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調理 科学に お ける構成要素論

豊 川 裕 之
〔Hiroyuki　Toyokawa ）

は じめ に

　日本調理科学会創立 30周年記念増刊号 （平成 9 年 9

月）に お い て 「調 理科 学 へ の 期 待
一21世 紀 に 向 け

て一」
1〕

と， 創立 30 周年記念シ ン ポ ジ ウ ム 「調理 科学 と

21世 紀社会
一

講演 3」に お い て 「食 の 情報 ・食教育 と

と調理科学 」
2）

を論 じた こ とが ある。後者 に お い て
， 調

理科学 が 独 立 した学問領域 と して 近代科学に お け る市

民権をを確保する た め に は，調理科 学特有の 構 成要素

（単 に 要素 と 記述 した こ と もあ る）を持 っ て 研究 をしな

ければな らな い と述べ た。特 に
， 調 理 科学 が 食品学 ，

農芸化学，生理 学，生化学と一線を画する た め に は調

理科学に ふ さ わ しい 構成要素を選択しなければ ならな

い と も述べ た。しか も同論文 で は
一

歩踏 み 込 ん で，「一

般論 として ， ある科学 が 成熟 した 専 門領域 で あるた め

に は，明確な構成要素 を有 して い なけれ ば ならない も

の で あ る」と主張 した
2 ）。その 事 が 伏線 に な っ て ，

こ の

課題 で 書 くように 要請 が あ っ た と承知 して い る。

　本論では，こ れ を受けて，書 き残 した こ とを補足 し

なが ら，そ の先を纏め て論述する こ と にする。

1， 構成要素 とは

　上記の 構成要素に付 い て 詳 し く説明 しよ う。 まず，

構成要素 の 素性 か ら説 明 を要する だ ろう。構成要素 と

は ， 理論体 系 を建造物 に 例 え る ならば ， 構成要 素 は 建

築材料 の よづな もの で ある。建築材料には種 々 あ っ て ，

木材，石 材，セ メ ン トの ほ か に もニ
ッ

パ ハ ウ ス の ニ
ッ

パ 椰子 の 葉 ，イ ヌ イ ッ ト （エ ス キ モ
ー

）の イグル
ー

の

建築材料 の 氷塊 ，
穴 居住宅 の 土 壌 な ど が あ る。ど の 建

築材料を使 うか に よっ て，建造物 の 構造，外観，居住

性，耐久性 が ほ ぼ 決 ま り，それ ぞれ個性 の あ る 建造物

に な る （表 1）。同様に，構成要素 に も専 門領域 ご と に

種 々 あ っ て ， そ の 中 の あ る専 門領域 に お い て ， 1 つ の 構

成要素が 選 ば れ る と ， そ の 理 論体系 の 機能領域 （表現

形 ， 説明性，分か り易さ ， 頑健性）が ほぼ決 まるの で ，

こ れ が 重要な の で ある。こ の 機能領域は パ ラダイム

（paradygmR ｝4））に 相当す る，
つ ま り構成要素 を選定す

る こ と に よ っ て 表現形 ， 説 明 性 ， 分 か り易さ， 頑健 性

が決 まるの で ある。

　例 え ば
， 経済学 に お け る マ ル ク ス 主 義経済学 と ケ イ

ン ズ 流 の 近代経済学の 構成要素は そ れ ぞ れ 「商品」 と

「もの」で あると言 う。そ の 構成要素 の 違 い が両経済学

の 得意 とす る領域 を分け て い る。商品 を構成要素 とす

る マ ル クス 主義経済学 で は 労働 と資本 の 関係を説 明 す

る に は好都合だ が，消費者の購買行動に付 い て は説明

で きな い とい う。近代経済学はそ の 逆 だ とい う
5 ）。しか

し， 「商 品」は 「もの 」に 較 べ て 頑健性 が あ り学聞体系

として はきちん とした外観 に見 えるが，分 か り易 さ に

関して は 「もの」より劣る 。 そ の 特徴の た め に マ ル 経

の 理 論はベ ル サイユ 宮殿 の ように 整然 とした 美 しさを

示 して い るが
， 近経 の 融通性 に は叶わな い 。ひ と昔前

の 経済学で は，マ ル 経 の 整 然美が 経済学徒を魅了 した

　 　 　 　 　 表 1．建材，建造物，建 造物 の 特徴

＊
放 送大 学客 員教授

建 　材 建造 物 建造物 の 特微

石　 　 　材
石 造 家 屋

城 塞 な　ど

柱 は 太 く，窓 は小 さ い

耐久性 に 富む

居住性 に 乏 しい

木 　 　 　 材 木 材 家 屋

柱 は細 く，窓 は大 きい

耐 久 性 は 中程 度

居住性 に 富む

土 　 ・　 泥 穴 居 住 居
特定 の 自然環境 で の み 成立 す る

構 造 も独 特 の もの で あ る

氷 　　 　塊
イ　グ ル ー

（イヌ イ ッ ト）

柱 はない ，窓 はない

耐久性 は 乏 しい

廣住 性 は それ な りに あ る

竹，樹 の 枝 ニ ツ
パ ハウス

柱 は竹 ， 窓 は大 きい

耐 久 性 は 乏 しい

居住性 に 富 む
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表 2，要 素，取 ト）扱 わ れ る人 間 行 動 と機能領 域 の 理 論 的 内容

　　　 　 要索

（Structural　Elements）

　 　取 り扱 わ れ る 入 間行 動

（Target　in　Human 　Behav至or ）

機 能領 域 の 広が り

〔L正mits 　of　Function）

　 栄養素

（Nutrients）

栄養 生 理 （nutritional 　physiology ），
メ タ

ボ 1丿 ズ ム （metabolism ），消 化 ・吸 収

（digestion＆ absorpUon ）

細胞 （cell ）

組織 （tissue）

臓器 （organ ）

　料理

（Dishe8＞

調 理 （cooking ）， 献 立 （recipe ）， 選 ぷ

（select ），買 う（buying＞，食べ る （eating ），
女于き嫌 い （like　and 　disHke），　習

‘
噴 （habit）

個 人 （indiv量dual）

家庭 （family）

近隣 （neighbor ）

　 食 品 僻 ）

（Food 　Articles）

加工 （processing ），選好 （preference ），消

費〔consumption ＞，食習 慣 （food　habits），
マ ーケ テ ィ ン グ （marketi   ）

村 （village ）

町 （town ）

コ ミュ ニ テ ィ （CO   unity ）

　 　　 食糧

（FDod　ReSDurces）

生産 （production ），輸 出入 （transpDrta・

tlon）， 貯蔵 （stock ）， 需要供 給 （supply 　and

demand ）

地域 （region ）

国 （nation ）

地球 （grobe，　the　earth ）

ロク

　

　

こ丶ー
　

　

大

　

　

身

　

　

等ー
｝…

豊川裕之 ：現代 の 食文 化の 特黴 と 対策，公衆衛 生，52 〔7），438−44ユ 東京，1988，

が ，複雑な個人 の 消費行動現象を説明 するこ と に は 向

い て い なか っ た 。 複雑な経済現象 を説明 する に は 「も

の 」の よ うに 融通性に 富ん だ 構成要素 の 方が有利 で あ

る。しか し，こ の 「もの 」を構成要素 とする近経 で さ

えも 「複雑系」の 理論に対応する た め に は著 しい 変革

を 必要 と し た が，「商品 」を構成要素 と し た マ ル 経 で は

全 く対応 で きなか っ た 。こ と ほ ど左様に構成要素 は 理

論体系 の 機能領域 を決め るほ ど重要 で あ る。

　 こ れ と同様に，調理 学や栄養学に も構成要素が複数

あ っ て そ の 内の ど れ を構 成要素 に選 ぶ か に よ っ て理論

体系 の 機能領 域 は 変 わ る。こ こ で は ， まず ， 既 に 報告

して い る栄養学 の 構成要 素
6）−8）

を示す と表 2 の 如 くに

な り，「栄養素」「料理 」「食品 （群）」「食糧」の 順に ミ

ク ロ か らマ ク ロ な構成要素へ と並 ぷ 。 そ れ ぞ れ機能領

域 と人間行動の 場 の 広が りとを持 っ て い る。

　「栄養素」 は生理学的な栄養現象を説明 するの に 適

し，消化
・
吸収 ，メ タ ボ リズ ム を，細胞 ・組織 ・

臓器

を場 と して 説明 で きる 。 「料理」は 日常生活 の
， 特に 個

人 の 栄養現象 を説 明す る こ とに 適 し，調理，食べ る，

盛 り付け，美味し い ・まずい ，好 き ・嫌 い ，個 人 の 食

習慣な ど等身大 の 栄養現象を論ず る の に 適 して い る。

「食品 （群 ）」 は 小 さな地域集 団の 栄養現象 を説明す る

の に 適 して お り， 加工 ， 購買 ， 選好 ， 地域小集団 の 食

習慣 （郷 土 食）な ど社会 的栄養行動 を，近隣，集 落，

コ ミ ュ ニ テ ィ を 場 に お い て 説 明 す る こ と に 適 し て い

る。最後 に ， 「食料］は 地域や國 ， さらに は グ ロ
ーバ ル

な広 が りに お ける栄養現 象，す なわ ち 食糧 の 生 産，流

通，需給 を説明す るの に 適 して い る。

　農林水産省 ・食糧庁 や 農業経済学 は こ の 立場で，栄

養問題 と い うよ りは 食料問題 を考 えて い るが ，厚生省

の 栄養行政で は 「栄養素」で考え る傾向が 強 く，栄養

所要量 の 過 不足や 食塩 の 取 りすぎ等 を問題 に して い

る。問題 なの は個 人や小 さな地域集団 を， とか くこ れ

ま で は，こ れ らの マ クロ に対応する 「食料」や ミクロ

に対応 する 「栄養素」で 考 え て 対策 を立 て て き た こ と

で あ る。しか し， 「食料」で考え て個 人 の 食生活 を指導

すると 「コ メ を食べ なさ い 」にな り，「栄養素」で 考 え

て 個 人 や 小 さ な コ ミ ュ ニ テ ィ の 食生活指導 をす る と

「ビ タ ミン A を と りな さ い 」式 の 指導に な っ て しま う。

個人や地域集団 の 人々 は ご飯 を食 べ て い るの で あ り，

コ メや ビ タ ミン A を食べ て い るの で はな い の で ，等身

大に対応する 「料理」や 「食品 （群）」の 構成要素で食

生活指導を しなけれ ば受け入 れ られな い もの で あ る。

　その 点 ， 「健康 づ くりの ため の 食生活指針」（厚生省 ・

昭和 65年，表 3）は 「料理 」と 「食品 （群）」と を構成

要素 と し て纏め た の で，個 人 の 食生活 に ぴ っ た り と合

っ て お り好評 で あ っ た。さらに ， 「第 5項 ：こ こ ろ の ふ

れ あう楽 しい 食生活 を」 が 入 り，そ の 枝 に 「食卓を家

族ふ れあ い の 場に」「家庭 の 味，手づ くりの こ こ ろを大

切 に」 をPt　O込 む こ とが 出来 た。表 2 に 示す ように ，

「料 理 」 と 「食品 （群）」 を構成要素に した か ら こ そ 出

来 た の で あ り， 「栄養素」「食料」で は決 して 出来 る こ

とで はなか っ た。こ の ように 構成要素は その 理 論 の 文

脈 や 観 点 つ ま リパ ラ ダ イ ム を ほ ぼ 決 定す る。

　 もしカ ナ ダや U ．S．　A な ど の Dietary　Guidelineや

Dietary　Goa 工の よ うに 栄養素を構成要素に採用 し て

い た ら，入間行動 （食 生 活行動）や 生 活習慣 を指針の

中で 取 り上げ る こ と は 出来 なか っ た。それ は 表 2 の 行

52 （146）
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（row ）は 厳密な 関係 で あ っ て，別 の 行 に 移行す る こ と

は文脈を越える こ と に な り， 栄養素で は細胞 ・組織 レ

ベ ル の 骨粗 鬆症や貧 1血は 論 じられて も個 人や コ ミ ュ ニ

ティの 食生活行動 を論ずる の は 説明 が 非能率 で 窮屈に

な る た め で あ る。

　近年 ， 従来の 慢性非感染性疾患 で あ る 成人病 を生活

習慣病 と名称変 更 し た こ とは よ く知 られ た 所 で ある

が ，こ れ は こ の 疾患が 成人に 限らず子 どもや若年層に

も発症す る の で変更 した こ との 他に も， 原因が 生活習

慣 に あ るこ とが分 か っ て きた こ とによる。生活 習慣 が

原 因で ある と い うこ と は，漠然と病因を示した こ と に

な る。QOL （quality　of　life）に対する 関心 が 医療 ・保

健 ・福祉 の 面で 著 し く高ま っ た 現在 で は ， 食生 活行動

などの 生活習慣は極 めて重要 で あ り，調理科学 とい え

どもこ の 風潮 と無縁 で あ りえな い 。調理 科学が 今後 こ

の 風 潮 に ど う対処 す る か は 真剣 に 検討 さ れ な け れ ば な

らな い だ ろ う。

2． 分析的手法 をと っ た近代 科学

　 しか し，構成要素 と し て の 「栄養素」に は ， 「商品」

と 同 じように 「整然美」ない し 「堅固 さ」（solidness ）

が あ り， こ れ らは客観性，再現性，緻密性 を基本に お

く近代科学に と っ て 重要な条件で あ る e 「堅 固 さ」と は

曖味で な く科学的に きちん と同定で きご とで あ る 。 更

に 加 えて 「栄養素」に は 「微小 さ」があ り， 近代科学

に と っ て 魅力あふ れ る構成要素で ある。だ か ら，研究

者は こ の 構成要素に こ だ わ り続け る だ ろ う。

　「微小さ」が 魅力を持 つ の は ， 近代科学 が 分析的手法

をと っ た か らで ある。「食品」を科学的に説明す るの に，

「食品」の 構成要素 で ある 「栄養素」に 注目し，さ ら に

食材料を科学的に注 目する と きに は 「栄養素」 を構成

要素 としなければならなか っ た。こ の 「栄養素 」も当

初は
一 科学が まだ 十分 に進歩 して い なか っ た頃一

炭水 化物，タ ン パ ク質 ，脂 肪 の 大 ま か な 分 類 の 「三 大

栄養素」で あ っ た が ， さらに 「微小 な栄養素」に 分類

されて 単糖 類
・多糖類，ア ミノ酸，脂肪酸 ・

燐脂 質
・多

価不飽和脂肪酸 な ど に分 けられ ，さ らに ビ タ ミ ン と ミ

ネ ラ ル が 加 え られ た。ミネ ラ ル に 到 っ て は 元 素 レ ベ ル

で ある。つ まり， 科学的進歩 は 構成要素 の 微小 化する

こ とと同 じで あ っ た。そ の 結果，世 の 科学者達は より

微小 な構成要素を研 究材料 に する こ と を急 い だ の で あ

っ た。上 記 の 「栄養素 」　 　 三 大栄養素 で は な く微量

栄養素一 が 「商品」と 同 じ よ うな 「整 然美」と 「堅

固さ」 に 加 えて 「微小 さ」 を備 えて い るの で，栄養学

の 研 究者た ち に た ま らな い ほ どの 魅 力を感 じ させ た の

で あ る。

　 その 例 を挙げ ると， 「トマ ト」 （食品）と 「ビ タ ミン

A 」 （栄養素）と比 較 して み る と よ い
。 千葉県の トマ ト

と長野県の トマ トは 同 じで は な く，また それ ぞれ の 県

内 の トマ トも同 じで は ない が ，ビ タ ミン A は 千葉県，

長野県 を間わず全世界 で 共通 で ある。つ まり，ビ タ ミ

ン A は微小で 堅 固 な構成要素に な る が ， トマ トは 粗大

で柔な構成要素に 過 ぎない の で ある。近代科学 に お い

て ど ちらの 構成要素 で 理論体 系を組 み 立 て る の が 有利

か は，陽をみ るよ り明か で あ る。

　 次 に，「微小さ」の意義に つ い て説明 しよう。近代科

学 の 分析 的手法 を支 え た 思想 の
一

つ は 「原子論」
9〕

と い

い
， 原子 （atom ）は本来 a −tQm 否定 の 「a」 と 「切 る」

意味 の 「tom 」か ら造語され た もの で 「切 れない もの」

「分解で き な い もの 」の 意味 を持つ 、、「原子論」で は ，

物 を と こ と ん 分析 して 原 子 まで た ど り着 い た ら，そ こ

か らは合成 ・統合 して 元 の 物 を説 明す る こ とが で き

る，と言 う考 えで あ っ た 。 その た め 近代科学は よ リ ミ

ク ロ な構成要素 を もつ 理論体 系 ほ ど先に 進 ん だ 科学

（advanced 　 science ）と して の 保証 に な るの で
， 研究

者 は ミク ロ な もの を研究対象 とする こ とに 熱 中 した。

手に と っ て 肉眼 で見える物を扱 うよ り，顕微鏡　　そ

れ も光学顕微鏡 よ り電子 顕微鏡　　を使 う研究 の 方 が

先 に 進 ん で い るの で ある。さきに 進む に つ れ て
， 生物

学 は分子生物学 に至 り，DNA や gene を構成要素 とす

る様に な っ た。そ こ で は 分子生物学 と物理学 との 区別

が 付 か な くな っ て し まっ て い る。

　 こ うな っ た の も近代科学 が 物理学帝国主義 の 下 に あ

ると言 われ るように ，近代科 学の 多くの 領域 が物理 学

の 方法論を模倣 して 来た の だ か ら当然の 帰結 で あ り，

そ の こ と をい み じくも顕 して い る 。 最終 の 構成要素で

あ る原子 が 陽子，電 子 ， 中性 子 に 分 解 され た 時点 で

a − tom が en − tom （分解で き る もの ）に な っ て しまっ

た の で あ り， 物質 と し て の最終産物 で は な くな り，
つ

い に は エ ネ ル ギ
ー

に つ なが る こ と に よ っ て 「原子論」

は破綻 した こ とになる。しか し，もともと原子論は近

代科学に と っ て本質的な条件で は な か っ た ら し く，構

成要素 の 微小化す な わ ち 分析 科学 の 手法 は今 もなお 盛

ん で ある。分析的手法は今後 も必要 で あろう，ただ問

題 な の は統合的手法 が 分析的手法に並び 立 つ ほ どに確

立 い て い な い こ と で あ る。

3． 統合 へ の 転換

分析 （analysis ）と統合 （integration）の 両者が 一
っ

に な っ て は じめ て，自然界 の 諸現象の 全体把握が 可能
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に な る の だ か ら ， 分析ば か りで は な く，ど こ か で 統合

す るこ とをしなければな らな い 。

　最近，栄養生理学 の 領域 で 注 目す べ き現象 が 起 こ っ

て い る。そ れ は ア ミ ノ酸の 研究 で 行 き詰 ま っ た研究 を

ア ミ ノ 酸 よ り微小 な構成要素の炭酸基 （−COOH ）や ア

ミノ基 （
−NH 　2）で は研究が成 り立 たない ため ， まし

て や 炭素 （C ），水素 （H ），酸素 （0 ）で は 栄養研究 は

成立 しな い た め に ペ プチ ド （ペ プチ ド結合に よ り2 つ

以上 の ア ミ ノ酸 が 結合 した もの ）へ
， 原子論に従えば

逆方向へ 展 開 し始め た こ とで あ る。こ の 現象は先 を急

ぐ余 りペ プ チ ドを通 り越 して ア ミ ノ 酸 に 進 ん だ の で
，

今に なっ て逆戻 りをしなければな らなか っ た の だ と言

う見方もで きる が，こ れ は 明 か に 分析よ り統合へ の 転

換で あ る。統合 へ の 転換 は ど の 段 階 で 起 こ っ て もよ

く，ペ プ チ ドよ り手前 の 段階 で ，タン パ ク質 （三 大栄

養素）か ら 「食物」や 「料理 」へ 転換 して もよく， さ

らに 「料理」・「食物」か ら「食品 （群）」へ
， 「食品 （群）」

か ら 「食料」 へ 統合す る こ とも可能で ある。

　統合 に際 して は，それが どの 段階 で の 統合 で あれ多

数の変量 （要因）を視野に置い て纏め て い か なけれ ば

ならな い 。その 点 で ， 分 析論 で 多用 した決定論的思考

は許 されな い 。つ ま り， 「現象 A は原因 B に よ っ て 起

こ る」ない し 「現象 A は原 因 B によ っ て の み 起 こ る」

と言う決定論的関係は極稀 で あ っ て ，多 くは 「変量（要

因＞B1 ，
　 B 　2，

　 B　3，
　 B　4……に よっ て 現象 A が 起 こ る」

とな っ て
， 複雑な関係 が 生ず る。しか も変量 （要 因）

B ユ，B2 ，　 B　3，　 B 　4・・…・に は確率が 導入 さ れ る の で，

決定論 で導か れ る結論 とは 異な る 形 の 確率論的結論が

導 か れ る。こ の 確率論的結論 は 決定論 的結論 に 馴染 ん

だ 人には 「結論 が 得 られな い 」 とい わせ るよ うなもの

になる 。 その こ とが往 々 に して統合論は曖昧な結論 し

か 導出 で きない と思わせ る が，統合論 に 組 み す る な ら

ば ， その
一

見して 瞹昧 に 見え る 結論 に 慣 れなければな

らな い 。確率論，構造論，シ ス テム 論に拠 っ て 立 つ 結

論で あ る。

4． 調理科学の 独立

　調 理 科 学が 独 立 して 存在する た め に は ， 調理 科学に

特有 の 構成要素 を採用 し，独 自の 方法論を持 た な くて

は な ら な い 。 こ の よ うに 主張する の は，調理科学 が先

進領域 の 食品学 ， 農芸化 学 ， 生 理 学 ，
生 化学 の 谷間 に

あっ て，そ れ ら の 方法論 を借用 しな が ら ， 先を急い で

調理科学 を育 て て きた こ とに 問題 が あ り， 調理科学 の

独 自性 が 危うくする こ と に な っ た か ら と考え る た め で

あ る。「急 い で 」と断 る の は ， もし時閊 をか け るならば

今 の よ うな状況 に はならなか っ た と思 われ るか らで あ

る。しか し関連する科学の方法論 を借用 した こ とは，

同時 に ， そ の 構成要索 も借用 した の で あ り， 研 究の 対

象 も文脈 も借 り物 に な っ た の で あ る。速成 の た め に 独

自性が 犠牲 に な っ た と い え よ う。

　調理学が誕 生 した とき，その そば に食品学，農芸化

学，生 理 学，生化学な どが 先進 して お り，科学的方法

論 も出来上が っ て い た。それ だ けならば調理学は独 自

の道を歩む こ とが 出来た か もしれ ない が，調理 学講座

の ス タ ッ フ が こ れ らの 先進領 域 か ら補充され た こ と，

調 理 学 の 専 門誌 （学会誌）の レ フ ェ リ
ー

は 当然 の こ と

なが ら先進領域の 出身者で ある こ となどが，新生調理

学の 研 究方向を先進領域の枠の 中に誘導し た の で あ

る。そ うな る と， 松 元 文 子先生 らの 「シ ュ ウ ク リ
ー

ム

の 作 り方」等 の 研 究は調理学本米 の 研 究テ
ー

マ で あ る

に も拘 らず， 科学的研究 として 認め られず，一
笑に付

せ られ る こ とに な る。そ して，差 し障 りが あ る が敢え

て 付 言す る と，レ オ ロ ジ
ー

の 研究等が 先進科 学 の 了 解

を とりなが ら調理学 の 研究 として認め られ る こ とに な

る 。 と に か く調理学本来の 研 究論文 は学会誌 に 投稿 し

て も採用 されな い の だ か ら，調理学者 が 科学者 で あ る

た め に は学会誌 に 収載され研究業績 をあげ なければな

らない 。その た めには レ フ ェ リ
ー

好 み の 論文 を投稿 し

なけ れ ば ならず，調理学研究は 心 な らずも既成の 関連

領域 に 方向を修 正 しなけ れ ば な らない 。しか し徐 々 に

で は あ るが
， 調理 科学本来 の 研究者と研究が 育 っ て き

て お り，こ の 時期 に調理科学 の 構成要素に つ い て 検討

する こ と は 意義あ る こ と と思 わ れ る 。

　調理科学 が 本来 の 姿 に 戻 っ て ， 調理 の 理 論 と 技術 に

関す る研究 に携わる た め に は，その 構成要素 を確 立 し

て ， 独 自の文脈を獲得 しなけれ ば ならない
、 そ れ は T ．

ク
ー

ン
3）

の 言 う新 しい パ ラダイ ム を起 こ す こ と で あ

ワ， 科学革命 をす る こ と に な る。

5．　 調理科学に おけ る構成要素

　調理科学 に は ど の ような構成要素 を見出せ る だ ろ う

か。調埋科学 に つ い て 十分 に 理解 して い ない 畏れを感

じ る の で ， 栄養学の 四構成要素 の場合の よ うに 確 か な

決め手 を持 っ て は い ない が，表 3 に 示すように 「栄養

素 （食品 組成）」「食材料 （食 品原材料）」「食 品 （食品

加 工 物）」「生 産物 ・製品」の 四 つ で 示 す。

　 「食品 組成」は食品 成分 ， 栄養生理 学 ， 生理機能性

や 人体 の 側 の 消化吸収や新陳代 謝 を論ず るの に 適 して

お る。食品成分 と して は糖質，タ ン パ ク質，脂質，ビ

タ ミン ， ミ ネラル が あ り，こ れ を調理 科学 の も っ とも
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表 3．調 理 科 学 に お け る構成要素

構成要素 説明 で き る調 理 現 象 調理現象 の 生起す る場 の 広 が り

栄　 養　 素

（食 品 組 成 ）

食 品成分，消化吸収，
組 織学，生理学 ，

メ タポ リズ ム

食べ 物の 細胞，組織，（臓器）

人閭 の 細胞，組織 臓器

【食品， 人体】

食 　 材　 料

（食 品原材料1

物 性 〔硬度，粘稠 度）

香辛料，生理機能 性，

調味料，味覚

食品 原 材 料 （
一

次 産 品 ），

加工 食品 喰 材料 と して ）

【家庭，研究室，研 究所】

食　　　　品

喰 品加工 物）

加 熱，非加熱 成分 拍

出，保存，調 理 操作，

調埋 器具，販 売

カLr工 食 品　（二 次産 占誥），　惣菜，
レ トル ト，小 売 り

【実習室，施 設，小売 り店】

生 産物 ・製 品

農水産物 の 生 産 ・加 工

業 ・流通 ・貯 蔵

需要供給

生 産 地，加 工 業 ・販売会社，

卸店

【市町村，地 域，副

小 さ い 構成要素 とす る。こ の 構成要素が 説 明 で き る場

の 広が りは栄養素 （食品組成）と人体 の 細胞 ・組 織 ・臓

器 レ ベ ル の 生 理 的 現 象で あ り， 人間行 動 よ りも解剖 ・

生理 に関する こ と で あ る。こ の ように 「栄養索 （食品

組成）」で は 生理生化学的な調理科学の 側面が 取 り扱わ

れ る が ，次 の 「食品 （食品原材料）」は 食品原材料 の 物

性 を取 扱 っ て 硬 度 ， 粘稠度 ， 食物繊維な ど を説明する

と と もに ， 香辛料や調味料な どを説明するの に 適 して

い る。それ らは調理 科学そ の もの で あ り， 「栄養素 （食

品組成）」は栄養学の 構成要素 の 「栄養素」とほ ぼ 同 じ

で あっ て，調 理 科 学 を特徴づ け るもの で は な い 。
一

次

産品っ ま り原材料 を取 り扱 うの で あっ て ， 研 究室 で 硬

度，粘稠度，曳糸性，起 泡性，ゲ ル 形成性 ， 浸透圧 ，

テ クス チ ュ アー特性，融解温度 な ど物性 に 関す る こ と

を扱い
， 現在 の 調理科学の 本流 は こ こ に あ る。扱 う場

所 も大学 の 研究室や 工 場 の 研究所で ある。なお ， こ こ

に 味覚 と あ る の は，官能検査 を考 えて の こ とで あ る。

「食品 （食晶加工 物）」を構成要素 とす るときは，下 ご

し らえ の 洗浄 ， 浸漬 ， 切断 ， 粉砕，磨砕，裏ご し ， 混

合 ， 攪拌 などの 非加熱操作 と，煮る ， 焼 く， 炒 め る ，

揚げ る等の 調理 を含み，さ らに 出汁 を とる， 保存す る

等 の 作業 も包括 して い る。それ は 食 品加 工 や お 惣 菜，

レ トル ト食 品等 の 他に も，い わ ゆ る 巾食の 弁当を も含

んで い る。つ ま り，行動科学的側面 が 対象に なる。従

っ て，そ の 作業 が 行 わ れ る 所 は 実習室，料 理 屋，弁当

屋，小売り店な ど で あ る。ま た
， 集団給食 も こ こ の 領

域 に 入 る。最後 に，「生産物 ・製品」は酪農 も含む農水

産物の 生産を視 野 に 入れ ，
か つ 加 工 ・

流通
・
貯蔵

・
輸

出人 を扱 う。一
見，調理 科学に は 直接的関係は な い よ

うに思われ る が ， 生産地銘柄や食料 需給 の 問題 も基 本

に あ り，調理科学 に と っ て 度外視する か と は 出来な い 。

　 こ の ように構成要素 を想定す る と，調理科学の 中心

的構成要素は 「食材料 （食品原材料）」 「食品 （食品加

工 物）」で ある こ とが わ か る と 同時に，現行の 調理科学

の 中心 が 「食材料 （食品原材料）」と 「栄養素 （食品組

成）」とに偏 っ て い るこ とが 分 か る 。 そ の 理由 は
，

既 に

述 べ た よ うに ， ミ クロ な もの を取 り扱 うほ ど近代科学

と して 受 け入れ られる と言 う状況が ある か らで あ り，

学会誌 に 収載 さ れ，学位論 文 も通 り易 い と い う学術環

境 が 出来上 が っ て い る か らで あ る。しか し， 調理 科学

と して 確 固 た る足場 を確立す るた めには 「食材料 （食

品 原材料）」 と 「食品 （食品加工 物）」 と を主 な構成要

素 とす る理 論体 系 を作 り上 げな けれ ば ならな い s

おわ り に

　「栄養素 （食品組成）」「食材料 （食品 原材料）」「食品

（食品加 工 物 ）」「生産物 ・製品」の 四つ の 構成要素 が 妥

当な もの か ど うか ， 今
…

つ 自信が な い
， その 理 由は筆

者が調理科学 に 通暁 して い な い こ とだ と考 え る。
’
調理

科学の 諸賢 の ご 指摘 を受 け て 改 め る こ と に吝か で は な

い の で，ご意見 を頂戴で きれ ば幸い で あ る。

　た だ
一

つ 付言 させ て い た だ くな らば ，
こ の 構成要素

論 は 確率論，構造論，シ ス テ ム 論 と ともに 「複雑 系」

に つ な が る。その 事 を念頭 に 置 い て読ん で戴 く となお

幸 い で あ る 。

文　献

1） 豊川裕之 二調 理 科 学 へ の 期 待
一2／　ttir紀 に 向 け て

一，
　 日本 調 理 科 学会 誌，第 30巻増刊号，99，1997年 9 月 20

　 目．
2）　豊川裕之 1 食の 情報

・
食教育 と調理 科 学 ，

日 本調理 科

　学会言志，　31，　149−151　（1998）

（149） 55

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Japan Society of Cookery Science

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Sooiety 　of 　Cookery 　Soienoe

日本調 理 科 学 会 誌　VoL 　32　 No．2 （1999）

3｝ T．ク
ー

ン ：科学革命 の 構造，中 山　茂訳，み すず書

　房，東京 ，
1971．

4） 村上 陽
一

郎 ：西 欧近 代科学，新曜社，東京，1971．
5）　竹 内　啓，広重　徹 ：転機 に 立 つ 科学，中公新書，
　 1972．
6） 豊川 裕 之 ：栄養学か ら調理学 に 望 む こ と，（松 元 文

　子 ・石 毛直道共編著 1二 〇 〇
一

年 の 調理 学），光生 館，
　 1988．
7） 豊川裕之 ：公 衆栄養，光生館 ， 束京 ， 1976．
8）　豊川 裕之 1食物 消 費状 況 の 理 論 と応 用，公 衆 衛 生，41，
　358−365　（1977）
9） 村 上 陽一

郎 ：西欧近代科学，新曜社，東京 ， 1971．

56 （150）

N 工工
一Eleotronio 　Library 　


