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総説特集　お い しさの シグナル と肥満 （ダイ エ ッ ト）の 科学 一1

特集に あた っ て
＊

　　　　　 ニ ノ 宮　裕三
＊ ＊

（九州大学大学院歯学研究院口腔機能解析学分野）

　日本 うま味研究会公 開 シ ン ポジ ウ ム 「おい し さの シ グ ナ ル と肥満 （ダイ エ
ッ ト）の 科学」を

一
週間後に控

え て 、本稿を書い て い る。し た が っ て 、この 総説特集の 著者 （シ ン ポ ジ ス ト）の 方 々 が どの よ うな 内容の お

話 しをされ るの か そ の 詳細 に 関 し て 今 は不明で ある。こ の シ ン ポ ジ ウ ム をオ
ー

ガナ イズ した立場 か ら、シ ン

ポジ ウ ム の狙 い と背景を中心 に概説する 。

　食欲は 主に視床下部を中心 と し た 中枢神経系の 働

きによ り発現す る。生体 の エ ネル ギー情 報は摂食 関

連物質や ホル モ ン を介 して摂食中枢、満腹中枢に伝

えられ 、その エ ネル ギ
ー
状況 に最適の 食行動 が惹起

され る。こ の フ ィ
ー

ドバ ッ ク シ ス テ ム に より、生体

の エ ネル ギーホ メ オ ス タ シ ス が維持 されて い る。し

か し、飽食 の 時代 の 現在 、ヒ トは 「お い し さ」の 誘

惑 や社会的精神的 ス トレ ス な ど脳へ の 外乱に絶えず

曝 され て い る。この 動物 と し て 本来持 っ て い る食の

調節系は 、 外乱に負け 、
い つ し か 脆弱に な り、

か つ

今や 失 い つ つ ある の か もしれな い 。近年の 生活習慣

病 の リス ク フ ァ ク タ ー
と して の 肥満 の 増 加は、そ の

根本に その 食の 調節系の 乱れが関 与する もの と推定

されて い る。

　 「脳 に は脳 を」と、それ らに屈 しな い よ り強 い 「や

せ 願望」を持 ち高次脳の働 き を活性化する、あ る い

は 「腹 八 分 目」 と摂食を抑制 する強い 理 性 をもつ こ

とが肥満を防ぐと書か れ た本があ る が 、 で き る 人は

数限りな く少ない 。
一

方、ヒ トを過食に導く 「お い

し さ」をもた らす の も、足 らな い 栄養素 の 手 が か り

を与え て くれる の も、眛、匂い 、口腔感覚な ど末梢

感覚器か らの 情報で ある。し た が っ て 、肥満 （ダ イ

エ ッ ト）を科学 する時、こ の末梢か らの 感覚情報 と

脳 に おける食調節 との 関係 に つ い て 考えて みる必要

があ る。

　食事を摂 っ て か ら、血液中に栄養素が取 り込まれ

脳 の 活動変化をもた らす まで にはか な りの タイ ム ラ

グ があ る 。 食べ 過 ぎ る原因を振 り返 る と、こ の 食調

節系の タ イ ム ラ グ が その 背景に あ る ような 気が す

る。食事中、味 、匂 い 、口 腔 感覚の 情報は、食物成

分 の 物理化学的性状 をあらか じめ 中枢へ 伝え、そ の

後の 生体 に取 り込 まれる栄養成 分 を予測 し、自律神

経系を介し て 唾液 、 消化液 、 ホ ル モ ン
、 満腹物質な

ど生理活性物質の分泌に働い て い る。すな わち、消

化吸収をより円滑に し、よ り速や か に充足感 をもた

らすよ う働い て い る 。 この 摂食巾に 起 こ る末梢感覚

情報に よる食の調節系が、早食い や飲酒、あるい は

不規則な食事に より、十分 に 働 か な くな っ て い ると、

食事に よ り充足感 を得る ま で の よ り大き な タ イ ム ラ

グ を生ずる こ とが考 えられ る。こ の タ イ ム ラ グ は食

事量 の 増加 、
つ まり肥満に つ なが る こ とが推測 され

る。

　そ こ で 、本 シ ン ポ ジ ウム で は摂食中にお こ る味、

匂い 、口腔感覚情報が、食の 調節に どの よ うに働き、

関 与す るの か を科学するこ と をまず主眼 に 置 い た。

動物や ヒ トで の様々 な基礎研究データ を基 に 、ヒ ト
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肥満者の エ ネ ル ギ
ー
消費調節や減量 の 有効な手段 と

して 、こ の 末梢感覚系を介 した 方法を開発、発展 さ

せ る こ とがで き る の か どうか 議論す る の で ある 。そ

の 目的で 、 こ の領域で ご活躍の 6名の研究者 をお

招 きする こ と に し た ．筆者 も味覚研究者の 立 場 か ら

参 加する。

　 まず、食の 調節系 を乱す要素に 「お い し さ」が あ

る 。 お い し い と食べ 過 ぎて し まうそ の 脳内 メ カ ニ ズ

ム に つ い て、ラ ッ トを用 い た行動実験を基に山本隆

大阪大学大学院人間科学研究科教授に 解説 して頂 く

予定 で あ る。動物に は お い し さを感 じ る共通の 脳内

メ カ ニ ズ ム が あ る が 、野生動物で は見 る こ と の な い

肥満体が実験動物の ラ ッ トには牛 じ る原因を知 る こ

と は、ヒ トに も通 じ、極め て 興味深 い 点で あ る。

　次 に、筆者 らは 脂肪細胞 か ら分泌 される飽食ホル

モ ン の レ プチ ン がマ ウ ス の 味細胞に働 き、甘味を特

異的に抑制する こ と を示す。こ の レ プ チ ン に よ る甘

味感受性修飾 を介 した食調 節 シ ス テ ム につ い て 、マ

ウ ス の基礎実験と ヒ トの 官能テ ス トの 結果を基に、

解説する。甘味閾値が 血中 レ プチ ン 濃度と同調 し た

概 日 リズ ム を示すこ と 。 不規則な食事や肥満者に こ

の リ ズ ム の 変調 が み られ る こ と を紹介す る。

　 鳥居邦夫味 の 素  ラ イ フ サイエ ン ス 研究所理事 は

特定 ア ミ ノ 酸欠乏 （リ ジ ン欠乏）動物の欠乏 ア ミ ノ

酸選択摂取 の 脳 内 メ カ ニ ズ ム の 研究 で 著名で ある

が、動物が もともと生得的に もつ 嗜好性の発現 と、

飢餓状態 で お こ る特定栄養素 に対す る嗜好性 の 増 人

とがどの よ うに 違 うの か 。さらに は 、リジ ン 欠乏 と

うま味や塩味の 嗜好性 と の連関の メ カ ニ ズ ム、うま

味 の 肥満抑制効果 につ い て最先端 の 脳活動測定機器

を用い た基礎実験結果 を基に解説される、

　前半 3 題の 主に 基礎的な研究に 変わ っ て 、後半

の 4 題 は ヒ トの 肥満者の 減量 の 実践的手段 とそ の

開発に つ なが る研究課題 で あ る。すなわち、摂食中

にお こ る、うま味、歯根膜感覚、匂 い 、辛味な どの

感覚情報が エ ネル ギー消費の 促進と、体脂肪蓄積 の

抑制をもた らす可能性に つ い て 解説 し て頂く。

　坂根直樹先生 （京都医療 セ ン タ ー基礎研究 セ ン

ター）は肥満者の減量に伴 う高［丘1圧 を回避 させ る減

量 プ ロ グ ラ ム に 「うま味」 を活 用 した メ ニ
ュ
ー

が有

効で あ る こ とを証明され た c こ の方法は、ア ンギオ

テ ン シ ン IIの 2 型受 容体 （AT2R ）に ア ミ ノ 酸変異 が

あ り、肥満 2 型糖 尿病 患者 で 食塩 閾値上 昇群 に お

い て もうま眛の お い し さをもた らす 。 それ ら の 実践

例 を紹 介して 頂 く。

　坂 田利家大分医科大学名誉教授 （中村学園大学教

授）は 日本肥満学会の肥満症治療ガ イ ドラ イ ン作成

委員会委員長 と して 、その ガ イ ドラ イ ン を完成 され、

2006 年日本肥満学会誌 「肥満研究1 に 発表 され て

い る。肥満者が なぜ 太 り、なぜ 食べ 過ぎるの か 。 そ

の 原因となる食の 乱れを改善する ヒ ス タ ミン 神経系

を腑活化する咀嚼法の有効性に つ い て、末梢の歯根

膜感覚 受容器 か らヒ ス タ ミン神経系 に至 る神経 メ カ

ニ ズ ム と日本食化低 エ ネル ギ ー食療法 の 実践例 を示

し解説 される。

　永井克也大阪大学名誉教授は ラ ベ ン ダ
ー

とグ レ
ー

プ フ ル
ーツ の 匂い 刺激が 自律神経系に相反的に作用

し、脂肪分解 、摂食量、体重、血圧や体温 などに 影

響を与え る こ とを明らか に され た 。
こ の 匂い 刺激に

よ る効果は 匂い 受容体を介 し て受容された情報が、

概 日リズ ム の 体内時計 と ヒ ス タ ミン 神経系 を介 して

起 こ っ て い る こ とを種々 の実験デ ータ に基づ き解説

され る。ア ロ マ 療法で 実際に用 い られて い る精油の

具体的な作用を示すもの で 、今後の展開が期待 され

る。

　 伏木 亨京都大学農学研究科教授 は 「脂 の お い しさ」

をもた らす脂肪酸の 味細胞に お け る受容機序の研究

を は じ め
、 食に 関する様 々 な課題 の 研究 を精力的に

取 り組んで お られ る e 本シ ン ポジ ウ ム で は、 トウ ガ

ラ シ の 辛味成分 の 体脂肪蓄積 の 抑制効果 の 研 究を紹

介 され る。辛眛 の 無 い カ プ シ エ イ トが カ プ サ イシ ン

と 同様に温度受容体 （TRPV1 ）に働 き、ヒ トで も体

重 と体脂肪 の 減少 をもた らす。過酷な条件下で行わ

れ た 貴重 な実験例を基に解説 され る。

　以上、本シ ン ポ ジ ウ ム の 講演者の先生は 、い ずれ

も様々 な実験を駆使 し て得 られた エ ビ デ ン ス をもと

に 、摂食中に お こ る味、匂い 、口腔感覚刺激の食調

節にお ける役割 を解析 されて い る。肥満予防 には、

よく噛み 、よく味わい 、食事をゆ っ くりと楽 し む習

慣 を身に つ ける こ と が重要で ある こ と が再確認さ れ

るともの 思 われ る 、 旧来か ら有 りがちな概念 の みが

先行 し、想像に もとつ く考え方に 由来する もの で は

な い 。食に関す る基礎知識 と して習得 し、実践的に

活用す る こ と で 、私 も含め読者の皆様の 健康の 維持

の た め に 役立 て て 頂 きた い と切 に 願 っ て い る。

　　　　　　　　 （著者紹 介は、総説特集 3 参照）

一 118一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　


