
熊
本

私
の
心
の
味
。

第
１
回

　
毎
年
3
月
に
な
る
と
、
熊
本
の
高
森
町
に
住
む
父
の
知
人
か
ら
高
菜
漬
け
が
届
き
ま
す
。
そ
れ
を
目
に
す

る
と
、
冬
が
終
わ
り
、
春
が
訪
れ
た
と
感
じ
ま
す
。

　
私
に
と
っ
て
熊
本
の
味
と
い
え
ば
、
そ
の
高
菜
が
ま
ず
浮
か
び
ま
す
。
な
に
よ
り
忘
れ
ら
れ
な
い
の
が
、

小
さ
い
頃
よ
く
祖
母
が
作
っ
て
く
れ
た
高
菜
チ
ャ
ー
ハ
ン
。
私
が
十
代
で
芸
能
界
に
入
り
上
京
し
て
か
ら
も
、

帰
省
す
る
と
い
つ
も
用
意
し
て
く
れ
ま
し
た
。
東
京
で
食
べ
る
機
会
は
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
祖
母
の
高

菜
チ
ャ
ー
ハ
ン
を
食
べ
る
と
、
熊
本
に
帰
っ
て
き
た
実
感
と
安
心
感
を
い
つ
し
か
お
ぼ
え
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

　
三
人
の
子
育
て
を
す
る
い
ま
、
高
菜
は
常
備
菜
。
高
菜
を

切
っ
て
ご
ま
油
で
炒
め
、
か
つ
お
ぶ
し
を
か
け
た
も
の
が
い

つ
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
ま
ま
で
も
お
か
ず
の
一
品
に
な
り
ま

す
し
、
パ
ス
タ
に
入
れ
て
も
お
い
し
い
。
万
能
で
、
さ
っ
と

使
え
て
、
栄
養
豊
富
な
食
材
だ
か
ら
重
宝
し
て
い
ま
す
。
思

え
ば
忙
し
い
農
家
だ
っ
た
実
家
の
冷
蔵
庫
に
も
、
い
つ
も
切

ら
さ
ず
あ
る
も
の
で
し
た
。
高
菜
チ
ャ
ー
ハ
ン
は
、
い
ま
は

子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
私
が
作
る
も
の
に
な
り
、
好
ん
で
食

べ
て
く
れ
る
姿
を
い
と
お
し
く
眺
め
て
い
ま
す
。

　
東
京
か
ら
故
郷
の
熊
本
へ
戻
り
、
三
人
の
子
育
て
を
し
な

が
ら
わ
か
っ
た
の
は
、
こ
こ
は
旬
の
食
材
の
宝
庫
で
あ
る
こ

と
。
春
の
高
菜
を
始
め
、
夏
の
ト
マ
ト
、
な
す
、
西
瓜
な
ど
、

季
節
の
も
の
が
豊
富
に
と
れ
ま
す
。
そ
の
恵
み
を
お
す
そ
わ

け
し
あ
う
こ
と
も
、
ご
く
自
然
な
や
り
と
り
で
す
。
食
と
人

と
の
距
離
感
が
ほ
ど
よ
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
環

境
の
た
め
、
家
庭
菜
園
で
野
菜
を
育
て
、
収
穫
す
る
こ
と
を

子
ど
も
た
ち
に
手
伝
っ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
自
分
た
ち
が
食
べ
る
も
の
が
、
ど
の
よ
う
な
姿
で
自
然
の
中

で
育
ま
れ
、
い
つ
収
穫
さ
れ
、
い
つ
食
べ
る
の
か
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
、
土
を
掘
り
返
し
た
り
し
な
が
ら

知
る
こ
と
で
、
こ
の
豊
饒
な
土
地
に
生
き
る
喜
び
を
感
じ
て
も
ら
え
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。

祖
母
が

作
っ
て
く
れ
た

阿
蘇
の
高
菜
チ
ャ
ー
ハ
ン
。

い
ま
は
子
ど
も
た
ち
の

好
物
で
す
。

1
9
7
4
年
生
ま
れ
。熊
本
県
出
身
。16
歳
で
芸
能
界
に
入
り
、ド
ラ
マ・映
画・舞
台

な
ど
数
多
く
の
作
品
に
出
演
。2
0
0
5
年
に
国
際
結
婚
を
し
、現
在
、故
郷・熊
本

の
阿
蘇
で
3
人
の
子
育
て
中
。ア
ロ
マ
テ
ラ
ピ
ー
１
級
、薬
膳
マ
イ
ス
タ
ー
、ア
ン
ガ
ー

マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー（
キ
ッ
ズ・テ
ィ
ー
ン
）。

い
の
う
え
・は
る
み

熊
本
で
生
ま
れ
育
ち
、

い
ま
も
熊
本
の
自
然
の
中
で

子
育
て
に
取
り
組
む
女
優
の
井
上
晴
美
さ
ん
。

熊
本
地
震
が
起
き
た
2
0
1
6
年
に
は
、

自
宅
の
損
壊
と
避
難
生
活
を
ブ
ロ
グ
で
発
信
。

注
目
を
集
め
ま
し
た
。

「
東
京
で
一
人
暮
ら
し
を
し
て
い
た
頃
、

熊
本
に
帰
る
と
祖
母
が
い
つ
も

高
菜
で
チ
ャ
ー
ハ
ン
を
作
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

食
べ
る
と
ほ
っ
と
す
る
熊
本
の
味
」

と
井
上
さ
ん
は
言
い
ま
す
。

イ
ラ
ス
ト
／
大
崎
吉
之

井
上
晴
美
さ
ん

女
優
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17

page 剣豪・宮本武蔵は
マルチタレント！
その秘密は
“干飯脳活”にあり？

13 歳での初戦以来、六十戦無敗を誇った剣豪・
宮本武蔵（1582?～1645年）は熊本と縁の深
い人物です。足利将軍家の剣術指南を務め

たとされる京都・吉岡一門との激闘、巌流島での佐々木
小次郎との対決など、伝説的な幾多の戦いに勝利。やが
て島原の乱出陣が縁で肥後細川家を訪ねます。57歳で
客分となり、熊本で最期を迎えました。
その武蔵が、多芸多才な人物であることはご存知でし

ょうか。絵画や仏像彫刻にも才能を発揮。明石の城下町
では町割（区画整備）を手がけ、姫路では造園に取り組
んだとされます。さらに、実戦の心得や戦い方を説く『五
輪書』を晩年に著すなど、文章化
する力にも長けていました。
　武蔵の多方面の活躍につい
て、「その秘密は、“干飯”をよく食
べていたことにあるかもしれませ
ん」と、歯科医師の今井正之さん
（桐生厚生総合病院歯科口腔
外科部長）はいいます。

「武蔵は日頃から干飯を持ち歩
き、食べていたといわれていま
す。干飯は玄米を炊いて一週間
ほど天日で干したもので、とにかく
硬い。硬いものを何度も噛むと脳
の血流量が増し、脳が活性化し ま
す。また、硬いものを噛めるという こ
とは、しっかり噛み合わせができる
歯を維持していたということ。これ
により集中力、平衡感覚、瞬発
力、踏ん張る力を生むことが可能
になります」
　活躍の理由に、硬いものを噛め
てしっかり噛み合わせができる丈
夫な歯があったとすれば、どのよ う
に維持したのでしょうか。今井さ
んによると、当時すでに現在の歯
ブラシに該当する房楊枝が普及し、歯磨きも行われてい
たそうです。しかし、足を洗わず、生涯風呂にも入らなかっ
たとも伝わる武蔵が歯磨きをしたとは想像しにくいのでは？
「干飯などの硬食に加え、繊維質の多いものを日頃食べ
ていたのだろうと思います。硬いものは咀嚼回数が多く、
唾液が多く出ます。唾液の自浄作用と繊維質の多い食
べ物が、歯や舌への摩擦を通して歯磨きと同様の効果
を生み、歯をきれいに保つことができます」
　現代でも活躍するアスリートの多くに、噛み合わせがし
っかりした歯が見られる傾向があると今井さんはいいま
す。硬いものをよく噛む。そのために歯をきれいに保つ。そ
れらは脳と体の可能性を引き出すことにつながる、古今変
わらない大事な営みのようです。

細川家伝来の宝物を
保存・展示する永青文庫が、
いまに伝える武蔵の筆致。

同文庫の企画展や、
熊本県立美術館細川コレクション

常設展示室で公開されることがあります
（次回展示は未定）。

重要文化財

「 鵜 図 」
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