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開会の挨拶
寺岡　慧

（東京女子医大名誉教授、HAB 研究機構理事長）

　皆さん、こんにちは。

　今日は、いろいろと週刊誌やテレビで大きな話題となりまし

た紅麹問題を主題として、食の安全だけではなく、サプリメント、

健康食品について、各界のその道の大家の先生方にお越しいた

だきまして、わかりやすくお話しをさせていただきたいと思い

ます。

　単にお話をするというだけではなくて、できれば皆さんから

いろいろなご質問、ご意見をいただいて双方向の討論が出来れ

ば、つまり、ここにご参加いただいている方々と、食の安全と

か健康食品の問題に関してお互い考えようじゃないかという会

にできたらと思います。私も今日は、非常に楽しみにしており

ます。なかなか大きな問題でありますが、是非とも皆さんから

ご意見、ご質問をいただきたいと思います。

　先ほども申し上げましたけれども、皆さんと一緒にこの問題

を考えていきたいと、そのような機会に出来ればと考えており

ます。それでは、開始させていただきます。
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開会の挨拶
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叢書の目的
　HAB 研究機構では身近な病気を主題に取り上げ、実際に治療や
予防に当たっている医師や薬剤師、そして製薬企業で治療薬の開発
を行っている研究者からご講演をいただく「市民公開シンポジウム」
を開催しております。市民公開シンポジウムと本叢書を通じて、医
療や医薬品開発研究の現状をご理解いただければ幸いです。
　そして、今日までにさまざまな薬がつくり出されてきましたが、
癌や糖尿病、認知症など、特効薬の創製が待たれる難病も数多く
あります。従来の医薬品の開発方法では特効薬がつくれなかった
病気が、難病として残ったともいえます。新しい医薬品の創製に、
ヒトの組織や細胞がいかに貴重であり不可欠であるかをご理解し
ていただきまして、市民レベルで協力していくことの必要性を考
えていただければ幸いです。
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健康食品を
どのように利用したらいいのか

唐木 英明 先生
東京大学名誉教授・食の信頼向上をめざす会代表

略歴

　1964 年、東京大学農学部獣医学科卒業。同大助教授、テキサス大学ダラス医

学研究所研究員を経て、87 年に東京大学教授、同大アイソトープ総合センター長

を併任、2003 年に名誉教授。倉敷芸術科学大学学長、日本学術会議副会長、内

閣府食品安全委員会専門委員、公益財団法人食の安全・安心財団理事長、公益財

団法人食の新潟国際賞財団評議員・選考委員長、公益財団法人森永奉仕会評議員、

日本比較薬理学・毒性学会会長、日本トキシコロジー学会理事長、日本薬理学会

理事、日本獣医学理事、日本アイソトープ協会理事、日本農学アカデミー副会長、

日本学術会議同友会理事、全国大学獣医学関係代表者協議会会長、原子力安全シ

ステム研究所研究企画会議委員などを歴任。

　専門は薬理学、毒性学、食品安全。日本農学賞、読売農学賞、消費者支援功労

者大臣表彰、食料産業特別貢献大賞、瑞宝中綬章などを受賞。

　著書は「暮らしの中の死に至る毒物・毒虫」（共著）講談社、「食の安全と安心

を守る」（共著）学術会議叢書、「農業技術者倫理」（共著）農文協、「脳の発達と

動物飼育」（共著）緑書房、「原子力ハンドブック」（共著）オーム社、「THE 保育

―101 の提言―」（共著）フレーベル館、「食品安全の事典」（共著）朝倉書店、「食

品安全ハンドブック」（共著）丸善、「牛肉安全宣言」PHP 出版、「不安の構造」

エネルギーフォーラム、「誤解だらけの遺伝子組み換え作物」（共著）エネルギー

フォーラム、「検証 BSE 問題の真実」さきたま出版会、「鉄鋼と電子の塔」（共著）

森北出版、「みんなで考えるトリチウム水問題」（共著）エネルギーフォーラム、「健

康食品入門」日本食糧新聞社、「フェイクを見抜く「危険」情報の読み解き方」（共

著）ウェッジなど
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座長：　それでは、座長を務めさせていただきます昭和大学副

学長で医学部薬理学の教授をしております木内と申します。よ

ろしくお願いいたします。寺岡先生と共に、座長を担当させて

いただきまして、司会も務めさせていただきます。最初のご講

演ですが、東京大学名誉教授、食の信頼向上をめざす会代表の

唐木英明先生にご講演いただきます。お手元のプログラムの 4

ページのところに唐木先生のご略歴があります。とても紹介し

きれないんですけれども、簡単にお話しさせていただきます。

　1964 年に東京大学農学部獣医学科を卒業され、東大の教授を

務められた後、2003 年に名誉教授になられ、倉敷芸術科学大学

学長、日本学術会議副会長をご経験されております。ご専門は、

私と同じ薬理学の大先輩でありまして、薬理学あるいは毒性学

の関連のトキシコロジー学会理事長を務められ、さらに食品の

安全、安心にかかわる様々なご活動をされております。そのひ

とつとして、食の信頼向上をめざす会の代表をされています。

このようなご活躍、ご活動に対し国の方からも様々な表彰をい

ただいておりまして、瑞宝中綬章を受賞されておりますことを

ご紹介させていただきます。唐木先生のような多彩で、そして

様々な学際を集めたご見識をもとに、今回の健康食品にかかわ

る問題のお話を伺えるということで非常に楽しみにしておりま

す。それでは、健康食品をどのように利用したらいいかご講演

をお願いいたします。
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健康食品をどのように利用したらいいのか
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　ご紹介をいただき

ました唐木でござい

ます。木内先生、ご

丁寧なご紹介をいた

だきまして、ありが

とうございます。今

日は「健康食品をど

のように利用したら

いいのか」というお

話をさせていただきたいと思います。

　今日のお話の内容

は、この４つでござ

います。最初に、「紅

麹問題とは何だった

のか」についてお話

し し た い と 思 い ま

す。
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　紅麹問題が始まっ

たのは、皆さん覚え

ておられると思いま

す が、2024 年 の 3

月 22 日、 小 林 製 薬

の記者会見で事件が

発覚した時です。予

想もしなかったので

すが、実はこの日の

夕方から私の大変多忙な毎日が始まりました。

　3 月 24 日にはフジ

テ レ ビ の「Mr. サ ン

デー」からお呼びが

かかって、番組に出

演してお話をし、25

日には TBS の 2 つの

番組、テレ朝、関西

テレビの合わせて４

つの番組からお呼び

がきました。次は NHK の「ニュース９」、それから 28 日には香港

のテレビからということで、最初の 1 週間で 30 回テレビに出演す

ることになりました。その後、一段落したんですが、7 月になって

亡くなった方が 100 人くらいおられるということが大きなニュース

になりまして、テレビ出演の 2 つ目のピークとなりました。　
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健康食品をどのように利用したらいいのか
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　これは「めざまし

8」に出演した時の

写真です。出演依頼

があった時に、最初

はお断りしました。

なぜかというと、実

は 金 曜 日 の コ メ ン

テーターは私の娘な

んです。多分、父親

が一緒に出るのはいやがるだろうなと思って聞いたところ、娘

は「いいよ」と言ってくれたので、一緒に出演することになり

ました。

　

　その他に、これは

「めざまし８」で橋

本さんと一緒だった

ときの写真ですね。Sa
m
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　お笑い番組にも出

演して、ヒロミさん

ともご一緒しました。

　NHK の「クローズ

アップ現代」にも出

演して、詳しい解説

をさせていただきま

した。

　そしてこれは「プ

ライムニュース」で、

当時の武見厚労大臣

と議論しました。私

は健康食品には新し

い法律が必要だとい

う話をして、武見厚

労 大 臣 が「 う ～ ん。

難しい」と言われるなど、貴重な経験をさせていただきました。
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　 本 題 に 入 り ま し

て、 で は 紅 麹 事 件

とは何だったのか。

こ れ は NHK の「 ク

ローズアップ現代」

で 使 っ た ス ラ イ ド

です。お米に紅麹菌

をくっつけて培養し

て、紅麹を増やして

製品にするという長いプロセスです。このどこかで大失敗をし

てしまった。多分、培養の段階で、青カビが生えてしまった。

青カビはどこにでもいて、食品製造の工程に入り込むことがあ

ります。ただ、青カビが生えても大したことは起こらないとい

う思い込みがあった。小林製薬では、青カビが培養器にくっつ

いていることを担当者は見つけたのだけれど、それを上役に報

告したら「いや大丈夫だよ」と言うので培養を続けてしまった。

その結果、紅麹の中に青カビが入り込んで共培養されて、青カ

ビが増えていって、プベルル酸という有毒物質を作って、それ

が最終製品に入ってしまった。という過程を説明した図です。

ですからこれは、食品や健康食品の製造工程のどこでも起こり

得ることです。ヒューマンエラーの結果です。ところが、この

事件が起こったあとで、紅麹サプリは機能性表示食品である、

機能性表示食品というのは届け出だけで表示できる簡単な制度

である、だからこんな恐ろしい問題が起こった、という間違っ

た論評が出てきました。これは制度の問題ではなく、製造工程

の失敗であり、制度を変えてもそれを守らなければ失敗は起こ
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ります。実は少し前に、ある製薬企業で水虫の薬に睡眠薬が間

違って混入してしまい、それで死者が出るという事件もありま

した。医薬品には、サプリより桁違いに厳しい規制があります。

それでもそんな事件が起こってしまった。製造工程での失敗、

ヒューマンエラーであって、規制を守らなかった担当者の問題

なんです。制度の厳格化は必要だけれど、それを守らなければ

何の意味もない。それが紅麹問題の大きな教訓です。

　健康被害の原因

は青カビが作った

有毒物質プベルル

酸であり、腎機能

障害を引き起こし

ました。これにつ

いては、今日 2 番

目の講演で詳しい

お 話 が あ り ま す。

これまで、青カビによる食中毒は起こっていませんでしたが、

それはラッキーであって、運が悪ければ今回みたいなことは起

こるということです。再発を避けるためには、紅麹に青カビが

混入した経緯、紅麹に含まれていたプベルル酸の量、ヒトに危

害があるプベルル酸の量、こういったものをきちんと調べて、

新たに規制する必要があります。詳しいことは、この後お 2 人

の先生がお話ししてくださるはずですので、紅麹問題について

はこれくらいにしておきます。
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健康食品をどのように利用したらいいのか
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　次は、健康食品、

サプリメントとも言

いますが、サプリメ

ン ト を ど う や っ て

使ったらいいか、な

ぜサプリを使わなく

てはいけないのか、

そんな話をしたいと

思います。

　明治以来、日本人

の平均寿命が右肩上

がりになっているこ

とは皆さんご存じの

通りです。日本の女

性は世界一長生きし

ます。男性の寿命は

女性より短くて、今

はスイスが１位、日

本は 2 位です。そして男女平均した寿命は 84.5 歳です。明治時

代には、人々は何歳まで生きていたかというとだいたい 40 歳代。

ですから、その頃と比べると寿命は倍になっています。将来ど

うなるかというと、寿命はさらに延びて、男性は 84 歳、女性は

90 歳と予想されています。
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紅麹サプリメントの健康被害
ー日本腎臓学会の調査からー

猪阪 善隆 先生
大阪大学大学院医学系研究科 腎臓内科学 教授

略歴

　1988 年 大阪大学医学部卒業

　1994 年 大阪大学大学院医学系研究科修了

　　　　   同年米国ユタ大学医学部腎臓・高血圧教室リサーチフェロー

　1998 年 日本腎臓学会　大島賞受賞

　2009 年 大阪大学大学院老年・腎臓内科学　准教授

　2015 年 大阪大学大学院腎臓内科学教授

　2023 年 厚労省難治性疾患政策研究事難治性腎障害に関する調査研究班

　　　　　　　・研究代表

 日本腎臓学会・特別顧問

 日本透析医学会・常任理事

　 日本内科学会・評議員Sa
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座長：　次は、大阪大学大学院医学系研究科・腎臓内科学の猪

阪善隆先生にご講演いただきます。

　簡単にご略歴を紹介させていただきます。猪阪先生は、1988

年に大阪大学医学部をご卒業後、腎臓内科の臨床・基礎でご研

鑽を積まれ、2015 年に大阪大学の腎臓内科学の教授にご就任さ

れました。また、厚生労働省の難治性疾患政策研究事業の難治

性腎障害に関する調査研究班の研究代表を務められるなど、様々

な医薬品による腎障害を含めた臨床のご研究にかかわっておら

れます。紅麹につきましては、被害にあわれた患者さんの診察

に直接かかわられたとともに、学会での腎障害のアンケート調

査にもかかわられました。そのことも含めて、本日お話を頂戴

できるものと思います。それでは、「紅麹サプリメントの健康被

害 ―日本腎臓学会の調査から―」という演題でお話を伺います。

よろしくお願いいたします。
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紅麹サプリメントの健康被害　- 日本腎臓学会の調査から -
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　皆さん、こんにち

は。大阪大学の猪阪

でございます。本日

はこのような発表の

機会をいただき、ま

た丁重にご紹介いた

だきましてありがと

うございます。

　私からは、紅麹サプリによる健康被害ということでお話しさ

せていただきます。ただ、皆さま、腎臓のことに関しましては

ご存じないかもしれません。腎臓というのはお小水を作ってい

るような臓器であるというような知識しかない方も多いのでは

ないかと思います。最近、慢性腎臓病という病名を耳にするこ

とも多いかと思いますので、最初に腎臓がどのような働きをし

ているのかということについてお話しさせていただきます。

　まず、腎臓はどの

ようなことをしてい

る の か と い う こ と

でございますけれど

も・・・　
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　腎臓というのはそ

ら豆のような形をし

ている臓器で、だい

たい握りこぶしくら

い の 大 き さ で す。1

つ 150 g くらいの重

さですけれども、背

中側の左右に 1 つず

つございます。この

腎臓の中には、このような形の（スライド右下の枠内）糸球体

と尿細管がネフロンを形成していて、1 つの腎臓に約 100 万個

のネフロンが集まっています。

　先ほど申しました

ように、この腎臓 1

つに糸球体と尿細管

からなるネフロンが

100 万個集まってい

ます。糸球体という

のは、ふるいのよう

な働きをしておりま

して、尿細管という

のはリサイクルの働きをしております。これらがセットになっ

てネフロンを構成しています。
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紅麹サプリメントの健康被害　- 日本腎臓学会の調査から -
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　なぜ糸球体と呼ぶ

かと申しますと、細

い毛細血管が玉のよ

うになっているため

糸球体と呼ばれるよ

うになりました。こ

の糸球体は、先ほど

も申しましたが毛細

血管がこのようにま

とまって存在しており、他の毛細血管と違うのはこの毛細血管

には小さな穴がいっぱい開いているということです。

　

　先ほど糸球体はふ

るいの働きをしてい

ると申しましたが、

毛細血管の壁には小

さな穴がいっぱい開

いていて、クレアチ

ニンのような老廃物

が小さな穴を通って

尿の方に出ていくと

いうことになる訳です。一方、身体にとって重要な蛋白質や赤

血球というものは大きいですから、ふるいの目から出ていかず

に血液中に保つことができます。このふるいの目が詰まってし

まうと、老廃物が尿の方に出ていけずに血液中に老廃物がたま
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ることになり、逆に、ふるいの目が大きくなってくると、尿の

方に重要な蛋白質や赤血球が出ていってしまうということが起

こってきます。

　よく「腎臓が悪い」

という言葉を聞かれ

る と 思 い ま す け れ

ど、腎臓の働きが悪

くなるには 2 つの原

因があります。

　先ほど少しお話し

しましたけれど、ふ

る い の 目 が 大 き く

なってまいりますと、尿に蛋白質などがもれてくる、あるいは

赤血球などが出ていくということになりますし、逆にふるいの

目が詰まってしまうと血液中に老廃物がたまってくるというこ

とになります。健常な人では「GFR」、皆さま聞きなれない言葉

が出てきましたが、これは糸球体ろ過量のことですね。1 分間

あたり 100 mL くらいですが、腎臓が悪くなってくるとこれが

低下してきます。
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　慢性腎臓病（CKD）

という言葉を聞かれ

たことがあると思い

ますが、CKD の定義

というのは、尿異常

であったり、画像診

断、血液、病理など

様々なことから、腎

臓に障害があるとい

うこと、特に尿に蛋白質が出ているのが 1 つの基準になります。

もう 1 つは、先ほどお話ししました糸球体ろ過量（GFR）とい

うのが健常な方は 100 くらいあるんですがこれが 60 以下になっ

た状態。2 つのどちらか、あるいはその両方が 3 か月以上続い

た状態が慢性腎臓病と定義されます。

　先ほどふるいの目の話をしましたが、ふるいの穴が大きくなっ

て蛋白尿が出るようになった状態、もしくはふるいの目が詰まっ

た状態、つまりクレアチニンなどの老廃物が血液中にたまって

いる状態、これらが 1 つの基準となります。Sa
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　先ほど、糸球体ろ

過量のお話をしまし

た。健常人では糸球

体 は 1 分 間 に 100 

mL の尿をろ過しま

す。皆さん、あまり

意識しておられない

かと思いますが、皆

さまの腎臓は 1 分間

あたり 100 mL の血液をきれいにして尿を作っているというこ

となんです。では、どれだけ腎臓が尿を作っているかと申しま

すと、1 日に 150 L 作っているんですね。この風呂桶一杯分く

らいの尿を作っていることになります。

　1 つ の 腎 臓 に は

先ほどネフロンが

100 万個あると申

しました。腎臓の

機能というのは、1

つの腎臓で実際に

うまく働いている

有効なネフロンの

数が約 100 万個で

あるのに対して 60 万個しか働いていない、つまり糸球体の機能

が 100 ぐらいあるのが 60 くらいになるということです。すな
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わち慢性腎臓病の定義の 1 つというのは、GFR が 60 未満とい

うことですけれども、1 つの腎臓で働いているネフロンの数が

60% 未満になった状態という風に考えていただくことができる

かと思います。

　我々日本腎臓学会

では、GFR をクレア

チニン値と年齢、性

別から推算するため

に、こういう式を作

りました。本来でし

たらきちっと測らな

くてはいけないんで

すけれども、クレア

チニン値と年齢、性別だけから求められるようになっています。

性別ということで、皆さん意外に思われた方、主に女性の方で

思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、女性だと GFR は

0.739 をかけて推算することになります。それでは、女性の方

が腎臓が悪いんじゃないかと思われた方もおられるかもしれま

せん。実は、そうではないんです。このクレアチニンというの

は身体の筋肉から出る老廃物ということでして、男性の方に比

べて女性が持っていらっしゃる筋肉の量が男性の 7 割程度とい

うことになりますので、こういう形で 0.739 をかけているわけ

です。もちろん女性の方々にもプロレスラーとか筋肉隆々の方

もいらっしゃいますし、身体が小さい男性の方もいらっしゃい
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ます。筋肉量が多い場合、あるいは少ない場合はこういう仕組

みが当てはまらない場合もあります。その点はご注意いただく

必要があると思います。

　先ほど、健常な方

の糸球体は 1 日あた

り 150 Ｌ、 浴 槽 一

杯分の尿を作ってい

るんですよという話

をいたしましたが、

実際に出てくる量と

いうのはこのペット

ボ ト ル 1 本 分、 約

1.5 L 程度です。ということは、99% はいったん作った尿を回収

している、リサイクルをしているということになります。これ

をしているのが尿細管というもので、なぜこのような無駄なこ

とをしているのかと申しますと、身体の中の老廃物を排泄しよ

うとすると、多くの尿を作らなければいけないからです。でも、

そうなってくると身体にとって大事なものも失われてしまうの

で、たくさん作ってたくさん回収するというようなことを腎臓

はしているということになります。
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　すなわち血液中に

は、小さな物質、例

えばブドウ糖であっ

たりアミノ酸であっ

たり、身体に必要な

栄養素もたくさん含

ま れ て い る ん で す

が、そういったもの

も尿の中にいったん

失われていくことになります。

　こういったものを

回収しないといけな

いので、この尿細管

というものが働いて

いるんです。これが

腎臓の組織の写真で

すけれども、尿細管

細胞といわれるもの

は、 こ の ★ 印 の と

ころです（★印の周りに輪を作って並んでいる細胞）。この左側

の図に示した管の中を尿が流れていくんですが、この尿細管細

胞はご主人さまにとって大事なブドウ糖とかアミノ酸とかナト

リウムといったものをきちんと調整して、回収しているのです。

皆さん、例えば今日は塩分を〇 . 〇 g 摂ったからこれだけ回収
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しなくちゃいけないよねとか意識していなくても、腎臓はご主

人さまがどれくらい食べて、これくらい必要だということをきっ

ちり考えて、ちゃんと回収する働きをしているんです。すなわ

ち尿細管というのは、身体にとって必要なものだけをきちっと

回収する働きをしています。

　 こ の よ う に 腎 臓

は、身体にとって大

事なミネラルであっ

たり、水分であった

り、酸であったりと

いうものをきちっと

調整していく働きを

しているということ

になりますし、逆に

例えば抗がん剤のようなものや抗ウイルス薬といったものは身

体に長いこと滞在すると困りますので、尿細管細胞を通して排

泄していくということになります。いろんなものが尿細管細胞

を通して再吸収され、逆に排泄されます。尿細管細胞は、多く

の物質移動で通り道になっています。いったん尿細管細胞に集

まることになりますので、障害を与えるような物質がここに集

まり蓄積されて、腎臓が障害されやすいということになってく

るわけです。もしこの尿細管細胞が障害されてしまうと、例え

ばブドウ糖ですとかカリウム、リン、尿酸などが再吸収できな

くなってくるということになります。
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　「紅麹コレステヘ

ルプでファンコニー

症 候 群 に な り ま し

た」というニュース

を見られた方も多い

と思います。

　これは、我々が調

査した結果を報告し

た番組（NHK の「ク

ローズアップ現代」）ですけれども、多くの方が紅麹コレステヘ

ルプを飲んで起こした症状がファンコニー症候群に類似してい

ました。これについては、後ほど詳しくご紹介しようと思います。

　そもそもなぜ、こ

の慢性腎臓病（CKD）

は怖いのか？という

ことについてお話し

させていただこうと

思います。Sa
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食品添加物等の安全性評価について

川西 徹 先生
国立医薬品食品衛生研究所名誉所長

前食品安全委員会委員

略歴

1978 年 3 月　東京大学薬学部卒業、東京大学大学院薬学系研究科修士課程修了

1978 年 4 月　国立衛生試験所（現国立医薬品食品衛生研究所）に入所。安全性

生物試験研究センター薬理部に所属し、一般薬理試験および薬物代謝研究に従事。

その間「ニトロソアミン類の代謝的活性化と発癌」に関する研究成果により薬学

博士（東京大学）を取得、1987 年 11 月～ 1989 年 11 月カリフォルニア大学バー

クレー校およびノースカロライナ大学チャペルヒル校で蛍光顕微鏡画像解析研究

に従事

1991 年 4 月　安全性生物試験研究センター病理部室長として長期毒性試験およ

び細胞障害メカニズム研究に従事

1995 年 4 月　生物薬品部室長、生物薬品部長（2002 年 4 月～）としてバイオ

医薬品品質評価試験研究等に従事

2006 年 4 月　薬品部長として化学医薬品品質評価試験研究等に従事

2011 年 4 月　副所長、2013 年 4 月より所長に就任。2018 年 3 月末に退任　

2018 年 7 月　内閣府食品安全委員会委員に就任。食品添加物、器具・容器包装、

遺伝子組換え食品、特定保健用食品等の食品リスク評価及び関連リスクコミュニ

ケーションを担当、2024 年 6 月末退任

国立医薬品食品衛生研究所在任中は、厚生労働省厚生科学審議会委員、同薬事・

食品衛生審議会委員、内閣府食品安全委員会専門委員、医薬品医療機器総合機構

（PMDA）運営評議会委員及び医薬品品質専門委員、国立研究開発法人日本医療研

究開発機構（AMED）プログラムスーパーバイザー、 世界保健機構（WHO）国際

薬局方・医薬品品質委員会メンバー等を務めた。
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座長：　それでは、今日最後のご講演です。

　演者の川西先生は、1978 年に東京大学薬学部薬学科ご卒業後、

東京大学大学院薬学系研究科修士課程を修了されて、国立衛生

試験所、現在の国立医薬品食品衛生研究所に入所されました。

　その後、米国のカリフォルニア大学バークレー校、ノースカ

ロライナ大学チャペルヒル校で研究をされたあと帰国され、安

全性生物試験研究センターの生物薬品部長を経て、2013 年から

所長に就任されました。退官後は名誉所長になられ、2018 年か

ら 2024 年まで内閣府食品安全委員会の委員を務められました。

　食品関係では遺伝子組み換え食品等の安全性も時々問題にな

りますが、本日は食品添加物のお話です。食品添加物がいかに

安全か、そしていかに厳しい審査を経て使われているかを中心

にお話しいただけるものと思います。よろしくお願いいたしま

す。
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　唐木先生ご紹介あ

り が と う ご ざ い ま

す。 そ れ か ら HAB

研究機構の皆さま、

本日このような機会

をいただくことがで

き、大変嬉しく思っ

て お り ま す。 今 日

のテーマは「紅麹問題を機に考える－食の安全と安心－」とい

うことで、食品添加物のお話をするのは場違いかもしれません。

とはいえ、食品安全に関わる問題が起きると、唐木先生がおっ

しゃったように、いろいろ食に関して不安に思われる方も多く

なり、食品添加物に関しても大丈夫なのかと思われるのではな

いでしょうか。特に子供さんをもたれているお母さん方は、そ

のあたりを非常に気にされていると思います。私は食品安全委

員会時代に食品添加物の安全性評価に非常に密にかかわってお

りました。委員会での経験をもとに感じていることは、今日の

最後に申し上げますけれども、わが国では食品添加物をこうやっ

て評価しているということをお聞きになっていただいて、その

あとでご自身で考えていただければと思います。Sa
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　今日の話は、まず

食品添加物とは何か

を説明させていただ

き、それから食品添

加 物 の 規 制 の 話 を、

そして食品添加物の

安全性評価、リスク

評価、最後にその他

ということで話を進

めさせていただきます。　

　まず、食品添加物

とは、ということで

すが、通常、食品添

加物は食品の保存性

を向上させたり、栄

養を保持したり、お

いしさに彩りを添え

たりするために食品

に添加するものと説

明されています。例をあげますと、保存料、甘味料、着色料、

香料等に分類されるかと思います。
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　 食 品 添 加 物 を 批

判的に扱う書籍等で

は、しばしば食品添

加物は最近現れたも

ので、ますます増え

ているといった書き

方になっているもの

が 少 な く あ り ま せ

ん。しかし、食品の

加工や保存、着色のために添加されてきたものは昔からあって、

我々が法律で規制するはるか以前から使われていました。例え

ば梅干に紫蘇で赤い色をつけるとか、クチナシで栗きんとんに

黄色い色をつけるとか、小麦粉にかんすいを加えて中華めんを

つくるとか、それから牛乳にウシの胃粘膜にある酵素を加えて

チーズをつくるとか。ここにあげたチーズ製造においては、添

加物の酵素を加えないとチーズができないというような食品加

工技術です。こういうものは法律ができる以前から使われてき

たものです。
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　以下２枚のスライ

ドで添加物を使用目

的で分類してみまし

た。第一に「食品の

形 を 作 る 」。 豆 乳 を

凝固させ豆腐を作る。

この場合は、添加物

を使わなければ豆腐

はできません。それから２つめは「食品に独特の食感を持たせ

る」。ゼリーやプリンの食感を持たせるゲル化剤ですね。３つめ

は「食品の風味を良くする、おいしそうに見せる（魅力を増す）」。

甘味料、酸味料、苦味料、うま味をつける調味料、香料、着色料、

発色剤です。こういうのは確かに入れなくてもと思われるかも

しれませんが、入れないと相当程度、味気ない世界になるので

はないかなと思います。

　４つめは「食品の

保存性を高める」。こ

れは食中毒を防ぐこ

とになります。かま

ぼこ等の日持ちを良

くするとか、インス

タントラーメン等の

油脂の酸化を抑える

酸化防止剤、果物のカビを防ぐ防かび剤、いろいろな見方があ
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るのですけれども、やはり食中毒、微生物汚染を防ぐという観

点でいうと、安全性上メリットは明らかにあります。だから、

いろいろな見方がありますが、やはり必要なものとして使われ

てきているのです。５つめは「食品の栄養成分を補う」。強化剤

等です。以上が食品添加物の使用目的からの分類ということに

なるかと思います。

　それでは、食品添

加物の規制について

話を進めます。

　まず食品添加物の

法 律 上 の 定 義 で す

が、食品衛生法の第

4 条第 2 項に定義が

あります。添加物は

この規制ができるは

るか前から使われて

きたわけですが、わ
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が国の法律では「添加物とは、食品の製造の過程で、または食

品加工もしくは保存の目的で食品に添加、混和、浸潤その他の

方法によって使用する物」となっています。

　こちらが、食品

の安全を守る社会

的な仕組みを説明

するスライドです。

この仕組み全体を

称して「リスクア

ナリシス」という

用語が国際的に使

われています。

　まず「規格基準、制度の策定、運用」。これは日本では、現在

消費者庁が「利用できる添加物の指定や規格基準の設定」を担

当しています。この役割は実は 3 月までは厚生労働省の所管で

したが、4 月からは消費者庁に移管されています。次に「健康

への影響を科学的に評価」する役割は、内閣府の食品安全委員

会が行っているところであります。それから「使用実態の調査」。

これも 3 月までは厚生労働省の担当でしたが、4 月から消費者

庁に移管されています。あと、「表示」は変わりなく消費者庁で

すが、「監視業務」に関しては消費者庁に移管されることなく 4

月以降も厚生労働省の担当となっています。この「監視業務」は、

保健所との連携が必要です。厚生労働省が、保健所は忙し過ぎ

るから食品安全関係についての厚生労働省の担当部分を別の組
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織に移すということでしたが、保健所が係わる業務は別の組織

に移すことはなかなか難しく、「監視業務」に関しては従来通り

厚生労働省が担当することになったようです。本日ここに来ら

れている方はよくご存じだと思いますが、こういう役割分担で

行うこれら全体をリスクアナリシスといいます。それから「規

格基準、制度の策定、運用」を『リスク管理』、食品安全委員会

でやっている「健康への影響を科学的に評価」を『リスク評価』、

そしてさらに関係者全員で行っている「意見・情報の交換」を

『リスクコミュニケーション』といいます。食品の安全を守る仕

組みであるリスクアナリシスは、以上の 3 つの要素からなると

されています。また日本における役所の分担はこういう形になっ

ています。なお、スライドでは農林水産省とか環境省がリスク

管理機関に入っておりますが、これは残留農薬等の場合で、食

品添加物では直接には関わっておりません。

　

　食品添加物に関す

る規制制度の具体的

説明に入りますが、

ま ず 1 つ め と し て

は、使用できる食品

添加物は原則として

内閣総理大臣が指定

したものだけです。

こ れ も 3 月 ま で は

厚生労働大臣が指定したものでしたが、今回内閣総理大臣が指
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定するとなりました。いわゆるポジティブリスト制度で、指定

されているものだけ使えるということで、天然物であるかどう

かにかかわりません。ただし、既存添加物、天然香料、一般飲

食物添加物として、例外的に指定を受けずに使用できる添加物

があります。これら例外はありますが、未指定の添加物を製造、

輸入、使用、販売等することはできません。この後で、ちょっ

とご説明しますけれども、この例外は数としてはかなり多いで

す。先ほども申しましたように、食品添加物というものは、は

じめに法律ができたわけではなく、法律ができる前から使われ

てきた食品添加物を含めて規制制度をつくったわけで、このよ

うな例外はあります。

　

　まず指定添加物で

すが、これは食品衛

生法第 12 条に基づ

き内閣総理大臣が定

めたものです。これ

にはリスク評価が必

要で、リスク評価さ

れ た 後 に 指 定 を 受

け、 現 在 476 品 目

あります。ただし、先ほど申しましたように例外として既存添

加物、天然香料、一般飲食物添加物というものがあります。ま

ず既存添加物です。これは平成 7 年の食品衛生法改正の際に、

わが国で既に使用されている長い食経験がある天然添加物につ
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いて、例外的に指定を受けることなく使用、販売等が認められ

たものです。既存添加物名簿があり、消費者庁のホームページ

を見れば確認することができます。今現在 357 品目あります。

ただし、平成７年のリスト作成後に安全性上の問題が明らかに

なったもの、使用実績のないものは除外していくという作業を

継続的に行ってきており、当初のリストに比べて百数十品目は

削除されておりまして、基本的には増えるものではありません。

それから、天然香料、一般食用添加物は、それぞれ動植物から

得られる天然の物質で食品に香りをつける目的で使用されるも

ので、天然香料はバニラ香料、カニ香料等、約 600 品目です。

あと一般飲食物添加物は、一般に飲食に供されている物に添加

物として使用されるもので、野菜ジュース、寒天等で約 100 品

目あります。

　食品添加物に関す

る制度の 2 つめの説

明ですが、指定添加

物は含量、純度等の

成分についての規格

や使用できる量等の

基準が定められてい

ます。ちなみに、既

存添加物、天然添加

物ですけれども、これも規格、基準を順次整備しており、その

充実が図られているところです。天然の添加物の場合は、元々
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化学的に組成等が複雑で、規格、基準を定めることが難しいも

のも少なくなく、クリアな規格・基準という形になっていない

ものがあります。　

　 食 品 添 加 物 の 規

格・基準については、

食品添加物公定書、

最新のものは第 10

版になるんですけれ

ども、これをご覧く

ださい。指定添加物、

それから既存添加物

で公的に規格、基準

が定められているものが収載されています。その中に、成分規格、

製造基準、使用基準という項目があり、まとめて見ることがで

きます。食品添加物公定書は、改訂されるごとに追加されていっ

ております。　 Sa
m
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