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食べ 物の お い し さと脳の 科学
＊

山 本 　 隆 ・ 志 村 　 剛 ・硲 　 哲 崇
＊ ＊

　　　　（大阪大学 ・人闘科学部 ・行動生理 学講座）

お い し さ と は何 か を探 るため学生 を対象に調べ た と こ ろ、体 が必要 と して い るもの を摂取 した ときの快感、

好 ま しい 口腔感覚 （と く に 味覚）を感 じた と き の 快感の 2 つ の 要因が 得 られ た
。

こ の 事項を含め 、より広 く

お い し さ に か か わる要因 をまとめれば、生得的、獲得性、体内欲求性 、お よび観念的なもの が考 え られ、そ

れぞれ に つ い て具体例をあげて 解説 し た 。脳内で い か に お い し さ が 発現す る の か を、脳に おけ る味覚情報の

流れ と脳内物質の 役割の観点か ら考察 した。最近の 知見と し て 、お い し さの 発現や食物 摂取 の動機づ け に関

与す る脳 内の ドーパ ミ ン 、ベ ン ゾ ジ ア ゼ ピ ン 、麻薬様物質の 働き に つ い て も述 べ た。

1 ． は じめに

　お い し い とは どうい う こ と で すか ？ と質問 され て

も即座 に は答 えにくい 。食物を食べ て お い しい と 思 っ

た りまずい と 思 う こ とは 日常誰 もが経験する が 、改

ま っ て真正面か ら聞 か れ ると考 え込 まざるを得ない 。

こ の 質問 に対する調査結果 は次項 で述べ る が 、中に

は 「おい しい もの は お い しい の で あ っ て 特 に理 由 が

あ る わ け で は な い 」と一
蹴 す る者す らい る。お い し

さを感 じるの は脳 の 働きで あ る。脳 に送 り込 まれ た

食物 の 昧 の神経情報が どの ような脳内プ ロ セ ス を経

て お い し い ・まず い と い っ た感情 を生み、最終的に

食 べ たい ・食べ た くない と い っ た行動 に 結 びつ くの

か を最近 の神経科学 的実験結果 を も と に 考 えて み

た い 。

2． おい しさの 調査

　筆者 の
一

人 （山本 ）が 非常勤で 講義をし て い る大

阪大学歯学部の 2年次 の 学生 51人 （女性23、男性28）

に次の よ うな質問紙 を配 っ て 自由 に 記述 し て もら っ

た。

「あなた に と っ て 「お い しい 』とはど うい うこ とで

すか ？あなた 自身の 「お い し さ』 の 定義 を思 い つ く

まま述 べ て
．．
ドさ い 。」

　表 1 はそ の 結果を筆者が 整理 し、分類 し た もの で

あ る。「理屈抜 き」 と い う の は 、先 に述べ た よ うに 、

おい し さ （感情） を こ とば （理性）で は表現 で きな

い と か 、理屈 で は 分析で きな い と い う立場の 学生 で 、

右脳の 発達が 強 い か 左脳 の 発達 の 弱 い こ とを反映 し

て い る の で あ ろ う か 。

　こ の調査結果か ら判断すればお い し さは 2 つ に 分

けて考 え た方が よ さそ うで ある。 1つ は 、 体が必要

と し て い る もの を摂取 し た と きの 快感 で あ り、他 の

1 つ は 、凵腔感覚 と くに 好 ま しい 味覚を感 じ たとき

の 快感 で あ る c 前者は 、空腹感や の ど が か わ い た と

きに 水や ジ ュ
ース な どを飲ん だ り、寒い ときに 暖 か

い ス
ープや お茶 を飲 ん だ と き で あ る。こ の 調査 に は

出て こ な い が もう少 し広 く考えれば、食塩欠乏時に

食塩を摂取 した ときや 、必須 ア ミ ノ 酸欠乏時 に その

欠乏 ア ミノ 酸を摂取 した ときも1司様の快感が 生 じ る。

こ れ は体が 要求 して い る と きに の み好ま し く、 摂取

に よ り要求が 満た され た あとは原則 として お い しい
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表 1　 おい し さの 調査結果

理屈抜 き

体内状態

  空腹 ・の どが乾い たとき

  気分 が い い とき

  寒 い とき ・
暑い とき

  疲れたと き

  そのとき食べ たい もの を食べ た とき

（人数 ）

　 275311

外部環境

  よ い 雰囲気 （家族 や友 人と）

 
．
よ い 食環境 〔トイ レ の 中はダ メ 1

81

食 べ 物に 対し て

  好 きな もの を食べ た と き

  五 感の バ ラ ン ス が よ い もの

  温度 （冷 た い もの ・熱 い もの ）食物に 適 した温 度あり

  甘い もの を食 べ たと き

  N の手作 り

86311

体 に 対 して

  気分が よ くなる ・楕神 的に満足す る

  幸せ な気分 になる

  飽 きる こ とな く食べ た い

  満腹時 で も食欲 をお こす

  思い 出 して 食べ た くな る ・後日ま た欲 し くな る

  　（食べ た瞬間に ｝満足感

54433

τ

と は 思 わな くな る もの で ある。それ に 対 し て 、後者

の 好 ま し い （palatable）感覚を生 じ させ る 食べ 物 は

「H
’
い もの 」「E 感 の バ ラ ン ス の よい もの 」で あ り、

「飽 きる こ とな く食 べ た い 」と思い 、「満腹時で も

食欲 をお こ す」 もの である。

3． お い しさを生 む 諸要 因

　上記 の 調査結果に は表われ なか っ た事柄も含め、

お い し さの 発現に関与する い くつ か の要因をまとめ

て み よう。

1）生得的

　すべ て の動物に と っ て 、体に 必要な糖、塩 、ア ミ

ノ 酸 （蛋臼質）などは適 当な濃度 で あれば、と くに

それら が欠乏状態に あれば あ る ほ ど お い し く感 じ ら

れ、毒物、腐敗物 などはつ ね に い や な味と し て と ら

え られ、それ に 応 じて唾液、消化液 、ホル モ ン な ど

の 分泌、顔面表情など に摂取性あ る い は嫌悪性の 生

体反応 が牛 じる。こ の よ う に 瓏得的に獲得され て い

る基本的 な 反射活動は 、延髄や橋な どの 下位脳幹 部

の 機能 で あ る n その た め に 、あ る特定 の眛質 に 選択

的 に 応 じ る ニ ュ
ーロ ン や 、味 の 嗜好性

・嫌悪性 （好

き嫌い ）に応じ る ニ
ュ
ーロ ン が解剖学的 に 淀 の 部

位に 集合 し て い て
1）、効 果器 支配 ニ

ュ
ーロ ン と連 結

し た反射回路が形成 され て い る。

2 ＞獲得性

　あ る食べ 物、食品 を好ま し く思 い 、好きに な る プ

ロ セ ス は学習効果とよん で もさ しつ か え な い 。コ ー

ヒ
ー、ビー

ル 、キ ム チなどを最初に経験する子供の

頃は誰もが嫌が っ たはずで あるが 、大人 に な る と中

毒状態 の よ う に こ れ らを手放せ な くな る人も少な く

ない 。 し か し、こ の よ うな人 で もコ ーヒ ーの 中の カ

フ ェ イ ン 、ビール の 中の フ ム ロ ン 、キ ム チ の 中の カ

プ サ イ シ ン を純化学物質 と して 口 に人 れて もな お か

つ お い し い とい う人は い な い で あろう。つ ま り、こ

の よ うな物質 も入 り、他の幾多の種類の化学物質 も

混 じ り合 っ て 混然
・体と し た味覚効果、嗅覚効果、

い わゆる フ レ
ーバ ーと して の お い し さを評価で きる

ようにな っ た の で ある，、子供 の 頃は 、こ れらの 苫味

や刺激性に対する本能的な忌避反応 として避 けたも

の と考 え られる、，こ の よ うな各種の 嗜好性 の 飲 食物

に は や み つ きに な る要素が含 まれ るが 、脳内の 快感

を生じ させ る物質あるい は快感発現部位の 働 きを特

異的 に増強させ る性質を有する こ とに基 づ くもの で 、

そ の し くみ の 解明は今後 の 興昧深 い 研究 テ
ーマ で

あ る 、，

　 こ の ような常習性 、中毒性 、麻薬性 とい っ た特殊

な薬理効果を生 じ させ る物質 （食 べ 物〉と は違 っ て 、

同じハ ン バ ーグで も母親の 手作りが い い と か 、カ レー

ラ イス も家 で 食べ るの が一番お い しい な どの 好 み が

ある。こ れ は、子供の 頃か ら折 りに つ け食べ させ て

もらっ た 母親 の 手料理 に慣れ て
、 そ の 昧を学習 し た

こ と に よ る。母親の手料理がどれ位好 きか は親
’
r一の

愛情が い か に強い か を推測するバ ロ メ ータ ーと い っ

て も過言で は ない 。 女房の 手料理 が い い とい う人 は

夫妻仲の 良い 証拠で もあ ろ う、、単なる繰 り返 し によ

る 慣 れ と い っ た 単純 な もの で は なく、愛情を食べ て

い る とい っ て もい い 。楽し い 思 い 出、暖か い 家庭で

育っ た 人ほ ど 「おふ くろの 味」の 種類も多様で 思 い

入れ に も深 い もの があるはずで あ る．この 領域は 、

まさに個人的体験 の 領域 で あ り、私 に と っ て お い し

い 「おふ くろの 昧」も他の 人 に は何と も思 わなくて

も不思議 で は な い 。次 に 述 べ る お い し さの 評価 に 及

ぼす情報や 先入観念 の影響とともに ラ ッ トなどを使 っ

た動物実験 が ほ ぼ 不可能な こ と か ら、こ の 脳内機序

を科学的に明確にするの は
一

筋縄で はい か な い 。

　 初め て の食物を食べ た あとで 、体 の 調子 が 悪 くな

れば、そ の 食 べ 物 の 昧や 匂 い を長く記憶に留め 、二

度 と同 じ もの を凵 に し な い 。こ の 現象は 、1 回の 食

経験 に より獲得 される学習効果で ある．我々 の調査

研究 で は、約20％の 人が幼児期あ る い は学童期 （学
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校 の 給食に まつ わる経験〉に食後の 吐 き気や ド痢な

どの 胃腸障害を経験 して 嫌い にな っ た食物の あ る こ

とを報告 して い る 。実験動物 に お い て も、こ の 学習

を獲得 させ る こ とが で き る。例えば、ラ ッ トにサ ッ

カ リ ン 溶液を飲ま せ た 後、塩化 リチウ ム を腹腔内に

注射 し、内臓不快感を伴 っ た 体調不全状態にすると、

ラ ッ トは 、翌 目以降、サ ッ カ リ ン を嫌が っ て飲まな

くな る。サ ッ カ リ ン を摂取する と 体 の 具合 が悪 くな

る こ と を学習 し た か ら で あ る 。 以上述 べ たよ うな学

習行動 を味覚嫌悪学習とい う。

　逆 に 、あ る食物 を摂取 した あ と 具合 の 悪 か っ た体

調が好転し た ような場合 は そ の 物質の 眛 を手 が か り

に して 好ん で 摂取す るよ うに な る 。 こ れを味覚嗜好

学習 とい う。動物は こ の よ う な 学習 を通 じ て 食 べ て

い い もの 悪い もの の レ パ ー
トリーを増や して い くの

で あ る。わ れわれ、人 間の 場合は 、こ の よ うな学習

がも とに な っ て各人 固有 の 食べ 物 に対する嗜好性 の

違 い や 好き嫌 い が 生 じ る と考えられ る 。

3 ）体内欲求性

　同 じ味 の 物質で も、お い し さ ・まず さは体内の栄

養状態 に より変化する。と くに 、ホ メ オ ス タ シ ス 維

持 に 必要 な物質が欠乏 した場合に は、その 効 果は顕

著で あ る。た とえば、体内の ナ ト リ ウ ム が何 らか の

原因で 欠乏 し た場合に は 、 動物は食塩を多量 に 含ん

だ飲食物を探索 し摂取 す る。ナ ト リ ウ ム 欲求 あるい

は食塩欲求と呼ばれ る現 象で あ る 。 副腎萎縮 の た め

に 、ナ ト リ ウ ム 貯留ホ ル モ ン で あ る ア ル ド ス テ ロ ン

分泌が障害 され た 少年が手 づ か み で 食塩 を多量に摂

取 し た と い う臨床報告
2）

は有名で あ る 。 こ の ような

ナ トリ ウ ム 欠乏時に は 、ヒ トの 場合 、食塩 の 塩 か ら

さは あま り感じ ら れず、好 ま しい 味 と して 知覚 され

るとい う
／i＞。動物で も、ナ ト リウ ム 欠乏 時 に は ふ だ

ん は 忌避 する よ う な高濃度の 食塩水 （O．5M ） を短

時間 の うちに大量 に摂取 し、不足 し た ナ トリ ウ ム を

補充す る。Gril1＆ Norgren　
4｝が 開発 し た 味覚応答テ

ス トにより口部を中心 と した運動パ タ
ー

ン を調 べ る

と、通常 の ナ ト リ ウ ム充足時に は ラ ッ トは高濃度食

塩水に 対 し て 口 を大 きく開くな どの 嫌悪応答 を示す

が、ナ トリウ ム 欠乏時 に は舌 を リ ズ ミ カ ル に動か す

などの 摂取応答を示 す
t’）。 し か し、塩 味 以 外の 味質

に対する応答は変化 しな い 。こ の こ とか ら、ナ 1・リ

ウ ム 充足時に は高濃度食塩水 は動物 に とっ て は 不快

であ るが、ナ ト リ ウ ム 欠乏時に は 同 じ濃度 の 食塩水

が快に 感 じ られ て い る こ と が わ か る。ま た 、必須 ア

ミノ 酸の
一

つ で ある リ ジ ン 欠乏の ラ ッ トは、本来 は

苦くて嫌悪性 の 味 で ある リ ジ ン 溶液を好ん で 摂取す

る よ うに なる
fi〕

な ど、一
般に あ る栄養素が 体 内に欠

乏 した場合には、一
時的 に そ の 物質に対す る嗜好性

が高まり、不足物質の 補給に有利に作用 して い ると

考え られ る。

4）観念的

　 こ の 観念的要因とは先入観念と か情報操作 によ っ

て お い し さ ・
まず さは影響 を受 けるとい う こ と で あ

る。つ ま り、お い しい と思 えばお い し い 、まずい と

思 えばまず い と い う何 とも非科学的な ニ ュ ア ン ス の

漂 う要因で ある。もちろん明 らか な味 （好み ）の違

い が あれば話 は別 で あ るが、ど の 銘柄の ビ ー
ル 、

ジ ュ
ース 、日本茶、ウ ーロ ン 茶、紅茶 がお い しい か

とい っ た判断は銘柄間の 味の 違 い が微妙 なときほ ど

観念的要因の影響を受けやす い 。消 費者が どれ に手

を出す か は 、上手な宣伝が もっ と も有効 で あ る 。 す

でに他誌で述 べ た こ と で あるが η 、S社 の コ マ
ー

シ ャ

ル に 次 の よ うな もの が あ る。「日 本 で は オ レ ン ジ

ジ ュ
ー

ス で あれ ば すべ て 、『バ レ ン シ ア オ レ ン ジ

ジ ュ
ー

ス 』 と表記で きます 。 し か し、一
口 にオ レ ン

ジ ジ ュ
ー

ス とい っ て も、バ レ ン シ ア 種だけ で な く、

ハ ム リ ン、パ イ ナ ッ プ ル
、

ペ ラ 、福原オ レ ン ジ等々 、

た くさん の 種類が あります。原材料か ら お い し さ に

こ だわる S 社は、こ の うち、ジ ュ
ース に最 もふ さわ

しい と される バ レ ン シ ア 種 だけを贅沢 に 100％ 使 っ

て ジ ュ
ース に し ま し た。その ピ ュ ア なお い し さ、ま

ずは
一

度、お試 し くだ さ い 」。類似 の オ レ ン ジ ジ ュ
ー

ス 間の 違い を区別する の は 難 し く、こ の よ うな宣伝

広告な し に 黙 っ て 店頭に 並 べ て お くだ けで 消費者に

味の 評価 を期待する の は無理 で あ ろう。

　 こ の ような宣伝効果 の 他に、同 じ紅茶 な の に 英 国

御用達の 紅茶 と言 っ て お く方が ケ ニ ア 産の紅茶と言っ

て お く場 合 よりお い し い と答 え る人 が 多い とい う実

験事実 （ブ ラ ン ド指向に訴えた情報操作）や情報誌

に載 っ た り、人 が多く集 ま る店の ハ ン バ ーグ がお い

しい と 思 う心理 （うわ さ、思 い 込み ）も観念的要 因

に よ る もの で ある。こ の 要 因を もっ と拡大解釈す れ

ば、食行動 に 及 ぽ す地域的、文化的 、宗教的影響な

ども含め る こ と が で き よ う。筆者 の
・
人 （山本〉が

阪大名誉教授 の 河村洋二 郎先生 か らずい ぶ ん 以前 に

伺 っ た 話 で あるが、先生 の お宅に イ ラ ン か らの 留学

生 を夕食に招 い た とき、う か つ に も イ ス ラ ム 教 で は

ご法度の 豚肉の 入 っ た 料理 を出 された そ うで、知 ら
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ずに食べ た学生はあ と で トイ レ で 吐 い た り下 し たり

大変だ っ た そ うで あ る。「え ら い もん や な 一1 と 言

われた こ とばが今で も思 い 出される。こ の 学生 は、

まず豚肉とい うもの を全 く食べ た こ と が な か っ た の

で あろうか ？ そ して豚肉を消化する能力 を持たな い

体質に な っ て い た の だろ うか ？ しか し、われわれ で

も海外旅行をすれば そ の 上地 の 珍 しい 料理 を初め て

経験する こ とが あ る が 、そ の 都度吐 き Fしなどは し

ない 。想像 で は あ る が 、学生 は 豚肉 （の 味）を実は

知 っ て い て 、強力な宗教的規律に よ り、こ の 味は避

け る もの と して い た の で あ る が、ま さか と思うもの

が 口 の 中に 人 り、吐 き出すわけ に もい か ず飲み 込ん

だ の で はなか ろうか
。 規律 に そ む い た 罪悪感が 亢 じ

て 、嘔吐、下痢に結び つ い た と考 え る の は穿ち過 ぎ

だ ろうか 。 不謹慎なが らイス ラ ム教 の 人 に豚肉料理

を出し て実験 して みた い とこ ろで あ る。

　 こ の ような観念的要 因 は 動物 に は み られ ない 。ヒ

トの ヒ トた る 由縁 は、大脳皮質連合野 の 発達 にある

わけだか ら、高次 の 精神活動の 座と考え られ る大脳

皮質連合野 に こ の 食べ 物 は お い しい の だ とい う観念

が外発的あるい は内発的に植え込 まれ るこ とにより、

嗜好性な らび に それ に基づ く食行動 が影響を受け る

もの と考え られる 。 われ われ の 脳は、特に食べ 慣れ

て い な い 食物 に対する微妙な味 ・お い し さ の 違 い を

即座 に は判断で きな い性質 をもち、皮質下の快 ・不

快 の 評価中枢は あまりに 発達 しす ぎ た 大脳皮質連合

野か ら強力な影響を受 けるの で ある e

4 ． 脳に お ける味覚情報の 流れ

　食物の 嗜好性に か かわ る感覚要素の うち、口 腔粘

膜に存在す る眛蕾 か らの 味覚情撮は、味覚神経 を通 っ

て脳に 送 り込 まれる。そ して 、味覚神経→延髄孤束

核 → 視床眛覚野 → 大脳皮質味覚野 の 順 に昧覚情報は

上行 し、さらに大脳皮質前頭連合野を介して視床
．
ド

部や 扁桃体 に も味覚情報は送 られ る。

　食物 の 摂取、咀嚼、嚥下に際 して の 味覚、嗅覚、

口 腔粘膜、顎関節や歯 の 感覚、視覚、聴覚な どの感

覚情報は、大脳皮質の 各感覚野 で 分析され る 。 例え

ば、昧覚野は前頭弁蓋部と こ れ に 隣接する島皮質 に

存在 し、こ の 部で 味 の 質や強 さ の情報処理 がな され

る 。 従 っ て 、こ の 部 が 損傷 を受 け る と 昧覚 が 障害 さ

れ る こ とになる n

　大脳皮質 の 各感覚野 で処理 され た情報 は 次 に大脳

皮質の 連合野に運ばれ、こ こ で 各感覚 は統合される．

連合野 と い う の は、感覚野や運動野 の よ うに そ の 働

きが明確で 各動物に共通にみ られる領域とは異なり、

高次の 惜報処理 をすると こ ろで、特 に ヒ トで 大きく

発達 して い る 部位 で あ る。前頭葉の 眼窩皮質は、先

に述 べ た摂食時の 各種感覚 を受け、統合し、食物 の

フ レ
ーバ ーや 嗜好性 の 評価、食行動の 総合的判断、

認識、例えば、食物 の 認知、獲得行動へ の 意志決定 、

報酬価の認知 などに 関与す る。食べ 物の 嗜好性は地

域、文化、慣習、宗教 、教育、広告、宣伝な どの 影

響 も受け る。こ の ような要因も前頭連合野 で の 情報

処理過程にお い て 大きな影響を及ぼすもの と考 えら

れる e

　摂取食物 に対す る生体側か らの 価値判断 とそれ に

もとつ く行動発現 に最も重要な部位 は、情動 の 中枢

とい われる扁桃体 を中心 とした 大脳辺縁系 と こ の 部

と密な神経連絡 をもつ 間脳の 視床下部であ る。各種

感覚情報 が集ま っ て くる 扁桃体 で は 、食対象物がも

つ 複雑な感覚情報 を統合 し、過去 に経験 した食べ 物

に対 して は 、記憶情 報 との 照合に よ り、そ の価値評

価を行ない 、自分 にとっ て 都合の よ い もの か 舎 か 、

摂取 して もよい か 避け る べ き か を判断する e そ し て 、

視床下部 は、扁桃体 か ら の 入 力を受け、情動行動 の

表出（食欲、摂食行動 の 発現 、自律 神経 、内分泌 の

調節など）に関係する。　
一
方、扁桃体 の 情報 は海 馬

体や大脳皮質連合野 に も運ばれ 、 食物の 風味 、食事

の 際 の 場面、環境、その ときの 快 ・不快感な どの 記

憶形成 に も使われる 。

5． 脳内物質の 役割

　摂食行動 に は種 々 の 脳内物質が 関与する が 、現在

知 られて い る限 り、食 べ 物 の お い し さ と関係する物

質は そ の 中 の ごく
一部に過 ぎな い 。

　抗不安薬と して 広 く用 い られて い る ベ ン ゾ ジ ア ゼ

ピ ン 骨格を有する薬物 （ベ ン ゾ シ ア ゼ ピ ン 誘導体）

に は、抗不安作 用や鎮静作用 の他に摂食 を促進する

作用 があ る
Sl。ベ ン ゾ ジ ア ゼ ピ ン誘導体 の 1 つ で あ

る Rol6 −6028 を用 い る と、鎮静作用 は得 られず、摂

食促進作用 だ けが 生 じ る の で 、摂食量 が 増加 す る の

は抗不安や鎮静などの 二 次的効果 で は な い こ と が わ

か る。ま た 、前述の 味覚応答 テ ス トを用い た行動実

験か ら、ベ ン ゾ ジ ア ゼ ピ ン誘導体は飲食物の 好 ま し

さ （palatability） を増強 する た め 、拱取量 が増加す

る の だと解釈 され て い る
9｝。ベ ン ゾジ ァ ゼ ピ ン 誘導

体を投与す る と、シ ョ 糖や サ ッ カ リ ン など本来好ま
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し い 溶液に対する摂取応答が著明に増加 し、キ ニ ー

ネなどの い やな味溶液に対する嫌悪応答は 変化 し な

い 。つ まり、ベ ン ゾジ ア ゼ ピ ン誘導体は お い しい も

の をよりお い し く感 じ させ る よ う に 作 用 す る と い う

の で ある。ベ ン ゾ ジ ア ゼ ピ ン 誘導体 が結合する受容

体は脳内に比較的広範に存在す る が 、上丘 レ ベ ル で

離断 した 除脳 動物で は palatability増強効果は む し ろ

促進さ れ る の で 、前脳 で は な く 下位脳幹に ベ ン ゾ ジ

ァ ゼ ピ ン誘導体の 直接の 作用部位が あると示峻 され

て い る9｝。

　モ ル フ ィ ン に代表される麻薬様物質 （オ ピオ イ ド）

は陶酔状態を生み、嗜癖性 、連用後 の 遮断に よ る禁

断症状などを生 じ させ る。お い し さの 発現 か らや み

つ きに 至 る過程も類似の 現象とみなされ るこ とか ら、

体 内の 麻薬様物 質 の 関与が示唆される。最近の 我 々

の 研究で 、図 1の下段の グ ラ フ に示すように、体内

に存在する強力な麻薬様物質で あ る β
一エ ン ドル フ ィ

ン は 絶水 などの ス トレ ス 下で そ の 血中濃度が 増大す

る こ と、絶水 の 後で 水を飲 ませ て も血 中の β
一エ ン

（一
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一
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E
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図 1　 絶 水 ラ ッ ！・が水や各種味溶液を自由 に 摂取 し

　　　た とき、90分後に採取 し た 脳脊髄液 および血

　　　漿巾の β
一エ ン ドル フ ィ ン の 量 （山本 ら、未

　　　発表）。

ドル フ ィ ン は変化 し ない が 、キ ニ
ー

ネの ような い や

な味 で 減少 し、サ ッ カ リ ン や 糖 な ど の 甘 味物質 を摂

取す ると増大する こ と が 明ら か と な っ た。こ の 結 果

は 、麻薬様物質の 体内分泌特性の 二 面性 を示 し て い

る。すなわち、絶 水負荷などの ス トレ ス 下で は 、そ

の ス トレ ス 状態を緩和 させ る た め に麻薬様物質の 分

泌亢進 が 生 じる こ とと、好ま し い 昧で麻薬様物質の

分泌 が 促進 され 、い や な味で抑制される と い うこ と

で あ る。一方、図 1上段 の グ ラ フ に示す よ う に 脳脊

髄液 中の β
一エ ン ドル フ ィ ン は、味質問で 差は あ る

もの の 、液体を摂取 し て 絶水状態が改善 され る と そ

の量が 増加 し、血液 中 の β
一
エ ン ドル フ ィ ン の振舞

と異な る こ と か ら、その 起源、作用機作が異な る と

思 われ る が 、今後の検討課題 で ある。

　麻薬様物質は摂食を促進 し、そ の 阻害剤 は摂食を

抑制す る、、全身性に麻薬様物質を投与すると、約 1

時間経過 し て か ら 1 − 3 時間 に わ た っ て 摂食量が増

加す るとい う
1  。側坐核、視床下部室労核 、扁桃体

な ど に麻薬様物質を微量注入 し た場合に も、摂食促

進効果が 生 じる
11）。こ の ような促進 の 原因と し て 、

上述 の ベ ン ゾ ジ ア ゼ ピ ン 同様 、 麻薬様物 質 に

palambility増強効果が あ る とい う仮説が 提唱 され て

お り、こ れ ら前脳部位 の 受容体 の 関与が示唆されて

い る。

　 ドーパ ミ ン も飲食物 の 摂取 に関与す る重 要な物質

の
一一

つ で あ る 。 た と え ば、通常 の 飼料よ りも嗜好性

の 高い ビ ス ケ ッ トを摂取 し て い る時に側坐核 の ドー

パ ミ ン 放 出量 は高い
12）。ま た 、ドーパ ミ ン 阻害剤を

脳 内報酬系の 各部位に微量注入すると、本来嗜好性

の 高 い 溶液の 摂取量が減少する
13｝。筆者 らも中脳辺

縁 ドーパ ミン 系 の 起始核 で あ る腹側被蓋野 を破壊す

る と、シ ョ 糖溶液など本来好ましい 味溶液の摂取量

が 正 常動物 に比 べ て 有意 に 減少する こ と を報告 し

た 14〕
。 こ れ らの 結果は 、 中脳 を起始核とする ド

ーパ

ミン投射系が palatabilityと関連 する こ と を示 唆し て

い る 。 しか し、ド
ーパ ミン は palatabiljtyそ の もの よ

りもむ し ろ、報酬を得 ようとす る欲求や 期待に 関係

する と い う報告も多い 。すなわち、や や 嫌悪的な条

件味刺激 を摂取 した ら 自動 的 に 胃の 中に栄養物が注

入 され るよ うな条件づけ をラ ッ トに 獲得 させ ると、

側坐核 の ドーパ ミン は 条件味刺激 の 摂取 だ けで 有意

に増加するよ うになる
15）。し か し、条件味刺激後に

栄養物 で は なく水を胃内に注入 し た場合には、その

ような増加 は見 られな い 。し たが っ て 、味刺激その
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もの が ド
ーパ ミ ン 放出 の 原 因なの で は な く、そ の味

刺激が生体に報酬 を予告する こ と が 重要な要因で あ

ると考 え られ る c

　最近、筆者 らは好 ま しい 味溶液の摂取に際して ドー

パ ミ ン とベ ン ゾ ジ ア ゼ ピ ン が協調的に作用 し て い る

こ とを見 い だ した （図 2 ）。 すなわ ち 、 絶水 ドの ［E

常動物 に ベ ン ゾ ジ ア ゼ ピ ン 作動薬 の ミダ ゾ ラ ム を投

5・す る と、0．1M シ ョ 糖溶液 の 2 時間摂取量 は用量

依存 性 に増加 する の に 対 し、6−hydroxydopamine で

中脳腹側被蓋野の ドーパ ミ ン細胞 を破壊 した 動物 で

は、シ ョ 糖溶液の 摂取量は変化 し な い 。ま た 、嫌悪

性の 眛刺激で あ る キ ニ
ー

ネ溶液 （3× 10−tM ）の摂

取に関 して は 、両群 とも ミダ ゾ ラ ム の 効果 は 見 ら れ

な い 。
こ れ ら の 結果 か ら、palatabilityの ．ヒ昇に 基づ

く摂取量 の 増加に は中脳辺縁 ド
ーパ ミ ン系が役割を

果 た し て い る こ と が 示唆 される。

20
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図 3　嫌悪 条件づ け群 と コ ン トロ ー
ル 群の 結合腕傍

　　　核 ニ
ュ
ー

ロ ン の 味応答
22｝．あ ら か じ め 0．IM

　　　食塩 水 に 対 し て 昧覚嫌悪を条件づ けた ラ ッ ト

　　　か ら 得 られ た 51個 の ニ
ュ
ーロ ン の平均応答量

　　　をコ ン トロ
ー

ル 群 か ら得 られ た 53個の ニ
ュ
ー

　　　 ロ ン の 平均応答量 と比 べ る と、食塩応答の み

　　　が有意 に 増強 され て い る こ と が わ か る 。

6．脳細胞 の 可塑性

　前述の 獲得性と体内欲求性の要因に よるおい し さ
・

まずさの 発現 の 背後に は 、脳細胞活動 の 可塑性変化

が ある。可塑性と は粘土細工 の ように 、ある型 が 形

づ くられ る と その 型をい つ まで も保ち続 ける性質 の
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こ とをい う 。 味応答性に関す る こ れ ま で の 可塑性変

化の 例を挙げると、まず、す い かを経験 し好きに な っ

た サ ル の扁桃体に は、すい か を食 べ たと きにだけ特

異的に大 き く興奮する 「す い か ニ
ュ
ー

ロ ン 」が出現

する よ うに な る
IG）。ラ ッ トの 大脳 皮質味覚野に は ふ

だん食 べ 慣れ て い る固型飼料の 味に対して よ く応 じ

る細胞 が存在す る
17｝。食塩欠乏にする と ラ ッ トの 結

合腕傍核 で は 食塩 に 対す る応答性が減少する 細胞が

み られ る
18）。また 、必須ア ミ ノ酸の リジ ン を欠如 し

た 飼料 （リ ジ ン欠乏症〉を ラ ッ トに 与 える と、リジ

ン に応じ る内臓支配迷走神経 の 応答が亢進 し た り
19｝、

視床下部ニ
ュ
ーロ ン の リ ジ ン に対する応答 性が増強

す る
20），、一方、味覚嫌悪学習に 関 して は条件味刺激

に対する 可塑的な応 答性変化 が 大 脳皮質 17）、扁桃

体
Zl）、結合腕傍核

鋤
で 報告 され て い る。図 3 は食塩

に嫌悪条件づ けを獲得 させ た とき、食塩 の 応答性が

高 まる こ とを示 して い る。

ミ ダ ゾ ラム

図 2　 ベ ン ゾジア ゼ ピ ン 作動薬 （ミダ ゾ ラ ム ）に よ

　　　る palatabilityの 増強 と中脳腹側被蓋野 ドーパ

　　　 ミ ン 細胞破壊 の 効果 c 対照群で は ミダ ゾ ラ ム

　　　投与に よ り用量依存性に シ ョ 糖溶液 （0．1M ）

　　　の 摂取量が増加するが、破壊群 で は変化 しな

　　　い 。 キ ニ ーネ溶液 （3 × 10
『1M

）摂取 に 関 し

　　　て は 両群 と も ミ ダ ゾ ラ ム の 効果は な い （志村

　　　 ら、未発表）。

7． お わ りに

　今年度 か らすで に動き出 して い る国の 大型研究 プ

ロ ジ ェ ク ト 「脳科学 の 時代」で は 、何年後 に 何 を明

らか に する か とい っ た戦略 目標 を設定 して い る。こ

れ に よ る と 「情動 の 解 明」は 10年後 を目指す こ と に

な っ て い る e 現在、上記 の よ うに お い し さ に 関わ る

脳 内の 主要な部位、つ ま りハ
ードな 面 は か な り 明 ら

か に な っ て きた が 、複雑 な 食情報を統御 し、最終 的
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食べ 物 の お い し さと脳の 科学

に お い し さ を実感 す る作動原理 つ まりソ フ トの 面 の

全容解明は うまくい っ て も10年後 に な る 可能性が あ

る こ と を最後に つ け加 え させ て 頂きた い 。
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