
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．44，　 No，　L　 79〜84 （2011）〔講座〕

日本 に 肥満者が少ない の は加糖飲料の 摂取量 が 少ない ため か ？

御 堂 直 樹
＊§

　 Naoki 鄭工idoヒL

は じめに

　近年，日本 で は 食 生 活 の 欧 米化 に 伴い 肥 満者 が 増加 して

きた と言わ れ て い る。しか し，増加 して い る の は男性の み

で あ り，既 に そ の 増加 も頭打 ち に な りつ つ あ る
1〕

。 また，

肥満者が 増加 した とはい え，生活 レベ ル が同程度 の 先進国

と 日本 を 比 較す る と，肥 満者 （本報告 で は 日 本 の 基 準

BM 工 （body　mass 　index）≧ 25 を肥満 と定義） の 割合 は 日

本 が 最低 で あ り （図 1）
2＞
，平均寿命が 女性で 1位，男性で

2 位 と 長寿 な こ と か ら も
3）
，国際的 に 見れ ば 日本 に お け る

肥満は そ れ ほ ど大きな問題 で はない と考 えられ る。むしろ，

目本 に 肥満者 が 少 な い 要 因 を解析す れ ば 肥 満 を克服す る た

め の ヒ ン トが見出せ る可能性が あ る。

　ILSI　Japan（日本国際生 命科学機構）で は，上 記 の よ う

に 日本 に 肥満者 が 少ない こ とに 着 目 し，「日本 の 食生活 と

肥 満」研 究部会を 立 ち 上 げ，2006 年か ら 3 ヵ 年計画 で ，

日本人 に特有の 食 生 活 ・食習慣 と肥満 の 関連 を調査す る こ

と に な っ た。研究部会は，  発酵食品，  脂質，  食事の

摂取パ ター
ン

・
量 の それぞれ と肥満 との 関連 を調査す る サ
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　 　 図 1．先進国 の BMI ≧ 25 の 割合

WHO 　GIQbal　lnfoBase（2005年）
2）

を元 に作図

ブ グ ル
ープか ら な り，本報告 は，  食事の摂取パ ターン ・

量 サ ブ グ ル
ー

プの 調査結果 に 関す る もの で あ る 。

調査対象及 び 方法

　肥満 に 関連す る と考え られ る食事の 摂取パ ターン ・量 と

して は，食事全体 の 重量，総摂取エ ネル ギ
ー，PFC （タン

パ ク 質 ／脂質 ／炭水化物）バ ラ ン ス ，脂質 の 摂取 量 ，エ ネ

ル ギ
ー
密度，特定 の 食材 （肉，魚 野菜，砂糖等） の 摂取

量，ソ フ ト ドリ ン ク の 摂取量及 び ポーシ ョ ン サ イズ が 考 え

られ た 。 そ こ で ，こ れ らの 項 目につ い て ，日本 と諸外国 を

同 じ基準で 比較 で きる既存 の デ
ー

タ を収集す る ため，文献

調査 や 識者 か らの 情報収集 を 行 っ た。そ の 結果，エ ネ ル ギ

ー密度や ポーシ ョ ン サ イズ は，各国で食べ られ て い る 食品

の 種類が異な り，調査 が 極 め て 困難で あ る と判明 した た め，

対象か ら 除外 した。また，同 じ基準で 比較 可 能な栄養調査

の デ
ータ は，4 ヶ 国の み 比 較 で き る INTERMAP 研 究

4）
以

外 に 存在 し な い こ と が 判 明 し た た め ，そ の 代替 と し て

FAO （国際連合食糧農業機関） の 消費量 デ ータ
5冫

及び全

国渚涼飲料 工 業会 の ソ フ トドリ ン ク の 消費量 デ
ー

タ
61

を利

用 した。なお，発展途 卜国と先進国で は肥満の 原因が異な

る と考 え ら れ る こ とか ら
7）
，IMF （国際通貨基 金 ）の 定義

する先進 国
8’

に 限定 し て解析 し た。デ ータ は 必 要 に応 じ

WHO の 人 口 の デ
ータ

9／，
に よ り補正 し，相 関解析 で は，エ

ネル ギ
ー

量，及 び運動量 の代替指標と して 自動車保有率
1．O）

に よ る 調 整 を 行 っ た 。 解析 は，SPSS　Ver，13．OJ （SPSS

Japan，　Japan） を用 い て 実施 し た。最 終 的 に 目的 と す る結

果 は，エ ネル ギ ー
量や自動車保有率で 調整 して も肥満者 の

割含 と相関が高 く，目本 で 摂取量が少 ない ．又は多い 項 目

で あ る。なお ，
一

部の 国で 欠損 して い る データが あ り，項

目 に よ りデ
ータ の 総数に は ば らつ きが 生 じた 。

’
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食事 の摂取 パ ターン ・量 と肥満の関連

　先進国 に おける肥満者 の 割合 とマ ク ロ 栄養素消費量 の 柑

関解析 を実施し た （表 1）。エ ネ ル ギ ー
量だけ で な く，タ

ン パ ク 質 脂質及 び 炭水化物 の 消費量．並 び に そ れ らの 割

合 の い ず れ も肥 満者 の 割 合 と有 意 な相 関 を示 さ な か っ た。

体脂肪 の 蓄積 に 影響す る の は ，摂取 エ ネル ギ ーと 消費 エ ネ

ル ギ ーの バ ラ ン ス で ある。本調 査 に お い て エ ネ ル ギ ー量 と

肥満との 間 に有意な相関が 認 め られ な か っ た の は，先進国

で は摂取エ ネ ル ギー以 上 に消費エ ネ ル ギーが 肥 満 に影響す

る こ と を示す の か も しれ な い
。 ま た，自動車保有率 に よ る

（79） 79
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表 1．先 進国 ｝こお ける BMI ≧ 25 の 割合 とマ ク ロ 栄養索消費量の 相関

偏相関係数

項 　 目 相 関 係数　　 エ ネ ル ギ
ー

量

　　　 　　　　 　 調整

　 　 　 　 　 　 　 エ ネ ル ギ
ー

量
・

自動車保有率
　 　　　 　　　　 自動車保有率
　 　調整
　 　　　 　　　　 　　調整

日本の 順位

（28 ケ 国中）

食事 エ ネル ギ
ー
量

（kcai／人／日）
0．278 O．254 28

量 （g／人 ／日）

　 タ ンパ ク 質

　脂質

　炭水化 物

D．2950
．2240
，123

一〇．148
　0．183
−O．143

0．2470
，2270
，122

一〇．058
　0．031
− 0．017

「
072222

割合 （％ ）

　 タ ンパ ク 質

　脂質

　 炭 水 化 物

O．063
　 0．191
− O．206

0．0210
．216

−0．219

772　

2

有意確率は 全 て p ≧O、05
2002年の デ

ー
タを 用 い て解 析

表 2． 先 進 国に お け る BMI ≧ 25 の 割 合 と食材 及 び飲 料 の 相 関

偏相関係 数

項　 目 相 関係 数 エ ネル ギ ー量

　 　調 整

エ ネル ギ
ー

量 ・

自動 車 保 有 率

　　 調整

日本の 順 位

FAO 消費量デ
ー

タ （g／人／日）

食材総 重 量

穀類

い も類

肉類

魚 介類

卵類

．豆．類
野．菜類

果実類

砂 糖
．

乳類

　0，244
−0，027
　0．210
　0，46ヱ

＊
−0 ．325
−0，48王＊

　0．294
　0 ，021
　0 ，345
　0 ，297
　0．282

　

　

　

＊
　

＄

85447797136182907424680313542013100000000000皿
冖
　

　

一
一
　

一

　O．146
−0．238
　0．142
　0．273
−O．484＊
−0．574＊＊

　0．264
　0．132
　0．231
　0．345
　0．工80

（26又は

27 ヶ 国中）

646721247552122

　

　
11222

清涼飲料関係統計資料 （ml ／人〆日）

　 ソ フ ト ドリ ン ク 　　 0．274
　炭 酸 飲 料 　　　　　0，625＊ ＊

0．1260
．5goza

一
〇．2630
．492＊

（23 ケ 国 rP ）

　 　 18
　 　 23

＊
：pく〔〕．05，　

＊ ＊
：p＜0．0ユ

2002年 の デ
ー

タ を用 い て 解析

調整 に よ っ て も有意 な相関が認め ら れ な か っ た の で．自動

車保有率 は 消費エ ネル ギ ーを十分 に反映 して い ない 可能性

がある 。

　次に，先進国に お け る肥満者 の 割合 と個別の 食品や飲料

の 消費量 の 相関解析 を実施 した （表2）。エ ネ ル ギ ー
量 や

自動車保有率 で 調整 して も相 関が認 め られ た の は ，炭酸飲

料，卵類及 び 魚介類 の 消費量 で あ っ た。ま た，炭酸飲料及

び卵類 は，ス テ ッ プ ワ イ ズ法 に よ る重圓帰分析 で も変数 と

して 選 択 さ れ，よ り重要 と考 え ら れ た （BMI ≧ 25（％ ）＝

0．071× 炭酸飲料
一〇．507× 卵 ＋ 52．1 （p＝1．4 × 10

．4
））。炭

酸飲料 の 消費量 は 肥 満者の 割合 と正 の 相 関 を示 し，日本 の

消費量 が 極端 に 少 な い こ と （図 2），ま た，こ れ ら の 点 は

一
般 的 な知見で は な い と考 え られ る こ とか ら，こ こ で は 炭
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図 2．先進 国 に お け る 炭酸飲料消 費 量 と BMI ≧ 25 の 割 合 の 関 係

WHO 　Globa！　lnfoBase2：
1
及 び清涼飲料関係統 計資料

6｝
を元 に作図

80 （80）
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酸飲料に興味を持ち，さ ら に情報収集を進め る こ とに した 。

一
方，卵類 の 消費量は，肥満者 の 割合 と負 の 相関を示 した

が，む しろ肥 満 との 関 連が 示 唆 され る コ レス テ ロ ール を上

昇 させ る要因 と考え られ て い る た め ，新た な 知見 と して 非

常 に興 味深 い 。しか し，そ の 消費量 は タ ン パ ク 質の 主要な

摂取源 で あ る肉及 び魚介類 ほ ど多くな い た め，他 の 要因が

介在 して い る可能性がある こ とや，肥満を防 ぐと い う科学

的な知見が 見出せ なか っ た こ とか ら，こ こ で は取上げなか

っ た 。

　な お，本解析 か ら得 られ た 結 果 は，供給 量 をベ ース と し

た 値か ら得 られ た もの で あ り，実際 に摂取 した 食品の 量か

ら得 られ た結果 で は な い こ とに 注意すべ きで あ る。また，

肥満に特 に影響の 大 きい 運動量 が 正確に把握 で きず，こ れ

に よ る 結 果 の 調 整 が で きな い こ と に も注意す る 必 要 が あ

る。

炭酸飲料と肥 満 の 関運

　肥満者 の 割合 は 炭酸飲料 の 消費量 と相 関 した 。 しか し，

我 々 も日常生活の 中 で 実感す る よ うに，炭酸飲料 の 炭酸 自

体 は 満腹感 を高 め，飲 用後 の 食事宙 来 の エ ネ ル ギ ー
摂取量

を減少 させ る こ とが報告 さ れ て い る
ll）

。 また，炭酸 が 体脂

肪 の 蓄積 を促進す る とは考え難 い 。 従っ て ，炭酸飲料 で 認

められ た相関 は，エ ネル ギ
ー

を有す る糖 の 摂取が影響す る，

つ ま り炭酸飲 料 で は な く加糖飲 料 が 肥 満 を もた らす真 の 原

因 と推察 された 。

　炭酸飲料の エ ネル ギー量 を 46kcal／100912），炭酸飲料の

約 30％ が ノ ン カ ロ リ
ー

の ダイエ ッ ト飲料
13）

と仮定す る と，

肥満大 国 の ア メ リ カ と 日本 の 消費量 の 差 は約 460ml／冂で

あ り，こ れ を エ ネ ル ギ ー量 に 換算す る と約 150kca レ 日 と な

る 。仮 に こ れが 全 て 体脂肪 に 変 わ る とす れば 実 に 年間で

約 7，6kg の 体脂肪 が 増加す る 計算と な る。全 て が 体脂肪

に変 わ るわけで は ない が，そ の
一

部が体脂肪 に変わるだけ

で も，ア メ リ カ に肥満者 が 多 い 理由を説明で きそ うで ある。

加糖飲料 と肥満 に 関する知見

　そ れ で は加糖飲料は 本当に 肥 満 を もた ら す の で あ ろ う

か ？　 こ の 疑問 に 答え る た め，肥満 と加糖飲料 の 関連 に つ

い て 研究 し た文献を調 査 した。PubMed の 検索 （2009年 2

月 130 実施）に加え，Malikら
14）

並 び に Drewnowski ら
15）

の 総説 の 参考文献から，成人を対象 と した介入研究 で あ り，

肥満又 は エ ネル ギー摂取量 と加糖飲料の 関連 につ い て研究

し た 文献 を 10報選定 した 。 こ れ らの 研究 は 全 て 加糖飲料

の 摂取 に よ り体重が 増加又 は エ ネ ル ギー摂取 量 が 増 加 す る

と結論付 けて い た 。 こ こ で は，それらの 中で 代表的な研究

を紹介する。

　Tordoffら16）
は加糖飲料 と肥満 との 関連を明 らか に する

た め ，成 人 男 女 30名 に Ll35g ／日の 低 カ ロ リ
ー

甘 味 料 に

よ る 無糖 （3kcal）又 は 加糖 （530　kcal） の 炭酸飲料 を 3

週間摂取させた 。 加糖飲料摂取群 で は，食事 と合計 した総

エ ネル ギ ー摂取量 が 増加 し体重 も増加した が 無糖飲料摂

取群 で は 総 エ ネル ギー
摂取量が減少 し，男性で は体重も減

少 した （図 3）。

　ま た，DiMegho ら
171

は，飲料 と固形食 の ど ち らが よ り

肥満 と関連する か 明 らか にす る た め，成 人男女 15名に

450kcal〆日の 加糖炭酸飲料又 は ゼ リ
ービー

ン ズ を 4 週間

摂取 させた。ゼ リ
ービー

ン ズ 摂取群で は，余分 に食べ た ゼ

リービ ー
ン ズ に よ り食事 由来の エ ネ ル ギー

摂取 量 が 減少 し

た が，加糖飲料摂取群 で は 食事由来の エ ネル ギ
ー
摂取量が

減少 し な か っ た た め ，食事と含計 し た総 エ ネ ル ギー
摂取量

が増加 し体重 も増加 した 。

　以上 の 結果を総合す る と．加糖飲料の 摂取に よ り 1 日の

総 エ ネ ル ギー
摂取量 が 増加 し，少な くと もこ れが 1 つ の 原

因 と なり，肥満 をもた らす と考え られ た。すな わ ち，成 人

に と っ て 加糖飲料 の 過剰摂取 は 肥満 の 重要 な要因 で あ り，

日本 に肥満者が少ない 理 由の 1 つ は，加糖飲料 の 摂取量 が

少ない こ とで あ る と推察され た。
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一

方，未成年を対象と した 研究で は，加糖飲料 の 摂取 と

肥 満 との 関連 が な い と い う報告が 複数あ り，Forshee ら の

メ タ ア ナ リ シ ス に お い て も関連 し な い と 結論付 けて い

る
IS）

。 未成年 は 成長の た め に 余分なエ ネル ギ ーが 必要 で あ

り，運動量 も個 人差 が 大 きい と考えられ る こ とか ら，成人

と は 影響 が 異な る 可能性 が あ る 。

　成 人 で は，加糖飲料 の 過剰摂取が 肥満 に つ なが る と推察

さ れ た もの の ，運 動時や疲労時等，エ ネル ギー摂取量を増

や した い 場合 は ，逆 に加糖飲料 は その 供給源 と して 役 立 つ

もの と考 え られ，こ の よ うな場面 で 利用す れ ば肥満 を気 に

す る こ と な く，効率的 な エ ネ ル ギー補 給源 と し て 利 用 で き

る と考 えら れ る 。 また，既 に 飲料 メ
ー

カ
ーは その 販売 を低

カ ロ リーの ダ イ エ ッ ト飲料に シ フ ト して い る が，成人 の 肥

満 に 対 して は，これ が メ
ーカー

の 対応 で きる 1 つ の 答えで

あろ う。

なぜ加糖飲料 が 肥満 をもた らすの か ？

　加糖飲料 が 肥 満 をもた らす原 因 の 1 つ として，他 の 食 品

よ りも満腹感が 低 い た め，本来必要 な エ ネル ギ ーよ りも多

くの エ ネ ル ギ
ー

を摂取する こ とが挙げ られる 。 それ で は，

な ぜ 満 腹 感 が 低 い の で あ ろ うか ？

　脳 の 視床 ド部 に は摂食中枢 や 満腹 中 枢 と呼ば れ る部位 が

あ り，食事 を摂取 した時 の 様 々 な シ グ ナ ル が こ の 部位 を刺

激 し，抑制又 は促進す る こ とに よ り食事の 開始又 は 終了 と

い っ た 行動が もた ら され る 。 食事 の 終了を促進す る 因子 と

して は，  消 化 に よ り黨 じた 栄 養 成分 ，  食物 に よ る 胃壁

の 伸展，  食物 に よ る 胃粘膜や腸管 の 機械的 な刺激，  咀

嚼運動，が知 られ て い る。こ れ ら の刺激 は，消化管や 脳 内

の リセ プ ターを介して 迷走神経や ペ プチ ド系ホ ル モ ン に よ

り摂食中枢や満腹中枢 に 伝 え られ る
19「zn）

。

　 こ れ らの 因 子 の 中 に は 通常 の 固 形食 に は 存在 す るが ，加

糖飲料 に は 存在 しな い ，又 は影 響 の 小 さ い 因 子 が あ る。加

糖飲料 は 液体 で あ る が故 に，咀嚼す る 必要がな く，胃か ら

腸 へ の 移行が早 い ため胃壁 を伸展 させ る効果が弱 く，胃粘

膜や 腸管 へ の 機械的 な刺激 も弱い 、ま た，通常炭水化物 の

み か ら なる た め，一
部の ペ プチ ド系ホ ル モ ン を分泌 させ る

作 用 が 弱 い もの と考 えら れ る。従 っ て，そ の エ ネ ル ギー量

と比 較 して 満農感が 低 くな り，結果 と して 1 日の 総摂取 エ

ネル ギ
ー
量が増加す る の で あ ろ う。

　
一

方，炭酸飲料 の 消費量 と肥満者 の 割合 の 間 に認 め られ

た相関 は，エ ネル ギ
ー

量 で 調整 して も認 め られ た こ とか ら，
エ ネル ギー摂取量 の 増加以外 の 要因も肥 満 に 関与 して い る

可能性 が あ る （表 2）。そ の 1 つ の 候補 が 加糖飲料中 の 果

糖 で あ る 。加糖飲料 に は ，多 くの 場合，果糖 ぶ ど う糖液糖

が 使用 され て い るが ，そ の 固 形分 の 半分 以 上 は 果 糖 で構成

され る 。 果糖 は グ ル コ ース と異 な り，lfn中 の グ ル コ ー
ス 濃

度を高 め ない た め，食事摂取量 を減 少 させ る イ ン シ ュ リ ン

や レ プチ ン の 血 中濃度も高 め な い 。また ，グ ル コ ー
ス 代謝

に お い て 律速 と なる ホ ス ホ フ ル ク トキ ナ
ーゼ を介 さない た

め ，速 や か に ア セ チ ル CoA に 代謝 さ れ，結果 と し て 血 中

の 中性脂肪 を上 昇 させ る
21〕。こ の 中性脂肪が 脂 肪 の 合成 に

利用 され体脂肪 の 蓄積が 進 む と考 え られ る 。 更 に，果糖 は

食事摂取量を増加 させ る こ とに も関与 して い る 可能性があ

る。果糖 に は，食欲抑制 の シ グ ナ ル と し て 働 くマ ロ ニ ル

CoA の 脳 内濃度が低 くな る こ とや
z2｝
，グ ル コ

ー
ス よ りも

胃か らの 排出が早い こ とが報告さ れ て い る の で あ る
23）。

なぜ 日本は加糖飲料 の 消費量 が 少ない か ？

　 日本 で は，他 の 先 進 国 ほ ど炭 酸 飲 料 に代表 さ れ る加糖 飲

料 が 飲用 さ れ て お らず，近年消費量 が 伸張 し て い る の は，

茶系飲料や ボ トル ドウ ォ
ーターで あり

e’m ／
，
，今後も加糖飲

料 の 消費量が 増加す る と は 考 え難 い （図 4）。

一
般 に，欧

米 の 食卓 に は炭酸飲料 の ような加糖飲料が登場 し，食事と

一
緒 に 飲 まれ る こ とが 多 い と言 わ れ て い る が ，まず 日本 で

は その よ うな光景 を見 る こ と は ない 。日本で は 間食 と して

飲まれ る の が
一

般的 で ある。お そ ら く これ が ，日本 で加糖

飲料 の 消費量が欧米諸 国に 比べ 少 ない 理由で あろ う。 それ

で はなぜ 口本 で は食事 の 際，欧米諸国ほど加糖飲料を飲ま

な い の で あ ろ うか ？　 お そ ら くこ れ は 食 文化 に 起 因す る も

の と考 え られ る ，、

　
一

般 に 食文化 は そ の 土地の 気候 に よ り決ま る と考えら れ

て い る 。 これ は気候 に よ りその 土 地 に 自生 す る 動物種 や植

物種が変 わ る からで あ る。日本を含むユ
ー

ラ シ ア大陸東南

部 は．温 暖多湿 の 環境 で あ る。こ の よ うな 環境 で は，水田

稲作．漁業が 発展 し，単 に 加熱する だけで お い し く食べ ら

れ る ご は ん や 魚介類 が 主 に食べ られ る ように な っ た 。 また，

調味料 もこ れ ら を原料 と した 魚醤や穀醤 （醤油等）が用 い

られ る よ うに な っ た。さらに，温暖多湿の 環境 に 適 した 茶

が 栽培 され，良 質 な水 と相 ま っ て お 茶 が 飲 料 の 中心 に な っ

た。日本 で は，こ れ ら に 加 え，国土 の 70 ％ が山地 で 周 り

は 海 とい う環境 や 西暦 675年の 肉食禁止令の 影響か ら，通

常 で あ れ ば稲作と共に行わ れ る 豚の 飼育が 行 わ れ ず，他国
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目本 に 肥満者が少ない の は加糖飲料 の 摂取量 が少ない た め か ？

以 上 に魚介類が食事に占め る 割合が高 くな っ た 。 また，伝

統的な 1 汁 1 菜及 び 1汁 3菜の 食事様式か ら汁物を 飲 む 習

慣 が 根付 くこ と に な っ た
es−27｝

。

　この よ うな食文化 の 中 で 加糖飲料 の 摂取 が 増えな か っ た

要因 と し て 考 え られ る の は，ご は ん，汁物及 び茶 の 存在 で

ある。日本人の ご は ん の 摂取量は欧米諸国 に おけ るパ ン の

摂取量 よ りも多い と考え られ る。ご は ん が加糖飲料の 摂取

に 結びつ かない 理由 と して は，  ご は ん は 甘味 よ りも塩味

との 相 性 が よ い こ と，  炭水化物の 摂取量 が 多 い と体内で

糖化 され る た め 食後 に 体が 糖分 を求 め な い こ と，  ご は ん

は パ ン よ りも水分含量が高い ため，水分摂取量 を抑えられ

る こ とが考 え られ た 。 また，日本で 汁物 を 摂取す る頻度が

高い こ とも他 の 飲料か らの 水分摂取 を抑え る こ との で きる

要因で あ り，茶 を摂取す る習慣 が あ る こ と も，食卓 に 加糖

飲料 が 登場 しない 理由 の 1 つ で あ ろ う。

　一方，欧米諸国 で加糖飲料が多く摂取され る よ うに な っ

た の は，焼 い た パ ン は 若干焦げの 苦味があ り，甘味 と の 相

性が よい こ とや，元 々 甘味 の あ る牛乳，ワ イ ン ，ビー
ル ，

コ
ー

ヒ
ー，紅茶等 を飲 む 習慣 が あ り，炭酸飲料 に 代表 さ れ

る加糖飲料に 置き換わ りや すか っ た た め と考え られ た
2S）

。

ま と め

　日本 は先進国の 中 で は極端 に肥 満者が 少 な い が，そ の 理

由 の 1 つ は，加糖飲料 の 摂取 量 が 少 な い た め で あ る と い う

仮説を立 て た。文献調査 の 結果は，少 な くとも成 人 で は加

糖飲料 の 過剰摂取 は 肥満 を も た らす こ と を 示唆 して お り，

こ の 仮 説を裏付 ける もの と考 えられた 。 日本 で 欧米 ほど加

糖飲料を摂取する 習慣が 根付 か な か っ た の は，特に．米，

汁物 及 び 茶 を 摂取す る 文化 を持つ た め と考え ら れ，肥満 予

防 の た め に も，こ れ らの 日本の 食文化 を維持す る こ と は 重

要 と考えられた 。

　本調査 に あた り．ご助言 い た だ きま した 人間総合科学大

学 小林修平博士．和洋女 子大学 坂本元 子博士，青森県

立保健大学　吉池信男 博十 ，独立 行政法人国立 健康
・
栄養

研究所　由田克士博士．財 団法人結核予防会　岡山明博士，

元 （財）味 の 素食の 文化 セ ン タ
ー
　河野和世博士，味 の 素

株式会社　山 口 隆司博士 ，増澤陽子氏 に 深 く感謝 い た し ま

す 。

　 本報告 は，2009年 2 月 17 日に実施 され た第 4 回 ILSI

Japanラ イ フ サ イ エ ン ス ・シ ン ポ ジ ウ ム 「日本の 食生活と

肥満研究部会報告会」 で 発表 した 内容 を元 に ま とめ た もの

で あ る。
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