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総説特集 ：味覚 と食性 1

特集に あた っ て
一

動物 に とっ て の お い しさとは何か
＊

　　　　　　　伏木　　亨
＊ ＊

（京都大学大学院農学研究科応用生命科学専攻）

は じめ に

　この 漣 の 総説は 、1999年 2 月 に 開催 され た うま

味研究会シ ン ポ ジ ウ ム、「動物 の 食性 を考 える」で

ご講演い た だい た演者に その 内容 をま と め て い た だ

い た もの で ある、

　本年度 の うま味研究会公開 シ ン ポ ジ ウ ム で は 、朝

日大学歯学部の 「 ノ 宮裕三 先生 と相談 の 結果、動物

の 食性と味覚をテ
ー

マ とする こ と に決定し た、本研

究会の 設立の 主旨は、食の 科学 の 観点 か ら人間にとっ

て の お い し さ を追究す るもの で あり、こ の ようなテ
ー

マ 設定につ い て は 、当初は 関係者か らもい さ さ か 疑

問 の声が あっ た と想像する。今回、動物 の 食 1生の よ

うな題材 をあえて取 りあげる に至 っ た背景に つ い て

まず述 べ させ て い ただきた い
。

　人間 にと っ て、おい し さは人 に よ っ て様々 で あり、

ど こ まで科学的に解明で きる か 明ら か で は な い ．し

か し、おい しさをい くつ か の要因の複合で あ る と考

えると、それぞれ に は基本的な原理 が存在する可能

性があ る。私 は、人間の感 じて い る お い し さや満足

感 を、以下 の ように 分類 し て い る 。

（1）生理的な要求 に合致 した もの が摂取で きた

　　 と きに感 じ る満足感

（2 ）人 間や民族 の 文化の 上に発展 して きた食の

　　 歴 史と嗜好に合致す るお い し さ

（3 ）情報が リ
ー

ドするおい し さ

（4 ）偶然に発見 されたおい しい もの 、例 えば香

　　 辛料や フ ァ ス トフ
ー

ドの 味付け

動物の食性 はお い しさの研究にどのよ うな情報 をも

たらすか

　 こ の よ うな要因が複雑 に 絡み合 っ て 、おい し さや

満足感が発生 し、さらには嗜好が形成 され るもの と

考え られ る。こ の うち、（1） の 生理 的な要求 に 合

致 した ときの お い しさは、人間 も動物 に も共通の 生

理的 な現象で あり、科学的な意味付けが もっ とも容

易で はない か と考 え られ る。動物には、生活環境 と

餌 とい う限定があ り、 人間に も 、 様々 な生理的状態

が ある。例 えば、特定 の 栄養素 の 欠乏、渇 き、空腹、

疲労 な どで ある。生理的な必要性に は、それぞれ最

も適当に対応で き る食物が あろう。

　人 闇が特定 の 食品を選択す る際には、（1）の よ

うな生理的な要因が無意識下に働 い て い る と想像 さ

れる。そ こで 、まず、生理的な必要性が ス トレ
ー

ト

に食行動に反映し て い る、すな わち （1 ）の 要因 が

最 も優勢で ある動物の 食性と味覚 ・食物選択 の 関係

を見直して み ようとい うの が、本シ ン ポ ジ ウ ム を企

画する に あ た っ て意図し た と こ ろで ある。その 情報

は 、人間の 基本的な嗜好 や食行動 を理解するの に有

意義で あ る に違い な い c

1． 動物の食性 を多角的に観る

　動物 の 食性を考え る に あ た っ て 、まず、動物の こ

とを知らねば ならない 。しか し、一般人に と っ て 、

動物とは、身の 回りの ペ ッ トや せ い ぜ い 家畜類に 限

られ る場合が 多い 。人間を客観的 に 見 る材料 とする

ために は、幅広 く動物 に 身近 に接 して い る研究者の

視点が欲 しい 。シ ン ポ ジ ウ ム はまず、基調講演と し
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伏木

て動物を知る こ と か らス ター
トした 。

　麻布大学獣医学部 の 増井光子教授は、多摩動物公

園長 、恩賜上野動物園長 を務め られ、現在 はよ こ は

ま動物園長で ある動物の 専門家で ある。氏 は、講演

の 中で実に多数 の 動物 につ い て 、口 や歯、消化管、

食行動や餌 などを詳細に述べ られた 。 あた か も、 動

物 園をめ ぐりなが ら講演を聴 い て い るような現実感

と精緻 な観察に聴衆は魅了 され た。

2 ．食物摂取 と生理 応答 ：味 覚と唾 液分泌

　生理学の 観点か ら、食物認識と消化の 最前線と も

言 える唾液分泌につ い て、味覚の 神経生理 の 第一
人

者で ある朝 日大学の 勝川秀夫、ニ ノ 宮裕三博士 の グ

ル
ープが、講演を行 っ た。唾液の 中には、動物が摂

取し た特定の 食物 に対応 し て 変化する成分 がある。

特に、特定の 食物摂取で誘導 され る唾液タ ン パ ク質

につ い て 、その 意味 と、特異性を維持す る神経機構

につ い て 詳細デ
ータを報告し た。こ れ らは、食物刺

激の 質的な柑違に対応する特異性の高い 唾液 タ ンパ

ク 質合成と その 制御機構が存在する可能性を示 して

お り、食と生理応答の関係と して興味深い 。

3． ア ミノ 酸の 信号　魚類の応答

　人 間の 味覚に 関係の深い ア ミノ 酸に対する応答に

つ い て 、北海道大学大学院薬学研究科の 庄司隆行博

士 は魚類の化学感覚器を中心 に講演し た 。 魚類の味

覚器は多種類の ア ミ ノ酸を極め て低濃度か ら識別で

きる。ま た、嗅覚器は ア ミ ノ 酸に対し て さ らに高い

感受性を持つ 。ア ミ ノ 酸は魚類の化学感覚器に と っ

て 最大の刺激物質で あり、魚は各々特定 の ア ミ ノ 酸

の 組み合わせ に激 し く応答する。餌 となる動植物に

含まれる ア ミ ノ酸組成と魚類の 応答ス ペ ク トル の
一

致は興味深く、例えば、ク ロ ダイ、マ ダ イ、イサキ、

ヒ ガ ン フ グなどは海産無脊椎動物に共通 して多 く含

まれる Gly，　L−Pro，　L−Ala，　L−Arg に 対 して 高い 感受性

を持 つ 。海藻 を好む ア イ ゴ は海藻に多い L −Gluに対

す る感受性 が 高 い 。釣 りフ ァ ン な らずと も引 き 込 ま

れる講演で あ っ た。ア ミ ノ 酸 は、逃避行動や生殖行

動 に おい て も重要な役割を持 っ て い る 。 サ ケ の 母川

回帰に に お い の 指標に な っ て い る 可能性も示唆 さ

れ た。

4 ． グル メ の原点は霊長類に あり

　人間 に最 も近い 動物は霊長類である。北海道大学

実験生物 セ ン タ
ー

の 上野吉一博
・
上は、味覚か らみた

霊長類の 採食戦略と題 して、興味深い 報告を行っ た。

氏 は、ヒ トが、他 の 動物 に比べ て 非常 に 多種類 の 食

物を口 にする こ とに触れ、こ う した食性が ヒ ト以外

の 霊長類 に お い て も見 ら れ る こ と を指摘し た。霊長

類は
一般に 凵

’
味に対する嗜好性が強 い が、嗜好性の

強 さは体重と負の相関があるとい う。身体サ イズ が

大 きくな る と、エ ネル ギー
の 必要量が増し、大量の

食物が必要になる。糖濃度の高低で選ぶ余裕はな く、

多種類の 食物を食べ ざる を得ない 。つ まり、身体サ

イズ の増加 とともに、糖濃度に依存せ ずに食物選択

をす るように な り、味覚に 対す る制約 が弱 ま る こ と

が食物選択 の 幅を広げた と解釈で きる。さらに、ゴ

リラ 以外 の 大型類 人猿 は苦味に対する拒否が弱い 。

植物毒へ の対抗策と して は 、一度に 同一物の 大量摂

取を避け、リス ク を軽減する戦略を採 っ て い る 。
こ

れは、人間の グル メ の原点で あると氏は結論する。

さらに、こ の よ うな食行動が 、 そ の 日食べ た もの の

記憶の 形で サ ル の 空 間記憶容量 の 増加 をは じめとす

る大脳皮質の変化を推進し、
．・
方で は 、 それ に合致

する植物の進化をも促 した で あろう。氏 の 壮大 な論

理展開は圧巻で あ っ た 。

5． ロ だ けで な く消化管 も味 わ っ てい る

　味覚装置の 形態お よび消化管 ・神経系 の 内分泌系

か ら動物 の 食性、味覚受容、消化吸収 を論 じた北海

道大学大学院獣医学研究科 の 岩永敏彦博士 の報告は、

芸術と も言え る美 しい 顕微鏡像の 数々 ともあい ま っ

て、観客 （聴衆）を氏 の独自の 生物観 の 世界に 引き

入れる迫力が あ っ た。美眛し さは舌だけで 感 じ て い

ると考 え るの は誤 りで 、器官が高度に分化 し て い る

ほ乳類で も消化管まで 動員 して 、食物の
“
味
”
情報

を受容 し て い る。味覚器官や消化管 の 形態 の
一

つ
一

つ が、動物 の 生理 に 見事に 対応し て い る事実を、臓

器 の形態写真、精緻な電顕写真、抗体や 遺伝子 プ ロ
ー

ブ に よる染色写真 が 捉 え、氏 の 縦横無尽の発想が こ

れを さらに 肉付けする と い う ス リ リ ン グ なひ ととき

で あ っ た 。
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動物 に とっ て の お い し さ とは何 か

6 ．草食獣の涙 ぐま しい 戦略

　最後に草食獣 の 生 き残りの た め の 採食 と消化管 の

適応 に関 して、石巻専修大学理 工 学部の 坂田隆博士

は 、各種草食動物 の 精妙 で し た た か な ス トラ テ ジー

を余 すと こ ろな く解説 した 。草食獣 で は、餌 となる

草は け っ して栄養素が 豊富 で は な い 。タ ン パ ク 質と

脂肪の塊の 巨体 を維持す る上 で、草食獣 の 高度に適

応 し た消化管の形態、消化運動、消化管 内微 生 物 の

利用 、 栄養素代謝の 必然性の 詳解は 、聴衆をして 、

な る ほ ど と深 く う なずか せ る もの で あ っ た n

お わ りに

　 こ れ らの 講演 を通 じて 、我 々 は、動物 の こ とを詳

細 に 知 る こ と が で き た。その 効果は単に 動物に対す

る知識の 増加に とどまらず、人間 を客観視す る こ と

に貢献 した と 思 う。総合討論の 最後に 各演者に 出 さ

れた 質問は 、「先生方は 、ご白分 の 研究 を通 じて 、
一
体人間とは ど う い うもの と と ら え て お られ る か 、

そ れ ぞ れ感想を述べ て 欲し い 」と い うもの で あ っ た 。

各々 の 演者お答え は、読者の想像に お ま か せ した い 。

　い ささか 我田引水で は あ ろ うが 、こ ん な お も しろ

い シ ン ポ ジ ウ ム は な か っ た と い う感想 を多くの 参加

者 か らい ただ い た 。 ぜ ひ 、
一

部な りと も記録に と ど

め て おきた い と感 じた の は筆者だけ で は な い で あろ

う。ま た、こ の シ ン ポ ジ ウ ム で は、各先生 の研究に

対す る 特異 な視点 、軽妙洒脱 、あそび心 が聴衆に強

く印象に残 っ た。本総説 に よ っ て 感 じとっ て い ただ

ければ幸い で ある。最後に、シ ン ポ ジ ウ ム の 成 りゆ

きを最後ま で と もに ご心配 い た だい た 、うま味研究

会の方々、な らび に事務 局佐藤英 二 氏 、荻原葉子氏

に感謝する。
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