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特集 に あた っ て

　　　　　 杉本　久美 了

（東京医科歯科大学 ・歯学部 ・口 腔保健学科）

　「食 べ る」 こ とは 、 生命維持 に必須の行動で ある

こ とは い うまで もない が 、 お い し い 食物 を心地 よ い

環境 の 中 で摂取す る こ とは、人生 の 大きな楽 しみ で

あ り、精神 的 な充足、安定を得る うえで も重要な要

件で ある 。 摂食行動に お い て 、 味の情報は大 きな比

重 を占め、一
旦お い しく味わ う機能に問題が 牛 じる

と、食欲 の 低 ドさ ら に は 生 活 の 質 （QOL ） の 低下

に つ なが っ て しま う。 近年、味覚の 基礎 研究 で は、

特 定の 分子 の 機能 を解明す る た め に 、 関連遣伝子 を

ノ ッ ク ア ウ ト、あ る い は ノ ッ ク イ ン する方法を用 い

て 、多 くの 重要 な知見が得 られ るよ うにな っ た 。 し

か し 、 生体内にお い て は 、 様 々 な機能が 関連 しあっ

て 働 い て い る た め、あ る機能 が 障害 を受 け た とき、

単純 にそ の 機能が欠落す るだ けで な く、 関連す る他

の 機能に も影響 を字え、 よ り複雑で広範な問題 を「1　‘．

じ る 叮能性が あ る 。こ の こ と は、口 腔 の機能に 関し

て もあて は ま り、例 えば味覚 の 障害 は、唾液分泌、

咀 嚼運動、嚥 ド運動を含め た 摂食機能全体に まで 影

響を及ぼすと考えられ る。

　 そ こ で 、今回 の シ ン ポ ジ ウ ム で は 、「摂食機能と

味覚 ・うま味 の 関連」 を主題 として 、味覚が摂食機

能全休 の な か で 果 た す役割が ど れ だ け大 きい の か を

描 き出すため に、味覚に障害が起 きた場合 、 どの よ

うな摂食機 能の 問題が生 じる の か、ある い は、味覚

機能を摂食機能の 改善に役立て る こ とが可能か とい

う切 りLIか ら話 題提 供 を して い ただ く こ ととした。

と くに 、 近年 、 高齢社会の 急速な進行 とともに、摂

食 ・嚥 ド機能 に 問題 を もつ 人 々 が 増 え て い る 中で

は、こ の ア プ ロ ーチ が重要 と思 わ れ る ．

　 シ ン ポ ジ ウ ム 最初の 講演 は 、 小児 の 摂 食機 能の 発

達 に 関す る 研 究 で 著名 な向井美恵先生 か ら、「摂食 ・

零
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嚥 ド障害児の味覚刺激に よ る 評価 ・訓練法」を中心

に お話 して頂い た。様 々 な病因に よ り摂食 ・嚥 下障

害をもつ 小児の 口唇、舌、顎 の 運動機能の 評価、唾

液分泌の 評価、さ らに嚥下 を促す訓練 に、甘味刺激

を活用 して い る臨床例が紹介 された。下唇の 内側 に

廿味物質 を塗 り、舐 め る舌運 動と刺 激 に よ る 唾液分

泌を促 して、嚥下機能の 促通 に まで 誘導する とい う

プ ロ グ ラ ム で子供 た ちが共通 して甘味刺激 を好 む と

い う普遍 的性質を利 用 し た 評価 ・
訓練法で ある。と

こ ろ が、経管栄養 を受け て い る小児 の 中に、好 むは

ず の 廿 味 に対 して 強 い 拒 否反応を示す小児が少 なか

らずみ られた経験か ら、 そ の 要因を解明する た め の

基礎研究 が 現在進 め られ て お り、そ の 最新 の 知見 に

つ い て も紹介して い ただ い た 。 離乳期に胃瘻 を設置

し味覚経験 をさせ なか っ た ラ ッ トで は 、 通常の 食経

験をさせ た ラ ッ ト とは異な り、廿味刺激 に対す る 結

合腕周 囲核 にお ける c−Fos の 発 現が不快刺激の 領域

に多 くなる との 大変興味深 い 話で あっ た、，

　次い で、摂食嚥下 リハ ビ リ テ ーシ ョ ン の 領域で活

躍め ざましい 舘村 卓先生か ら、「食物物性お よび 一

凵 量 の 嚥下機能に 対する影響」に つ い て 話題提供を

して い ただ い た。先生 の お話は、なぜ ヒ トは誤嚥 し

やす い の か に つ い て 、動物 との 形態学的違い と い う

観点か らの分か り易 い 説明に 始ま り、誤嚥を避 ける

ために とられる処 置には注 意が必要で あ る こ との 指

摘 へ と進 ん だ。経管栄養は 消化管 の 廃 用性萎縮 を 生

じる問題が ある こ と、誤嚥 を防ぐため に村与され る

トロ ミが過剰 な場合 に は 逆 に嚥下障害 を悪化 させ る

可能性が あ る こ と が紹介 された、、増粘 剤使 用 に 関し

て、軟 口 蓋 の 挙上量 に影響 さ れ る 1回 嚥下 量 が 誤嚥

防止に重要で ある こ と 、 そ の 軟口蓋 の 挙上 を担 う凵
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蓋 帆挙筋 の 活動 が 食 品粘性 の 感覚情報 に よ り調節 さ

れ る様式に つ い て 、詳細 な分析結果が 報告 され た 。

ニ ュ
ー

トン 流体 な どの 難解な用語が出 て きた に もか

か わ らず、流 れ る よ うな 関西弁で の 説 明 に 時 間 を忘

れ、楽 しませ て 頂 い た。

　昼食後最初に登 壇され た畝 IIi寿 之先 生 は、ラ ッ ト

を用い た基礎研究か ら、 グ ル タ ミ ン 酸が 胃で も受容

され、そ の 内臓 感覚情報 は 、迷走神経 を介 し て 反射

的に タ ン パ ク質 の 消化吸収機能 を高め る と同時 に、

脳 に伝え ら れ て 嗜好性判断 、 食欲の 調節に も深 く関

与す る こ とな ど、幅広 くグ ル タ ミ ン 酸シ グ ナ ル の 生

体に お け る重要 な役割につ い て 報 告され た 。 グ ル タ

ミ ン 酸は常に 共存する タ ン パ ク 質の シ グ ナ ル と し て

働 き、タ ン パ ク質 の 摂取 と消化吸収機能 を高め る 役

割を担 うこ と、さらに は、
Ct

うま味は タ ン パ ク質摂

取の マ ーカーT「
として 生体 に不可欠な情報 を発信す

る と い う概念 を熱 く語 られ た こ とが 印象に残 っ た 、

　次 い で 、杉本か ら 「味覚 ・うま味 と自律神経活動」

と題 して、ヒ トに お い て 、口 腔 内へ の 味覚 ・うま味

刺激が どの よ うに自律神経活動、身体の 自律制御に

影響す る の か と い う観点 を 中心 に 話題提供 さ せ て い

た だ い た，昼 食後 の 眠 くな る 時聞帯で もあ っ た た

め、まず、介護 予防 の L］腔機能 向上 プ ロ グ ラ ム の 例

と し て 、参加者 に唾液分泌 を促す
“
健 凵 体操

tT

を体

験 して い ただ い た後、味覚 か ら生 じる代表 的な白律

神経 を介す る 反射性応答で あ る唾液分泌に つ い て 、

各人の 味覚感受性 に応 じ た刺激濃度を用い た場合 の

味 質 に よ る 効果 の 違 い に つ い て 紹介 し た。さ らに、

味覚刺激時 に記録 した 肓律神経活動 を分析 した 結

果 、 うま味刺激は 、 唾液分泌 を促すだ けで な く、副

交感神 経活動全体 の 亢進 を介して 、円腸 の 消化液分

泌や運動を促進する 可 能性が あ り、他の 味質と異な

る特徴が示唆 された こ とを報告 した。

　 次 い で 登 壇 さ れ た 佐藤 しづ 子 先生 に は、「味 覚障

害
・
高齢者 におけ るうま昧感受性」の テ

ーマ で 、話

題提供 を し て い た だ い た。味覚外 来 で 多 くの 昧覚障

害患者 の 治療 に携わ っ て こ られ たなか で 、高齢者 の

味覚障 害患者 に、うま味が感 じられな い と の 訴え が

多い こ とを経験 さ れ た そ うで ある。そ こ で 、従来 の

4 基本味 の 検査 に加え て 、うま味感受性検査法 を開

発 し用 い た と こ ろ、高齢 の 味覚障害患者に は うま味

の 味 覚障害 が 多 い （患 者 の 16％ ） とい う予 想外 の 結

果が 得ら れ た との こ とで あ っ た．うま味感受性 障害

の 注目すべ き特徴 と し て 、 5 基本味の 一つ で ある う

ま味を感じられ な い だけで 、食物 の お い しさが大 き

く損なわれ、食欲低
．
ドか ら体重減少に つ なが る場合

が多 い こ と が挙げ られ た。高齢者 で は うま味 の 感受

性 を保 つ こ とが 、摂食機能の 維持、さらに は全身の

健康 維持 に極め て 重要で あ る こ とが示 され、ま さ に

本 シ ン ポ ジウ ム の テ
ー

マ で ある うま味 と摂 食機能と

の 関連 を 明確に 示す 臨床経験 か ら の 興 味深 い 講演 で

あ っ た、、

　最後 に ご 講演 い ただ い た山田好秋先生 には、1嚥
ド誘発 と味覚 ・うま味の 関連」 と い うチ ャ レ ン ジ ン

グな研 究 につ い て ご報告 い ただ い た。先生 は、こ れ

まで の 動物実験で 、 咽頭
・喉頭 へ の 酸味刺激に よ る

嚥 卜誘発促進や 舌咽神経 の 電気刺激 に よ る嚥下誘発

につ い て 、多 くの 基礎的知見 を得 て こ られた。今回

はそ の 基礎研究 を基に 、 新た に着手され た 、 ヒ トで

咽頭 を電 気刺激 し嚥下 を誘発する方法 とそ の 結果に

つ い て お話 しい た だ い た 。 こ の 実験で は、嚥 ド運動

を伴 うこ とか ら、刺激電極を安定 し て咽頭に留置す

る方法を確立するだ けで も、ずい ぶ ん と試行錯誤を

繰 り返 し、苫労 され た と の こ とで あ っ た 。 嚥下 を 誘

発する電気刺激は、被験者 の キ観で は
’』
水が流 れ る

ような感 覚
”

を生 じるそ うで あ り、刺激 される受容

器 の タ イ プ は 不 明 で あ る が 、こ の よ うな感覚を誘発

で きる こ とは興味深 い 。こ の 竃気刺激 に よる嚥下誘

発に 対 し 、 うま味刺激を加えた 際 の 促進効果に つ い

て 、最新 の 結果まで 紹介 して い ただ い た。

　 講演後の パ ネル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン で は、味覚 を含

む口 腔内感覚の 刺激欠如や 障害が起 きた場合 に、心

身に どの ような影響があ る の か に つ い て 、講演内容

をふ まえて 様 々 な観点か ら活発な議論が行われた，，

発達 の 臨界期 に 適切な刺激 を与えられ ない と本来快

情動 を生 じる廿 味刺激に対 して 嗜好を示さな くな る

臨床例 や 関連 す る 動物実験 の 話題 をふ まえ、臨床で

の経験か ら咽頭の 感覚や 味覚は使 っ て い な い と鈍麻

す る が 、逆 に 機械刺激 に は 過 敏に な る印象が あ る こ

との 紹介 があ り、多少 の リス ク を冒 して も味覚刺激

な どの刺激 を与え続ける こ とが機能維持 に 重要 で あ

る こ と、また 、障害後 の 回復に は まず強 い 刺激 で 機

能 を目覚め させ 、回復 を促す必要 が あ る こ とな どが

話さ れ た ，

　 次 い で 、嚥下を誘発する うえ で は、前頭 葉 の 活性

化 、 食べ た い と い う意欲が 重要で あ る との 話 か ら、
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「お い しさ」 につ い て の 議論が展開された 。 原始感

覚 と し て栄養価 の 高い 物 は 全体的 に お い し く感 じ ら

れ、嚥 ドしや す い との 意見や 、「お い しさ」の 情報

源 と して 、 味覚だ け で な く、 う ま味な ど を摂取 した

後 の 効果が よ り重 要 で あ る との 指摘 もあ っ た。ま

た 、動物実験で は、生命維持に 必須 の 栄養素が 食欲

を刺激する こ とか ら、2、3H 何 も摂取させ な い で

空腹 に させ る 荒療治が摂食機能、嚥下 反射 を促 す の

に効果的で は ない か との ユ ニ ークな見解 も提案され

た ，しか し、ヒ トに お い て は、脳の発達 に よ り非常

に複雑な情報 処理が行 われ て い る ため
一・

様な議論 は

難 し い こ と、特に疾患が ある場合 に は健常者と レベ

ル の 違 う異常行動が現 れ る こ とが話題 とな り、拒食

症や 統合失調症 患者 の 水中毒の 例 が挙げ られた 。

　 さ ら に、討論 の テ
ー

マ は お い し く摂 取す る た め の

支援 と そ の 効果 へ と進ん だ ， うま味が分 か らな い だ

けで 、他の 味 もわ か らな い
、

ロ ウ を食べ て い る よ う

だ とい っ た 訴えが多 い と の 報告 に 関 して 、一
つ の 味

の 喪失は食全体に大 きく影響 し、灰色の 世 界 に変 え

て しまうよ うな感が ある こ とが 議論さ れ 、 その よ う

な患 者さ ん で は 口腔 内 に 炎症 を伴 うこ と があ り、そ

の 改善へ の 支援が味覚そ して 食欲 の 回復 に重要で あ

る こ とが 強 調 さ れ た 。 近年、病院で は、Nutlition

Support　Team （NST ）に 加え て 口 腔 ケ ア チ
ー

ム が編成

され、口 腔 ケ ア に よる 冂 腔状態の 改 善が、「」か らお

い しく摂取す る こ とに つ なが り、ハ ッ ピー
な結 果 を

生 ん で い る こ とも紹介 さtLk ，，

　嚥 ド障害が あ る 場合 に 頻用 さ れ る ト ロ ミ食 に 関 し

て も、 総合討論の 中で さ らに議論 された 。 舘村先生

の 食品 の 粘性 を高め る と 、 嚥下時の 口蓋帆挙筋活動

が 減少する との ご報告に対す る 、粘性が 高ま る と 1

回の 嚥 ド量が減少するため で はな い か との 質問 につ

い て 、嚥 ド量 は一定と して い る た め 、 純粋 に物性に

よ る 違 い が筋活動 に 影響 した との 補足 説明 が 行われ

た 。 さ ら に、食事介助の場両で はず りを与えて物性

感覚情報を付与する こ と、さ らに は風味を付加 し、

よ り総合的 な刺激 を加 え る こ と が重 要 で は な い か と

い っ た、リハ ビリ テ
ーシ ョ ン 、介護 の 視点か らの 討

論も展開された。

　今回 の シ ン ポ ジ ウ ム を通 して、よ り楽し く食事が

で きる、あ る い は摂食 ・嚥下 障害か ら の 回復 を促す

うえで 、うま味を含む味覚刺激 や 他 の 口 腔感覚、嗅

覚な どの 刺激 を継続 的 に与える こ とが 重 要で あ り、

そ の 刺激 を鋭敏 に 受 け 止 め ら れ る よ うな 状 態 を作 っ

て い くため の 支援や環境整備 が必要とされ て い る こ

とが 共通認 識とな っ た よ うに 思 う。

　今 回 の テ ーマ が 摂 食機能 と味覚 とい うこ とで 、講

演者 の ほ とん ど が歯科領域 で あ っ た こ と、総合 討論

で も、 臨床的ア プ ロ
ー

チか らの 話題が中心とな っ て

しま っ た こ とは反省点で ある が 、 参加者層も従来の

味覚領域、食品関係 に と どま らず、リ ハ ビ リ テ
ー

シ ョ ン関係、介護関連の 方が 多か っ た こ とか らする

と、興味を もち、楽 しん で い ただ けたの で は な い か

と考えて い る u

　後 凵談とな る が、本 シ ン ポ ジ ウ ム で佐藤先生 に お

話 しい ただ い た内容が関心 を集め、朝 口新聞生活而

に紹介 さ れ た と の こ と で あ る t，
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