 扱 う こ と ， 無 記 名 と し ， 調 査 票 の 返 送 を も っ

て 同 意 が 得 ら れ た と み な す こ と を 説 明 し た ．調 査 票 ,説 明 文 書 ，

理 事 長 か ら の 調 査 協 力 依 頼 文 書 と 返 信 用 封 筒 は 全 脊 連 か ら 会

員 へ 郵 送 し た ． 回 答 さ れ た 調 査 票 は ， 調 査 代 表 者 に 返 送 さ れ

た ．  

実 施 に あ た っ て は 公 立 大 学 法 人 首 都 大 学 東 京 の 研 究 倫 理 安

全 委 員 会 に 申 請 し ， 承 認 を 得 た （ 承 認 番 号 27 -37）．  

2．調査項目  

1） 属 性  

性 ， 年 齢 ， 受 傷 後 経 過 年 数 ， 損 傷 部 位 （ 頸 髄 /胸 髄 /腰 髄 ），

居 住 形 態 （ 同 居 /独 居 /施 設 入 所 ）， 就 業 の 有 無 （ 自 営 業 /会 社

員 ・ 公 務 員 ・ 団 体 職 員 /パ ー ト タ イ マ ー /そ の 他 を 就 業 あ り ,

専 業 主 婦・家 事 手 伝 い /学 生 /無 職 を 就 業 な し ），公 的 介 護 サ ー

ビ ス （ 受 け て い る /受 け て い な い ） に つ い て 質 問 し た ．  

2） 健 康 関 連 Q OL  

健 康 関 連 Q OL の 評 価 に は ，SF-8 日 本 語 版（ Me dic al  O utco mes  

S tud y 8-It em  Sh o rt-F orm  He alt h S urve y）を 用 い た 8 9 ） ．SF - 8

は ， S F-3 6 （ M ed ical  O utc omes  S tudy  3 6-I tem  S h ort- Form 

H eal th S urv ey） 9 0 ) の 簡 略 版 と し て 健 康 関 連 の 8 領 域 の 下 位



46 
 

尺 度［ 身 体 機 能 ，日 常 生 活 役 割 機 能（ 身 体 ），体 の 痛 み ，全 体

的 健 康 感 ， 活 力 ， 心 の 健 康 ， 社 会 生 活 機 能 ， 日 常 生 活 役 割 機

能（ 精 神 ）］を ス コ ア 化 し ，健 康 関 連 Q OL を 測 定 す る こ と が で

き る ． 8 つ の 下 位 尺 度 に 対 し 重 み 付 け 係 数 を 掛 け た も の を 加

算 し ， 身 体 的 サ マ リ ー ス コ ア と 精 神 的 サ マ リ ー ス コ ア を 算 出

で き る ． SF -8 の 使 用 に は ，認 定 N PO 法 人 健 康 医 療 評 価 研 究 機

構 の 許 可 を 得 た ．  

身 体 的 サ マ リ ー ス コ ア お よ び 精 神 的 サ マ リ ー ス コ ア は 正 規

分 布 が 確 認 さ れ な か っ た た め ， 中 央 値 で 層 別 し た （ 身 体 的 サ

マ リ ー ス コ ア は 40 点 以 上 を 高 い ， 39 点 以 下 を 低 い ； 精 神 的

サ マ リ ー ス コ ア は 46 点 以 上 を 高 い ， 45 点 以 下 を 低 い ）．   

3） 食 関 連 QOL  

平 成 12 年 度 国 民 健 康・栄 養 調 査 で 使 用 さ れ て い る「 食 生 活

満 足 度 」を 採 用 し た ．質 問 内 容 は 研 究 課 題 1 お よ び 2－ 1 と 同

様 で あ る ．解 析 は 分 布 を 考 慮 し ，層 別 し た ．肯 定 的 な 回 答（ と

て も し て い る /ま あ ま あ し て い る ）を 高 い ，そ れ 以 外 の 回 答（ あ

ま り し て い な い /全 然 し て い な い ） を 低 い と し た ．  

4） 食 環 境 認 知  

食 環 境 の 整 備 及 び 目 標 設 定 に 関 す る 研 究 8 8 ） で 使 用 さ れ て

い る 食 環 境 認 知 に 関 す る 質 問 を 採 用 し た ． 質 問 項 目 は ， 全 部

で 8 項 目 あ り ,食 物 へ の ア ク セ ス と 情 報 へ の ア ク セ ス に 分 け

て 作 成 さ れ て い る ． 食 物 へ の ア ク セ ス は 家 庭 と 地 域 ， 情 報 へ

の ア ク セ ス は 家 庭 ,地 域 ,社 会 に 分 け て 質 問 項 目 が 設 定 さ れ て

い る ． 食 物 へ の ア ク セ ス は ， 家 庭 （ 1 項 目 ）： 家 庭 内 で 栄 養 バ

ラ ン ス の 整 っ た 食 事 が と れ る 状 況 ， 地 域 （ 3 項 目 ）： 地 域 で の
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栄 養 バ ラ ン ス の と れ た メ ニ ュ ー 提 供 ； 栄 養 バ ラ ン ス の よ い 食

物 が 適 当 な 価 格 ； 食 の 安 全 面 で 信 頼 で き る 店 や 生 産 者 の 存 在

に つ い て 質 問 し た ． 情 報 へ の ア ク セ ス は 家 庭（ 1 項 目 ）： 家 族

や 仲 間 か ら の 健 康 や 栄 養 情 報 入 手 ， 地 域 （ 2 項 目 ）： 地 域 で の

食 情 報 入 手 ，飲 食 店 や 食 品 売 り 場 等 の 栄 養 成 分 表 示 ，社 会（ 1

項 目 ）：マ ス コ ミ か ら の 正 し い 健 康・栄 養 情 報 入 手 に つ い て 質

問 し た ． 回 答 肢 は 「 非 常 に 強 く あ て は ま る 」，「 や や あ て は ま

る 」，「 ど ち ら と も い え な い 」，「 や や あ て は ま ら な い 」，「 全 く

あ て は ま ら な い 」 の 5 件 法 に よ り 1 つ 選 ん で も ら っ た ． い ず

れ の 変 数 も 分 布 を 考 慮 し ， 二 値 に 分 け た ． 肯 定 的 な 回 答 （ 非

常 に 強 く あ て は ま る /や や あ て は ま る ）を ポ ジ テ ィ ブ ，そ れ 以

外 の 回 答 （ ど ち ら と も い え な い /や や あ て は ま ら な い /全 く あ

て は ま ら な い ） を ネ ガ テ ィ ブ と し た ．  

3．解析方法  

調 査 票 の 回 答 が 得 ら れ た 5 76 名（ 回 収 率 29%）の う ち ，性 ，

年 齢 ，障 害 名 ，損 傷 部 位 が 未 記 入 の 者 ，脊 髄 損 傷 以 外 の 障 害 ，

施 設 入 所 者 を 除 外 し た 5 06 名 を 解 析 対 象 者 と し た （ 有 効 回 答

率 25%）．  

解 析 は 二 項 ロ ジ ス テ ィ ッ ク 回 帰 分 析 に て 単 変 量 と 多 変 量 解

析 を 実 施 し た ． 従 属 変 数 は ， 身 体 的 お よ び 精 神 的 サ マ リ ー ス

コ ア ， 食 生 活 満 足 度 を 用 い た ． 独 立 変 数 は ， 食 環 境 認 知 の 8

項 目 と し た ． 単 変 量 解 析 で は ， 食 環 境 認 知 の 8 項 目 を 1 つ 1

つ 投 入 し た（ モ デ ル 1）． 多 変 量 解 析 は 2 パ タ ー ン 行 い（ モ デ

ル 2， 3）， 調 整 変 数 は い ず れ も ， 性 ， 年 齢 区 分 ， 損 傷 部 位 ，

受 傷 後 経 過 年 数 区 分 ， 居 住 形 態 ， 就 業 有 無 ， 公 的 な 介 護 サ ー
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ビ ス 有 無 を 投 入 し た ． モ デ ル 2 で は ， 食 環 境 認 知 の 8 項 目 を

1 つ 1 つ 投 入 し た ． モ デ ル 3 で は ， 食 環 境 認 知 8 項 目 の う ち

食 物 へ の ア ク セ ス（ 4 項 目 ）と 情 報 へ の ア ク セ ス（ 4 項 目 ）の

変 数 を 分 け て 解 析 し た ．モ デ ル 1 ,2 で は 強 制 投 入 法 を ,モ デ ル

3 で は ス テ ッ プ ワ イ ズ 法 を 用 い た ．   

統 計 解 析 ソ フ ト は IBM SPS S St at isti cs 2 1（ 日 本 ア イ ・ ビ

ー・エ ム 株 式 会 社 ）を 用 い ，有 意 水 準 は 両 側 検 定 で 5 %と し た ．  

Ⅲ．結果  

対 象 者 50 6 名 の 健 康 関 連 QOL ス コ ア と 食 生 活 満 足 度 な ら び

に 属 性 を 表 1 1 に 示 し た ． 身 体 的 サ マ リ ー ス コ ア の 中 央 値

（ 25 -75 パ ー セ ン タ イ ル 値 ）は ，4 0 .7（ 34 .7- 46.9）で あ っ た ．

精 神 的 サ マ リ ー ス コ ア の 中 央 値 は ，4 6.4（ 40 .3- 5 1.4）で あ っ

た ． 属 性 は ， 男 性 が 8 3%， 60 歳 以 上 が 65％ ， 損 傷 部 位 の 内 訳

は 胸 髄 損 傷 53%，受 傷 後 経 過 年 数 は 2 0 年 以 上 が 7 3 %，同 居 85%，

食 生 活 満 足 度 は ま あ ま あ し て い る が 6 5.3%で あ っ た ．  

1．身体的サマリースコア  

食 環 境 認 知 と の 関 連 を 表 12 に 示 し た ．属 性 を 調 整 後 の モ デ

ル 2 で は ， 食 物 へ の ア ク セ ス の 「 栄 養 バ ラ ン ス の よ い 食 物 が

適 当 な 価 格 」，「 食 の 安 全 面 で 信 頼 で き る 店 や 生 産 者 の 存 在 」，

食 情 報 へ の ア ク セ ス で は 「 地 域 で の 食 情 報 入 手 」，「 マ ス コ ミ

か ら の 正 し い 健 康 ・ 栄 養 情 報 入 手 」 を 認 知 し て い る こ と で オ

ッ ズ 比 が 高 く な っ て い た ． モ デ ル 3 は ， 食 物 へ の ア ク セ ス は

「 食 の 安 全 面 で 信 頼 で き る 店 や 生 産 者 の 存 在 OR: 1. 67（ 95%  C I  

1.04 - 2.6 9）」 が ， 食 情 報 へ の ア ク セ ス は 「 地 域 で の 食 情 報 入

手 OR: 1.77（ 9 5% CI 1 .05 -2. 99）」 と 「 マ ス コ ミ か ら の 正 し い
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健 康 ・ 栄 養 情 報 入 手 O R:1. 79（ 95 % CI  1. 16- 2. 7 6）」 に お い て

身 体 的 サ マ リ ー ス コ ア の 高 い 群 で オ ッ ズ 比 が 高 か っ た ．   

2．精神的サマリースコア  

食 環 境 認 知 の 関 連 を 表 13 に 示 し た ．モ デ ル 2 は 食 物 へ の ア

ク セ ス の 「 家 庭 内 で の 栄 養 バ ラ ン ス の 整 っ た 食 事 が と れ る 状

況 」，「 栄 養 バ ラ ン ス の よ い 食 物 が 適 当 な 価 格 」，「 食 の 安 全 面

で 信 頼 で き る 店 や 生 産 者 の 存 在 」，食 情 報 へ の ア ク セ ス の「 地

域 で の 食 情 報 入 手 」，「 飲 食 店 や 食 品 売 り 場 等 の 栄 養 成 分 表 示 」

を 認 知 し て い る こ と で オ ッ ズ 比 が 高 く な っ て い た ． モ デ ル 3

で は ， 食 物 へ の ア ク セ ス は 「 家 庭 内 で の 栄 養 バ ラ ン ス の 整 っ

た 食 事 が と れ る 状 況 O R:1. 84（ 95 % CI  1. 17- 2. 9 2）」，「 栄 養 バ

ラ ン ス の よ い 食 物 が 適 正 な 価 格 O R:1. 62（ 9 5%  C I  1 . 10-2 .39）」，

食 情 報 へ の ア ク セ ス で は「 地 域 で の 食 情 報 入 手 O R:2. 30（ 95 %  

CI 1.4 7-3. 60）」を 認 知 し て い る こ と で 精 神 的 サ マ リ ー ス コ ア

の 高 い 群 で オ ッ ズ 比 が 高 く な っ て い た ．  

3．食生活満足度  

食 環 境 認 知 と の 関 連 を 表 14 に 示 し た ．モ デ ル 2 は 飲 食 店 や

食 品 売 り 場 等 の 栄 養 成 分 表 示 以 外 の 食 環 境 認 知 で オ ッ ズ 比 が

高 く な っ て い た ． モ デ ル 3 で は ， 食 物 へ の ア ク セ ス は 「 家 庭

内 で の 栄 養 バ ラ ン ス の 整 っ た 食 事 が と れ る 状 況 O R:6. 50（ 95 %  

CI 3.9 5-10 .70）」，食 情 報 へ の ア ク セ ス で は「 家 族 や 仲 間 か ら

の 健 康 や 栄 養 情 報 入 手 OR: 2. 7 0（ 95% CI 1 .6 5-4 .4 3）」，「 マ ス

コ ミ か ら の 正 し い 健 康 ・ 栄 養 情 報 入 手 O R:1. 75 （ 95%  CI 

1.08 - 2.8 3）」 を 認 知 し て い る こ と で 食 生 活 満 足 度 の 良 好 な 群

で オ ッ ズ 比 が 高 く な っ て い た ．   
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Ⅳ．考察  

在 宅 脊 損 者 の 健 康 関 連 QOL（ 身 体 的 サ マ リ ー ス コ ア ， 精 神

的 サ マ リ ー ス コ ア ）/食 生 活 満 足 度 と 食 環 境 認 知 と の 関 連 は そ

れ ぞ れ 異 な っ て い た ． 情 報 へ の ア ク セ ス で あ る 地 域 で の 食 情

報 入 手 は ， 身 体 的 サ マ リ ー ス コ ア と 精 神 的 サ マ リ ー ス コ ア で

共 通 し て 関 連 し て い た ． 一 方 ， 食 生 活 満 足 度 は ， 主 に 家 庭 内

で の 食 物 へ の ア ク セ ス お よ び 情 報 へ の ア ク セ ス が 関 連 し ， 健

康 関 連 QOL と 関 連 し た 変 数 と は 一 致 し な か っ た ．   

地 域 で の 健 康 づ く り で は ， 食 環 境 で あ る 食 物 へ の ア ク セ ス

や 情 報 へ の ア ク セ ス の 整 備 が 重 要 で あ る （ WHO）． 日 本 の 健 康

づ く り 施 策 に お い て も ， 食 環 境 整 備 が 重 点 課 題 の 1 つ に な っ

て い る 4 0 ） ． 本 研 究 で は ， 家 庭 ， 地 域 ， 社 会 の 面 か ら み た 食

物 へ の ア ク セ ス お よ び 情 報 へ の ア ク セ ス の う ち ， “ 地 域 か ら

の 食 情 報 入 手 ” が 身 体 的 サ マ リ ー ス コ ア と 精 神 的 サ マ リ ー ス

コ ア に 共 通 し て 関 連 し て い た ． 本 研 究 で 質 問 し た の は ， 地 域

か ら の 情 報 発 信 に つ い て で は な く ， 人 々 が そ れ を 受 信 し ， 認

知 し て い る か で あ る ． 何 に つ い て の 情 報 を 提 供 す る か

(pro duct )は 重 要 で あ る ．さ ら に 対 象 者 が 認 知 し や す い 内 容 や

や り 方 (p rom oti o n)か ，対 象 者 が 受 け 取 り や す い 場 所 や タ イ ミ

ン グ か (p lac e)な ど ，情 報 の 発 信 者 と 受 信 者 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ

ョ ン の と り や す さ が 重 要 と な る ． つ ま り ， 健 康 づ く り を 目 指

し た 地 域 で の 情 報 へ の ア ク セ ス で は ， pro duc t, prom otio n,  

plac e と い っ た ソ ー シ ャ ル マ ー ケ テ ィ ン グ の 視 点 を 加 え る 必

要 が あ る と 考 え る ．  

精 神 的 サ マ リ ー ス コ ア を 説 明 し う る 食 物 へ の ア ク セ ス の 変
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数 と し て ，“ 安 全 や 信 頼 ”で は な く ，栄 養 バ ラ ン ス の よ い 食 物

が 適 正 な 価 格 で 入 手 で き る と い っ た “ 経 済 面 ” に 関 す る 変 数

が 関 連 し た こ と は 興 味 深 い ． C as sady ら は 野 菜 や 果 物 の よ う

な 食 物 摂 取 の 良 好 さ と 関 連 す る 要 素 の 1 つ と し て ， 価 格 の 適

正 さ を 上 げ て い る 9 1 ） ． し か し な が ら ， 現 実 に は 地 域 の 食 環

境 整 備 を 進 め る 上 で ， 価 格 を コ ン ト ロ ー ル す る こ と は 困 難 で

あ る ． 対 象 者 が 考 え る "適 正 な 価 格 "と “ 現 実 の 価 格 ” に ギ ャ

ッ プ が あ る と 予 想 さ れ ， 何 を "適 正 な 価 格 "と 考 え る の か 判 断

が 難 し い ． モ デ ル 3 で ， な ぜ 精 神 的 サ マ リ ー ス コ ア と 適 正 な

価 格 が 関 連 し た の か ， さ ら な る 研 究 が 必 要 で あ る ．   

食 生 活 満 足 度 は ， 家 庭 内 に お け る 食 物 へ の ア ク セ ス ， 情 報

へ の ア ク セ ス と も に ポ ジ テ ィ ブ に 関 連 し た ． 地 域 住 民 を 対 象

に し た 先 行 研 究 9 2 ） で は ， 地 域 に 比 べ ， 家 族 ・ 友 人 と い っ た

身 近 な 食 物 へ の ア ク セ ス ， 情 報 へ の ア ク セ ス を 認 知 し て い る

者 で ，食 行 動 ，食 物 の 摂 取 状 況 が 良 好 で あ っ た ．プ リ シ ー ド ・

プ ロ シ ー ド モ デ ル 4 1 ） に 基 づ く 理 論 枠 組 み で は 2 6 ） ， 食 行 動

が 良 好 で あ れ ば ， 食 物 の 摂 取 状 況 も 良 好 と な り ， さ ら に 食 関

連 QOL が 良 好 と な る こ と が 考 え ら れ る .本 研 究 で は ，家 庭 の 食

環 境 認 知 が 食 生 活 満 足 度 の 良 好 さ に 関 連 す る こ と を 示 す こ と

が で き た ． 家 庭 内 で の 食 物 へ の ア ク セ ス は 精 神 的 サ マ リ ー ス

コ ア と も 関 連 し て い る ． 家 庭 内 の 食 事 は 身 体 的 側 面 よ り も 精

神 的 側 面 と の 関 わ り が 大 き い の か も し れ な い ． 家 庭 内 の 食 事

と メ ン タ ル ヘ ル ス と の 関 係 に つ い て 今 後 検 討 す る 価 値 が あ る ．  

本 研 究 に は ， い く つ か の 限 界 が あ る ． 第 1 に ， 横 断 研 究 で

あ り ， 健 康 関 連 Q OL お よ び 食 生 活 満 足 度 と 食 環 境 認 知 の 因 果
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関 係 は 言 及 で き な い ． 第 2 に ， 食 環 境 認 知 の 質 問 は 信 頼 性 ・

妥 当 性 が 検 証 さ れ て い な い ． 本 研 究 で 使 用 し た 以 外 に も 食 環

境 認 知 に ふ さ わ し い 質 問 項 目 が あ る か も し れ な い ． 第 3 に ，

本 研 究 の 対 象 者 が 居 住 す る 地 域 の 食 環 境 に つ い て は 調 査 し て

い な い ． 今 後 ， 実 際 の 食 環 境 と 食 環 境 の 認 知 に つ い て の 関 連

を 検 証 す る 必 要 が あ る ． 第 4 に ， 郵 送 調 査 の 回 収 率 は 2 9%と

低 か っ た ． 回 収 率 を 高 め る た め に 質 問 項 目 を 減 ら す ， リ マ イ

ン ダ ー 葉 書 を 出 す と い っ た 取 り 組 み は し た が ， こ の 回 収 率 に

と ど ま っ た ． 第 5 に ， 全 脊 連 の 登 録 会 員 で 在 宅 脊 損 者 を 対 象

と し て お り ， さ ら に ， 回 答 し て く れ た 者 の み を 対 象 と し て い

る た め ， 全 脊 連 の 全 て の 会 員 や 会 員 以 外 の 脊 損 者 に 結 果 を あ

て は め る こ と は で き な い ．   

今 後 の 課 題 と し て ， 在 宅 脊 損 者 が 居 住 地 域 か ら の 情 報 を 認

知 し や す い し く み に つ い て ， ソ ー シ ャ ル マ ー ケ テ ィ ン グ の 手

法 を 用 い て 検 討 し て い く 必 要 が あ る ． さ ら に ， 食 環 境 の 認 知

の 良 好 さ が 健 康 や QO L の 良 好 さ と 因 果 関 係 が あ る の か 検 証 す

る 必 要 が あ る ．  

結 論 と し て ， 在 宅 脊 損 者 の 健 康 関 連 Q OL（ 身 体 的 サ マ リ ー

ス コ ア ， 精 神 的 サ マ リ ー ス コ ア ） お よ び 食 生 活 満 足 度 と 食 環

境 認 知 の 各 要 素 と の 関 連 は そ れ ぞ れ 異 な っ て い た ． 情 報 へ の

ア ク セ ス で あ る 地 域 で の 食 情 報 入 手 は ， 身 体 的 サ マ リ ー ス コ

ア と 精 神 的 サ マ リ ー ス コ ア で 共 通 し て 関 連 し て い た ． 一 方 ，

食 生 活 満 足 度 は ， 主 に 家 庭 内 で の 食 物 へ の ア ク セ ス お よ び 情

報 へ の ア ク セ ス が 関 連 し ， 健 康 関 連 QOL を 説 明 す る 変 数 と は

一 致 し な か っ た ．  



53 
 

総合考察  
本 研 究 で は 在 宅 脊 損 者 の 健 康 づ く り の た め の 食 環 境 整 備 に

必 要 な 要 因 を 検 討 す る こ と を 目 的 と し て 研 究 を 進 め た ． 本 研

究 の 対 象 者 で あ る 在 宅 脊 損 者 は 排 泄 障 害 を 抱 え ， 褥 瘡 や 生 活

習 慣 病 に 罹 患 し や す い こ と が 報 告 さ れ て い る が 7 ） ，健 康 づ く

り に 関 す る 研 究 は 限 ら れ て い る ． 障 が い 者 を 対 象 に ， 健 康 づ

く り に お い て 最 終 目 標 と さ れ る Q OL の 維 持 ・ 向 上 の た め に ，

食 生 活 の QO L で あ る 食 生 活 満 足 度 を 用 い ， 食 環 境 整 備 の 要 因

を 検 討 し た 調 査 研 究 は わ れ わ れ が 知 る 限 り 初 め て の 知 見 で あ

り ，障 が い 者 の 健 康 づ く り の 促 進 に 貢 献 で き る 可 能 性 が あ る ． 

食 に 関 す る QOL が 良 好 な も の は ， 食 行 動 や 食 行 動 に 関 す る

準 備 要 因 が 良 好 で あ る こ と が 報 告 さ れ て い る 6 8 ） ． 在 宅 脊 損

者 の 食 生 活 満 足 度 の 良 好 さ は 何 が 要 因 な の か を 明 ら か に す る

た め に 食 物 摂 取 状 況 ， 行 動 ， 食 環 境 に つ い て 要 因 間 の 関 連 を

検 討 し た （ 研 究 課 題 1）． そ の 結 果 か ら ，「 家 族 や 仲 間 と の 会

話 」 や 「 周 囲 か ら の 支 援 」 と い っ た 他 者 と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ

ョ ン に 関 わ る 内 容 が 関 連 す る こ と が 明 ら か と な っ た ． 健 常 者

を 対 象 と し た 研 究 に お い て も 健 康 づ く り に お い て ， 周 囲 か ら

の 支 援 が あ る も の は 食 行 動 や 健 康 行 動 が 良 好 で あ る こ と が 報

告 さ れ て い る 6 1 ， 6 2 ） ． ま た ， 理 論 枠 組 み 2 6 ) に お い て も ， 周

囲 か ら の 支 援 を 含 め た 食 環 境 が 良 好 で あ れ ば QO L の 向 上 に つ

な が る こ と が 示 さ れ て い る こ と か ら ， 本 研 究 で 食 生 活 満 足 度

と 周 囲 か ら の 支 援 が 強 く 関 連 し た こ と は ， 先 行 研 究 や 理 論 枠

組 み と 一 致 し て い る ． し か し ， ど の よ う な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ

ン が 必 要 な の か ， 誰 か ら の 支 援 が 届 き や す い の か ま で は 本 研



54 
 

究 で は 言 及 で き て い な い ． 具 体 的 な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 取

り 方 や 支 援 の 内 容 に つ い て は ， 今 後 検 証 が 必 要 で あ る ．  

障 が い 者 の 健 康 づ く り に は ，社 会 参 加 が 不 可 欠 で あ る 5 9 ） .

一 方 ， 周 囲 か ら の 支 援 も 重 要 な 要 素 で あ る ． 脊 損 者 が 脊 髄 を

損 傷 後 ， 自 宅 に 戻 り ， Q O L を 高 く 保 つ に は ， 早 い 社 会 復 帰 が

望 ま れ る 5 1 ) ．ま た ，障 害 に よ る 日 常 生 活 の し づ ら さ を 支 え る

た め の 支 援 と い っ た も の も 必 要 と な る ． 社 会 参 加 と 周 囲 か ら

の 支 援 を 組 合 せ ， 双 方 が あ る こ と で 食 生 活 満 足 度 と 主 観 的 健

康 感 お よ び 食 行 動 や 食 行 動 に 関 わ る 中 間 ・ 準 備 要 因 が 良 好 で

あ っ た ． 特 に 社 会 参 加 が あ る こ と で ， 主 観 的 健 康 感 が 高 く ，

周 囲 か ら の 支 援 が あ る こ と で 良 好 な 食 生 活 と な っ て い た ． し

か し ，相 乗 効 果 は ほ と ん ど み ら れ な か っ た（ 研 究 課 題 2）．健

康 づ く り に お い て 重 要 で あ る ,能 動 的 な 社 会 参 加 と 受 動 的 な

周 囲 か ら の 支 援 と い う 相 反 す る 側 面 の あ る 要 因 を 組 み 合 わ せ

る こ と に よ り ， 相 乗 効 果 が み ら れ る と 考 え て い た が ， 結 果 は

仮 説 と は 異 な っ た ． 健 康 行 動 に 至 る ま で に は 様 々 な 要 因 が あ

り ， そ の 要 因 に よ り 影 響 を 受 け る 内 容 は 異 な る ． 例 え ば ， 身

体 活 動 お よ び 食 行 動 は 家 族 や 友 人 の 支 援 に 影 響 を 受 け る 一 方 ，

喫 煙 は 社 会 参 加 に 影 響 を 受 け て い た と い う 報 告 7 8 ) か ら も ，良

好 な 食 生 活 に は 複 数 の 要 因 が 関 連 し て い る と 考 え ら れ る ． そ

の た め ， 健 康 づ く り に 必 要 な 要 因 に つ い て の 組 合 せ に よ る 検

討 が 今 後 も 必 要 で あ る ．   

対 象 者 自 身 を と り ま く 食 環 境 の 認 知 は 食 行 動 の 良 好 さ と 関

連 す る こ と が 報 告 さ れ て い る 8 0 ） ．在 宅 脊 損 者 の 健 康 関 連 QOL

と 食 生 活 満 足 度 で は ， 関 連 す る 食 環 境 認 知 が そ れ ぞ れ 異 な っ
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た（ 研 究 課 題 3）．健 康 づ く り に お い て は ，健 康 関 連 Q OL と 食

関 連 QOL そ れ ぞ れ で 食 環 境 認 知 を 評 価 す る 必 要 が あ る こ と が

示 唆 さ れ た ． 食 関 連 QOL に 関 連 し た 家 庭 の 食 環 境 認 知 は ， 当

事 者 や 当 事 者 を 支 援 す る 家 族 等 に 対 し て の 栄 養 教 育 や 健 康 づ

く り の 場 の 環 境 整 備 に よ り 良 好 と な る こ と が 推 察 さ れ る ． 一

方 ，地 域 で の 食 情 報 を 入 手 し や す い 環 境 整 備 は ，健 康 関 連 QOL

を 高 め る 可 能 性 が あ る ． 今 後 ， 在 宅 脊 損 者 が 情 報 を 入 手 し や

す い と 認 知 で き る 情 報 の 内 容 や 情 報 が 届 き や す い 方 法 の 検 討

が 自 治 体 や 行 政 の 取 り 組 み と し て 必 要 で あ る ． 食 生 活 満 足 度

と 関 連 し た 家 庭 レ ベ ル の 食 環 境 認 知 に つ い て は ， 環 境 整 備 に

取 り 組 ん で も す ぐ に は 効 果 が 出 な い 可 能 性 が あ る た め 9 2 ) ，ど

の く ら い の 期 間 で 評 価 が 必 要 な の か と い っ た 検 討 も 求 め ら れ

る ．   

本 研 究 に は い く つ か の 限 界 が あ る ． 第 1 に ， 全 脊 連 の 登 録

会 員 で あ る 調 査 協 力 者 を 対 象 と し て お り ， 全 脊 連 の 全 て の 会

員 や 会 員 以 外 の 脊 損 者 ， 施 設 入 所 者 ， 特 に ， 高 位 頚 髄 損 傷 者

に そ の 結 果 を あ て は め る に は 注 意 を 要 す る こ と ， 第 2 に ， 横

断 調 査 で あ り ， 因 果 関 係 ま で 言 及 で き な い こ と ， 第 3 に 調 査

票 回 収 率 は 高 い と は 言 え な い こ と ， 第 4 に ， 調 査 項 目 以 外 の

要 因 ， 例 え ば 学 歴 ， 年 収 や 婚 姻 状 況 等 に つ い て は 質 問 し て い

な い た め ， こ れ ら の 要 因 に つ い て は 交 絡 因 子 と し て 調 整 で き

て い な い こ と が あ げ ら れ る ．  

こ の よ う な 限 界 は あ る も の の ， 本 報 告 は ， 在 宅 脊 損 者 を 対

象 と し た 健 康 づ く り の た め の 食 環 境 整 備 の 要 因 を 検 討 す る た

め の 基 礎 資 料 と し て 貴 重 で あ る ． 今 後 の 展 開 と し て ， 健 康 づ
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く り 施 策 を 考 え る 行 政 ， 自 治 体 等 の 地 域 診 断 ， 目 標 項 目 ， 食

環 境 整 備 の 優 先 順 位 設 定 の た め の 基 礎 資 料 と し て 活 用 さ れ ，

在 宅 脊 損 者 の よ う な 自 立 し て 生 活 し て い る 障 が い 者 も 含 め た

健 康 づ く り 施 策 が 策 定 さ れ る こ と が 望 ま れ る ． ま た ， 実 践 現

場 で の 在 宅 脊 損 者 の 健 康 づ く り の 介 入 企 画 プ ロ グ ラ ム を 実 施

す る た め の ア セ ス メ ン ト 項 目 の 参 考 資 料 と し て の 活 用 が あ げ

ら れ る ．   

 

結論  
理 論 枠 組 み を 用 い て 明 ら か に な っ た 食 関 連 QOL の 良 好 さ を

説 明 す る 食 生 活 要 因 は ， 公 衆 栄 養 プ ロ グ ラ ム の 目 標 お よ び 評

価 項 目 と な り う る ． ま た 健 康 関 連 QOL お よ び 食 関 連 Q OL の 良

好 さ に 関 連 し た 地 域 お よ び 家 庭 の 食 環 境 認 知 を 促 す 環 境 整 備

は ， 在 宅 脊 損 者 の 健 康 づ く り に 貢 献 で き る 可 能 性 が あ る こ と

が 示 さ れ た ．  



57 
 

文献  
1）  Worl d He alt h O r gani zati on． Ab o ut W HO．

http s:// www .wh o .int /abo ut/ mis s ion/ en/（ 20 19 年 1 月

11 日 に ア ク セ ス ）  

2）  衆 議 院 ： 日 本 国 憲 法 第 三 章 ．  

http ://w ww. shu g iin. go.j p/i nte r net/ itdb _an nai . nsf/ h

tml/ stat ics /sh i ryo/ dl- c ons tit u tion .htm #3s ho（ 2018

年 10 月 3 日 に ア ク セ ス ）  

3）  厚 生 労 働 省 ．第 3 編 社 会 福 祉 ，第 3 章 障 害 者 福 祉 ，第 3- 2 6

表  身 体 障 害 者 手 帳 交 付 台 帳 登 載 数 . 

http ://w ww. mhl w .go. jp/t ouk ei/ y oura n/in dex yk_ 3 _3.h t

ml（ 2018 年 4 月 5 日 に ア ク セ ス ）  

4）  Kemp  BJ.  Wh at th e re habi lit ati on  pro fess ion al an d th e 

cons umer  ne ed t o kn ow, Phy s M e d Re habi l C lin  N Am . 

2005 ; 16 : 1 -18 .  

5）  大 和 田 浩 子 ． 知 的 障 害 者 の 栄 養 状 態 と 栄 養 管 理 ． 栄 養 学

雑 誌 ． 20 09； 67： 39 -48．  

6）  秦 希 久 子 ， 角 田 伸 代 ， 稲 山 貴 代 ． 在 宅 脊 髄 損 傷 者 の 食 生

活 の 包 括 的 特 性 な ら び に 性 ・ 年 齢 区 分 ・ 損 傷 部 位 に よ る

差 異 に つ い て の 検 討 ． 栄 養 学 雑 誌 ． 2 0 1 2； 7 0： 3 4 6 - 3 6 1． 

7）  佐 久 間  肇 ．脊 髄 損 傷 者 を 対 象 と し た 臨 床 検 査 研 究 ．研 究

代 表 者  樋 口 幸 治 ．厚 生 労 働 科 学 研 究 費 補 助 金 ，障 害 保 健

福 祉 総 合 研 究 事 業 ， 脊 髄 損 傷 者 の 生 活 習 慣 病 ・ 二 次 的 障

害 予 防 の た め の 適 切 な 運 動 処 方・生 活 指 導 に 関 す る 研 究 ，

平 成 1 7～ 19 年 度 総 合 研 究 報 告 書 ．東 京：厚 生 労 働 省；200 7．



58 
 

37-5 8．   

8）  二 瓶 隆 一 ． 頸 髄 損 傷 と は ． 二 瓶 隆 一 ， 木 村 哲 彦 ， 牛 山 武

久 ， 他 編 ． 頸 髄 損 傷 の リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 改 訂 第 2 版 ．

東 京 ： 協 同 医 書 出 版 社 ； 200 6． 2 -10.   

9）  柴 崎 啓 一 ， 田 村 睦 弘 ． 脊 髄 と は ． 脊 損 ヘ ル ス ケ ア 編 集 委

員 会 編 ．脊 損 ヘ ル ス ケ ア 基 礎 編 ．東 京： N PO 法 人 日 本 せ き

ず い 基 金 ； 2 005 . 13-1 9．   

10）  池 上 晴 男 ． 運 動 不 足 と そ の 影 響 ． 現 代 の 体 育 ・ ス ポ ー

ツ 科 学 [新 版 ]運 動 処 方 理 論 と 実 際 ．東 京：朝 倉 書 店；1 992．

34-4 1．   

11）  陶 山 哲 夫 ． 前 掲 書 8)： 83- 98．   

12）  鷹 野 昭 士 ． 前 掲 書 8)： 11- 13．  

13）  岩 坪 暎 二 ． 前 掲 書 9)： 57- 66．   

14）  谷 津 隆 男 ． 慢 性 期 の 排 便 法 ・ 総 論 ． 住 田 幹 男 ， 田 中 宏

太 佳 ， 陳  隆 明 ， 他 編 ． 脊 損 慢 性 期 マ ネ ジ メ ン ト ガ イ ド ．

東 京 ： NPO 法 人 日 本 せ き ず い 基 金 ； 20 05． 43- 48．   

15）  新 宮 彦 助 ． 日 本 に お け る 脊 髄 損 傷 の 疫 学 調 査 第 3 報

（ 19 90-1 992）． 日 本 パ ラ プ レ ジ ア 医 学 会 雑 誌 ． 1 995； 8：

26-2 7．  

16）  厚 生 労 働 省 ． 身 体 障 害 者 の 疾 患 別 状 況 ， 平 成 13 年 身 体

障 害 児 ・ 者 実 態 調 査 結 果 ．

http ://w ww. mhl w .go. jp/h oud ou/ 2 002/ 08/h 080 8- 2 . html

（ 20 18 年 12 月 1 7 日 に ア ク セ ス ）  

17）  厚 生 労 働 省 ． 表 1 2 身 体 障 害 の 原 因 と な っ た 疾 患 ， 平 成

18 年 身 体 障 害 児 ・ 者 実 態 調 査 結 果 ．（ 200 8） 厚 生 労 働 省 ，



59 
 

東 京

http s:// www .mh l w.go .jp/ tou kei / saik in/h w/s hin t ai/0 6

/dl/ 01.p df（ 20 1 8 年 12 月 17 日 に ア ク セ ス ）  

18）  厚 生 労 働 省 ． 全 国 の 社 会 福 祉 施 設 等 の 状 況 ， 定 員 ・ 在

所 者 数 ， 平 成 13 年 社 会 福 祉 施 設 等 調 査 結 果 の 概 況 ．  

http ://w ww. mhl w .go. jp/t ouk ei/ s aiki n/hw /fu kus h i/01 /

inde x.ht ml（ 20 1 8 年 12 月 31 日 に ア ク セ ス ）  

19）  厚 生 労 働 省 ． 施 設 の 状 況 ， 定 員 ・ 在 所 者 数 ・ 在 所 率 ，

平 成 １ ８ 年 社 会 福 祉 施 設 等 調 査 結 果 の 概 況 ．  

http ://w ww. mhl w .go. jp/t ouk ei/ s aiki n/hw /fu kus h i/06 /i

ndex .htm l（ 2018 年 12 月 31 日 に ア ク セ ス ）．  

20）  稲 山 貴 代 ， 横 瀬 道 絵 ， 角 田 伸 代 ， 他 ． 推 定 方 法 の 違 い

に よ る 在 宅 の 脊 髄 損 傷 者 の 推 定 エ ネ ル ギ ー 必 要 量 に つ い

て の 検 討 ． 栄 養 学 雑 誌 ． 201 3； 7 1： 5 9-66．  

21）  Inay ama  T， Hig uc hi Y , T sun oda  N,  et a l. Ass ocia ti ons 

betw een  ab dom ina l v isce ral  f at  a nd surr oga te  me a sure s 

of o bes ity  in  J apan ese  men  wi t h sp ina l c ord  i njur y. 

Spin al C oad . 2 0 14; 52:5 56- 563 .   

22）  金 谷 由 希 ， 石 田 裕 美 ． 障 害 者 支 援 施 設 に お け る 「 日 本

人 の 食 事 摂 取 基 準 」 の 活 用 に 関 す る 基 礎 的 検 討 ． 栄 養 学

雑 誌 ． 20 10； 68： 10 4- 10 9．  

23）  内 山 久 子 ， 角 田 伸 代 ， 横 瀬 道 絵 ， 他 ． 脊 損 者 の 栄 養 ・

食 事 計 画 に お け る 安 静 時 代 謝 量 測 定 意 義 の 検 討 ． 日 本 栄

養 士 会 雑 誌 ． 20 1 0； 5 3： 1 9-2 6．  

24）  横 瀬 道 絵 ， 角 田 伸 代 ， 加 園 恵 三 ， 他 ． 在 宅 脊 損 者 の 食



60 
 

生 活 と 食 行 動 ・ 食 態 度 の 指 標 と の 関 連 に つ い て の 検 討 ．

栄 養 学 雑 誌 ． 20 1 0； 6 8： 1 83- 192．  

25）  溝 口 景 子 ，武 見 ゆ か り ，足 立 己 幸 ．若 年 勤 労 男 性 の「 仕

事 意 識 の 良 好 さ 」と 食 生 活 な ら び に 労 働 生 活 と の 関 連 —都

内 医 療 機 器 メ ー カ ー 男 子 社 員 の 事 例 —． 栄 養 学 雑 誌 ．

2004； 62： 2 69- 2 83．   

26）  厚 生 労 働 省 ．健 康 日 本 2 1，付 録 １ 栄 養・食 生 活 と 健 康 ・

生 活 の 質 （ Q OL） な ど の 関 係 に つ い て － 栄 養 ・ 食 生 活 分 野

に お け る 目 標 設 定 の 視 点 － ．

http ://w ww. ken k ouni ppon 21. gr. j p/ke nkou nip pon 2 1/ab ou

t/ka kuro n/i nde x .htm l（ 2 018 年 1 2 月 31 日 に ア ク セ ス ）．  

27）  Groa h SL , N ash  MS , Ljun gbe rg I H, e t a l . N utr i ent 

inta ke a nd body  hab i tus aft er s p inal cor d i njur y : an 

anal ysis by se x and le vel o f in j ury. J Spin al C o rd Med . 

2009 ; 32 :25 -33 .  

28）  Lieb erma n J , G o ff D J, H amm ond  F, e t al . D iet a ry 

inta ke an d ad he renc e to t he 2 0 10 Di etar y Gu id elin es 

f or Ame rica ns  a mong  in divi dua l s wi th chr oni c spin al 

cord  in jur y: A p ilot  st udy . J  Sp inal  Co rd Med . 2 014;  

37: 751- 757 .  

29）  Chen  Y, Hen son  S,  J acks on AB,  et a l. O bes ity  

inte rven tio n i n  per sons  wi th s pina l co rd inj u ry. 

Spin al C ord . 2 0 06; 44: 82– 91.  

30）  厚 生 労 働 省 ．健 康 づ く り の た め の 食 環 境 整 備 の 必 要 性 ．

健 康 づ く り の た め の 食 環 境 整 備 に 関 す る 検 討 会 ． 健 康 づ



61 
 

く り の た め の 食 環 境 整 備 に 関 す る 検 討 会 報 告 書 ． 東 京 ：

厚 生 労 働 省 ； 20 0 4． 9 -13．  

31）  健 康 ・ 栄 養 情 報 研 究 会 ． 食 生 活 状 況 ． 健 康 ・ 栄 養 情 報

研 究 会 編 ．国 民 栄 養 の 現 状 ，平 成 11 年 国 民 健 康 栄 養 調 査

結 果 ． 東 京 ： 第 一 出 版 ； 200 1． 5 4．  

32）  健 康 ・ 栄 養 情 報 研 究 会 ． 食 生 活 状 況 ． 健 康 ・ 栄 養 情 報

研 究 会 編 ．国 民 栄 養 の 現 状 ，平 成 12 年 厚 生 労 働 省 国 民 健

康 栄 養 調 査 結 果 ． 東 京 ： 第 一 出 版 ； 2002． 5 5-5 8．  

33）  厚 生 労 働 省 ． 前 掲 書 3 0)： 38- 43  

34）  Pusk a P,  Mc ali s ter A, N iem ens i vu H , et  al . A  

tele visi on for m at f or n ati ona l  hea lth pro mot i on: 

Finl and’ s “ Key s t o Heal th” . P ubli c H eal th  Re p orte r. 

1987 ; 10 2:2 63- 2 69.  

35）  Pusk a P. S ucc ess ful pr eve nti on o f non- com mun ica ble  

dise ases : 2 5 y e ar e xp er ien ces  with  Nor th Kar e lia 

Proj ect in Fin l and.  Pub lic  He a lth Medi cin e. 2 002;  

4:5- 7  

36）  Piet inen  P,  Va r tiai nen E, Kor h onen  HJ,  et  al .  

Nutr itio n a s a  comp onen t i n c o mmun ity con tro l  of 

card iova scu lar  dise ase  (T he  No rth  Kar eli a Pro ject ).  

Am J  Cli n N utr .  198 9; 4 9: 1 017 - 1024 .  

37）  Luep ker RV,  Mu r ra y DM,  Jac obs  D R, e t a l. C omm un ity 

Educ atio n for  ca rdio vasc ula r dis ease  pr eve nti on:  ris k  

fact or c han ges  i n th e Mi nne sot a Hear t He alt h P ro gram . 

A m j  pub l h eal t h. 1 994;  84 :13 8 3-13 93.  



62 
 

38）  Keld er  SH,  Perr y  LP , Lyt le  AL , e t a l.C ommu nit y- wide 

yout h n utr iti on educ atio n:  lo ng -ter m o utc ome s  o f  t h e  

Minn esot a H ear t  Hea lth Pro gra m . He ath Edu cat i on 

Rese arch .19 95;  10:1 19-1 31.  

39）  Para dis  G,  O’ Lough lin  J,  El li ott M,  et  al . C oeur  

en s anté  St -He nr i- a  hea rt hea lt h pr omot ion  pr og ramm e 

in a  low  in com e , lo w ed uca tio n  nei ghbo urh ood  in 

Mont real , C ana d a: t heo reti cal  mode l a nd ear ly  fie ld 

expe rien ce.  J E pide miol  Co mmu n ity Heal th.  1 9 9 5; 

49:5 03-5 12.  

40）  厚 生 労 働 省 ． 健 康 日 本 21（ 第 ２ 次 ） の 推 進 に 関 す る 参

考 資 料 ，

http s:// www .mh l w.go .jp/ bun ya/ k enko u/dl /ke nko u nipp o

n21_ 02.p df（ 20 1 8 年 1 月 11 日 に ア ク セ ス ）．  

41）  グ リ ー ン L W，ク ロ イ タ ー  MW．神 馬 征 峰 訳 ．実 践 ヘ ル ス

プ ロ モ ー シ ョ ン - PREC EDE-  PR OCE E D モ デ ル に よ る 企 画 と

評 価 ． 東 京 ： 医 学 書 院 ; 200 5. 8 -25．   

42）  Stot ts J L, Loh s e B.  Rel iab ili t y of  the  ec Sat t er 

Inve ntor y a s a  tool  to  me asur e  eat ing  co mpet e nce.  J 

Nutr   Ed uc Beh a v. 2 007;  39 :16 7 -170 .  

43）  健 康 ・ 栄 養 情 報 研 究 会 ． 食 品 群 別 摂 取 量 ． 健 康 ・ 栄 養

情 報 研 究 会 編 ． 国 民 健 康 ・ 栄 養 の 現 状 -平 成 18 年 厚 生 労

働 省 国 民 健 康・栄 養 調 査 報 告 よ り -．東 京：第 一 出 版；2009．

93-9 8．   

44）  社 団 法 人 全 国 脊 髄 損 傷 者 団 体 連 合 会 .組 織 紹 介 .  



63 
 

http ://w ww. zen s ekir en.j p/（ 20 1 8 年 12 月 31 日 ）  

45）  NPO 法 人 日 本 せ き ず い 基 金 ： 日 本 脊 髄 基 金 に つ い て ，

http ://w ww. jsc f .org /ind ex. htm l（ 20 18 年 12 月 3 1 日 ）  

46）  Liou  TH,  Pi -Su n yer FX, Laf err e re B . Ph ysi cal  

Disa bili ty and  Obes ity.  Nu tr  R ev. 20 0 5; 63: 32 1- 33 1. 

47）  Tate DG, Ril ey B B, Pe rna R, e t a l. Qu ali ty o f li fe  

issu es a mon g w o men with  ph ysi c al d isab ili tie s  or 

brea st ca nce r. A rch P hys M ed R eha bil. 1997 ; 78 :S1 8- 25 .  

48）  Norm an G J, K olo d ziej czyk  JK , Ad a ms MA , et  al . Fr uit 

a nd vege tab le in take  and  ea tin g beha vior s m edi at e th e 

effe ct o f a  ra nd omiz ed t ext -me ss age base d w eig ht  los s 

prog ram.  Pr ev M ed. 2012 ; 5 6:3 - 7.  

49）  Mirm iran  P , Noo ri N, Zav are h M B,  et al.  F ruit  an d  

vege tabl e c ons u mpti on a nd ris k  fac tors  fo r 

card iova scu lar  dise ase.  Me tab o lism . 20 09;  

58:4 60-4 68.  

50）  Cart er P , G ray  LJ, Trou ght on J , et  al.  Fr uit  and 

vege tabl e i nta k e an d in cid enc e  of type  2 dia b etes  

mell itus : sys te mati c r evi ew  an d m eta- ana lys is . B MJ.  

2010 ;  3 41: c42 2 9.  

51）  佐 久 間  肇 ． 前 掲 書 8 ):24 8- 2 52  

52）  厚 生 労 働 省 ． 保 険 者 に よ る 健 診 ・ 保 健 指 導 等 に 関 す る

検 討 会 （ 第 9 回 ）， 第 ２ 期 特 定 健 康 診 査 等 実 施 計 画 に お け

る 保 険 者 の 目 標 に つ い て ．

http s:// www .mh l w.go .jp/ stf /sh i ngi/ 2r98 520 000 0 2d8f t-



64 
 

att/ 2r98 520 000 0 2d8k y.pd f（ 2 019 年 1 月 11 日 に ア ク セ ス ）． 

53）  Gars hick E, Ke ll ey A, Co hen SA, e t al. A p ros pect ive  

asse ssme nt o f mo rtal ity i n ch ron ic sp inal cor d in jury .  

S pin al C ord . 2 0 05; 43:4 08- 416 .  

54）  de G root  S,  Po st  MW,  Sn oek GJ ,  e t al . L ongi tud i nal 

asso ciat ion  be t ween  lif est yle  and coro nar y h e art 

dise ase ris k f a ctor s am ong  in d ivid uals  wi th s pina l 

cord  inj ury . S p inal  Cor d. 201 3 ; 51 :314 -31 8.  

55）  Worl d He alt h O r gani zati on.  So c ial part ici pat i on. 

Soci al d ete rmi n ants  of hea lth .  

http ://w ww. who . int/ soci al_ det e rmin ants /th eco m miss i

on/c ount ryw ork / with in/s oci alp a rtic ipat ion /en / (2019

年 1 月 2 日 に ア ク セ ス ).  

56）  Worl d He alt h O r gani zati on.  To w ards  A C omm on 

Lang uage  For  Fu ncti o nin g,  Di sa bili ty  an d Heal th ICF .  

http ://w ww. who . int/ c las sif ica t ions /icf /ic fbe g inne rs

guid e.pd f?u a=1  (2019 年 1 月 2 日 に ア ク セ ス ) .  

57）  藤 原 佳 典 , 杉 原 陽 子 , 新 開 省 二 ． ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 が

高 齢 者 の 心 身 の 健 康 に 及 ぼ す 影 響 ， 地 域 保 健 福 祉 に お け

る 高 齢 者 ボ ラ ン テ ィ ア の 意 義 ．日 本 公 衆 衛 生 雑 誌 ．2 0 0 5；

52： 293- 307．  

58）  Ichi da Y , H ira i  H, Kond o K , e t  al.  Doe s s oci a l 

part icip ati on  i mpro ve sel f-r at ed h eal th  in  th e  old er 

p opu lati on?  a q u asi- expe rim ent a l int erv ent ion s tudy . 

Soc Sci Med . 2 0 13; 94:8 3- 9 0  



65 
 

59）  US D epar tme nt o f He alth  an d H u man Serv ice s. T he 

Surg eon Gen era l’ s call  to  ac t ion to i mpr ove  the 

heal th a nd wel l ness  of per son s  wit h di sab ili t ies．

Wash ingt on,  D C:  Offi ce of  th e Su rgeo n G ene ral ; 2 005. 

1-26 .  

60）  Seem an TE , Be rk man L F. St ruc tu ral c hara cte ris tics  

of s ocia l n etw or ks a nd t hei r r el atio nshi p w ith  s ocia l 

s upp ort in t he e lder ly: who prov ides sup port . So c Sci  

Med.  198 8; 26:  737- 749  

61）  Shai kh A R, Yar o ch A L, N ebe lin g  L, et a l. 

Psyc hoso cia l p r edic tors  of  fr u it a nd v eg e tab l e 

cons umpt ion in a dult s: a rev iew of th e li ter atur e. Am  

J Pr ev M ed.  20 0 8; 3 4: 5 35- 543 .  

62）  Tame rs S L, Ber e sf or d SA , C hea d le A D, e t a l. T he 

asso ciat ion  be t ween  wor ksi te s ocia l su ppo rt,  diet , 

phys ical  ac tiv i ty a nd b ody  ma s s in dex.  Pr ev M ed. 

2011 ;53 : 5 3-5 6 . 

63）  Hean ey C A, Isr a el B A. S oci al n etwo rks and  so c ial 

supp ort.  Gl anz  K, R ime r B K, Vi swan ath  K eds.  Heal th 

b eha vior  a nd hea lth edu cat ion : t heor y, res ear c h ,  a n d  

prac tice  4t h e d . Sa n Fr anc isc o : Jo ssey -Ba ss;  2008 . 

189– 210.  

64）  Hous e J S. Work  stre ss and  soc i al s upp ort.  Bo s ton: 

Addi son- Wes ley  Educ atio nal  Pu b lish ers Inc ; 

1981 .1-1 56  



66 
 

65）  Rimm er J H, W ang  E, Pe lle gri ni C A , et al. Tel ehe a lth 

weig ht m ana gem e nt i nter ven tio n  for  adu lts  wi t h 

phys ical  d isa bil iti e s: a r and omi zed con tro lle d t rial .  

Am J  Phy s M ed R ehab il. 201 3; 9 2:10 84–1 094 .  

66）  Idle r EL , Kas l S . Hea lth perc ep tion s an d sur vi val,  

do g loba l e val ua tion s of  he alt h stat us r eal ly pr edic t 

mort alit y? J G e ront ol. 199 1; 4 6:S5 5- 65 .  

67）  Idle r EL , B eny a mini  Y. Sel f- r a ted heal th and  

mort alit y:  a  re v iew  of  tw ent y- s e v en  com mun ity  s t udie s. 

J He alth  So c B e hav.  199 7; 38: 2 1– 37 .  

68）  會 退  友 美 ， 赤 松  利 恵 ， 林  芙 美  他 ， 成 人 期 の 食 に 関

す る 主 観 的  QOL  (sub ject ive  di e t-r e late d q ual i ty o f 

life ( SDQ OL) ) と 食 知 識 , 食 習 慣 の 関 連  :  男 女 に よ る 比

較 検 討 ． 栄 養 学 雑 誌 ． 20 12； 70： 18 1- 18 7．  

69）  調 査 の 概 要 ． 国 民 健 康 ・ 栄 養 の 現 状 -平 成 20 年 厚 生 労

働 省 国 民 健 康・栄 養 調 査 報 告 よ り -．東 京：第 一 出 版；2011．

35．  

70）  Ishi zaki  T, Wat a nabe S, S uzu ki T , et al. Pre dic t ors 

f or func tio nal  decl ine amo ng n ondi sabl ed old e r 

Japa nese  li vin g  in a co mmu nit y  dur ing a 3 -ye a r 

foll ow-u p. J A m  Ger iatr  So c. 2 000;  48: 142 4- 1 4 29.  

71）  内 閣 府 ． 障 害 者 施 策 ， 障 害 者 基 本 法 （ 昭 和 四 十 五 年 五

月 二 十 一 日 法 律 第 八 十 四 号 ）．

http ://w ww8 .ca o .go. jp/s hou gai / suis hin/ kih onh o u/s4 5

-84. html（ 2 018 年 12 月 31 日 に ア ク セ ス ）．  



67 
 

72）  厚 生 労 働 省 ． 地 域 社 会 に お け る 共 生 の 実 現 に 向 け て 新

た な 障 害 保 健 福 祉 施 策 を 講 ず る た め の 関 係 法 律 の 整 備 に

関 す る 法 律 の 概 要 ．

http ://w ww. mhl w .go. jp/s eis aku n itsu ite/ bun ya/ h ukus h

i_ka igo/ sho uga i shah ukus hi/ sou g oush ien/ dl/ sou g oush i

en-0 1.pd f（ 2018 年 4 月 5 日 に ア ク セ ス ）．  

73）  Stan ton  CA,  Gr ee n SL , F rie s E A: D iet- spec ifi c s oc ia l 

s upp ort a mon g r ural adol esc ent s. J Nu tr E duc Beha v.  

2007 ; 39 :21 4-2 1 8.  

74）  Suzu ki T, Shi ba ta H . An int rod ucti on of the  T okyo  

Metr opol ita n I n stit ute of Ger o ntol ogy Lon git u dina l 

Inte rdis cip lin a ry S tudy  on  Ag i ng ( TMIG -LI SA,  

1991 -200 1).  Ge r iatr  Ger ont ol I nt. 2003 ; 3 :S1 - S4.  

75）  Shin kai S, K uma g ai S,  Fuj iwa ra Y , et al. Pre dic t ors 

for t he on set o f fun ctio nal de clin e amo ng i ni tial ly 

n on- disa ble d ol d er pe ople liv ing in a co mmu nit y du ring  

a 6- year  fo llo w -up.  Ger iat r G e ront ol I nt.  2 0 0 3 ; 

3:S3 1-S3 9.  

76）  岡 本 秀 明 ． 高 齢 者 の 社 会 活 動 と 生 活 満 足 度 の 関 連 , 社

会 活 動 の 4 側 面 に 着 目 し た 男 女 別 の 検 討 ． 日 本 公 衆 衛 生

雑 誌 ． 20 08； 55： 38 8- 39 5．  

77）  德 弘 昭 博 ． 脊 髄 損 傷 者 の 社 会 復 帰 ． 住 田 幹 男 ， 德 弘 昭

博 ，真 柄  彰 ，他 編 ．脊 髄 損 傷 者 の 社 会 参 加 マ ニ ュ ア ル ．

東 京 ： NPO 法 人 日 本 せ き ず い 基 金 ； 20 08． 2-1 6．   

78）  Bour ke L, Hump hr eys J, Luk aiti s F . He alt h b ehav io urs  



68 
 

of yo ung , ru ral  resi dent s: a ca s e stu dy.  Aus t J Rura l 

Heal th. 200 9; 1 7:86 -91.  

79）  Meul enka mp TM,  Ca rd ol M , v an d er H oek LS,  et  al. 

Part icip ati on  o f p eopl e wit h p hysi cal  di sab il itie s: 

thre e-ye ar  tr en d an d pot enti al  for imp rov eme nt . Ar ch 

P hys  Med  Re hab i l. 2 013;  94 :94 4 -950 .  

80）  Casp i CE , S ore n sen G, S ubr ama n ian SV, et al.  The 

loca l fo od env ir onm e nt a nd die t:  A s yste mat ic re view . 

Heal th &  Pl ace .  201 2; 1 8:1 172 – 1187 .  

81）  McLe roy KR,  Bi b eau D, S tec kle r  A, et a l. An 

Ecol ogic al  Pe rs pect ive  on  H ealt h Pr omo tio n Prog rams .  

Heal th E duc  Q.  1988 ; 15 :35 1– 3 7 7 .  

82）  Kush ida O, Mur a yama  N. Eff ect s  of Envi ron men t al 

Inte rven tio n i n  Wor kpla ce Caf e teri as o n V ege t able  

Cons umpt ion by M ale W ork ers.  J N utr E duc Beh av. 2014 ;  

4 6: 350– 358 .  

83）  三 澤  朱 実 , 由 田  克 士 , 福 村  智 恵  他 ． 従 業 員 食 堂 に

お け る 長 期 間 の 食 環 境 介 入 が 野 菜 類 の 摂 取 量 に 及 ぼ す 効

果 ． 産 業 衛 生 学 雑 誌 ． 20 15； 57： 97 -107．  

84）  澤 田  樹 美 , 武 見  ゆ か り ,  村 山  伸 子  他 ， 従 業 員 食 堂

を 利 用 し た 食 環 境 介 入 プ ロ グ ラ ム に よ る 野 菜 類 摂 取 量 の

変 ． 栄 養 学 雑 誌 ． 20 13； 71： 25 3 -263．  

85）  Lee NR, Kot ler  P. S ocia l M ark e ting : in flu enc i ng 

beha vior s f or g ood 4th edn . C a lifo rnia : S AGE  

Publ icat ion s; 2 011.  1- 2 6  



69 
 

86）  Will iams  LK , T h ornt on L , B all  K, e t al . I s t h e 

obje ctiv e f ood  envi ronm ent  as s ocia ted wit h 

perc epti ons  of  the food  en vir o nmen t? P ubl ic H ealt h 

Nutr . 20 11;  15 : 291– 298.  

87）  Cont ento IR. N ut riti on ed uca tio n : Link ing rese ar ch, 

theo ry, and  pr a ctic e. A sia  Pa c  J C lin Nut r. 2 008;  

17:1 76–1 79.  

88）  武 見 ゆ か り ．食 環 境 の 整 備 及 び 目 標 設 定 に 関 す る 研 究 ．

代 表 研 究 者  下 光 輝 一 ． 平 成 20 年 度 厚 生 労 働 科 学 研 究 費

補 助 金 循 環 器 疾 患 ・ 糖 尿 病 対 策 総 合 研 究 事 業 「 健 康 づ く

り 支 援 環 境 の 効 果 的 な 整 備 施 策 お よ び 政 策 目 標 の 設 定 に

関 す る 研 究 」 報 告 書 .  東 京 ： 厚 生 労 働 省 ； 2 0 0 3． 4 3 - 5 0．  

89）  福 原 俊 一 ， 鈴 鴨 よ し み ． SF-8 に つ い て ． 福 原 俊 一 ， 鈴

鴨 よ し み 編 ．健 康 関 連 Q OL 尺 度 SF - 8 日 本 語 版 マ ニ ュ ア ル ．

京 都：特 定 非 営 利 活 動 法 人 健 康 医 療 評 価 研 究 機 構；2004．

7-12．   

90）  Ware JE, Sher bo urne CD. The  MOS  36- i tem shor t- form  

heal th s urv ey ( SF-3 6). I. Con c eptu al f ram ewo r k an d 

item  sel ect ion .  Med ical  Ca re.  1992 ; 30 :47 3- 8 3 . 

91）  Cass ady  D,  J ett e r K M, Cul p J. Is  pr ice  a  ba rrie r  to 

eati ng m ore  fr u its and veg eta b les for low -in c ome 

fami lies ? J  Am  Diet  Ass oc.  20 0 7; 1 07:1 909 –19 1 5.  

92）  武 見 ゆ か り ．食 環 境 の 整 備 及 び 目 標 設 定 に 関 す る 研 究 ．

研 究 代 表 者  下 光 輝 一 ． 平 成 22 年 度 厚 生 労 働 科 学 研 究 費

補 助 金 循 環 器 疾 患 ・ 糖 尿 病 対 策 総 合 研 究 事 業 「 健 康 づ く



70 
 

り 支 援 環 境 の 効 果 的 な 整 備 施 策 お よ び 政 策 目 標 の 設 定 に

関 す る 研 究 」 報 告 書 ． 東 京 ： 厚 生 労 働 省 ； 2 0 1 1． 3 7 - 4 9． 



71 
 

参考資料（図）  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

図 1  脊 柱 と 脊 髄 ， 脊 髄 神 経 の 位 置 関 係 を 示 す 模 式 図 お よ び  

脊 髄 の 髄 節 支 配 筋 と 残 存 機 能  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（杉 浦 和 朗 ：イラストによる中 枢 神 経 系 の理 解  第 3 版 ,医 歯 薬 出 版 ，

1 9 9 8 より二 瓶 改 変 /二 瓶 隆 一 ：頚 髄 損 傷 のリハビリテーション改 訂 第 2

版 ,協 同 医 書 出 版 社 , 2 0 0 6 ）  

（柴 崎 啓 一 ，田 村 睦 弘 ：脊 損 ヘルスケア，脊 損 ヘルスケア編 集 委 員 会

編 , 2 0 0 5 ）  
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図 2  健 康 づ く り と 食 環 境 と の 関 係  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（厚 生 労 働 省 ：健 康 づくりのための食 環 境 整 備 に関 する検 討 会 報 告 書 ，

2004 ）  
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図 3  保 健 計 画 の 企 画 と 評 価 の た め の  

プ リ シ ー ド ・ プ ロ シ ー ド モ デ ル の 統 括 図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Gr e en ,  L . W .  a n d  K r e u t e r ,  M .W . ,  2 0 0 5 /神馬 訳 ）  
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調査結果（表）  
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人 人 人

性別 男性 723 （ 84.8 ） 191 （ 92.7 ） 532 （ 82.2 ） 13.3 ＜0.001

女性 130 （ 15.2 ） 15 （ 7.3 ） 115 （ 17.8 ）

年齢区分 49歳以下 146 （ 17.1 ） 38 （ 18.4 ） 108 （ 16.7 ） 10.8 0.013

50～59歳 181 （ 21.2 ） 29 （ 14.1 ） 152 （ 23.5 ）

60～69歳 309 （ 36.2 ） 74 （ 35.9 ） 235 （ 36.3 ）

70歳以上 217 （ 25.4 ） 65 （ 31.6 ） 152 （ 23.5 ）

損傷部位 頸髄 247 （ 29.0 ） 52 （ 25.2 ） 195 （ 30.1 ） 1.8 0.40

胸髄 438 （ 51.3 ） 111 （ 53.9 ） 327 （ 50.5 ）

腰髄 168 （ 19.7 ） 43 （ 20.9 ） 125 （ 19.3 ）

受傷後経過年数 9年以下 79 （ 9.7 ） 19 （ 9.7 ） 60 （ 9.8 ） 2.9 0.58

10～19年 165 （ 20.3 ） 43 （ 21.9 ） 122 （ 19.8 ）

20～29年 179 （ 22.1 ） 39 （ 19.9 ） 140 （ 22.8 ）

30～39年 216 （ 26.6 ） 47 （ 24.0 ） 169 （ 27.5 ）

40年以上 172 （ 21.2 ） 48 （ 24.5 ） 124 （ 20.2 ）

居住形態 一人暮らし 106 （ 12.4 ） 11 （ 5.3 ） 95 （ 14.7 ） 12.5 ＜0.001

同居 747 （ 87.6 ） 195 （ 94.7 ） 552 （ 85.3 ）

社会参加有無 あり 543 （ 68.7 ） 145 （ 75.1 ） 398 （ 66.7 ） 4.9 0.016

なし 247 （ 31.3 ） 48 （ 24.9 ） 199 （ 33.3 ）
†未回答は欠損値として扱い，除外した．割合は小数点以下第2位を四捨五入しているため，合計しても100％とならない箇所がある．

（％） （％） （％）

表1　食生活満足度と対象者の属性

項　目
全　体†

食生活満足度

とても満足している それ以外
χ2 ｐ値

ｎ=206 ｎ=647
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表2　食生活満足度と食物摂取状況，行動，食環境の関係（二項ロジスティック回帰分析†）

人 (%) 人 (%)

日に2食以上 158 ( 77 ) 440 ( 68 )

それ以外 48 ( 23 ) 207 ( 32 )

ほぼ毎日/週に4，5回 43 ( 21 ) 146 ( 23 )

それ以外 163 ( 79 ) 499 ( 77 )

ほぼ毎日/週に4，5回 86 ( 42 ) 211 ( 33 ) 1.49 （ 1.05－ 2.12 ） *

それ以外 120 ( 58 ) 433 ( 67 )

ほぼ毎日/週に4，5回 78 ( 38 ) 204 ( 32 )

それ以外 126 ( 62 ) 432 ( 68 )

ほぼ毎日/週に4，5回 110 ( 53 ) 298 ( 46 )

それ以外 96 ( 47 ) 349 ( 54 )

ほぼ毎日/週に4，5回 131 ( 64 ) 359 ( 56 ) 1.55 （ 1.09－ 2.20 ） *

それ以外 75 ( 36 ) 283 ( 44 )

日に1食以上 159 ( 77 ) 390 ( 61 ) 2.16 （ 1.46－ 3.18 ） *** 2.07 （ 1.39－ 3.10 ） ***

それ以外 47 ( 23 ) 253 ( 39 )

日に1食以上 159 ( 78 ) 411 ( 64 ) 2.04 （ 1.38－ 3.04 ） ***

それ以外 45 ( 22 ) 236 ( 36 )

ほぼ毎日/週に4，5回 63 ( 31 ) 125 ( 19 ) 1.84 （ 1.25－ 2.70 ） ** 1.56 （ 1.07－ 2.36 ） *

それ以外 142 ( 69 ) 519 ( 81 )

ほぼ毎日/週に4，5回 137 ( 67 ) 361 ( 56 ) 1.53 （ 1.07－ 2.18 ） **

それ以外 69 ( 33 ) 286 ( 44 )

とても/まあまあ気をつ
けている

151 ( 74 ) 326 ( 50 ) 2.84 （ 1.96－ 4.12 ） *** 2.55 （ 1.68－ 3.80 ） ***

それ以外 54 ( 26 ) 321 ( 50 )

いつも/時々している 72 ( 36 ) 272 ( 43 )

それ以外 130 ( 64 ) 368 ( 58 )

週に1回以上 73 ( 36 ) 251 ( 39 )

それ以外 131 ( 64 ) 392 ( 61 )

ほぼ毎日 181 ( 88 ) 500 ( 77 ) 2.12 （ 1.30－ 3.47 ） **

それ以外 24 ( 12 ) 146 ( 23 )

ほぼ毎日 141 ( 68 ) 313 ( 49 ) 1.85 （ 1.28－ 2.69 ） **

それ以外 65 ( 32 ) 330 ( 51 )

ほぼ毎日 167 ( 81 ) 414 ( 64 ) 1.91 （ 1.21－ 3.03 ） **

それ以外 39 ( 19 ) 229 ( 36 )

いつも/時々している 79 ( 40 ) 275 ( 44 )

それ以外 117 ( 60 ) 350 ( 56 )

いつも/時々している 147 ( 77 ) 363 ( 58 ) 2.85 （ 1.89－ 4.31 ） *** 2.05 （ 1.32－ 3.18 ） **

それ以外 43 ( 23 ) 259 ( 42 )

あり 135 ( 68 ) 337 ( 54 ) 1.68 （ 1.17－ 2.41 ） ** 1.50 （ 1.01－ 2.21 ） *

なし 63 ( 32 ) 285 ( 46 )

毎日/週に何回か/たま
にはかっている

112 ( 55 ) 366 ( 57 )

はかっていない 93 ( 45 ) 281 ( 43 )

あり 88 ( 43 ) 243 ( 39 )

なし 113 ( 56 ) 377 ( 61 )

吸っている 26 ( 13 ) 116 ( 19 )

吸っていない 176 ( 87 ) 507 ( 81 )

規則的 114 ( 57 ) 289 ( 46 ) 1.52 （ 1.08－ 2.15 ） *

不規則 86 ( 43 ) 333 ( 54 )

いつも協力的 168 ( 83 ) 273 ( 43 ) 6.14 （ 4.01－ 9.39 ） *** 4.97 （ 3.20－ 7.72 ） ***

それ以外 34 ( 17 ) 358 ( 57 )

とても/少しはいる 108 ( 55 ) 216 ( 34 ) 2.75 （ 1.93－ 3.93 ） *** 1.75 （ 1.18－ 2.61 ） *

それ以外 90 ( 45 ) 422 ( 66 )

十分/まあまあ/少し得
られている

116 ( 60 ) 295 ( 48 ) 1.92 （ 1.35－ 2.74 ） *** 1.55 （ 1.05－ 2.30 ） *

それ以外 77 ( 40 ) 322 ( 52 )

十分/まあまあ/少し得
られている

105 ( 54 ) 260 ( 42 ) 1.84 （ 1.30－ 2.61 ） **

それ以外 89 ( 46 ) 356 ( 58 )

‡未回答は欠損値として扱い，除外した．割合は小数点以下第１位を四捨五入しているため，合計しても100％とならない箇所がある．

*p＜0.05,**p＜0.01,***p＜0.001

－

魚
－

1

変　数 回答肢
食生活満足度‡ 単変量解析 多変量解析

とても満足 それ以外 OR(95％CI)§ OR(95％CI)§

卵
－ －

大豆・大豆製品
－ －

牛乳・乳製品
－

1

緑黄色野菜
1 1

その他の野菜
－

1

いも類
1 1

くだもの
－

1

行
動
（

食
行
動
・
健
康
行
動
）

自分の健康のために栄
養や食事について気を
つけているか 1 1

食事作り行動の頻度
－ －

食
物
摂
取
状
況

ごはん
－ －

肉
－

自分で食品の買い物を
するか

－ －

朝食摂取頻度
－

1

家族との共食頻度（朝
食）

－
1

家族との共食頻度（夕
食）

－
1

店内の表示やメニュー
のカロリー等栄養成分
表示を参考にしている
か

－ －

家族や仲間と食事や料
理、栄養のことを話す
か

1 1

健康診断受診有無
1 1

体重計測頻度
－ －

サプリメント摂取
－ －

喫煙状況
－ －

排便時間規則性
－

1

食
環
境

健康づくりに家族や周
囲の人は協力的か 1 1

食生活について一緒に
考える仲間の有無 1 1

†一次解析，二次解析ともにステップワイズ法を用い，共変量は性別，年齢，損傷部位，受傷経過年数，居住形態，社会参加有無とした。一次解析は１つ１つ
の変数を投入し，二次解析はモデルごとに変数を投入した（食物摂取状況においては，緑黄色野菜とその他の野菜に多重共線性がみられたため，その他の野菜
以外の変数を同時に投入した）．

§OR(95％CI)＝オッズ比（95％信頼区間），それ以外の回答をオッズ比1とし，オッズ比が1より大きい場合は食生活満足度が高いことを示している．関連がみ
られなかったものは－（ハイフン）で示した．

よく利用する食料品店
や外食店で栄養バラン
スの良い食品やメ
ニューを得ているか

1 1

よく利用する食料品店
や飲食店から健康的な
食事に関する情報を得
ているか

－
1
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表3　社会参加と周囲からの支援の有無別に組合せた対象者の属性

人数 (%) 人数 (%) 人数 (%) 人数 (%) 人数 (%)
40-55歳 151 ( 24.2 ) 53 ( 22.2 ) 54 ( 29.5 ) 13 ( 12.1 ) 31 ( 32.3 ) <0.001

55-70歳 342 ( 54.7 ) 125 ( 52.3 ) 107 ( 58.5 ) 58 ( 54.2 ) 52 ( 54.2 )

65歳以上 132 ( 21.1 ) 61 ( 25.5 ) 22 ( 12.0 ) 36 ( 33.6 ) 13 ( 13.5 )
受傷後経過年数区分 ≤9年 47 ( 7.9 ) 17 ( 7.5 ) 8 ( 4.7 ) 9 ( 8.8 ) 13 ( 14.1 ) 0.23

10-19年 108 ( 18.2 ) 37 ( 16.2 ) 38 ( 22.1 ) 17 ( 16.7 ) 16 ( 17.4 )
20-29年 134 ( 22.6 ) 54 ( 23.7 ) 43 ( 25.0 ) 18 ( 17.6 ) 19 ( 20.7 )
30-39年 178 ( 30.0 ) 76 ( 33.3 ) 48 ( 27.9 ) 29 ( 28.4 ) 25 ( 27.2 )
≥40年 127 ( 21.4 ) 44 ( 19.3 ) 35 ( 20.3 ) 29 ( 28.4 ) 19 ( 20.7 )

損傷部位 頸髄損傷 183 ( 29.3 ) 68 ( 28.5 ) 49 ( 26.8 ) 38 ( 35.5 ) 28 ( 29.2 ) 0.80

胸髄損傷 323 ( 51.7 ) 122 ( 51.0 ) 100 ( 54.6 ) 51 ( 47.7 ) 50 ( 52.1 )

腰髄損傷 119 ( 19.0 ) 49 ( 20.5 ) 34 ( 18.6 ) 18 ( 16.8 ) 18 ( 18.8 )

居住形態 一人暮らし 68 ( 10.9 ) 16 ( 6.7 ) 28 ( 15.3 ) 7 ( 6.5 ) 17 ( 17.7 ) 0.002

同居 557 ( 89.1 ) 223 ( 93.3 ) 155 ( 84.7 ) 100 ( 93.5 ) 79 ( 82.3 )

就労 あり 166 ( 27.6 ) 65 ( 28.8 ) 56 ( 31.5 ) 20 ( 19.4 ) 25 ( 26.6 ) 0.17

なし 435 ( 72.4 ) 161 ( 71.2 ) 122 ( 68.5 ) 83 ( 80.6 ) 69 ( 73.4 )

あり 197 ( 34.1 ) 70 ( 32.0 ) 49 ( 29.9 ) 43 ( 41.7 ) 35 ( 38.5 ) 0.16

なし 380 ( 65.9 ) 149 ( 68.0 ) 115 ( 70.1 ) 60 ( 58.3 ) 56 ( 61.5 )
†未回答は欠損値として扱い，解析ごとに除外した．割合は小数点以下第2位を四捨五入しているため，合計しても100％とならない箇所がある．
‡χ2検定を用いた．

p値‡

年齢区分

公的な介護サービス

全体
n=625

参加あり† 参加なし†

支援あり
n=239

支援なし
n=183

支援あり
n=107

支援なし
n=96
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表4　社会参加と周囲からの支援の有無別に組合せた主観的健康感および食生活満足度の分布

人数 (%) 人数 (%) 人数 (%) 人数 (%) 人数 (%)
健康である/まあまあ
健康である

419 ( 67.0 ) 186 ( 77.8 ) 120 ( 65.6 ) 63 ( 58.9 ) 50 ( 52.1 )

それ以外 206 ( 33.0 ) 53 ( 22.2 ) 63 ( 34.4 ) 44 ( 41.1 ) 46 ( 47.9 )

食生活満足度 とてもしている 165 ( 26.4 ) 103 ( 43.1 ) 19 ( 10.4 ) 37 ( 34.6 ) 6 ( 6.3 )

それ以外 460 ( 73.6 ) 136 ( 56.9 ) 164 ( 89.6 ) 70 ( 65.4 ) 90 ( 93.8 )

†割合は小数点以下第2位を四捨五入しているため，合計しても100％とならない箇所がある．

主観的健康感

全体†

n=625
参加あり† 参加なし†

支援あり
n=239

支援なし
n=183

支援あり
n=107

支援なし
n=96
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表5　社会参加および周囲からの支援の有無と主観的健康感，食生活満足度との関連

p値 p値

参加なし 1.00 支援なし 1.00

参加あり 1.80 ( 1.22 - 2.66 ) 0.003 支援あり 1.83 ( 1.23 - 2.72 ) 0.003

食生活満足度 参加なし 1.00 支援なし 1.00

参加あり 1.27 ( 0.80 - 2.01 ) 0.33 支援あり 6.46 ( 3.84 - 10.89 ) <0.001

†OR(95％CI)＝オッズ比（95％信頼区間）二項ロジスティック回帰分析の強制投入法を用いた．
‡年齢，損傷部位，受傷後経過年数，居住形態，勤務先有無，公的な介護サービスの有無，周囲からの支援で調整をした．

§年齢，損傷部位，受傷後経過年数，居住形態，勤務先有無，公的な介護サービスの有無，社会参加で調整をした．

主観的健康感

社会参加 周囲からの支援

OR(95%CI)†‡ OR(95%CI)†§
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表6　社会参加・周囲からの支援の組み合わせと主観的健康観，食生活満足度との関連および交互作用

p値
交互作用

p値‡

主観的健康感 参加なし支援なし 1.00 0.950
参加なし支援あり 1.80 ( 0.96 - 3.37 ) 0.065
参加あり支援なし 1.78 ( 1.02 - 3.10 ) 0.043
参加あり支援あり 3.28 ( 1.87 - 5.76 ) <0.001

食生活満足度 参加なし支援なし 1.00 0.844
参加なし支援あり 6.99 ( 2.71 - 18.07 ) <0.001
参加あり支援なし 1.38 ( 0.51 - 3.74 ) 0.522
参加あり支援あり 8.64 ( 3.56 - 21.00 ) <0.001

OR（95%CI）†

†OR(95％CI)＝オッズ比（95％信頼区間）二項ロジスティック回帰分析の強制投入法を用い，年齢，損傷部位，
受傷後経過年数，居住形態，勤務先有無，公的な介護サービスの有無で調整をした．

‡交互作用は二項ロジスティック回帰分析を用い，独立変数に支援あり社会参加ありの交互作用項を投入した．
年齢，損傷部位，受傷後経過年数，居住形態，勤務先有無，公的な介護サービスの有無，周囲からの支援，社会
参加で調整をした．  
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表7　周囲からの支援と社会参加の有無別に組合せた対象者の属性

人数 (%) 人数 (%) 人数 (%) 人数 (%) 人数 (%)
中年 356 ( 55.1 ) 120 ( 48.6 ) 48 ( 42.9 ) 126 ( 66.3 ) 62 ( 63.9 ) <0.001

高年 290 ( 44.9 ) 127 ( 51.4 ) 64 ( 57.1 ) 64 ( 33.7 ) 35 ( 36.1 )
損傷部位 頸髄 187 ( 28.9 ) 69 ( 27.9 ) 38 ( 33.9 ) 51 ( 26.8 ) 29 ( 29.9 ) 0.85

胸髄 337 ( 52.2 ) 127 ( 51.4 ) 56 ( 50.0 ) 104 ( 54.7 ) 50 ( 51.5 )

腰髄 122 ( 18.9 ) 51 ( 20.6 ) 18 ( 16.1 ) 35 ( 18.4 ) 18 ( 18.6 )

居住形態 一人暮らし 68 ( 10.5 ) 16 ( 6.5 ) 7 ( 6.3 ) 28 ( 14.7 ) 17 ( 17.5 ) 0.002

同居 578 ( 89.5 ) 231 ( 93.5 ) 105 ( 93.8 ) 162 ( 85.3 ) 80 ( 82.5 )

就労 あり 172 ( 27.8 ) 71 ( 30.5 ) 20 ( 18.7 ) 56 ( 30.6 ) 25 ( 26.3 ) 0.11

なし 446 ( 72.2 ) 162 ( 69.5 ) 87 ( 81.3 ) 127 ( 69.4 ) 70 ( 73.7 )

あり 200 ( 33.6 ) 70 ( 31.1 ) 44 ( 40.7 ) 51 ( 29.8 ) 35 ( 38.0 ) 0.17

なし 396 ( 66.4 ) 155 ( 68.9 ) 64 ( 59.3 ) 120 ( 70.2 ) 57 ( 62.0 )
†未回答は欠損値として扱い，除外した．割合は小数点以下第2位を四捨五入しているため，合計しても100％とならない箇所がある．
‡年齢区分は中年40-64歳，高年65歳以上とした．

§χ2検定を用いた．

p値§

年齢区分‡

公的な介護サービス

全体†

n=646

支援あり†n=359 支援なし†n=287
社会参加あり

n=247
社会参加なし

n=112
社会参加あり

n=190
社会参加なし

n=97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

表8　周囲からの支援と社会参加の有無別に組合せた食に関する行動および中間要因，準備要因の分布　　

人数 (%) 人数 (%) 人数 (%) 人数 (%) 人数 (%)
とても/まあまあ
気をつけている

345 ( 54.9 ) 175 ( 72.9 ) 59 ( 54.6 ) 74 ( 40.2 ) 37 ( 38.5 )

それ以外 283 ( 45.1 ) 65 ( 27.1 ) 49 ( 45.4 ) 110 ( 59.8 ) 59 ( 61.5 )

朝食摂取頻度 ほぼ毎日 510 ( 81.2 ) 213 ( 88.4 ) 93 ( 86.1 ) 137 ( 74.5 ) 67 ( 70.5 )

それ以外 118 ( 18.8 ) 28 ( 11.6 ) 15 ( 13.9 ) 47 ( 25.5 ) 28 ( 29.5 )

ほぼ毎日 359 ( 57.2 ) 171 ( 71.0 ) 66 ( 61.7 ) 83 ( 45.1 ) 39 ( 40.6 )

それ以外 269 ( 42.8 ) 70 ( 29.0 ) 41 ( 38.3 ) 101 ( 54.9 ) 57 ( 59.4 )

ほぼ毎日 452 ( 72.0 ) 195 ( 80.9 ) 90 ( 84.1 ) 105 ( 57.1 ) 62 ( 64.6 )

それ以外 176 ( 28.0 ) 46 ( 19.1 ) 17 ( 15.9 ) 79 ( 42.9 ) 34 ( 35.4 )

いつも/時々して
いる

250 ( 40.3 ) 110 ( 46.0 ) 35 ( 34.0 ) 79 ( 42.2 ) 26 ( 28.3 )

それ以外 371 ( 59.7 ) 129 ( 54.0 ) 68 ( 66.0 ) 108 ( 57.8 ) 66 ( 71.7 )

いつも/時々して
いる

381 ( 61.7 ) 180 ( 77.6 ) 75 ( 68.8 ) 89 ( 48.9 ) 37 ( 38.9 )

それ以外 237 ( 38.3 ) 52 ( 22.4 ) 34 ( 31.2 ) 93 ( 51.1 ) 58 ( 61.1 )

維持期‡ 438 ( 70.4 ) 202 ( 84.9 ) 86 ( 80.4 ) 96 ( 53.0 ) 54 ( 56.3 )

それ以外 184 ( 29.6 ) 36 ( 15.1 ) 21 ( 19.6 ) 85 ( 47.0 ) 42 ( 43.8 )

維持期‡ 389 ( 62.3 ) 187 ( 78.2 ) 77 ( 72.0 ) 80 ( 44.0 ) 45 ( 46.9 )

それ以外 235 ( 37.7 ) 52 ( 21.8 ) 30 ( 28.0 ) 102 ( 56.0 ) 51 ( 53.1 )

とても大切であ
る

334 ( 52.8 ) 146 ( 60.3 ) 71 ( 64.5 ) 83 ( 45.1 ) 34 ( 35.4 )

それ以外 298 ( 47.2 ) 96 ( 39.7 ) 39 ( 35.5 ) 101 ( 54.9 ) 62 ( 64.6 )

とても大切であ
る

276 ( 43.5 ) 118 ( 48.6 ) 59 ( 54.1 ) 70 ( 37.6 ) 29 ( 30.2 )

それ以外 358 ( 56.5 ) 125 ( 51.4 ) 50 ( 45.9 ) 116 ( 62.4 ) 67 ( 69.8 )

とても自信があ
る

159 ( 25.2 ) 98 ( 40.5 ) 34 ( 31.5 ) 19 ( 10.2 ) 8 ( 8.4 )

それ以外 472 ( 74.8 ) 144 ( 59.5 ) 74 ( 68.5 ) 167 ( 89.8 ) 87 ( 91.6 )

とても自信があ
る

123 ( 19.4 ) 75 ( 30.7 ) 28 ( 25.5 ) 15 ( 8.0 ) 5 ( 5.3 )

それ以外 512 ( 80.6 ) 169 ( 69.3 ) 82 ( 74.5 ) 172 ( 92.0 ) 89 ( 94.7 )

とても/まあまあ
できる

454 ( 70.5 ) 201 ( 81.4 ) 84 ( 75.0 ) 112 ( 59.3 ) 57 ( 59.4 )

それ以外 190 ( 29.5 ) 46 ( 18.6 ) 28 ( 25.0 ) 77 ( 40.7 ) 39 ( 40.6 )

とても/まあまあ
できる

392 ( 61.3 ) 192 ( 78.0 ) 76 ( 68.5 ) 83 ( 44.6 ) 41 ( 42.7 )

それ以外 247 ( 38.7 ) 54 ( 22.0 ) 35 ( 31.5 ) 103 ( 55.4 ) 55 ( 57.3 )

いつも/時々して
いる

216 ( 35.2 ) 106 ( 44.9 ) 33 ( 32.0 ) 53 ( 29.0 ) 24 ( 26.4 )

それ以外 397 ( 64.8 ) 130 ( 55.1 ) 70 ( 68.0 ) 130 ( 71.0 ) 67 ( 73.6 )

†未回答は欠損値として扱い，除外した．割合は小数点以下第2位を四捨五入しているため，合計しても100％とならない箇所がある．
‡6ヶ月以上にわたって食べていると回答した者を「維持期」とした．

社会参加なし
n=97

食
に
関
す
る
行
動

食
行
動

自分の健康のために
栄養や食事について
実際に気をつけてい
る

食
べ
る
行
動

家族との共食頻度
（朝食）

家族との共食頻度
（夕食）

食
情
報
交
換
・
活
用
行

動

店内の表示やメ
ニューのカロリー等
栄養成分表示を参考
にしている

家族や仲間と食事や
料理、栄養のことを
話す

全体†

n=646

支援あり†n=359 支援なし†n=287
社会参加あり

n=247
社会参加なし

n=112
社会参加あり

n=190

中
間
要
因

行
動
変
容
段
階

主食、主菜、副菜の
そろった食事を1日
に2回以上食べる

副菜（野菜やいもを
主材料とした料理）
を1日に2回以上食べ
る

準
備
要
因

結
果
期
待

主食、主菜、副菜の
そろった食事を1日
に2回以上食べる

副菜（野菜やいもを
主材料とした料理）
を1日に2回以上食べ
る

セ
ル
フ
・

エ
フ
ィ

カ
シ
ー

主食、主菜、副菜の
そろった食事を1日
に2回以上食べる

副菜（野菜やいもを
主材料とした料理）
を1日に2回以上食べ
る

食
ス
キ
ル

自分の食事の問題点
を判断できる

食生活が乱れそうに
なった時充分に対処
できる

栄養成分の表示を見
て理解して使うこと
ができる
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人数 (%) p値 人数 (%) p値

支援なし 280 ( 44.6 ) 1.00 参加なし 204 ( 32.5 ) 1.00

支援あり 348 ( 55.4 ) 2.83 ( 1.96 - 4.10 ) <0.001 参加あり 424 ( 67.5 ) 1.50 ( 1.02 - 2.20 ) 0.037

支援なし 279 ( 44.4 ) 1.00 参加なし 203 ( 32.3 ) 1.00

支援あり 349 ( 55.6 ) 2.27 ( 1.43 - 3.59 ) <0.001 参加あり 425 ( 67.7 ) 1.27 ( 0.80 - 2.03 ) 0.31

支援なし 280 ( 44.6 ) 1.00 参加なし 203 ( 32.3 ) 1.00

支援あり 348 ( 55.4 ) 2.06 ( 1.39 - 3.05 ) <0.001 参加あり 425 ( 67.7 ) 1.35 ( 0.89 - 2.05 ) 0.15

支援なし 280 ( 44.6 ) 1.00 参加なし 203 ( 32.3 ) 1.00

支援あり 348 ( 55.4 ) 2.45 ( 1.56 - 3.86 ) <0.001 参加あり 425 ( 67.7 ) 0.61 ( 0.37 - 1.01 ) 0.054

支援なし 279 ( 44.9 ) 1.00 参加なし 195 ( 31.4 ) 1.00

支援あり 342 ( 55.1 ) 1.30 ( 0.90 - 1.89 ) 0.16 参加あり 426 ( 68.6 ) 1.75 ( 1.19 - 2.58 ) 0.005

支援なし 277 ( 44.8 ) 1.00 参加なし 204 ( 33.0 ) 1.00

支援あり 341 ( 55.2 ) 3.24 ( 2.21 - 4.76 ) <0.001 参加あり 414 ( 67.0 ) 1.30 ( 0.88 - 1.92 ) 0.19

支援なし 277 ( 44.5 ) 1.00 参加なし 203 ( 32.6 ) 1.00

支援あり 345 ( 55.5 ) 3.80 ( 2.51 - 5.76 ) <0.001 参加あり 419 ( 67.4 ) 1.00 ( 0.65 - 1.53 ) 0.99

支援なし 278 ( 44.6 ) 1.00 参加なし 203 ( 32.5 ) 1.00

支援あり 346 ( 55.4 ) 3.29 ( 2.25 - 4.82 ) <0.001 参加あり 421 ( 67.5 ) 1.04 ( 0.70 - 1.55 ) 0.85

支援なし 280 ( 44.3 ) 1.00 参加なし 206 ( 32.6 ) 1.00

支援あり 352 ( 55.7 ) 2.09 ( 1.46 - 2.99 ) <0.001 参加あり 426 ( 67.4 ) 1.06 ( 0.73 - 1.53 ) 0.76

支援なし 282 ( 44.5 ) 1.00 参加なし 205 ( 32.3 ) 1.00

支援あり 352 ( 55.5 ) 1.82 ( 1.27 - 2.62 ) 0.001 参加あり 429 ( 67.7 ) 0.93 ( 0.64 - 1.34 ) 0.68

支援なし 281 ( 44.5 ) 1.00 参加なし 203 ( 32.2 ) 1.00

支援あり 350 ( 55.5 ) 4.50 ( 2.71 - 7.46 ) <0.001 参加あり 428 ( 67.8 ) 1.48 ( 0.93 - 2.37 ) 0.10

支援なし 281 ( 44.3 ) 1.00 参加なし 204 ( 32.1 ) 1.00

支援あり 354 ( 55.7 ) 4.06 ( 2.30 - 7.19 ) <0.001 参加あり 431 ( 67.9 ) 1.26 ( 0.76 - 2.08 ) 0.37

支援なし 285 ( 44.3 ) 1.00 参加なし 208 ( 32.3 ) 1.00

支援あり 359 ( 55.7 ) 2.16 ( 1.47 - 3.19 ) <0.001 参加あり 436 ( 67.7 ) 1.13 ( 0.76 - 1.68 ) 0.56

支援なし 282 ( 44.1 ) 1.00 参加なし 207 ( 32.4 ) 1.00

支援あり 357 ( 55.9 ) 3.54 ( 2.42 - 5.18 ) <0.001 参加あり 432 ( 67.6 ) 1.24 ( 0.84 - 1.84 ) 0.29

支援なし 274 ( 44.7 ) 1.00 参加なし 194 ( 31.6 ) 1.00

支援あり 339 ( 55.3 ) 1.76 ( 1.20 - 2.58 ) 0.004 参加あり 419 ( 68.4 ) 1.51 ( 1.01 - 2.24 ) 0.044

†未回答は欠損値として扱い，除外した．
‡OR(95％CI)＝オッズ比（95％信頼区間）二項ロジスティック回帰分析の強制投入法を用いた．
§年齢，損傷部位，受傷後経過年数，居住形態，勤務先有無，公的な介護サービスの有無，社会参加で調整をした．
∥年齢，損傷部位，受傷後経過年数，居住形態，勤務先有無，公的な介護サービスの有無，周囲からの支援で調整をした．

表9　周囲からの支援および社会参加の有無と食に関する行動，中間要因，準備要因との関連

周囲からの支援　n=646† 社会参加　n=646†

OR(95%CI)‡§ OR(95%CI)‡∥

食
に
関
す
る
行
動

食
行
動

自分の健康のため
に栄養や食事につ
いて実際に気をつ
けている

食
べ
る
行
動

朝食摂取頻度

家族との共食頻度
（朝食）

家族との共食頻度
（夕食）

食
情
報
交
換
・

活
用
行
動

店内の表示やメ
ニューのカロリー
等栄養成分表示を
参考にしている

家族や仲間と食事
や料理, 栄養のこ
とを話す

中
間
要
因

行
動
変
容
段
階

主食、主菜、副菜
のそろった食事を1
日に2回以上食べる

副菜（野菜やいも
を主材料とした料
理）を1日に2回以
上食べる

準
備
要
因

結
果
期
待

主食、主菜、副菜
のそろった食事を1
日に2回以上食べる

副菜（野菜やいも
を主材料とした料
理）を1日に2回以
上食べる

セ
ル
フ
・
エ
フ
ィ

カ

シ
ー

主食、主菜、副菜
のそろった食事を1
日に2回以上食べる

副菜（野菜やいも
を主材料とした料
理）を1日に2回以
上食べる

食
ス
キ
ル

自分の食事の問題
点を判断できる

食生活が乱れそう
になった時十分に
対処できる

栄養成分の表示を
見て理解して使う
ことができる
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表10　周囲からの支援と社会参加の有無別の組合せと食に関する行動，中間要因，準備要因の関連および交互作用

人数†

n=646 (%) p値

交互作用

p値§

支援なし/参加なし 96 ( 15.3 ） 1.00 0.045
支援なし/参加あり 184 ( 29.3 ） 0.99 ( 0.57 - 1.72 ) 0.980
支援あり/参加なし 108 ( 17.2 ） 1.72 ( 0.93 - 3.15 ) 0.082
支援あり/参加あり 240 ( 38.2 ） 3.67 ( 2.13 - 6.31 ) <0.001
支援なし/参加なし 95 ( 15.1 ） 1.00 0.92
支援なし/参加あり 184 ( 29.3 ） 1.25 ( 0.69 - 2.27 ) 0.470
支援あり/参加なし 108 ( 17.2 ） 2.19 ( 1.01 - 4.75 ) 0.047
支援あり/参加あり 241 ( 38.4 ） 2.88 ( 1.51 - 5.50 ) 0.001
支援なし/参加なし 96 ( 15.3 ） 1.00 0.22
支援なし/参加あり 184 ( 29.3 ） 1.03 ( 0.56 - 1.88 ) 0.924
支援あり/参加なし 107 ( 17.0 ） 1.47 ( 0.76 - 2.87 ) 0.255
支援あり/参加あり 241 ( 38.4 ） 2.52 ( 1.40 - 4.55 ) 0.002
支援なし/参加なし 96 ( 15.3 ） 1.00 0.28
支援なし/参加あり 184 ( 29.3 ） 0.48 ( 0.25 - 0.94 ) 0.032
支援あり/参加なし 107 ( 17.0 ） 1.66 ( 0.73 - 3.80 ) 0.228
支援あり/参加あり 241 ( 38.4 ） 1.39 ( 0.70 - 2.74 ) 0.346
支援なし/参加なし 92 ( 14.8 ） 1.00 0.44
支援なし/参加あり 187 ( 30.1 ） 2.07 ( 1.16 - 3.70 ) 0.014
支援あり/参加なし 103 ( 16.6 ） 1.61 ( 0.84 - 3.12 ) 0.154
支援あり/参加あり 239 ( 38.5 ） 2.46 ( 1.39 - 4.35 ) 0.002
支援なし/参加なし 95 ( 15.4 ） 1.00 0.46
支援なし/参加あり 182 ( 29.4 ） 1.13 ( 0.66 - 1.94 ) 0.661
支援あり/参加なし 109 ( 17.6 ） 2.69 ( 1.44 - 5.03 ) 0.002
支援あり/参加あり 232 ( 37.5 ） 4.05 ( 2.32 - 7.07 ) <0.001
支援なし/参加なし 96 ( 15.4 ） 1.00 0.15
支援なし/参加あり 181 ( 29.1 ） 0.78 ( 0.45 - 1.34 ) 0.366
支援あり/参加なし 107 ( 17.2 ） 2.51 ( 1.26 - 5.00 ) 0.009
支援あり/参加あり 238 ( 38.3 ） 3.67 ( 2.02 - 6.69 ) <0.001
支援なし/参加なし 96 ( 15.4 ） 1.00 0.12
支援なし/参加あり 182 ( 29.2 ） 0.77 ( 0.45 - 1.33 ) 0.354
支援あり/参加なし 107 ( 17.1 ） 2.19 ( 1.16 - 4.12 ) 0.015
支援あり/参加あり 239 ( 38.3 ） 3.16 ( 1.82 - 5.49 ) <0.001
支援なし/参加なし 96 ( 15.2 ） 1.00 0.14
支援なし/参加あり 184 ( 29.1 ） 1.43 ( 0.83 - 2.46 ) 0.201
支援あり/参加なし 110 ( 17.4 ） 3.02 ( 1.63 - 5.58 ) <0.001
支援あり/参加あり 242 ( 38.3 ） 2.47 ( 1.46 - 4.20 ) 0.001
支援なし/参加なし 96 ( 15.1 ） 1.00 0.092
支援なし/参加あり 186 ( 29.3 ） 1.33 ( 0.76 - 2.34 ) 0.322
支援あり/参加なし 109 ( 17.2 ） 2.79 ( 1.50 - 5.18 ) 0.001
支援あり/参加あり 243 ( 38.3 ） 1.95 ( 1.13 - 3.36 ) 0.016
支援なし/参加なし 95 ( 15.1 ） 1.00 0.89
支援なし/参加あり 186 ( 29.5 ） 1.39 ( 0.55 - 3.57 ) 0.487
支援あり/参加なし 108 ( 17.1 ） 4.26 ( 1.73 - 10.49 ) 0.002
支援あり/参加あり 242 ( 38.4 ） 6.42 ( 2.78 - 14.84 ) <0.001
支援なし/参加なし 94 ( 14.8 ） 1.00 0.77
支援なし/参加あり 187 ( 29.4 ） 1.45 ( 0.49 - 4.30 ) 0.504
支援あり/参加なし 110 ( 17.3 ） 4.60 ( 1.65 - 12.86 ) 0.004
支援あり/参加あり 244 ( 38.4 ） 5.57 ( 2.11 - 14.67 ) 0.001
支援なし/参加なし 96 ( 14.9 ） 1.00 0.52
支援なし/参加あり 189 ( 29.3 ） 1.00 ( 0.58 - 1.72 ) 0.999
支援あり/参加なし 112 ( 17.4 ） 1.83 ( 0.96 - 3.48 ) 0.066
支援あり/参加あり 247 ( 38.4 ） 2.37 ( 1.35 - 4.14 ) 0.003
支援なし/参加なし 96 ( 15.0 ） 1.00 0.24
支援なし/参加あり 186 ( 29.1 ） 0.99 ( 0.58 - 1.70 ) 0.972
支援あり/参加なし 111 ( 17.4 ） 2.62 ( 1.40 - 4.90 ) 0.003
支援あり/参加あり 246 ( 38.5 ） 4.13 ( 2.37 - 7.18 ) <0.001
支援なし/参加なし 91 ( 14.8 ） 1.00 0.47
支援なし/参加あり 183 ( 29.9 ） 1.27 ( 0.70 - 2.32 ) 0.432
支援あり/参加なし 103 ( 16.8 ） 1.43 ( 0.73 - 2.81 ) 0.295
支援あり/参加あり 236 ( 38.5 ） 2.45 ( 1.37 - 4.37 ) 0.002

OR　（95%CI）‡

食
に
関
す
る
行
動

食
行
動

自分の健康のために栄養や
食事について実際に気をつ
けている

食
べ
る
行
動

朝食摂取頻度

家族との共食頻度
（朝食）

家族との共食頻度
（夕食）

食
情
報
交
換
・
活

用
行
動

店内の表示やメニューのカ
ロリー等栄養成分表示を参
考にしている

家族や仲間と食事や料理、
栄養のことを話す

中
間
要
因

行
動
変
容
段
階

主食、主菜、副菜のそろっ
た食事を1日に2回以上食べ
る

副菜（野菜やいもを主材料
とした料理）を1日に2回以
上食べる

†未回答は欠損値として扱い，除外した．割合は小数点以下第2位を四捨五入しているため，合計しても100％とならない箇所がある．

‡OR(95％CI)＝オッズ比（95％信頼区間）二項ロジスティック回帰分析の強制投入法を用い，年齢，損傷部位，受傷後経過年
数，居住形態，勤務先有無，公的な介護サービスの有無で調整をした．

§交互作用p値は二項ロジスティック回帰分析を用い，独立変数に支援あり社会参加ありの交互作用項を投入した．年齢，損傷
部位，受傷後経過年数，居住形態，勤務先有無，公的な介護サービスの有無，周囲からの支援，社会参加で調整をした．

主食、主菜、副菜のそろっ
た食事を1日に2回以上食べ
る

副菜（野菜やいもを主材料
とした料理）を1日に2回以
上食べる

食
ス
キ
ル

自分の食事の問題点を判断
できる

食生活が乱れそうになった
時十分に対処できる

栄養成分の表示を見て理解
して使うことができる

準
備
要
因

結
果
期
待

主食、主菜、副菜のそろっ
た食事を1日に2回以上食べ
る

副菜（野菜やいもを主材料
とした料理）を1日に2回以
上食べる

セ
ル
フ
・

エ
フ
ィ

カ
シ
ー
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表11対象者の健康関連QOLスコア、食生活満足度および属性

質問項目 回答肢† ｎ=506 (%)
性別 男性 424 （ 83.8 ）

女性 82 （ 16.2 ）

年齢区分 49歳以下 81 （ 16.0 ）
50-59歳 98 （ 19.4 ）
60-69歳 175 （ 34.6 ）
70歳以上 152 （ 30.0 ）
頸髄損傷 147 （ 29.1 ）
胸髄損傷 270 （ 53.4 ）
腰髄損傷 89 （ 17.6 ）

受傷後経過年数 9年以下 39 （ 7.8 ）
10-19年 92 （ 18.3 ）
20-29年 114 （ 22.7 ）
30-39年 122 （ 24.3 ）
40年以上 136 （ 27.0 ）
一人暮らし 75 （ 14.8 ）
同居 431 （ 85.2 ）

就業有無‡ 就業あり 155 （ 31.2 ）
就業なし 342 （ 68.8 ）
受けている 204 （ 40.7 ）
受けていない 297 （ 59.3 ）

SF-8
身体的サマリースコア

精神的サマリースコア

食生活満足度 とてもしている 65 （ 12.9 ）
まあまあしている 328 （ 65.3 ）
あまりしていない 94 （ 18.7 ）
全然していない 15 （ 3.0 ）

食環境認知
非常に強くあてはまる 111 （ 22.0 ）
ややあてはまる 239 （ 47.3 ）
どちらともいえない 109 （ 21.6 ）
ややあてはまらない 33 （ 6.5 ）
全くあてはまらない 13 （ 2.6 ）
非常に強くあてはまる 30 （ 6.1 ）
ややあてはまる 126 （ 25.7 ）
どちらともいえない 219 （ 44.7 ）
ややあてはまらない 71 （ 14.5 ）
全くあてはまらない 44 （ 9.0 ）
非常に強くあてはまる 42 （ 8.4 ）
ややあてはまる 203 （ 40.6 ）
どちらともいえない 182 （ 36.4 ）
ややあてはまらない 42 （ 8.4 ）
全くあてはまらない 31 （ 6.2 ）
非常に強くあてはまる 53 （ 10.7 ）
ややあてはまる 203 （ 41.1 ）
どちらともいえない 171 （ 34.6 ）
ややあてはまらない 42 （ 8.5 ）
全くあてはまらない 25 （ 5.1 ）
非常に強くあてはまる 62 （ 12.4 ）
ややあてはまる 212 （ 42.2 ）
どちらともいえない 128 （ 25.5 ）
ややあてはまらない 62 （ 12.4 ）
全くあてはまらない 38 （ 7.6 ）
非常に強くあてはまる 21 （ 4.2 ）
ややあてはまる 101 （ 20.3 ）
どちらともいえない 183 （ 36.8 ）
ややあてはまらない 86 （ 17.3 ）
全くあてはまらない 106 （ 21.3 ）
非常に強くあてはまる 34 （ 6.9 ）
ややあてはまる 180 （ 36.4 ）
どちらともいえない 167 （ 33.8 ）
ややあてはまらない 66 （ 13.4 ）
全くあてはまらない 47 （ 9.5 ）
非常に強くあてはまる 56 （ 11.2 ）
ややあてはまる 238 （ 47.8 ）
どちらともいえない 160 （ 32.1 ）
ややあてはまらない 29 （ 5.8 ）
全くあてはまらない 15 （ 3.0 ）

　　　　　中央値（25-75パーセンタイル値）

‡就業状況は，自営業，会社員・公務員・団体職員，パートタイマー，その
他を就業ありとした．

損傷部位

居住形態

公的な介護サービス

40.7（34.7-46.9）
46.3（40.3-51.4）

家庭内での栄養バランスの
整った食事がとれる状況

地域での栄養バランスの
とれたメニュー提供

栄養バランスのよい食物が
適当な価格

食の安全面で信頼できる店
や生産者の存在

家族や仲間からの健康や
栄養情報入手

地域での食情報入手

飲食店や食品売り場等の
栄養成分表示

マスコミからの正しい
健康・栄養情報入手

†未回答は欠損値として扱い，除外した．割合は小数点以下第2位を四捨五
入しているため，合計しても100％とならない箇所がある．
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利益相反  
利 益 相 反 に 相 当 す る 事 項 は な い ．  
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