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総説特集 ll　 お い しく味わ う脳の し くみ 一 脳内物質の観点か ら 1

特集 に あた っ で

　　　　　　　　　　　山本　隆
t ’

（大阪大学大学院人 間科学研究科行動生態学講座 行動生理 学分野）

　おい しく味わい 、満足感を得る こ とは 、日常生活

の 中で最大の幸せ の ひ とつ で あると言 っ て も過言で

は ない 。食品関係企業に とっ て も、お い し い 食品 を

開発 し、売 り出し、多くの消費者に喜ん で もらえ る

こ とを第
一

義に して い るはずで ある。し か し、お い

しい とは
一

体何だろ うか ？　 口 に入れて食べ た とき

の実感と し て おい し い と思えば、その し くみ な ど考

えなくて もい い の か も知れな い が 、 基本的な生体の

し くみ を考える こ と は 、単に科学的な興味に留まら

ず、食品開発に おけ る科学的裏付け と もな る は ずで

ある。お い しさとは、食べ ることにまつ わる快 感で

あ る。快 ・
不快が喜怒哀楽と い っ た感情 と その表出

とい っ た情動性行動を誘起するこ とはよく知られて

い る。従 っ て 、お い し さの 本態 も情動性行動の 基本

原理の 中に求め られる はずで ある 。

　1937年、ア メ リ カ の解剖 学者Papez は 、大脳辺縁

系を構成す る各部位 か ら成 る閉回路 を末梢か らの 感

覚情報が ク ル ク ル と回転する あ い だ に情動 が 生 じ る

とい う 「情動回路」の 概念 を提唱 し た 。 大脳辺縁系

の
一部を電気刺激し て 、こ の 回路を活性化すれば情

動行動が生 じ る は ずで あ り、事実、ネコ の視床下部

を刺激す る と怒 りや 攻撃行動が生 じ る こ とが示 され

た 。 こ の ように情動は神経回路に よ っ て作 られ ると

する考えに 大 きな
一

石 を投じ た実験が 1954年ア メ リ

カの 心理学者 OldsとMilnerに よ っ てな された。自己

刺激と い われる実験で 、例え ば ラ ッ トが レ バ ーを押

すと脳内に電気刺激が与え られ る ように し て お くと、

刺激電極の 部位に よっ て は、ラ ッ トが 1 時間 に 5000

回もの頻度で 24時間ぶ っ 通 しで レ バ ー押しをする と

い っ た 猛烈な行動が 生 じ る。こ の よ うな自己刺激部

位は 「快中枢」と呼ばれ た こ と もあ る。そ の 後、多

くの 人が研究を進め た と こ ろ、中脳腹側被蓋野に起

始細胞 を持 ち、前脳 の 側坐核 や 前頭皮質 に投射す る

ドーパ ミ ン 神経路 （図1）を刺激すれば自己刺激行

動が盛ん に生 じ る こ とが示 され、ドーパ ミ ン と い う

物質が快感 に関与す るとい う概念 が生 まれた。つ ま

り、Oldsらの 仕事 は、神経回路 中の 神 経情報 の 流れ

とい うそれ まで の 考えか ら、脳内の特定の化学物質

が情動行動に 関与する こ とを示す転機 に なっ た重要

な意味を持 つ の で ある。ド
ーパ ミ ン 系が快感に 関与

する な ら、食べ 物の お い し さも ドーパ ミ ン系に 関与

するの で はな い か との 考 えか ら、各種の 行動薬理学

的実験が な されるよ うに な っ た。例 えば、 ド
ーパ ミ

ン レ セ プ タ
ー

ア ン タ ゴ ニ ス トの 前投与で 、蔗糖の摂

取量 が低下するとか 、好 ま し くない 味 の シ ュ
ーク ロ ー

ス オ ク タ ア セ テ ートを条件づ け法に よりその嗜好性

を高めると側坐核で の ドーパ ミ ン 放出量が増大する

とか 、腹側被蓋野 を破壊 してお くと飲水量には影響

を及ぼ さ な い が蔗糖の摂取量 が低下 す る と い っ た 実

験 結果が報告され、 ドーパ ミ ン がお い し さに 関わる

可能性が 指摘 され て い る。

図 1 ．　 ラ ッ ト中枢神経系 に お ける ド
ーパ ミ ン 作働

性神 経系 の 分布 （栗山欣弥 ら、脳 と神経の 薬理 、

金芳堂、1989よ り改変）
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　一方で は 、近年、感情や 心 の働 き に は 脳内物質が

関与する こ とが明 らか に され つ つ あ る （表1）。
つ ま

り、脳 内物質の 役割 と い う観点 か ら感情や情動性行

動発現の し くみ を理解 し ようとする もの で あ る 。 今

表 1　 脳内生理活性物質

神経 伝連物

質 と して情
グルタ ミン酸 （興奮性伝達物質）

アミ ノ 酸
報伝 違に関

ギャバ （γ
一アミノ酪酸） （抑制性伝達 物質）

他 にア ス パ ラ ギ ン酸．グ リシ ンなど
与

ド
ー
パ ミン （攻撃 性、創 造性、助櫨性、糟

神

カテ コ
ー

ル 分製病、パ ーキ ン ソン病 に 関与》

アミン類 ノルア ドレナ リン （脳内に 広 く分布、うつ 、
幸福感、不安な ど惰動 に 関与 ）

生理 活性 イ ン ド
ー

ル セ ロ トニ ン （覚醒 ・睡眠などの 生体 リズム

ア ミ丿 アミ ン類 や、情動に関与）

イ ミダゾー
ヒス タ ミン （エ ネル ギー代謝調節など）

ル アミン

ア セチル コ リン （神経伝 達物質、記憶 に関
コ リ ン系

与、アル ツハ イマ
ー

病の治療 藁）

エ ン ドルフ ィ ン 類 （β一工 ン ドル フ ィ ンな

オ ピオ ド ど痛みを綬和す る機能．幸福感）

・ペ プ チ ド エ ンケ フ ァ リン 類 （メ チオニ ン ・
エ ンケ

（麻薬様 フ ァ リン、1コイ シ ン ・エ ンケ フ ァ リンな
神 経べ

物質） ど。痛みの緩和，幸福感 ）
ブチ ド

ダイ ノ ル フ ィ ン 類 （痛みの綬 和〉

P 物 質 く痛覚伝達 に闘与）

Acm （記 憶に 関与）

その 他の 神 バ ソブ レシ ン （記憶に 開与）

経ベ ブチ ド オ レキシ ン （食欲調 節、睡眠 ）

その 他多数

一
酸化チ ッ 素 （NO ）循環器系、免疫 に関与）

その 他 気体物質 一酸化炭素 （CO ）　長期記憶 に関与）

回 ドーパ ミ ン の み な らず多様な脳 内物質に着目 し、

解明 の遅れ て い るお い し さの 脳の し くみ を明らか に

す る手掛 か りを得 た い と い う目的 で 「お い し く味わ

う脳の し くみ 一脳内物質の観点か ら一」と題する シ

ン ポ ジ ウ ム を企画 し た 。各専門領域の 先生方 か ら、

感情と脳内物質の 関連性の 現状を紹介 して い た だ い

た上で 、可能な限り、「味」、「食べ る」、「お い し さ」、

とい っ たキ
ー

ワ
ー

ドに絡めたお話 を伺 えればと期待

した次第で ある。一方、お い し さに関わる物質と し

て は 、 前述の報酬系物質 と して知 られる ドーパ ミ ン

の 他に、抗不安薬 として の ベ ン ゾジ ア ゼ ピ ン 誘導体、

脳内麻薬様物質で あるβ
一エ ン ドル フ ィ ン などが報

告されて い るが、直接お い し さを研究 され て い る先

生方には、こ れ らの 物質 が本当におい しさの 発現 に

関与する の か とい っ た基本的な問題か ら出発 し、こ

れ らの 物質が脳内の どの 部位か ら、ど うい う刺激を

受け て遊離されるの か 、各物質問に は どの うよ うな

相互作用が あ るの か 、と い っ た具体的な話をして い

ただ き、こ れ らの 物質以外の 脳内物質の 関与の 可能

性に つ い て も言及 して い た だ ければ と期待し た次第

で ある 。 なお、本シ ン ポ ジウ ム は2000年 1月26日う

ま味研究会公 開シ ン ポ ジ ウ ム と して 東京で 開催 され

た もの で ある 。 今回日本味と匂学会誌に当日の シ ン

ポ ジス トの お 話 を特集記事と し て 紹介する機会 を与

えて頂 い た鈴木教世編集委員長に深 く感謝 したい e

生田　哲、脳と心をあやつ る物質、講談社．1999よ り改変
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