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内受容感覚と身体の気づき
シンポジウムを振り返って

神原 憲治（関西医科大学心療内科学講座、長岡ヘルスケアセンター）
橋爪 誠（橋爪医院）

近年「内受容感覚（interoception）」に関する関心が

高まり、論文数も顕著に増えている 1）。内受容感覚と

は、身体内部の全ての生理的コンディションを捉えて伝

える求心性の機能を総称したものである 2）3）。心身医学

や「〈身〉の医療」の生理基盤として重要で、その議論に

は欠かせない概念となりつつある。内受容感覚について

は、脳科学など基礎生理学もしくは基礎医学の研究者、

心理学、心身医学などの臨床医学や補完代替医療などの

臨床家や研究者による学際的な議論が期待される。そこ

で今回は「内受容感覚と身体の気づき」と題し、基盤研

究に関わる研究者と心身医療や代替医療に関わる臨床家

を招いてシンポジウムを行った。

内受容感覚が心身医学や〈身〉の医療において重要な

理由として以下が挙げられる。①外部からの情報ではな

く、身体「内部」の知覚であり、一人称の「身」の観点の

基盤となる。②心身相関の機序を担うシステムの一つと

して重要である。③生体において根源的に重要な、ホメ

オスタシス（恒常性）を通して健康を維持する機能に関

与する。④身体志向アプローチなどで重要な「心身の気

づき」の生理基盤となる概念である。⑤心身医学や〈身〉

の医療では、他者との関わりとともに自己（self）との関

わりが重要であり、その面の考察にも有用である。

もともと身体内部の感覚については、“Common sen-

sation”4）、“The material me”5）などと呼ばれており、

概念自体は古くからあったが、その機序についてはよ

く知られていなかった。それが脳科学等の発展によっ

て少しずつ整理され、その機序や 3）6）7）評価法ととも

に 8）−10）、自律神経など生理機能や恒常性維持機能との

関係 11）−14）、情動・感情との関連 15）−17）、心身症やう

つなどの病態との関連 1）11）18）−23）、瞑想などの介入と

の関連 24）などが研究されるようになった。内受容感覚

については多くの文献があるのでそれぞれ適宜参照頂き

たい。

庄子雅保氏も述べているように、内受容感覚の研究や

評価の方法は種々検討が行われているが、まだまだ発展

途上である。特にモダリティの多様性については検討が

必要であろう。本質的に客観的な評価が困難という矛盾

した側面もある。しかし、中川玲子氏や山本和美氏が述

べている身体面から入るアプローチや心理面から入るア

プローチ、いずれにおいても自己へのアクセスが変化す

ることで、心身の健康において本質的に重要な変化をも

たらす。評価を捉える困難さはあるものの、内受容感覚

が何らかの本質的な変化に関与することは各臨床家が共

通して感じるところである。シンポジウムでも種々の議

論や問題提起がなされたが、個別の議論については各シ

ンポジストの論文を参照頂きたい。

古代ギリシアの格言「汝自身を知れ」は有名だが、同

様の格言は洋の東西を問わない。これが人間にとって本

質的に重要だからであろう。さらに、自己を知ることは

他者の共感や理解にもつながるとされる 25）。生理学、心

理学、医学、哲学など基礎と実践の両分野にまたがって、

今後もこの議論が発展していくことを期待したい。
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