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総説特集　味覚 と食性 5

味覚か らみ た霊長類の 採食戦略
＊

　　　上野 　吉一 ＊ ＊

（北海道大学実験生物 セ ン タ ー）

　雑食性で あ る霊長類 の 味覚を、食物選択 とい う点 か ら見直 した。甘味 は原則 と して効率的な エ ネル ギー摂

取をする上で役立 つ と考えられ るが、霊長類で は身体サイズ が大きくな る につ れ甘昧の弱い もの へ も嗜好性

を示すよ う に な り、より甘味に よる制限 が 小 さくな る。一
方、苦味 ・渋味 は毒物回避 をする上 で役立つ と考

え られる が、特に葉食性 の 種 （コ ロ ブ ス など）と類人猿 で は苦味 に依存 した食物選択は み られな い。葉食性

の 種は反芻胃な どを備え て い る が 、大型類人猿で はそう し た身体的変化は み られな い こ と か ら、「同一品 目

を多量に摂取し な い 」と い う戦略が 考 えられ る。さらに、こ う し た採食行動が、ヒ トの食文化を生 む 生物学

的基盤 と な っ て きた 可能性 が あ る。
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は じめ に

　食べ る こ と は 、ヒ トが生活する中で もっ と も関心

を向 けて い る こ との 1 つ で あ る。ヒ トに と っ て それ

は 、単に 栄養を摂取する とい っ た こ と 以上の意味を

持ち、貪欲 にさま ざまな もの を食べ たい と思 う。そ

うした強 い 要求の存在は 、 都会の ス ーパ ーマ ーケ ッ

トばか りで はな く、た と え ば ヒ マ ラ ヤ 山 中の 標高

3，500mに ある村 ナ ム チ ェ バ ザール で 週 に 1回開かれ

る市で あっ て も、非常 に 多種類 の 食材を目にする こ

と が で きる こ とか らわ か る （図 1）。私達 はそれ ぞ

れ の 地 域で 手 に 入 れ る こ とが で きる多様なもの を食

材に使 い 、い ろ い ろ な 手 を加 え
“
美味 しい

”
と味 わ

い 食 べ る。さ ま ざま な物 を食 べ る と い う点 に お い て

は、ヒ トは どの動物に も優る と も劣る こ と はな い 。

「悪食」 と も呼ばれる こ う し た 食の 柔軟性 の 高 さ

は
D 、ヒ トが赤道 か ら極地 に わた る多様な環境に広

く生活するこ とを可能に した要因の 1 つ に違い ない 。

　 ヒ トで顕著にみ られ る こ う した食性は 必ずし も特

別 なもの で はな く、ヒ ト以外の霊長類に お い て もこ

う し た 傾 向 は か な りみ る こ と が で き る。霊長類 の ほ

とん どは果実を主食と し なが ら、その 他 の 部位 （葉
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や茎な ど）や昆虫などを食べ
、 ヒ ヒや チ ンパ ン ジー

な どで は 小動物 も食べ るこ とが知 られ て い る。すな

わち、こ う した 雑食性は霊長類の 特徴の 1つ とい う

こ と が で き る。

　さまざまな物 を食 べ るこ とができるとい うの は、

生 物学的 な視点 に 立 つ な らば、常に都合の 良い こ と

ばか りだ と は い えない 。なぜ な ら、食物は栄養成分

ばか りを含ん で い る の で は なく 、 食べ る側にとっ て

毒と して作用する成分 も同時に含 んで い る場合が決

して 少な くない 。こ うし た 食物 が動物に とっ て の 利

害 両 面 を 合 わ せ 持 つ こ と は 「箱 詰 め 問 題

（Packag血 g　Proble皿 ）」2）と呼ばれ 、採 食戦略 を考 え

る上 で 重要な問題で あ る。実際、植物で は葉や未熟

の 果実 に は 、 ア ル カ ロ イ ドや タ ンニ ン と い っ た 、中

毒や 消化阻害 を引 き起 こ す危険性を持 つ 成分 が し ば

しば含 まれ て い る 。 動物は視覚、嗅覚、味覚と い っ

た感覚 を用 い 食物 を選択する こ と で 、そ う した もの

に出会 う危険性を減少 させ て い る と考 えられ る。特

に 味覚 は 、食物 と身体が直接接触 して は じめ て 引 き

起こ される感覚で あり、体内に外界 の 物質 （食物）
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を取 り人れ る過程での 判断 を促 す重要 なチ ェ ッ ク ポ

イ ン ト と し て 機能し て い る。

　ヒ トが甘昧を知覚する物質に は 、糖、ア ミ ノ酸、

あ る い は タ ンパ ク質な ど が あ る。これ ら は ヒ トや動

物に と っ て毒性を持つ もの は少な く、代謝 に よ りエ

ネル ギー源と して 利用 で きる もの がほ とんどで ある。

その ため、ヒ ト以外の 動物 も こ れ らの 物質には高 い

嗜好性を示す こ とが多い の だと考 えられ る。しか し、

ネ コ 科な ど肉食 に大 きく依存する動物の 多くは、グ

ル コ
ー

ス な どの 糖 へ の 嗜好性 は ほ と ん ど示 さ な い 、

こ れ は、肉食性の 動物で は エ ネル ギー代謝と して 解

糖系ではな く主 に ア ミ ノ 酸を基質 とする糖新生系を

用 い 、ま た 余剰の 窒素を処理 する尿素サ イ ク ル に お

い て もア ミ ノ 酸は 必須で あ る とい うこ とを反映 して

い る と考え られる。こ の ように エ ネル ギ
ー

摂取 で あ

る採食行動 を効率的にお こ なうた め に 、どの よ うな

動物も自らの 食性に お い て エ ネル ギー源と結び付 く

味 に 対 して は嗜好性を強 く示すと い え る だ ろ う 。

　
一

方、ヒ トが苦味 を知覚す る物質 は、植物 2次化

合物と呼ばれ る ア ル カ ロ イ ド、テ ル ペ ン、配糖体 、

ア ミ ノ 酸、ベ プ チ ドな どが ある。世界中に 古 くか ら

図 1　 エ ベ レ ス ト ・ベ ー
ス キ ャ ン プまで 約 15kmの 距

　　離に あ る ナ ム チ ェ バ ザール で の に ぎや か な市場

　　の 風 景 （左）。数 日もか けて 市場へ 売買い に来

　　る人 々 も多く、水牛も歩い て 連れ て こ られ、こ

　　 こ で 屠殺 され る （右）。

「良薬 冂 に苦 し 」 と い う 諺 が あ る よ う に 、こ れ ら の

物質 の 多 くは生理的作用 を持 ち、摂取す る量によ っ

て は 生体 に 対 し 生理的障害 や 致死 とい っ た 悪影響を

引 き起 こす。すなわち、動物は こ う し た物質を摂食

す る こ とを避ける必要 が あ り、それ らが持つ 味は食

べ る こ とを抑制する情報と して機能 し て い る と考え

られ る。実際多くの 動物で 、強い 苫味を避け る ば か

りで は な く、仮に そ う した もの を飲 み 込 も うと し て

も反射的に嘔吐反応 が引き起 こ され る こ とが知 られ

て い る。

　 こ の よ うに甘味 と苦味は、摂食行動 におい てそれ

ぞれ 「促進」 「抑制」をす るは た らきを基本的に担 っ

て い るとい える。先に述べ た よ うに、霊長類は雑食

と さ れ る が、そ の 主要 な食物対象は 果実 を中心 と し

た植物で ある ，「食物の 味をど う感 じ る か」ある い

は 「眛覚 と食物選択の 関係」と い っ た こ と は 生物と

して ア ・プ リ オ リ に決ま っ て い るの で はな く、「何

をどう食べ る ように な っ て きたの か 」に関する系統

進化的背景をもとに 成 り立 っ て い る。本稿 で は、こ

れ まで 霊 長類 で 明 らか に さ れて き た 味覚特性 や 採 食

生態学的知 見をも と に 、私達 ヒ 1・も含め霊長類は ど

の ような 「食」を進化 させ て き た の か を検討 した い
。

　 ヒ トで 見た場合、味 へ の 反応 は非常 に個人差や文

化差 が 大 きい 。た と えば、ニ ガ ウ リ を使 っ た 沖縄 の

伝統料理 「ゴ
ー

ヤ チ ャ ン プ ル 」を初め て 食べ る 人 に

とっ て 、しばしばその 苦味が 強 い 抵抗と な る 。 ある

い は、コ ー
ヒ
ーをと っ て み て も、砂糖をた くさん入
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れる人 と入れな い 人 が、その 経験 の 差 とは関係な く

い る。し か し、ヒ ト全体すなわち種 と して 考 え た場

合、味に関する柔軟性は非常に高い とい うこ とがで

きる 。 同様に、ヒ ト以外の動物に 関して も複数の 同

種個体 あるい は近縁種 を比較する こ とで 、個体差を

包含する種と して の傾向を捉え る こ と は 可能だろう。

本稿では こ うした視点 に 立ち、個体差で は なく種 も

しくは系統的な味覚特性に注目する、

1．霊 長類 の甘味 へ の 反応特性

　ほ とん どの 霊長類は果実 を主要な食物 レ パ ート リー

に して お り、　 搬 に甘味に対す る嗜好性は非常 に強

い 。な か に は、リス ザ ル の ように濃度が高ければ高

い ほ ど一層好み、 ヒ限がない とい っ て も過言 で はな

い よ うな例も知 られ て い る
3）。甘味は原則 と して摂

食を促進する情報刺激 としてはたらくと考 えられ る

が、霊長類全体と してどの ような反応傾向を持 っ て

い る の か は長 い こ と明 らか に され て こ な か っ た。

1996年に Madic　 and 　 Simmen は原猿か ら真猿に い た

る 霊長類33種を対象に 2 瓶法を用 い 、シ ョ 糖 に 対す

る嗜好性が濃度変化に ともな い どの ように変化す る

か を水 と の 比較か ら検討 し た 4｝。そ の 結 果、最低 は

ア カゲザ ル の 6mM 、最高 は ス ロ
ー

ロ リ ス の 330
mM か らシ ョ 糖へ の 嗜好性が 現われ た。種 に よるば

らつ きは大きい が、体重をもと に比較すると有意に

負の 相関があ る こ とが示された。すなわち、身体サ

イズ が大 きくな る に し たが い 、低濃度の シ ョ 糖液 に

対 して も水よ りも選択的に摂取する傾向が明 らか に

な っ た。同様 の 傾 向が、果糖に対 して もみ る こ と が

で きた。

　Hladicら は こ れ らの 結果 を、以下 の 説明をも と に

採食の効率化に よる もの と解釈 した 。 すなわち、身

体 サ イズ の増加に と もな い 必要 エ ネル ギー量 は増加

する 。 これに答える た めには 2 つ の 戦略が考えられ

る。 1）高い シ ョ 糖濃度 へ の み嗜好性を持ち、糖濃

度 の 高い もの を選択的に食べ る。 2）低 い シ ョ 糖濃

度 へ も嗜好性をもち、糖濃度 の 低 い もの も含め多様

な もの を食べ る。前者は 、糖濃度の 高 い の 食物 （た

と え ば熟 し た 果実）を常 に 容易 に か つ 十分 に手に 入

れ る こ と が で き る場合 に は、効率の 良い 採食に役立

つ だ ろ う。しか し、身体 サ イ ズ が 大 き くな る と、糖

濃度 の 高 い 食物 を常 に 安定 し て
一
卜分な量得る こ と は

実質的 に 不可能 で あるた め 、
こ の 戦略で は対応が難

し くな る。む し ろ、各々 の 糖濃度は低 くて も常 に 十

分な量を得やすい こ とで、安定 して 必要なエ ネル ギー

量 を摂取で き る後者の戦略の方が よ り効率の 良い 採

食を可能に し適応的と なる。

　さらに、こ う し た糖 に対する採食戦略は 、 身体サ

イズ の 増加と と もに糖濃度へ 依存 せ ずに食物 の 選択

がで きるようにす ると解釈 で きる。つ ま り、 味覚に

よ る制約が弱まり食物対象の 範囲 を広 げ る こ と を可

能に し た とい えるだ ろう。

2．霊長類の 苦味 ・渋味へ の 反応特性

　Glendinning（1994）5）は 、こ れ ま で に 検 討 され て

きた多くの 哺乳類に お け るf　wtに対す る反応を比較

する こ と で 、哺乳類が一
様に苦味 を拒絶するわけで

は な い こ とを示 した 。そ して 、苦味 を呈す る植物 2

次化合物へ の対応に は 、何を食物対象とするか によ っ

て 大 きく次 の 2 つ の 戦略が あ る こ と を示唆 し た。

1）本来 2次化合物 を含む ような もの を食物対象と

しな い 肉食動物や ラ ッ トな どの 雑食動物は
、 苦味に

対する耐性が高 くな く、味を予掛か りと し て 食物 を

選択する こ と で 2次化合物の 大量摂食 を回避す る。

2）植物 を食物対象とする 草食動物は 、か な り強い

苦味 も拒絶せ ず、味 を手掛か りと し た食物を選択す

るとい うよりはむ しろ、反芻胃や肝機能など に よ っ

て 摂取 した 2次化合物を代謝 ・分解 して し ま う。こ

の よ うに、苦味は基本的に摂食を抑制する味覚情報

と考えられ るが、実際それに どの程度依存するの か

を
一

義的 に 決 め る こ と は で き な い 。

　そ こ で 筆者 は、「日本モ ン キーセ ン ター」、「札幌

市円山動物 園」、「京都大学霊長類研究所」に飼育さ

れ て い る原猿 か ら類人猿 に い た る89種に、ヒ トを加

え た 霊長類90種 を対象 と し て 苫味、渋味に対する反

応を調べ た 6｝。苦味には塩酸キ ニ ーネ （QHC1）、渋

味物質に は タ ン ニ ン 酸を用 い た 。それぞれの 味物資

に対 して、まずは じめに ヒ トで さま ざまな濃度へ の

反応 を検討 し、次 の 3段階の 濃度 を設定 し た ：Q −

HCI　10−5M 、10−3M 、10−IM 、タ ン ニ ン 酸 2 × 10
−5M 、

2 × 10
．3M 、 2 × 10−／M 。こ れ らは、低 い 方 か ら ヒ

トに おけ る 1 ）検知閾 ：味の 感覚はあ る が何の味か

識別で きな い 濃度、 2）認知閾 ：何 の 味 か がは っ き

り分 か る濃度 、3 ）拒絶閾 ：凵 にする こ と が 困難 な

濃度に相当する。

　動物は
．
般 に新奇な食物を避ける傾向が あるの で 、

こ の テ ス トで は食べ よ うとする モ チ ベ ーシ ョ ン を高

く維持する た め に 、飼育下 に あ る い ずれ の 種に と っ
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て も日常の 与え られて い る リ ン ゴ を味溶液に浸 した

もの をテ ス ト刺激と した 。 与える手順は、まずはじ

め に水に浸積し た リ ン ゴ （コ ン トロ ール ）を与えモ

チ ベ ーシ ョ ン が十分に あ る こ と を確認 した 後、濃度

の低い もの か ら始めた 。 各濃度で の リ ン ゴ に対する

反応 の強 さや食べ た量 を、観察者 2 人 に よ る直接観

察で判定 した 。 いずれ の種も、各味溶液の濃度 に応

じて 反応や 食べ る量に変化があ り、 また苦味に対 し

特異的な表情 （口角の引き上げや舌の突き出しなど）

も頻繁に み られた 。

　苦味 （Q−HCl ）に対しては、ほ とん どの種が中問

濃度で摂食を拒否 し始め 、 最高濃度で はま っ た く食

べ る こ とがで きなか っ た 。 したが っ て 、こ れ らの 拒

絶閾は 10−3M 程度と推定された 。 し か し、
ゴ リラ を

除 く大型類人猿や コ ロ ブ ス などの 葉食性の サ ル は、

最高濃度で も摂食を拒絶する こ となく、非常に高 い

苦味耐性を示し た
。

．一
方 、 渋味 （タ ン ニ ン 酸）に 対

しては半数以上 の 51種が最高濃度 （2 × 10
−IM ）で

も摂食を拒絶 し なか っ た 。こ うし た 昧覚特性 の 違 い

をよ り明確にするた め 、 Q−HCI と タ ン ニ ン 酸の 各濃

度に対する反応 をもとに各種間の味覚特性の 類似度

を算出し 、 それを多次元尺度構成法により2次元平

面に プ ロ ッ ト し た （図 2 ）。その 結果、コ ロ ブ ス や

ラ ン グール など （コ ロ ブス 亜科）とゴ リラ以外の 大

型類人猿は第 1 象限 に集 中 し （グ ル ープ 1）、原猿、

新世界ザル 、オナガザ ル 科 、小型類人猿 、ゴ リラ な

ど （グ ル ープ n）と は大きく分け られ た。

3．味覚 か ら見 た採食戦 略

　霊長類以外の 雑食性 の 動物で 、渋味へ の耐性が高

く、タ ン ニ ン を多 く含む食物 を食べ る種 が い る こ と

が知 られ て い る
7＞。ま た、コ モ ン マ

ー
モ セ ッ トや ゲ

ル デ ィ モ ン キ
ー

では、タ ン ニ ン の絶対量で はな く、

糖との 相対量 に よっ て 拒絶するか否か が決め られて

い る
8）。こ う した こ とか ら、渋味へ の 耐性 が基本的

に 高 か っ た霊長類 に お い て も、渋味は そ れ 自体で は

あまり明確な選択の手掛か りと して は た ら い て い な

い と考 え られ る 。
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図 2　霊長類の苦眛 ・渋味耐性の多様性、点線 で 示すように 、ゴ リラ 以外の 大型類人猿と コ ロ ブス 亜科 （グ

　　ル
ープ 1）は その他の 分類群 （グ ル

ープ R ）と異な り、第 1 象限 へ の 偏 りが み ら れ る。（文献 6 か ら の

　　引用）

一 182一

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

味覚か らみ た 霊長類 の 採食戦略

　苦眛に対 して は、グル
ー

プ 皿の方が 1に比べ 閾値

が低 く、そ の 値は雑食性の ゲ ッ 歯類 （8 × 10’4M ）

とほ ぼ類似 し た もの だ っ た
5〕。これらの 種で は、特

異な消化器系の 発達が な い こ と を考え合わせ れば、

Glendinningが 雑食性動物で 示唆 した の と 同様 に、

苦味が食物選択の 手掛か り と して使われて い る と い

え る。一方、グ ル
ープ 1 は 、最高濃度に対 し て も摂

食拒否をほ とんど示 さなか っ た。これは、中間濃度

に 対 し て 口 に 入れ た後再度手に取り確か め る と い っ

た 行動 を示 しか つ 苦味 に 特異的な表情を示 し た個体

で あっ て も、最高濃度 を摂食する場合があ っ た こ と

か ら、こ れ らの 種が苫味に対 する感受性が単に低 い

とい うこ とで はなさそ うで ある。つ まり、こ れ らの

種は苦味を感 じて い る に もか か わ らず、食 べ る こ と

が で きた とい える。したが っ て 、グ ル
ー

プ 1 は苦眛

を食物選択の 明確な予掛か りと し て は 用 い て い ない

と考 え られ る。た とえば Hladikが お こ な っ た ガボ

ン で の 調査 で は 、調 べ られ た 382種 の 植物 の うち15

％ が ア ル カ ロ イ ドを含む の に対 し、チ ン パ ン ジ ーが

摂食する 品 目で もほ ぼ 同 じ値 の 14％ が ア ル カ ロ イ ド

を含んで い た こ と は 、こ の 妥当性 を支持する9）。ま

た最近、同所的に棲む霊長類数種の比較か ら、野生

下の チ ンパ ン ジーは苦味の 強い 食物を回避せ ずに食

べ て い る とい う報告が ある
le）。グ ル

ープ 1 は、味覚

へ ほとん ど依存し ない とすれば、植物 2次化合物に

対し どの よ うな対抗戦略をと る が可能だろ うか 。

　葉食性で あ る コ ロ ブス 亜科で は 、牛の よ うな 反芻

胃 の 獲得 や 腸 内微生物叢の特殊化が み られる
ll）

。 つ

まり、こ れ らの 種 は 他 の 草食性の 動物に もみ ら れ る

身体構造な い し機能 を獲得す る こ とで 、植物 2次化

合物を分解 し、代謝する こ とが で きるように進化 し

て きた とい える。しか し、大型類 人猿 で は、ゴ リラ

が盲腸 を発達 させ て い るとい う こ とを除 き、そ う し

た身体の変化は み られな い 。すなわち彼等は、味覚

を手掛か りとせ ず、身体 を特殊化 させずに食物毒 へ

対抗 して い る こ と に な る。その 対抗策 と し て 、仮 に

食べ たと し て も一度に多量の 摂食は避け るとい う戦

略が論理 的に想定で き る。実際、日内の 食物品 目が

チ ン パ ン ジーで は 、地域に よ る違 い は あ る が 最低で

も平均15種以上 、最大 で 30種程度 に もな る
13・z3）。オ

ラ ン ウータ ン で も、冂内の 多様性 は 高 い とい われる。

ま た、食物 へ の 依存度は、果実 を主 な食物とする雨

季に 比 べ 、葉 などの 果実以外 の 部分 をより多く食べ

る乾季の 方が 多様化する14｝。こ う し た こ と は、チ ン

パ ン ジー
やオ ラ ン ウ

ー
タ ン などの 大型類人猿が、日

内の 食物品目を増加する こ とで 食物毒に対抗し て い

る とい う仮説を支持する。反対に 、大型類人猿の 中

で唯一耐性の 余り高 くな か っ た ゴリラ は 、日内の食

物品 日数 はせ い ぜ い 平均 15種程度 に と ど ま る
12｝。同

所的に棲む チ ンパ ン ジ ーと比較 した場合で も、日内

の 食物品 目数 は 少 な い こ と が 示 され て い る12）。こ う

した食性を持つ ゴ リ ラの耐性が低か っ た こ と は、先

の 考え と矛盾 し な い
。 すな わちゴ リ ラ は、グ ル ープ

llの 他の サ ル と同様に、苦味を手掛か りと して 食物

選択をお こ ない 食物毒へ 対抗して い る と考えられ る 。

　以上 をまとめ ると、霊長類は 2次化合物へ の 対抗

策と して 、 雑食的な味覚依存の様式か ら次の 2 つ の

異な る様式 を進化 させ て き た と捉え る こ と が で き る。

1）身体的適応 （Physic駐l　adaptation ）：身体の 構造

・機能 を変 化 させ る。 2）行動 的適応 （Behavioral

adaptation ）：日内の 採食品 目数を増加させ る 。

　 「行動的適応」 とい う新た な仮説の 可能性をさ ら

に 考 えて み た い 。まずこ れ を支持す るため には、霊

長類、特 に 大型類人猿で 、食物品 目の 多様化 が実際

内発的に生 じる か否か と い うこ とが 重要な鍵 と なる。

し か し、こ う し た こ とを ヒ F以外の 霊長類で確 か め

た研究は 、こ れま で の と こ ろな い e

一方、ヒ トで は

質的に単調 な食事を繰 り返 して い ると、栄養学 的に

は十分満た されて い て も、質的に違っ た もの を食べ

た くな る と い う こ と が、最近実験 的 に確 か め られ

た 15）。ヒ トは チ ン パ ン ジ ー
に きわめて 近 い 霊長類の

1種だ と い うこ とを考えれば、逆に チ ン パ ン ジー
な

どの 大型類人猿が 示す多様性 の 大 き さ は ヒ トと 同様

に 内発的な もの で あ る可能性が高い 。つ ま り、霊長

類は栄養摂取と して 食べ る だ け で は な く、食物 の 変

化を求めるとい うこ とも同時に進化させ て き た に違

い ない
。

　次に、日内の食物品目を増加させ る とい う採食戦

略には、その 口食べ た もの を記憶 して お くと い う能

力が不可欠 で あ る 。 霊長類で は果実食の サ ル の 方 が

葉食 の サル に比 べ 、記憶容量 に大きく関与する大脳

皮質 を発達 させ て い る
16）

。 これは 、果実は離散的に

分布 して い るの に 対 し葉 は 連続的 に 分布 して お り、

果実食は よ り発達 した 空間記憶を必 要 とす る た め と

い われ る。こ うし た空間に関する記憶容量の発達が、

それ以外の 記憶に 対 し て も少な か らず影響 を与えた

と い う こ と は十分考え られ る。類人猿 で はなお の こ

と皮質 の 発達 は顕著で あ り、記憶容量 が 著 し く増加
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して い る。霊長類 はその 進化 の 過程 で 、日内の 食物

品 目の 多様性を増加 させ るた め に不可欠な能力を備

えて きた とい える。こ の よ うな大脳皮質 の 変化 も必

要 とする 「行動 的適応」は、霊長類に特異的な戦略

だ とみ なす こ と が で き る。

　は じめ に述べ た よ うに ヒ トも含め霊長類 は
一

般 に

雑食と呼ばれる が 、その 本質に お い て た と え ば ラ ッ

トが示す雑食性 と は大きく異なる と考える必要が あ

る と 思 われ る。つ ま り、霊長類 は 、「多様 な もの を

食 べ る こ と が で きる能力 ・性質」に くわ え、「多様

な質の もの を食べ よ うとす る欲求」をも進化さ せ て

き た と い う点で他の 雑食動物と異な っ て い る。そ こ

で 霊長類、特に大型類人猿や ヒ トで顕著に示 される

多様性 を求め る 食性を、「諸食 ：variovora 」と呼ぶ

こ とを筆者は提案し て い る
S）。ま た、こ う し た生物

学的欲求に 、
“
よ り美味 い もの を食べ た い

”
と い う

欲求や それを満たすた め の 食文化を生 み出 した生物

学的 ・進化的基盤 を求め る こ と は 十分 に 可能だ ろ う。

4． 採食戦略か ら見 た ヒ トの 存在

　本シ ン ポジウ ム で の最後に演者全員へ 向 けられた

「ヒ トと は どの よ うな動物か ？」とい う問い に対し、

これ まで考えて きた味覚と採食行動とい う視点か ら

の答 えをもっ て 、本稿の まとめ と した い
。

　甘眛 や苦眛 ・渋味 に対す る反応 からみて も、ヒ ト

はどの よ うな もの なもの を選択 すべ きかが味覚 によ

り規定 され て い るとい うよ りも、む し ろ多様な もの

を食 べ る こ とがで きる方向 に進化 して きた と捉 える

こ とが で きた 。つ ま り、ヒ トに至る霊長類の 進化に

お い て、味覚と い う外部情報によ りそ の
“
食
”

の 方

向性が 制限 され るの で は な く、内的要因に よ っ て よ

り多様性をもた らすように な っ て きた の だろ うとい

う こ と を考 え た 。ヒ トで は こ れ が顕著に な り、対象

の持つ 構造的特性に よっ て食べ る か否か が決定され

る こ とは い っ そ う少なくなる。こ の 問題を 「味わう」

と い う点 か ら さ ら に 考 え て み る。

　 ヒ トに お い て 「味わ う」 とい う行為 は 、た と え舌

触 り、喉ご し、色、形、匂 い 、味とい っ た多くの 感

覚 の 複雑な組み合わせ があ っ た と し て も、対象が 持

つ そう し た 構造 へ の
“
好 き嫌 い

”
に よる選択 をお こ

な い 食 べ る と い う こ と で は な い 。 む し ろ 「味 わ う」

とい う行為の 本質は 、そ う し た刺激の 組み合 わせ 、

さ ら に は 食べ る 文脈 （雰 囲気）な どを
“
無限

”
に 作

り出し、意図的に
“

楽 し む
”

こ と が で き る と い う こ

とにあると考 える。前者 の 段階は、ヒ ト以外 の 動物

に も広 くみ る こ とが で きる。 し か し、後者は ヒ トの

みにみ る こ とが で きる。本稿 で 見 てきたよ うに、チ

ン パ ン ジーなどの 大型類人猿は さまざまなもの を主

体的 に 食べ よ うとす るが 、食べ 合わせ を工 夫する と

い っ た こ とで
“
新 た な味

”
を生 み出す とい うこ とは

こ れまで知 られて い な い 。し た が っ て 、ヒ トだけ が

もの を 「味わ い 」食べ る こ と が で き る動物だ と い っ

て い い だ ろ う。

　 しか し、ミ ラ ク ル フ ル
ー

ツ な どで知 られる ように、

食べ 合わせ に よ っ て は味覚に ドラ ス テ ィ ッ ク な変化

を与え る こ と が で き る もの が 自然界に は存在 し て い

る。天 然 の 呈味物質はそれ を食べ よう とする動物と

の 相互関係を通 じ共進化 して き た と　般 に考 え る こ

とが で き る．それ自体味を持た な い に も関らず食べ

合わせ に よ り味覚に影響を与える物質が進化 し て き

たとい うこ とは 、ヒ ト以外の動物で も単純な食物選

択だ けで は なく、食 べ る 順序 へ 配慮 し た採食行動が

あ る の か も しれない 。ヒ トの 「食」をさらに考 える

ため に は 、こ う し た点 に も目を向 け る必要がある。

おわ りに

　私達 は、私達 ヒ トを他の 動物 とは異 なる、特別 な

存在 と伝統 的 に 捉 える傾向 に あ っ た。「食 べ る1 と

い う行動 をみ て も、ヒ トは多様性 を自ら創 り出す

（食文化）とい う点に おい て独自の特性を獲得 した

と い え る。しか し、それは同時に 生物学的 ・進化的

背景を持つ 相対的な差違で し か ない とい う点は重要

だ。こ う し た比較認知科学や進化心理学とい っ た ヒ

トの 内面世界の理解に生物学的解釈を導入するとい

う視点は 、ヒ トをより深 く理解 して い く上 で 、今後

ますます重要にな っ て い くに達 い ない 。
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