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総説特集　食べ 物の お い し さ と
“

こ く
” − 1

特集 に あた っ て
＊

　　伏木　亨
’ ＊

（京都 大学 農学研究科）

　 コ ク は、食に関わ る人間に と っ て 避け る こ との で

きな い 重要な テ ーマ の 一つ で あ る。料理 、調理 、味

覚多くの 分野の 研究者や実践者が こ の 問題 に 日常直

面 し て い る 。 し か し、コ ク の 概念は い まだ、暖昧 で

あ る 。

　今回 の シ ン ポジ ウ ム 「食べ 物の お い し さ と
”

こ く
”

」

は 、こ れ ま で の 多 く の シ ン ポ ジ ウ ム と は 異 な り、既

存 の 成果 を発表 し合 う場で は な い こ と は 当初 か ら自

明 で あ っ た
。 確 た る成果や 完全な 理 論が どこ に も存

在 しな い こ とは、オ
ー

ガナイザ ーも演者 も聴衆 さ え

も承知 し て い る 。 形 さえ明 ら か で は な い もの を、シ

ン ポ ジ ウ ム で議論 し合 うとい う、こ の よ うな企画は 、

聴衆 に と っ て は ス リ リン グ で ある か も知れ な い が、

演者 に と っ て は や っ か い な仕事で あ る 。 シ ン ポ ジ ウ

ム の 演者 を引 き受 けて い ただ い た方々 に 、御礼 申 し

上げる と と もに 、その 大変な ご苦労 に 感謝．し た い
。

　 シ ン ポ ジ ウ ム は、まず、コ ク と い うもの が存在す

る か と い うと こ ろ か ら ス タ ー ト し た 。 学校法人 服部

学國校長 であ り、著名 な料理人 で もあ る服部幸應先

生 に は 、自 らの 体験 か ら、料理 に お け る コ ク の 存在

を明確に 語 っ て い た だ い た。先生 の 長年 の 修行 と幅

広 い 体験 に よ る コ クの 話 は、大変、重 い もの と して

聴衆に受 け入 れ られた 。服部先生 は現在医学部 博士

課程に在籍 し て 料理 を科学的な観点か ら見 直そ うと

して お られ る こ と もあ っ て 、そ の 議論は具体的で あ

り明快で あ っ た。

　古酉正史先生 は 、声楽冢 で もあ り音 楽に 造 詣 が深

い こ とを講演で 知 っ た が、ご自身は、フ
ー

ドコ ー
デ ィ

ネータ ーと し て 、長年、様 々 な食品 に コ ク を与え る

ア ドバ イス を して こ られ た。音楽と コ ク が同 じ人間

で 語 られ る こ と が む し ろ違和感 がな か っ た こ とは興

昧深 い 。こ の よ うな感性 が本 シ ン ポ ジ ウ ム に と っ て

も貴重 で あ っ た 。
コ ク は 、確実に存在 し、し か も、

お い し さの 頂点と も言える最高の 感覚 であ る こ とを

強調 され た 。 食品 開発者や消費者 に と っ て 、コ ク は

ス テ
ー

タ ス で ある と表現 された。講演は、商品企 画

の 具体的な コ ン セ プ ト作 りに まで及 んだ。会場の 多

数 を占め る食品開発者に と っ て 、新鮮で有意義な内

容 で あ っ た 。

　続 い て、キ リ ン ビー
ル 、味の 素の 2つ の 研究所か

ら、食 品開発に お け る コ ク に 関す る具体的な話題 の

提供が あ っ た。キ リ ン ビー
ル の 谷村修也博士 は 、ビ ー

ル の こ くに つ い て、 コ ク に 影響を及 ぼす具体的な成

分 の 詳細な検討結果 を報告 され た 。

　味の 素の 宮村直宏博士 は、 コ ク を コ ク昧 と呼ぶ と

し て 、コ ク味 を作 る手段 を天然系調昧料開発の 立場

か ら興 味深 い 報告 を行 われた 。 特に 、肉汁中の コ ク

味成分 、含硫 化合物 の コ ク 味、タ ン パ ク質加水分解

物の コ ク味成分に つ い て、探索の実際が詳 しく述べ

られ た。

　大学 の 研究者 の 側 か ら は 、調理科学の 専門家で あ

る お茶の 水女子 大学畑 江敬 子先生 が 、人 間の 味パ ネ

ル を用 い て 、コ ク と い う感覚 の 位置 を詳細 に 解析 さ

れた 。
コ ク を持 つ 食品 の イ メ

ージ な ど、現 代人 の コ

ク の 感覚 を具体的 に捉 え る 報告 や成 分変化 と コ ク 感

の 関係 をパ ネル を用い て 解析が 報告 された 。

京都大学 伏木 は、コ ク の 構造 に つ い て 、三 層構造の

階層性か らな る仮説 を呈 示 し、その コ ア とな る原型

は 良質の栄養素 を適切 に 摂取 する た め の 報酬 の 快感

で あ っ た の で は な い か と述べ た 。

　大阪大学山本隆先生は 、お い し さの 感覚 の 脳 機序

に つ い て 、最新の 研究を交え て具体的に解説 された 。

コ ク に 特徴的な味の 時間的 ・空間的 な拡が り に対応

する生理的な 説明、な らびに 、高度なお い し さが脳
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伏木

で ど の ように発生 して い るか に つ い て 、最新の知見

を交 えて詳 しく解説 され た 。

　最後の 総合討論にお い て は、コ クに対する様々 な

イ メ ージを、どの よ うに 収束させ、共有 する こ とが

で きる か に つ い て 、活発な意 見交 換 が行われ た 。議

論の 概要 を最後に ま とめた 。 会場 か らも多 くの 意 見

が出 され、コ ク の 解明に関す る期 待が高 い こ とが印

象的で あ っ た
。 完全 な結論が 出た と は 言 い 難 い 。し

か し、コ ク に つ い て こ れ まで雲 を掴むよ うな話 で あ っ

た の が 、共通の 認識 に 向か っ て前進 し た こ とは評 価

で きる と思う。

　 こ の シ ン ポ ジ ウ ム は 、沖山 敦氏 ，平河 忠氏 をは

じ め うま味研究会事務局 の 方々 ら の 企画段階か ら の

献身的な ご尽力に より開催に 至 っ た もの で あ り、関

係 の 方 々 に 深 く御礼 を申し 上 げます 。
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