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総説特集　昧覚 （うま味）と口腔保健　より健康な生活を 目指 して
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特集 にあた っ て

　　　　　杉本 　久 美子
＊

（東京 医科歯科大学
・
歯学部

t口 腔保健学科）

　口 か ら食物 を摂取 し栄養素 を 利用する消化吸収の

過 程は、日 々 繰 り返 され る 生命維持 に 必須の 機能で

あ る だ け で は な く、そ れ に伴うお い しさの体験 は身

体や生活に活力を与えて くれる 。 健康 な ときには摂

食 ・嚥下を含 む消化吸収機能が ど の よ うな仕組 み で

営まれ て い る か意識 される こ とは少ない が 、 口か ら

腸 に 至 る各ス テ
ージ で消化吸収機能の い ずれか

一
つ

で も障害 が 起 こ る と、健全な消化吸収機能が損なわ

れ、全 身の 健康 と生 活 の 質 （Quality　of　Life： QOL）

に まで 問題が生 じる こ と とな る 。 と くに、摂食 ・嚥

下機能に障害が あ る と、誤嚥 の リス クを避ける た め

に胃瘻 が設 置 され 、 口 か ら食べ る楽 しみを奪 われ、

使わ れ なくなっ た機能 は低下 し て ゆ くた め、QOL

が大きく損なわれ る こ とに なる。

　そ こ で 、3 年前担当した 公開シ ン ポ ジ ウ ム は、摂

食 ・嚥下機能に 光 をあ て 、味覚
・うま味 と摂食機能

が どの よ うに 関わ る か、また摂食
・
嚥 下障害へ 味覚

か らア プ ロ
ー

チが で きない か とい っ た観点を柱 に、

「摂食機能 と味覚 ・うま味の 関連」と い うテ
ーマ で

開催 した 。 そ の後、口腔の健康 と全身 の 健康 との 深

い 関連が ます ます着 目され る よ うに な り、歯周病と

糖尿病 や 心 臓疾患 ・脳血 管疾患 と の 関連、誤嚥性肺

炎予防や手術後 の 感染症予防へ の 口 腔衛生 の 重要性

に つ い て科学的実証 が 進め られ 、口 腔保健 は 歯科 に

限 らず医科に お い て も重 視 され る よ うに な っ て き

た。そ こ で、今回 も味覚を始め とする 口 腔 の 機能維

持 と口腔保健が い か に心 身 と もに 健康な 生活を送る

うえで 重要で ある か とい う視点 を柱 として、様 々 な

側 面か ら考 えて み た い と 「味覚 （うま味） と 口 腔保

健 ： よ り健康 な生活を目指して 」をテ
ーマ に本シ ン

ポ ジ ウ ム を開催 させ て い た だ い た 。

　午前中 の 2 題は、日々 の 臨床 で 、口 腔
・
嚥下機能

の 回復に取 り組ん で お られる、東北大学 の 佐藤 しづ

子先生 と 日本大学 （現東京医科歯科大学）の戸原玄

先生 か ら ご講演をい ただ い た 。 トッ プ バ ッ ター
の 佐

藤先生 に は、前回、高齢患者で は 4 基本味に異常 は

ない が うま味が感 じられない 味覚障害が多 く見受け

られ 、 うま味障害は お い し さ を大 きく損な い 、ひ い

て は低 栄養、体重減少に もつ なが る こ とを報告 い た

だ い た。今回は、高齢者 にお ける味覚障害の 要因 と

して 、こ れ ま で あ ま り重視 さ れ て こ なか っ た 口腔疾

患が高 い 割合 を占め て い る こ とを臨床症例の 分析か

ら示 され 、 口腔内科学的診断に 基づ い て 、唾液分泌

促進 や 抗真菌薬投与な どの 治療 を行 っ た結果、味覚

障害か ら回復す るだけ で な く、 回復に伴っ て 心 身の

状態 お よ び 生 活機能 に ま で 大 きな改 善が み ら れ た

ケ
ー

ス を紹介 して い た だ い た。味覚機能、とくに う

ま味の 感覚が健全 で ある こ とが食事の お い し さ を保

証 し、全身の健康、QOL を支え る と の 信念 の もと、

臨床 に向き合われ る様子が うかがわれる講演 で あ っ

た 。

　戸原先 生 は摂食 ・嚥下 リハ ビ リ テ
ー

シ ョ ン の 領域

で 著名な若手第
一

人者で、まず摂食 ・嚥下機 能 の 評

価方法と実際 に つ い て お話 し頂 い た 。 さ ら に、在宅

訪問 をして 摂食 ・嚥下障害の 評価診 断をなさっ た豊

富な経験 か ら、患者 の 摂食
・
嚥下機能の 評価が 適切

になされ て お らず、口 か ら食 べ られ る 状態 に もか か

わ らず 胃瘻が設 置 され、患者の QOL が考慮 され て

い ない ケ ース が多い こ とを具体的な症例 を挙げて紹

介 さ れ た。ご 講演 で は 、内視鏡 に よ る 嚥下機能評価

時 の 様 々 な映像を ご提示 い た だい たが、中 で も
‘‘
の

ど ご し
tt

を楽 しむ ため にうど ん を丸 の み す る と き
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の 、太 い うどん が食道 に ぐん ぐん吸い 込まれ て い く

映像 はなか なか に衝撃的で あっ た 。

　午後最初 の 演者 、 味 の 素株式会社 の 畝 山寿之先生

は、「うま味」の 健康価値 に つ い て、味覚 ・脳腸連

関 と食物 の嗜好性 ・消化吸収の 観点か ら、基礎研究

を長年続けて お られ 、 前回、グ ル タミ ン 酸が 胃で 受

容される内臓感覚情報が、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、食欲の調節に影響する こ

とを ご報告い ただ い た 。 今回 は、消化管の 健康維持

と い う観点か ら 、 うま味刺激が粘液や 重炭酸イ オ ン

の 分泌 を亢進 させ 、消化管粘膜保護作用 を発揮 する

こ と、さらに は 、グ ル タ ミ ン 酸ナ トリウ ム 含有餌摂

取に よ りピ ロ リ菌感染 胃炎 の 発症が抑え られ る とい

う研究 成果 を紹介 して い ただ い た 。 40 歳以 上 の 日

本人 の 70％ が ピ ロ リ菌に感染してお り、そ の 毒素

によっ て 胃潰瘍 ・十 二 指腸潰瘍や 萎縮性胃炎 、 胃の

機能低下が引 き起 こ さ れ る とい う健康問題 を か かえ

る今日、こ の 結果 は大きなイ ン パ ク トを もつ と思わ

れ る 。

　次 い で 登壇 された武井啓
一
先生 は、日本歯科医師

会 に お ける食育推進に 中心 メ ン バ ー
として 参 画 さ

れ 、甲府市 で 味覚を取 り入れ た食育の実践 をされて

い る歯科 医師 で あ る。まず、フ ラ ン ス 味覚研究所所

長で ある ジ ャ ッ ク ・ピ ュ イゼ 氏 の考案に よ りフ ラ ン

ス 全 土 で 取 り組 まれ て い る小学校で の 味覚教育の す

ば ら しさを紹介い ただ い た後、今 日の 日本 にお い

て 、 伝統的健康食である和 食 の お い しさを子ども達

に伝 える こ との 重要性と健康行動 を育 て るため に は

幼児期 か らの 五 感を磨 く味覚教育が大切 で あ る こ と

を 熱 く語 っ て い ただ い た。先生 が 山梨側か らの 姿が

本物 と力説 され る、世界文化遺産に登録され た ば か

りの 美 し い 富士山 の 映像が話題 の 間に はさまれ、日

本の 良さ とそ の 伝承 の 大切 さを再認識させ られ る ご

講演 で あ っ た 。

　続 い て 、 新潟大学の 北川純一
先生 か ら、「の どご

しに つ い て の 生理学 的考察」 と題 して、お い し さを

構成する要素で ある
’“
の どご し

”
の 感覚につ い て、

生理学 的側面か ら話題提供を し て い た だ い た 。

”
の

ど ご し
”

の 感覚は 咽頭
・喉頭 に あ る 味蕾か ら発 し、

舌咽神経、上喉頭神経に よ っ て 運 ばれる 。 こ れ らの

神経の 応答性は 舌 の 味蕾 を支配する神経 と異な り、

水に よ く応答す る 特徴があ る こ と、受容体候補 と し

久美子

て Transient　Receptor　Potential（TRP）チ ャ ネ ル の 可

能性 が示唆 され る こ とをお 話 し い ただ い た 。また、

咽頭 ・喉頭領域 へ の水、味刺激や機械刺激が嚥下反

射 を誘発す る が 、カ ン ナ ビ ノ イ ド （大麻成分）は こ

の 嚥 下反射 を促 進させ るとい う結果か ら、おい しく

食事 をする と内因性カ ン ナ ビノ イ ドが放出され て 嚥

下 反射が 促進 さ れ る 可能性 があ る こ と を示 して い た

だ い た。

　最 後に 、 杉 本か ら 「味覚と自律神経 ・脳活動の 関

連」 の テ ーマ で 、口腔へ の 5 基本味刺激 が 自律神経

活動お よ び脳 活動 に どの ような変化 を誘発 し、全身

的 にどの ような影響を与え る 可能性が ある の か に つ

い て 話題提供 を行っ た。まず、白律神経 活動 に お い

て は 、 反射性唾液分泌 の 持続 的促進効果が報告 され

て い る うま味刺激で副交感神経活動の 上 昇がみ られ

た の に対 し、一
様に嫌が られ る 苦味刺激 で は 唾液分

泌促 進効果は低 く、交感神経活動が 上昇した こ と を

紹介 し、副交感神経を亢進させ るうま味な どは他 の

消化器系に も促進作用 を及 ぼ す が 、不 快情動 を生 じ

る苦 味などは交感神経を亢進 させ 負の 調節を行う可

能性 が あ る こ と を お 話 し した 。 さ ら に 、口 腔 に味覚

刺激 を行 っ た 際 の 脳活動につ い て 、脳波 か ら情動の

4 要素で あ る喜怒哀楽の レベ ル の 解析を行 っ た結

果、甘味や 酸味刺激 で は喜 び レ ベ ル の 上昇、苦味刺

激で は ス トレス レベ ル 上昇 と リ ラ ッ ク ス レベ ル の 低

下が生 じる な ど、味の 質に よ っ て 特徴 的な情動 の 変

化 パ ター
ン が得 ら れ た こ と を報告 した。今 回 使 用 し

た記録方法は 大 がか りな装置 を必要とせず、高齢者

施設等の フ ィ
ール ドで の 使用が可能 で あるため、言

語的 コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン が困難 な対象者 の 情動把握

に も利用 で きる展望があ る こ とを提示し た 。

　以下 に、コ ーヒーブ レ イクをはさん で行われ た総

合討論 の 内容 を紹介する。

　 まず食育 をめ ぐっ て 熱心 な 討論 が 展 開 され た 。 会

場か ら 8 月に フ ラ ン ス で ピュ イゼ 氏を中心 として 開

催 され る 味覚教 育の セ ミ ナ
ー

の 情報が提供された

が、ピュ イゼ氏 の 授業を受けた方、イ タ リ ア の 味覚

教育 に詳 しい 方 も会場に お ら れ 、 こ の シ ン ポ ジ ウ ム

が、今後様々 な職域間 で 情報交換 を進 め る機会とな

る こ とが 期待 され る 。フ ラ ン ス の 味覚教育 で は、味

を分析 して 言葉 で表現する力を育て る こ とが行われ

て い る との こ とで、香 りに つ い て も、子 ど もが 「バ
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ラ を手で もんで開 い た ときの 香 り」 とい うよ うな表

現を普通に 出来る とい っ た例が紹介さ れ た 。 こ の フ

ラ ン ス の 味覚教育を 日本 に も取 り入 れ よ うとす る 動

きが、調理師会等に もあ る との こ とで あ る が、フ ラ

ン ス の 味覚教育をそ の まま日本に持ち込む の で は な

く、日本文化 に 適 した新 た な形 の 模索 が大切 で あ る

こ とが対論の 中で確認された。

　こ れ に関連 して、甲府 で実施 した味覚教育につ い

て 、プ ロ グ ラ ム に 参加 した親子 に、参加後 の 意識 や

行動に ど の よ うな変化が み られ る の か との質問が あ

り、ア ン ケ ートの 結果が紹介 された。母親は よ く噛

ん で 食べ る こ とや 目で楽 し む こ とへ の 意識 は もとも

と高 い が 、 プ ロ グ ラ ム 実施後に は お い しさの 要素と

し て味覚 ・嗅覚 （風味）が大切 で あ る と の 認識が高

ま っ た こ とが 報告さ れ た。こ の プロ グ ラ ム がそ の 後

の 食行動に長期 的に影響 しうるか とい う点の 検証は

今後の 重要な課題と して残さ れ て い る との こ とで あ

る。

　また 、 こ の よ うな味覚を柱と した食育を拡げ るた

め に ど の よ うな取 り組 み が 必要 か の 議論が あ り、歯

科界で は小 児歯科 医が最 も関心 をも っ て い る の で、

そ こ か ら の取 り組 み 強化が第
一

で あ る こ と、栄養 関

係で も味覚教育の 取 り組み が入試問題 に 採用 される

など、栄養面 だけで はな く、 味覚と情操を育て る取

り組みが関心をもた れ 始め て い る こ とが話され た 。

さらに 、会場か らの 現代 の 子 ど もた ちが うま味に接

する機会が少ない
一因として 高度成長時代に育 っ た

そ の 母親が親か らうま味 を い か し た料理 を教わ っ て

い ない とい う背景があるため、子 ど もだけで は なく

親も含め た親子料理教室 とい っ た取 り組みが必要 な

の で は な い か と の 指摘に つ い て は 、料理教室 とい う

形 で 食育を展 開する試みが い ろ い ろ な と こ ろ で始め

られ て い る との 情報が提供された。

　加え て、食物の 味 ・匂 い を し っ か りと感じる ため

に は 咀嚼 も重要で あ り、多数 を対象 として 同時に 咀

嚼能力を測 る良い 方法が ない か との 質問が あ り、現

在 の と こ ろ、8020財 団 か ら提供 さ れ て い る 「噛む

カ ム チ ェ ッ ク ガ ム 」（2 色 の ガ ム ）や ロ ッ テ の 色変

わ りガ ム が 一般的に使用 され て い る が、今後使 い や

す く、よく噛 むとお い しくなる よ うな ツ
ール が 開発

され る とさ らに こ の 面 で の 全国的広が りが期待 され

る こ とが話題 と なっ た 。

　こ こ で 話題 を転 じて 基礎的な研究に つ い て補足発

言、討論が行わ れ た 。 1つ 目は タ ン パ ク質の 消化吸

収に 関する情報が 消化管か ら脳へ 送られ、腹八分 目

で 満足す る よ うな シ グ ナ ル と な っ て 、 健康 に 寄与す

る 可能性があ る こ とが明 らか に され つ つ あ るとの 追

加発言 で あ っ た 。 2 つ 目は 、 体内の カ ン ナ ビ ノ イ ド

の 働 きに つ い て で あ る が、摂食抑制ホ ル モ ン の レ プ

チ ン と反対に 食欲 を促進する働きがあ り、嚥下反射

に対 して もレ プチ ン は抑制的 、 カ ン ナビ ノ イドは促

進的 な調節を行い 、相互 に拮抗的調節をする特徴に

つ い て 補足が あ っ た。また、レ プチ ン が増 えればカ

ン ナ ビ ノ イ ドは 減少 す る とい っ た相互 の 調節関係が

あ る こ とが説明 され、末梢 にお い て 味細胞 の 甘味応

答を相反性に調節する こ とを含め、こ れ らの ホ ル モ

ン の 興 味深 い 摂食調 節機能が 話題 と な っ た 。

　後 半、摂食 ・嚥下 障害 に関 して 、 リハ ビ リテ
ー

シ ョ ン が効果的な患者さん の 見分け方と効果的治療

法 につ い て 質問が出 され、治療経験を基に、嚥下機

能自体を喪失 して い る 人は非常に少な く、姿勢が悪

か っ た り、食形態が合 っ てい ない と い う原因か ら誤

嚥を起 こ す例 が 比較 的多い こ と、そ の 場合は悪条件

を取 り去 る だけ で 症状 を改善 で きる との 説明があ っ

た 。 例 え ば、年をとっ て猫背に な る と呼吸が浅 くな

り、息を吸 っ て 止め て、飲み 込ん で 吐 くとい う
一

連

の 動作の タ イ ミ ン グが狂 い 誤 嚥 につ なが る と の こ

と、そ の 場合 に は、腕を組ん で 頭を越す位置 まで 上

に持ち上げ る 運動 を 5 回繰 り返すだけで 誤嚥が減る

ケ
ー

ス も多 い そ うで ある 。 会場で もこ の 運動を実際

に 試 して 、な る ほ ど と思 っ た 方が多か っ た ようで あ

る。

　最後に 、 味覚障害 の 臨床に 関する 話題が取 り上 げ

られ た 。 臨床経験か ら、 味覚障害が要因で 食 べ られ

な い 状態 に なっ て い る場合には 、 量は少な くて もよ

い の で 多種類の 食品 を摂る ように 栄 養指導をす る

と、口 腔 内状態の 改善、さ らに は味覚の 改善に つ な

が る こ とを実感して い る との話があ っ た 。 食 べ られ

な い 状態 が 長引 くと低栄養状 態 に な り、味覚の 治 り

も非常 に 悪 くなる との こ と で あ る 。 また 、 味覚障害

の患者は 口腔乾燥症を併発 して い る 場合が多 い こ と

に関連 して唾液腺マ ッ サージが有効か との質問が出

された 。 こ の 点 に つ い て は 、 唾液分泌低下 の 原 因を

まず見極め る こ とが重要で 、シ ェ
ーグ レ ン 症候群や

薬剤 の 副作用が背景 にあ る場合は マ ッ サ ージは効果

的 で は な く、マ ッ サ
ー

ジだ けで 治る こ とは 100％ な
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い との 回答で あ っ た。東北大学病院口腔診断科で は

うま味刺激を唾液分泌改善に利用す べ く、 昆布茶 を

勧 め 、反射性唾液分泌を促す指導を行 っ て成果を挙

げて い る そ うである 。 味覚異常に 関 して 、抗が ん剤

による副作用 につ い て も説明 い ただ い たが、味覚異

常、口 内炎、食欲低 下 な どが 深刻 との こ と、つ らい

一時期を切り抜ける サ ポ ー
トをする こ とが医療者の

重要 な役割 で ある こ とをお話 しい ただ い た。

久美子

　総合討論で は、食育か ら摂食 ・嚥下障害、味覚障

害 の 臨床 、 基礎 的研究 と幅広 い 話題 で 活発 な質疑応

答、意見交換が な さ れ た 。 全体 と し て、シ ン ポ ジ ス

トの 先生方全員が 、よ り健康な生活、QOL 向上 を

めざ して 、それぞれ の専門か ら味覚 ・口 腔機能、消

化機能、全 身機能の 改善の た め に取 り組ん で お ら れ

る内容が反映 された、興味深 く意義深 い シ ン ポ ジウ

ム に な っ た の で は ない か と感 じて い る。
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