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総説特集　お い しさと健康 一1

特集にあた っ て
＊

　　　　　　　　　　　 山本　隆
＊ ＊

（大 阪大学大学院人間科学研究科行動生態学講座行動生理学分野）

　本特集は、2003 年 6 月 13 「1に開催され た うま味

研究会公開 シ ン ポ ジ ウム 「お い し さと健康」で 発表

され た講演をそれぞれ の 発表者が本学会誌用 に ま と

め た もの で あ る。

　昨年の 本シ ン ポジ ウ ム は京都大学の 伏木教授の ご

提案 で 「食べ 物 の おい し さと
’L
こ く

”
1 とい うテ ー

マ で 開催 され た （日本味 と匂学会誌 9（2）： 127−184，

2〔｝02 参照）．「こ く」 の 概 念 を科学 的 に 解明 し よ う

とする 意欲的な試み で あ っ た．限られた時間で 、限

ら れた人達 に よ る発表で あ っ た た め に 、今後に課題

を残 し た ままに終 っ た 観 があ っ た。従 っ て 、本年度

の シ ン ポ ジ ウム で も同 じテ
ー

マ で 吏に本質 に追 ろう

と い う案もあ っ た が、そ う性急に 事を進め て も実体

が伴わ な ければ空転するの みで あろ うとい うこ とで 、

「お い し さと こ く」の 第 2 段は 近 い 将来に 再開催を

期す る こ とに な っ た tt

　「お い し さと こ く」は食物の 備 え る べ き物理化学

的性状の観点か ら考 え る要 素 も強 い の に対 し、「お

い し さ」の重要性をもっ と体の 機能の 観点か ら考え

た い とい う私の 希望をもと に 今同の シ ンポジ ウム は

企画 された。お い しい もの は体に悪 い と い う俗説 が

あ るとすればそれ は間違 い で ある s おい しい とい う

快感の 発現 は体に と っ て 必要 な ミ ネ ラ ル 、栄養素、

エ ネル ギー源を積極 的 に 摂取 させ るために存在する

もの で あ る。問題 は お い し さ に溺れ て抑制が きか ず

に 高 カ ロ リーの 脂肪な どを摂 りすぎて 肥満、高脂血

症などを生 じ させ る 危険性を伴 う こ と に あ る。

　食物が 備 えるべ き機能に 少な くとも 3種類が唱え

られ て い る こ と は よ く知 られ て い る，，1次機能は栄

養で あ る．食物摂取の 第一の 目的は 、体 に 必要な栄

養素を取 り込 む こ と で あ る．2 次機 能 は 嗜好 性 、つ

ま り、お い し さで あ る。お い し くなければ 食べ て も

らえな い tt　 3次機能は生理機能である n お茶 に含 ま

れるポ リフ ェ ノ
ー

ル が抗肥満、血圧上昇抑制、血糖

上昇の 抑制、虫菌予防な ど多様な生理機能を有する

よ うに、食物が体に と っ て有益 な作用 を有するこ と

で あ る．お い し さは 2 次機能で あ る が、本 シ ン ポジ

ウ ム は 、お い し さそ の もの に も生理機能を誘発する

働 きがある こ とを強調 しようとい う主旨で あ る、，

　私が こ の よ うな発想 を抱 くきっ か けとな っ た の は、

拙著 「美味 の 構造 （講談社）」 で 述 べ て い る こ とで

あ る が、解脱を目指 して断食をし、瀕死 の 状態 に あ っ

た釈迦が村の 娘 ス ジ ャ
ータ の差 し出 した 「乳が ゆ」

で 元気を回復 し たの は その お い し さに あっ たの で は

な い か と思 い 至 っ た こ とで あ る。同様 に ．カル ピ ス

を飲 んで 死に か けて い た兵士 が生 き返 っ たの も、そ

の 滋養強壮作用 と あい ま っ て カ ル ピ ス が とて もおい

し か っ た か ら に違い な い 。また、長寿の 秘訣はおい

し く味わ っ て食べ る こ と が で き る こ と に ある。こ の

よ うに考え ると、お い しい と実感する こ と、その も

の の 中に 、体 を活性化する とい う 3 次機能が秘め ら

れてい るに違 い ない の である、お い しい とどの よう

な 生体反応 が 生 じ るの か 、その 生理 的 メ カ ニ ズ ム を

解明する こ と は きわめ て有意義な こ とであろ う。

　本シ ン ポ ジ ウ ム で は 、8 人の 異な っ た 分野 の 専門

家に より、生体に と っ て の お い し さの 重要性、お い

し さを求め る生体機能、お い し さ に よる生体反応な

どを視野 に人れ た発表がな された。「お い し さ と健

康」と い う タ イ トル か らは、お い しくて健康に もよ

い 食べ 物、すなわち、お い しい 機能性食品 を思 い 浮

か べ る か も知れな い が ．この シ ン ポ ジ ウ ム はそれ を

ね ら っ た もの で は な い 。繰 り返すよ うだ が 、お い し

い と い う こ と、それを 凵 を介 し て 摂取する こ と そ の

こ と自身が体に生 き生 き し た活力を 5一える こ とを強
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調 し た もの で ある。お い し く味わ っ て 食べ るとなぜ

そ う な る の だ ろ うか 、ど う い う体 の し くみ が 関与 す

るの だろうか を各講演の 内容か ら理解して 頂き た い

と思 う 。

　山口静子先生 は 「お い しさと生 きる こ と」と題 し

て 、お い し さ は 人生経験 とと もに 変 化 し 、　 一
生 を通

じて 形成 される と い っ た お い し さの重々 し さ、荘厳

性を哲学的に深淵な立場か ら解説され た。大内秀記

先生 は 「お い し さを創 る喜び」と題 し て 、お い し さ

はお しつ け で はなく、相手の 喜び を考えなが ら心を

込めて創 るとこ ろに調理 をす る側 にと っ て の 最大 の

喜び がある こ とを示 された。松井陽 古先生 は 「お茶

の お い し さ を極め る」 と題 して 、お茶の もつ お い し

さ と生理機能に つ き有意義な お話を披露して頂 い た 、，

金谷節子先生 と最後の 演者で あ っ た瀧田正亮先生 は

臨床家と して病院とい う現場で 口 か らおい し く味 わっ

て 食べ る こ とが い か に 患者 さん の 治療に 有効で あ る

か を実例 とともに示 され た 。渡辺英 治先生 は 「お い

し さを探す脳 の 役割」と題 して 、食塩嗜好性を例に、

体が 必 要とする物質を脳が い か に巧妙に探 り出 して

い る か を最先端の 技術を用 い て の 実験 と と もに 格 調

高 く解説 して頂 い た。同じ く脳 の働き に 関 して 坂田

利家先生 は 「よく噛み 、健や か に 生 き る」と題 して 、

脳内の ヒ ス タ ミ ン 神経 系の 働 きとともによ く噛む こ

との 重要性を指摘され た．、私は 「お い しさと生体反

応」 と題 し て 、お い し さを実感する こ と に よ りどの

ような生体反応が生 じ る の か 、お い しい と き な ぜ 元

気が出 るの か とい っ た こ とを脳 内物質 の 役割 とい う

観点か ら概説 した tt

　今回の シ ン ポ ジ ウ ム の テ
ー

マ その もの が私の 恣意

的な発想か ら出た もの で ある こ と か ら、各演者が 思

い 描 くテ
ー

マ に も微妙なばらつ きがあ っ たの は否め

な い 。「長生 きで きるか らお い しい もの が食べ られ

る」の で は な く 「お い し い もの を食べ るか ら長生 き

で きる」の だ とい う観念の 妥当性 と その科学的 な根

拠を今後 もさ ら に追究 し て い きた い と願っ て い る．

　本 シ ン ポジウ ム 開催に 当り、うま味研究会事務局

の 沖山敦氏 をは じめ とす る うま味研究会事務局の 方 々

に は企画段階か ら当日の 運営 に 至 るまで 、きめ細や

か な ご配慮を頂 い た こ とを末筆な が ら深く感謝申し

上げます 。
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