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おい しい となぜ 食べ すぎて し ま うの か ？

　　　　　　一 脳内報酬系の 働 き 一 ＊

　　　　　　　 山本　　隆
＊ ＊

（大阪大学大学院人 間科学研究科行動生理学研究分野）

　お い しい と思 うこ と は もっ と食べ た い とい う摂食欲 の 原動力で、摂食を促すア ク セ ル 役で ある。
一

方、満

腹感 は摂食行動 に対するブ レ ーキで ある 。 お い し さが強い程ア ク セ ル の作用 は強くな り、ブ レ
ー

キはその 勢

い を抑え きれな い よ うで あ る。脳内の ア ク セ ル ペ ダ ル と し て の 報酬系と視床 F部の 働 きを考察する ．
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は じめに

　お い し い もの は エ ネル ギー
の も と に なる糖分 （†「

味）や 蛋白質 の もと に なる ア ミ ノ 酸 （うま味）、あ

る い は神経活動 の もとに な る食塩 （塩味）な ど常に

休が 必 要とする もの で あ る。こ の ような、生 きて 活

動 をす るた めに必要 なもの を摂取 した ときの お い し

さ発現 は、長い進化の 過程で遺伝子に組み込まれ た

生得的な もの で ある。こ れ らの 物質 を含 め体が必要

とす るもの は、欠乏状態に あるときは特に お い しい

と感 じ る。そ し て ふ つ うは 欠乏状態 が 解消 されれば

お い し さは減弱するの で あ る が 、体が溜 め 込 む こ と

の で きる生得的に おい しい もの は充足状態で もお い

しい 。 すなわち、｝†い もの は常 におい しい 傾向 にあ

るが 、保存 の きか ない ナ トリ ウ ム イ オ ン な ど は 充足

状態に あればお い し さの程度は それ程強力な もの で

は な い 。過去の 経験 に よ りお い し い と学習 し た もの

も甘 い もの 同様常に お い し い
c と くに や み つ き に

な っ たもの は手放せ ない 。

　お い し さとは、飲食物摂取に伴 う快感で あ る 。 体

は主 と して副交感神経の緊張状態に な り、に こ や か

な表情 と と もに 、活発 な咀嚼運動や摂取 の ための 行

動が誘 発 され る。こ の ような お い し さ に 基づ く生体

反応 （快の情動）は、お い し さ の 実感を反映 し た も

の で あり、同時 に、積極的に取 り込 もう とす る行為

を反映 した もの で も あ る．

1．お い しい と なぜ 食べ すぎる か ？

　お い し くて も必要な量を摂取 し、お い し さ が 減弱

すれば食べ す ぎる こ とはない 。お い しさが摂取 の た

め の ア ク セ ル とすれば食べ る程に エ ン ジ ン ブ レ
ー

キ

が か か り、満腹感 とい うブ レ
ー

キ の 作用 で 、停止線

前後 で摂取が ス トッ プする の が正 常で あ る 。

　 こ の ア ク セ ル と プ レ ーキ の 綱引 き で 停 止線 の 手前

で 止 まる か、はみ出す か が決 まる。食べ 過 ぎが問題

とな る の は ア ク セ ル が強い と き 、すな わちお い し さ

が 強烈 で 食欲中枢 が 働 き す ぎ る こ と と、プ レ ーキの

利 きが悪 い 、すなわち満腹中枢が ト分働か な い こ と

に起因する n

2． お い しさの 実感

　 ヒ トに限らずほ と ん どの 動物 に とっ て甘 い もの は

好まれ る。言語的 に意志 の 疎 通 の で きな い 動物 に つ

い て は 、摂取量が水よ り多い こ と で好ま し く感 じて

い る と判断す る u 眛覚受容体 に お い し さ受容体と 定

＊ Recieved　Ju咀 e　1，2006 ；Accepted　June　7，2006

　 RoLe　of 　the　brain　reward 　system 　in　overeating 　of　palatable　food．
＊ ＊ Takashi　Yamamoto

，
　Djvision　of 　Behavio エal　Physiology，　Graduate　School　of　Human 　Sciences

，
　Osaka 　University　1−2

　 Yamadaoka
，　Suita，　Osaka　565−0871，　Japan；yamumoto＠husρ saka −u．ac ．jp，　Fax：＋81・6−6879−8050

一 ll9 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Japanese Association for the Study of Taste and Smell

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Assooiation 　for 　the 　Study 　of 　Taste 　and 　Smell

日本 味 と匂学 会誌 　Vol，13　 N 。．22006 年 8 月

山 本

義するもの は ない の で、甘味受容体が刺激を受け、

味細胞 が興奮すれば、その 活動 を伝 える神経情報の

中に お い し さ情報が含 まれ て い るはずである。

　甘味情報は、脳に 入 ると 中継核や 最終的な大脳皮

質 第
一

次味覚野 に お い て 局在化 し て他 の 眛質と は異

な っ た領域に 情報 を送 る （chemotopy とい う＞
1・z〕。

その 部位か らは、大脳皮質第 二次味覚野 （眼窩前頭

皮質）や扁桃体に甘眛情報が送 られ る。眼窩前頭皮

質には 甘味刺激に 応 じ る細胞が 多い と報告 され
3）、

こ の 部分が食嗜好性に関与する と い う知見
4） と も

一

致する。チ ョ コ レ
ートを

一一
粒口 に して 「甘 い 」と感

じるの は第
一次眛覚野、「お い し い 」 と思うの は第

二 次味覚野の細胞活動に よるもの と考えられ る。

　扁桃体へ の 味覚情報は、ラ ッ トなどで は橋結合腕

傍核や視床の 味覚野 （後腹側 内側核小細胞部）か ら

の 入 力が大き い が 、ヒ トな どの 霊長類で は 第
一

次味

覚野 か ら入力す る。扁桃体へ は眛覚情報を含め他の

感覚種の 入 力も報告 され て い るが
5，6）、味覚 情報 に

対す る 局在的 な 投射様式は 明確で は な い 。 扁桃体は 、

昔か ら情動 の 座 と い われ
7〕、喜、怒、哀、楽の 発現

に関与する と されて きた 。 情動性 の 刺激に扁桃体が

活動す る こ とも示 され て お り
S）、味覚に つ い て も味

の 質とい うよ りは、快 ．不快に応 じ た活動 をす ると

され て い る
9）。

　 我 々 は 、扁桃体 は、次 に 述 べ る脳 内報酬系や食行

動の 発現に 直接関与する視床下部に情報を送 る イ ン

タ ーフ ェ
ー

ス （interface）の 作用 をす る もの と解釈 し

て い る
10） （図 1）。 すなわ ち、味覚路 を経 由 して き

た眛覚情報 に対 して 、それ が 生体に と っ て どの よう

な価値が ある の か と い う評価を下 し、行動発現 をひ

き お こす脳部位に そ の 判断結果を送 り川す とい う任

務 を果た して い るの が扁桃体で あると考えて い る。

　 ラ ッ トの 体内に ベ ン ゾジア ゼ ピ ン 誘導体 の ミ ダゾ

ラ ム や モ ル ヒネを注射し、すぐに溶液や水などを与

え る と 、 シ ョ 糖やサ ッ カ リン などの 廿味溶液に対し

て 有意 に そ の摂取 量 が増大する
1］｝

。
こ の こ と は、お

い しい も の の 摂取 に こ の よ うな物 質が 関与する こ

と、お い し い もの をよりお い し い と実感 させ る こ と

に 関与す る こ と を強く示唆 して い る。ミゾ ダ ラ ム に

対応する 内因性 の 脳内物質は特定 され て い な い の

で、モ ル ヒネに対応するそれと して の β
一エ ン ドル

フ ィ ン に 言 及 し た い 。β
一エ ン ドル フ ィ ン が お い し

さ に関係 して体内に放出される こ とはすで に報告 さ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ズ
”
x

翠 馨
　　　　　　　 甚　　　　　　　 l
　 　 　 　 　 　 Feedin 欝　 　　　　　 　　　　　 　　 Ta ＄穂

図 1 味覚性 入 力が 報酬系 （rcward 　system ）を通 り摂食

　　 中枢 に 至 る ル
ー

ト （ラ ッ ト）。
　　 NTS ；孤束核 ，　 PBN ；結合腕傍核，　 VPMpc ；視床

　　 後腹側内側核小細胞部 （視床味覚野＞IC ；島皮質

　　　（大脳皮質味覚野〉，PFC ；前頭前 野 ，　 AMY ；扁

　　 桃体 ，VTA ；腹側被蓋野，　 NAcb ；側坐 核，＞P ；

　　 腹側淡蒼球 ，LH ；視床下部外側野 （摂食巾枢），

　　 （文献 24 よ り引用）．

れ て い る
12）。ま た、β

一エ ン ドル フ ィ ン の もと に な

る POMC （プ ロ オ ピ オ メ ラ ノ コ ル チ ン ）の 遺伝子

活性が視床 F部の 弓状核に おい て サ ッ カ リ ン の刺激

で 発現 する こ と もすで に報 告 し た Ll）。少 く と も β
一

エ ン ドル フ ィン の 放出がお い し さの 実感 につ な が る

もの と考えられるの で ある。そ して 弓状核 に情報を

もた ら し、POMC の 発現 か らβ
一エ ン ドル フ ィ ン 産

生を促すの は扁桃体か らの 味覚性入力で はない か と

考 え られ る。しか し 残念 なが らこ の ル
ートの 証明は

現 在な さ れて お らず扁桃体 がお い し さの 実感をもた

らす イ ン ター
フ ェ

ー
ス で ある こ と を示すため に は 、

今後是非と も明 らか に すべ き研究課題 で ある。

3．女性 は誘惑 に 弱 い ？

　男は誘惑する もの で あ り、女は誘惑され るもの で

ある、と 言うと 知的な文章に俗な見識 を持ち込んで

多くの 人 か ら反発 を買 い そ うで ある c こ の 項で述べ

た い の は 、男性に比べ て女性は お い しい もの に弱 く

（ア ク セ ル が 強 く）自制心 な く食べ すぎて し まうか ？

と い う こ とで あ る 。 ラ ッ トの オ ス ・メ ス で 味 の 嗜好

性を調 べ る と 確 か に差 が 認 め られ、メ ス の 方が摂取

量 が 多い
⊥4）。味覚 神経 の 応答 に性 差が認め られ な

い
14）こ と か ら中枢で の 差で あ る と 考え られ る 。 最

近我々 の 行っ た研究 で は
、 図2A に 示すよ うに 、シ ョ

糖溶液の 摂取量は オ ス ラ ッ トに くら べ て メ ス ラ ッ ト

の 方 が多い 。両群ラ ッ トの 脳室内に モ ル ヒ ネを注入
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　　 　 お い し い となぜ 食べ す ぎて し まうの か ？

オス メス

■ ■■匿 生理 食奩水

ヒ ネ

　 　 　 　 　 　 　 　 オス 　　　　　　　メス

図 2　ト「味溶液 に 対す る嗜好 性の 性差 （ラ ッ ト）c

　 　 A ，0」M シ ョ 糖 と水 に 対す る 1 日あ た りの 摂取量

　　　（
半 P〈 0，05）（文献 25 よ り引 用＞

　 　 B ，O．1M シ ョ 糖 と 0．03　mM キ ニ ーネ の 混 合液 に 対

　 　 す る 2 時間 あ た りの 摂取量の 比較。コ ン ト ロ
ー

ル

　 　 群 に は 脳室内に 生理 食塩水を注入 し、実 験 群 に は

　 　 モ ル ヒ ネ を 注 人 し た （
＊P＜0．05，

＊ ＊ P＜ 0．01 ） （未

　　 発 表）．

す ると、コ ン トロ
ー

ル と して 脳室 内に 生理 食塩水 を

注入 し た場合、共に甘味溶液の摂取量 を増加 させ た

が 、オ ス に比 べ メ ス の 方 が 増加 の 割合が有意 に 大 き

か っ た （図 2B ）。 すなわち 、 オ ス に比べ メ ス の 方が

モ ル ヒ ネ様物質に対す る感受性 が 高 い こ と が 示唆 さ

れ た v

4．脳内報酬系の 働 き

　報酬系が先 に述 べ た ア ク セ ル の本態 で あ る。扁桃

体か らの 味覚情報は視床下部へ の 人力と並列 的 （パ

ラ レ ル ）に報酬系 に 送 られ、お い しい と実 感す る と

同時 にも っ と欲 し い とい う意欲がわ くの で あ る。す

な わち、結論的に 言 えば報酬系 の 働 きは、報酬を期

待 （予測） し て 対象物を得 よ う とする積極的な 意欲

と実際の 行動を発現 させ る こ と で ある 。

　報酬 系 の 基 本構 造 は 図 1 に 示す ように腹側被蓋

野 （VTA ）→ 側坐核 → 腹側淡蒼球（VP）→ 視床下

部外側野 で ある 。 報酬系へ は大脳皮質前頭前野 や扁

桃体を含む数多くの 部位との 人 出力があ り、そ の 本

態 は 実 は きわめ て 複雑 で あ る
15｝

。 扁挑体で の価値判

断の 結果、摂取すべ きとなれ ば そ の 情報は VTA に

送 られ る。VTA は AIO 神経 ともよばれ る ドーパ ミ

ン 産生 細胞の 集合する と こ ろで 、その 主な 出力先 は

側坐核で ある． ドーパ ミン 線維路 を電気刺激す ると

自己刺 激効果が生 じ るの で この 部位 を快感中枢と よ

び、味に つ い て は お い し さ 発現 の ル
ート と考 え られ

た こ ともあ っ た が 、現在 はお い しさを求め ようとす

る意欲に関与するとされて い る
1fi）

。

　VTA の ニ
ュ
ーロ ン 活動 を記録 しつ つ 、の どの 乾

い た ラ ッ トにブザ
ー

音 を聞 か せ て水を与え る トレ
ー

ニ ン グ をする と ブザ
ー音だ け で活動を示 す ように な

る。ブザ
ー音 の あ と で 水 を与 えるの をや め る と、ブ

ザー音による活動は消失する m 。

　こ の 電気生理学的実験結果 は VTA の ニ
ュ
ー

ロ ン

が報酬 を期待 し て 活動 する こ と、しか もそ の 活動は

学習に よっ て獲得 されるもの で ある こ とを示 して い

る。

　側 坐 核 か ら マ イ ク ロ ダ イ ア リ シ ス 法 に よ り、

VTA か らの ド
ーパ ミ ン を測定す る と、ラ ッ トが

シ ョ 糖 を摂取するとそ の 量が増加する 。 と こ ろ が 、

シ ョ 糖 に嫌悪条件づ け
19）を し て そ の 摂取 を忌避 さ

せ る と シ ョ 糖を口 に 入れ て も ド
ーパ ミ ン 量 は増加し

ない
19〕。こ の 実験結果は 、ふ つ う な ら お い しい シ ョ

糖を味わっ た と き ドーパ ミ ン が 出て もっ と欲 しい と

い う意欲が生 じ るの で あるが 、 シ ョ 糖の 味の 嗜好性

が 扁桃体 で の 価値判断に よ り嫌悪 性 に 逆転す る の で

VTA へ の 興奮性入 力 が消 失 して ド
ーパ ミン の 放出

が な くな り、 飲みた い とい う意欲 も出な くな っ た こ

と を意昧 して い る。

　側坐核 は VTA か らの ド
ーパ ミ ン 入力 も受 け るが、

前頭前野や扁桃体か らの 入 力も受け る。ま た オ ピオ

イ ド系の 入 力な どもあ り複雑 な人 力様式とな っ て い

る、，

　側 坐核 か ら の Hl力路は VP へ 向か うが 、そ の 主要

な ル
ートは抑制性 の 伝達物質で ある GABA （gamma −

a皿 in・butyric　acid ）を含んで い る 。 すな わち側坐核の

ニ ュ
ーロ ン の 活動 で VP ニ

ュ
ー

ロ ン の 活動 は抑制 さ

れ るの であ る，、図 3 に示す よ うに、VP へ の 入 力路

も複雑で種々 の 伝達物質を含有する線維が投射する。
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側坐核か らは GABA 含有線維 とと もにオ ピ オ イ ド

（麻薬様物質）含有線維の投射もあ る 。

　味溶液摂取 における報酬系の機能の一端を明らか

に する 目的で 、我々 は側坐核 か ら VP に作用 す る

GABA の 働 き を調べ た
zo）。実験の 結果、図 4A に示

すよ うに、VP に抑制性 に働 く GABA 作動性神経の

投射を拮抗薬 ビ キ ュ キ ュ リ ン で 遮断する と 、 サ ッ カ

リン 溶液 の 摂取量が有意に増加 した 。こ の と き、水

の摂取量に は 変化が なか っ た 。 逆 に GABA の 作 動

薬 ム シ モ
ー

ル を投 与 し、VP ニ
ュ
ーロ ン の 活動性を

低下 させ ると、サ ッ カリン の 摂取量 が減少 し た （図

4B）。 こ の 結果か ら、VP が味溶液摂取行動に 関連

する こ と、そ の 行動 の 調節 に は GABA が重要で あ

る こ とが わ か っ た。ビキ ュ キ ュ リ ン の 局所 投与 で

サ ッ カ リ ン の 摂取量が 増え た の は 、GABA の 抑制

が は ずれ た こ と に よるもの と考え られる。こ の こ と

は、好ま し い 溶液 を飲ん で い て も、VP に は抑制が

か か っ て い る可能性 を示唆 して い る。と こ ろ が 興味

深い こ と に 、ラ ッ トの 行動 を観察す る と、ビキ ュ キ ュ

リン の投 与で は コ ン トロ
ール と同 じ ように サ ッ カ リ

ン を与えた とき摂取性の 行動 （口 の リズ ミカ ル な 運

動な ど）が 生じ、嫌悪性の行動は認め られ な か っ た

が （図 4C ）、ム シ モ
ー

ル を投与 した あ との サ ッ カ リ

ン に対 して は摂取行動は消えて 嫌悪性の 行動 （顎 を

こ すりつ けて 溶液を口 か ら出そ うとする行動など）

が顕 著に出現する こ とがわ か っ た （図 4D ）e こ の こ

と は、ム シ モ
ー

ル 投与で 好ま しい はずの サ ッ カ リ ン

を積極 的に嫌 が るよ うに な っ た こ と を意味 して い

る 。 すなわち、報酬系が関与する溶液摂取行動は 、

興奮性入力 （摂取性行動） と抑制性 入 力 （嫌悪性行

動）の バ ラ ン ス に よ っ て 調節 されて い る こ とを示す

もの で ある。

　 我 々 は さ ら に VP に他 の 薬物 を投与 し た と き の

サ ッ カ リ ン、キ ニ ーネ、水に 対する摂取量 を検討 し

図 3 腹側淡蒼球（VP ）へ の 入 力路 （ラ ッ の ，

た 。そ の 結果、選択的 μ
一

〇pioid受容体作動薬 の

DAMGO はサ ッ カ リン の 摂取量を増加 さ せ 、 ドー

パ ミ ン D ユ 受容体作動薬の SCH −23390 はサ ッ カリ ン

摂取量を抑制し た。しか し、それぞれの薬物は キ ニ ー

ネ、水 に対す る摂取 に はほ とん ど影 響 を及ぼ さな

か っ た。一方、D2 受容体作動薬の sulpiride や グル

タ ミ ン 酸受容体 作動薬 の CNQX は い ずれ の 液体の

摂取量 に も何 ら影響を及ぼ さなか っ た。こ れ らの 結

果 は、VP に お ける GABA 、オ ピオ イ ド、　 Dt の 各受

容体が 好 ま し い 眛 の 飲食物摂取の 調節 に 関係する こ

と を示唆 して い る、なお、前述の ム シ モ
ー

ル の 効果

と異 な り、SCH −23390 の 場 合は、サ ッ カ リ ン に 対

する摂取性行動が 嫌悪性行 動 に変化す る こ とは な

か っ た 。

　 VP の GABA ニ
ュ
ー

ロ ン の 活動 が 抑 え られ る と、

そ の 次に VP か ら の 人力 を受 け る視床下 部 外側野

（摂 食中枢） の 活動 は 促進 され、摂食行動は活発に

な る 。 すで に報告し て い る よ うに 摂食中枢の 細胞 か

らは オ レ キ シ ン が産生され脳 内に広 く送 られ て覚醒

作用、摂食亢進作用、消化管機能 の 促進 などが生 じ

る
21・22〕。

　食が進む に つ れ て 血糖値 の 上昇、イ ン ス リ ンの分

泌、そし て 白色脂肪組織か ら レ プチ ン が分泌 され、

こ れ らはすべ て 視床下部腹内側核 （満腹中枢）の 活

動を高め満腹感 とい うブ レ
ー

キがかか る。一一方で、

ヒ ス タ ミ ン
23）

や セ ロ ト ニ ン、そ し て α
一MSH 、

CART 、　 AgRP な ど の 摂食抑制性 ニ
ュ
ー

ロ ペ プ チ ド

も分泌されて摂食は ス トッ プする。

　以上述べ た各種脳内物 質の 逐次的、連鎖的放出に

よ り必 要量 の エ ネル ギ
ー

等 を補充 し 終 え た と こ ろで

食行動は停止する こ と に な っ て い る の だ が 、本稿の

タ イ トル に もあるように 、お い し い と 食 べ す ぎて し

まうこ と は珍 し くない 。ヒ トに とっ て の 食事 は ク ル

マ にと っ ての ガ ソ リン に よく例え られる が 、ガ ソ リ

ン は満タ ン に なれ ばそれ以 E入 らない の に 対 して 、

ヒ トの 場合満腹と思 っ て も入 っ て し まう。ひ とつ の

理由は ヒ トの 場合、満腹 か どうか の 判断 は 胃内の食

物容量 で は な く脳の 満腹 中枢が 決 め る か ら で あ る。

多 くの 場合、満腹 した とい っ て も満タ ン の ガ ソ リ ン

タ ン ク の よ うに 胃が物理 的に満杯で は ない 。すなわ

ち満腹中枢を凌駕する 程 の 強 い 刺激が摂食中枢を興

奮 させ れば、摂食行動が生 じて 胃の 中に食べ 物が 入

りうる。これが別腹で あり、その 強い 刺激とは 「お
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図 4 ラ ッ ト の 腹 側 淡 蒼 球 に ビ キ ュ キ ュ リ ン

　　 （bicucUlline）、ム シモ
ー

ル （muscimol ）あ るい は溶媒

　　 （vehicle ）を注入 し た と きの サ ッ カ リ ン 溶液 の 摂取

　　　量 （A ，B）と摂取性 お よ び嫌悪 性 の 行 動 発現 の 頻 度

　　 （C，D ）（文献 24 よ り引用）。

い し そ う」 と い う視覚情報 、「甘い 」と い う味覚で

あ る、，上述の よ う に VTA か ら ドーパ ミ ン が 放 出 さ

れ食欲を高 め、オ レ キ シ ン が出て消化管が活発な活

動 を開始す る。

お わ りに

　お い しい もの を積極的に摂取する の は 自然の 摂理

で あ り、すで に述べ た よ うに 脳にはそ うい う行動 を

ひ きお こ す し くみ が備わっ て い る 。 食べ すぎ るの は

食べ 物 が お い しすぎ る か ら で あ る。食品 会社 は こ

ぞ っ て お い し さを追 求 し商 品 と し て 売 り出 し て い

る。β
一エ ン ドル フ ィ ン を よ り多く出 させ る もの で

ありドーパ ミ ン をよ り多く出させ るもの で ある。そ

の 結果、GP で の GABA 放出が抑制されて摂食中枢

が よ り強 く働 き 食べ す ぎて し ま う、、満腹 中枢 は ブ

レ
ー

キをか けるの であるが、摂食中枢 と満腹 中枢の

間 に は相反的拮抗作用が あ る か ら、摂食中枢が 強く

働 くとき に は満腹中枢は抑え られ て し まう。

　食べ す ぎを防 ぐもう　つ の ブ レ ーキは大脳か らの

抑制で あ る 。 強い 意志に より意図的に摂食を ス トッ

プ させ る働き で ある。 し か し 、ヒ トは快楽に 溺 れ、

誘惑 に弱 い 。それ で は キ リ ン や ラ イ オ ン な どの 野生

動物に は なぜ 肥満体 が い な い の だ ろ うか 。ヒ ト以上

に意志が強 い とは思 えな い 。満腹中枢の ブ レーキが

強 い の だ ろ うか。ヒ トと違 っ て あ ま りに 食の レ パ ー

ト リーが狭い か ら、単に よ りおい しい 食べ 物を知 ら

な い と い う理由 で 食べ すぎがお こ らない の だ ろ う と

筆者 は考 え て い る。「知 ら ぬ が仏」 と い う こ と な の

だ が 、お い し い 物 の 味を知 っ て しまうと太 っ たイ ヌ

や ネコ を街中で 時折見 か け る こ と か らもわか るよう

に 、動物で あ っ て も食べ 過ぎて し まう。動物 園 で 檻

の 前 に 「食 べ 物 を 与えない で 下さい」とい う標示が

出 て い る 意味 を考え て み よ う．本来 は 前頭葉 の 発達

し た 人間だ か らこ そ強 い 意志で食べ すぎを抑 える こ

とがで きるはずなの だが 。
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