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甘味に対す る味覚嗜好性に つ い て
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　　食物 に 対す る嗜好 性 は人 に よ り千差万別で あ る が，隈

　定 され た一・
つ の 味覚物質 に つ い て も，嗜好

．1生の 内容に は

相当の 差が あ る こ と は 日常経 験 す る と こ ろ で あ る。こ れ

は 風 味 を 構成す る諸 要素 の 関係 の 複雑 さに 由来す る もの

で あ る
。 すなわ ち味覚反 応 は 基本的 に は 食物 か ら くる外

的刺激 と，体 内 の 諸条件 が 互 に 影響 し あ っ て 規 定 され る

　もの で あ る e そ れ ゆ え味 覚は 単 に 甘 馘 苦 酸 の 基 本的 な味

覚物質 の ち が い の み で な く，生体の もつ 諸感覚，すな わ

ち 嗅覚， 触覚，視覚な ど．の 関連 に も とつ く複合感覚に よ

る 場合が 多い
。 更に こ れに 年齢，性別 ， 経験，健康状態 ，

精神状態 ， 注意力，練習，環境 な どが 作 用 し あって 味覚

を規定 して ゆ くもの と考 え られ る。Crocker が 「フ レー

バ ー （風 味） とは 口 に 入 れられ，そ の 存在 を認め 識 別 す

る 各 種 の 知覚の 総合 であ る」 と 定義 して い る 啅 え ん で あ

る。風味 の 主 体 となる 味覚に つ い て は 早 くよ り生 理 学，
心 理 学 に お い て の 研究が な され て お D，最 近 は 電気生 理

学 の 分野 に お い て 味覚刺激 を 電 気的 パ ル ス と して 観察 し，
味覚を定量白劬こ も記録す る試 み が な され て い る。ま た味

神経 を 各ユ ニ
ッ トに つ い て 調 べ る 研究 が 進 め られ て お り，

や が て
一

般神経 生理 あ る い は 脳 生 理 の 立場か ら総合的 に

味覚の メ カ ニ ズ ム が解 明 され る こ と も夢 で は ない か も し

れない 。　　　　　 、　　　　　　　　　 ．、

　 しか し 日 常 の 食生 活 に お ける味 覚 の 判定は 個人 の 好 み

に よ る も の で あ り， こ れ は 上 述 の よ うな 各 人 の 感覚に よ

る総合判断 に よ っ て な され る も の で あ る。一
方調理 教育

に お い て は 経験 か ら割 出 さ れ た 調 味基準に よ っ て 数量的

に 調 味す る 傾向 が 強調 され て い る が ， しか し各人 の 嗜好

の 差をもた らす諸 要 因 の 複雑性 の 故 に，調 味基 準 に つ い

て も又 試食者 の 嗜好 の 幅に つ い て も あ い ま い さ を 多 く含

ん で い る 現 状 で あ る。そ れ ゆ え こ の よ うな 漠然 と した あ

い まい さを で ぎ る 限 り客観 的 な 要因に よ っ て 解明 し，こ

れ を数 量 的 に 把握す る こ とは 味覚隼理 的な理 解 と と もに ，
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　調理 指導 上 か ら も必 要 と され る 問題 で あ る。

　　甘鹹苦酸 の 味覚の うち 特に 変異「生が 問題 とな る もの は

甘味 に 対 し て で あ る。すなわ ち 甘味 は 日 常最も多 く使用

　さ れ る もの で あ り，そ の 変異 の 幅 も他 の 味覚に 比 べ て大

　ぎい こ とが 報告され て い る。そ れ ゆ え わ れ わ れ は 味覚の

問題 を蔗 糖 の 甘味 を 中心 と して 研 究 して き
’
だ。こ こ で は

わ れ わ れ の 行 つ た 実験 に も と つ い て ，味 覚 テ ス ｝の 方法

論上 の い くつ か の 間 題や 甘 味 嗜好濃度 と，それ に 影響を

お よ ぼ す諸要 因 に つ い て概括的 に の べ る こ と とす る。

　
・1 昧 覚 テ ス トの 方 法 上 の 問題

　 本論文に お け
’
る 味覚検査 は，任 意 に 選 ば れ た 被験者が

蔗糖水溶液 に 対 して 示す 嗜好 の 判定 を根 本 と して い る。
す なわ ち被験 者が

“

丁 度 よ い 甘 さ
”

と判定 す る 濃度 を 嗜

好濃度 と した 。 従 っ て パ ネ ル に つ い て は特 に選 択 し訓練

した パ ネ ラーに よ る もの で な く， 年齢別性別 に 学 生 ， 生

徒 ， 児童 を対象 と し，主 と して グラ ス 単位 に グル ープ を

求 め た。実施条件 は 厳 密 な個室法 の 実験は 実施困難で あ

り，む しろ不 適 当な点も考え られ る こ とか ら ，

一
つ の テ

ーブル に 数名ずつ 着席 して 実験 を行 っ た。

　 嗜 好 濃 度 に 関す る 実験 に は 二 つ の 方法が 考 え ら れ る 。

す な わ ち被験 者 が 最 も好む 嗜好濃度溶 液を 各自で 調整 し，

こ の 溶液 の 濃度を 測定す る こ と に，よ っ て ， 嗜好濃度を決

定す る 形式 の もの と ， あ らか じめ
一

定 濃 度 に 調 整 され た

試料 を試飲さぜ て，こ の 液 に 対 す る 嗜好性 の 判定 を 求め

る 形 式の もの で あ る 。 こ の 両者 の 形 式 は 嗜好濃度に対 し

て，そ れ ぞれ 異な る結果 を示 す もの で あ り，嗜好 濃度 の

解 明 に は両 者の 結果 を総合的 に 考祭す る こ とが 必 要 で あ

る。こ れ ら の 方法が そ れ ぞ れ どの よ うな相違 を もた らす

か 以 下 略述 す る こ と とす る。

　a． 嗜好濃度溶液 を調 整させ る方法

　蔗糖 の 溶 媒 と し て は 水 溶 液 を 用 い た 場 合 と， 紅茶溶液

を用 い た 場 合 集 団 の 示 す蔗糖 の 嗜好濃度 leこ は有意 な差

が み られ な い こ とが 明 らか に され た
1）。 そ れ ゆ え一

例 と

して 女子短大学生 200名を用 い て 紅茶に 簾糖を加 え て 各

自 の 嗜好濃度濬液をつ くらせ た実験 の 結 果 を み る と，嗜
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　好 濃 度 は平均 10．6％ を示 し ， 嗜好濃度 の 分布は 統計的な

正 規分布 を示 す。こ の 標 準 偏差 は 3．1％ で あ っ た
2）。 以

上 の よ うな 方法 に よ っ て 測 定 され た 嗜好濃度 は 同
一
個 人

　に 対 して ，ど の 程 度 の 信 頼性を もつ も の で あ ろ うか ？

　同 じ実験 を くりか えす とぎ再び 同
一

の 値が 得 ら れ る とは

期待 され る も の で は な い 。結論的に は 同
一

個人 に つ い て

　実験 を く りか え し た 場 合，2，5％ 〜3．0％ 以 内の 嗜好濃度

値 の 変動 を示す
2｝。 こ の 場合 の 実験値の 誤 差は 実験方法

　に よ っ て，もた ら され る Artefact なもの で は な く，嗜

好 濃 度 の もつ 味 覚 感 度 の 問 題 を提 起 す る もの で あ る ． す

な わ ち 10％附近 の 藤 糖溶液；
．こ お い て 2．5〜3．0％ 程度の 濃

度 の 変動 は，こ れ を味 覚上 識 別 す る こ とが で きな い こ と

を示す も の で あ り， こ れ は 人間の 味覚の 識別感度 に 由来

す る もの と考 え られ る。すな わ ち 蔗糖溶液 の 濃度 の 違い

が 正 確 に 判 定 で ぎ る ため に は ，
2．5％ 以⊥ の 濃度差が 必

要 で あ る こ とは ， 他 の 実験 に よ っ て 明 らか に され た事実

で あ る
3｝。た だ し訓 練 され た被験者 に お い て は 1Q％蔗糖

溶液に お い て 濃度変 化 が O．6％ 程 度 で そ の 濃 度 の ち が い

を 識 別 す る こ とが で ぎる と報告 され て い るが 4＞
，

一般 の

被験者に つ い て は こ の 程度 の 変化を統計的な有意差 を も

っ て 識別する こ と は 不 可 能 で あ っ た。そ して こ こ に 見 ら

れ た濃度幅 は 蔗糖嗜好 濃度 の もつ 幅 を 意 味す る も の と も

考 え られ る。嗜好 濃 度は 個 人 が
“
丁 度 よい 廿 さ

”
と判定

す る濃度 で あ るが ゆ え， それ は 当然
一

定の 濃度 1幅 を もつ

こ とが 予想 され るが，こ の 濃 度幅が 味覚識別 の 感度 と等

し い か あ る い は そ れ 以 上 の 幅 を もつ か に つ い て は ， こ の

形 式 の 実験に よって は 決定する こ とが で き
r
な い

。

　 b．一
定濃度 に 調整 され た溶液に 対す る 嗜好判定 を行

な う方法

　 わ れ わ れ の 日常生活に お い て 嗜好 飲料の H味 を 調整す

る 場 合，角砂糖 を，また 最近 で は 包装 さ れ た グ ラ ニ ュー

糖を 用い る こ とが 多 い。こ の 場合角砂糖 を普通 の 大 ぎ さ

の もの で は 2ケ，又 小 型 の もの で は 2〜3 ケ を使用 し，

包装 され た グ ラ ニ ュ
ー糖 は ほ ぼ そ の 全量 を コ ーヒー茶 わ

ん に 入 れ て ，一淀 の 蔗 糖濃度 溶液 を つ くる こ とに な る 。

茶 わ ん の 大 き さに よ り溶 液 の 濃度 は 相違す る が ， ほ ぼ コ

ー
ヒ
ー

茶 わ ん
一

杯分 の 液量は 約 130ml （土 10ml）で あ り，

あまり大ぎな 相違 は な い 。こ の 液量 を 基 準 と して，角砂

糖 ま た は 包装 グ ラ ニ ュ
ー糖 を 用 い た 場 合 の 紅 茶 の 庶糖濃

度 を求 め る と 第 1 表の よ うな結果 とts．る。

　以 上 の よ うな値 を 考慮 し て 5．3％ ，8．7％，12．9％ の 蔗

糖 濃 度 の 溶液 を 被験者 に 与 え て 嗜 好 性 の 判定 を行 った ．

さ ら に こ れ らの 濃 度 を高濃度 か ら低濃度 へ と逆 に 与 え る

実験 を し た 。 両 者 の 採点化 した 実験値 を検討 し た 結果，
理 論的な推定値 と して 人 部分の もの が ，約 6〜13％ の 濃
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第 1表　角砂糖 の 量 と蔗糖濃度 との 関 係

角砂糖規 格 騰 レ醜 顱

小 型 角 砂糖

　　〃
23

普 型角砂糖

　 　 〃

23

5．3％

8．O％

8．7％
12．9％

包 装 グ ラ ＝ a
− tw 劇 … ％

度範囲に わ た っ て
C（
丁度よい 甘 さ

”

と い う判断 をす る こ

とが 見出さ れ た。以 上 の 事 実 か ら一定 の 濃 度 溶液 に 対 し

て 嗜 好 性 の 判定 をす る 場合， 嗜好濃度 は 約 7％ の 幅 を も

つ こ とが わか っ た
5）

e 包装グ ラ ニ ュ
ー糖 1袋 ， 小 型角砂

糖 2 ケ の 示 す 濃 度 は こ の 嗜好濃度 の ほ ほ 下限 値 を示 す よ

　うに 調整 され た もの で あ る。こ の よ うに 与 え られ た 溶液

に 対す る 判定 に お い て は 嗜好濃度幅が ，広範囲に わ た る

の は ， 各人 が
“

丁 度 よ い 甘さ
”

とい う判定 を す る
“

丁 度

よ さ
”

の 程度に 多少 の 主 観的な 幅 を与 え る た め で は な い

か と考 え られ る。すな わ ち 最 も好 む甘さ の 濃 度 は ， 各 自

が 自 由に 調 整 した 溶液の 示す 10％ 附近 の 値 で あ る が ，

多少 こ れ よ り濃 い 場合や ， うす い 場合 に もあえて こ れに

　
“
や や 甘い

”
ま た は

“
や や うす い

”
と い う判 定 を用 い ず

に
“

丁 度 よ い
IJ

の 幅 を拡張 し て い る 結果 が 上 記 の よ うな

判 定 を 下 す 原 因 に な るの で は な い か と推 察 さ れ る。そ し

て こ れ は 各自の もつ 嗜好濃度 の 幅 と と も に
“

丁 度 よい
”

お よび
「‘

や や
’，

とい う言葉 の もつ 意 味 内容 に よ っ て 規定

さ れ る もの で あ ろ う。

　 以 上 二 種 の 実験 形 式の 相違か ら結論 され る こ とは ， 前

者の 自 由 に 調 整 さ せ る方法に お け る 嗜好濃度 は，嗜 好 性

に お い て は 最も信頼性の 高い 値 を 示す もの で あ るが ，こ

の 嗜 好 性 の 幅に つ い て は 明確 な 結 論 が 得難い こ と，また

後者の 調整 され た 溶液 に 対 して 判定 を行わ せ る方法 に お

い て は ， 嗜好性 の 幅 を解明す る に は 有効で あ るが，こ の

場 合 嗜好 性に あ い まい さが 導入 さ れ る の を さ け る こ とか

で きな い こ とが 見 出 され た。特 に うす い 濃 度 の 溶液に 対

して は 嗜好性 の 幅 が広 く，そ れ だ け に
“
丁度 よい

”
とい

う判 定 の 内容に もあい まい さが 影響 して くる こ と が 予想

さ れ る。　　　　　 、

　 c．　召味 判 定 に 使 用 す る 言語 lcつ い て

　上 記 b の 味覚の 判定 に おい て 使 用 す る 言語 の 内容が 重

要な 意 味 を も っ て くる こ と に ふ れ た が ，わ れ わ れ が 日 常

使用 す る
“
丁 度 よ い 超 さ

”
の

“
丁 度 よ い

”
とは

“
や や け

い
”

と
“

や や うすい
”

と い う言葉 の 意味内容 と の 枳対的

な 関連に よ っ て 規定され る もの で あ る。例 え ば一・
定 の 溶

液 を判 定 す る 場 合
“
や や 廿 い

”
と い う判 定 を 下 す か ，そ

れ と も
“
丁 度 よい 甘さ

”

と い う判定 を 下 す か は ，

“

や や
9
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とい う言語に よ っ て 示 され る意 味 に よ っ て も多分に 影響

　され る もの で あ る。前記 b に お い て
“

丁度 よい
”

とい う

意味が 嗜好濃度に お い て 約7％ の 範囲を 示す こ とを の べ

た が ， こ の 約 7％ の 嗜好性 の 幅 は 紅茶に お い て も水溶液

に お い て も同 様に み られ る も の で ある 6）
。

つ ぎに
“

やや

甘い
”

と
“

や や うすい
”

の やや の 範 囲 が 何％ 程度の もの

に 用 い ら れ る か を 明 らか に す る た め の 実験 を行 っ た。す

な わ ち 24％ か ら 4％ まで の 問 を 2，5％ つ つ の 濃度差 をつ

け た 蕪糖水溶液 を比較 した 。値 を統計的 に処 理 した 結果 ，

　
“

や や甘い
”

，

“
や や うすい

”

の 嗜好尺度 の 幅 は 2．5％ 〜

7．5％ の 幅に 対 して 用 い られ る もの で あ り， こ の や や の

濃 度 幅 の 内 容 に 関 し て は 男女の 性別に よ る 相違 は全 く認

め ら れ ず ， また 中学生 ， 高校生，大学生 の 三 年齢層 に よ

る 相違も認 め られ な か っ た
7）

。

‘‘
や や

”
と い うぎわ め て 主

観性 の 強 い 言 語 が 味 覚判定 に お い て 以 上 の よ うに か な り

客 観 的 な基 準の も と に 使用 さ れ て い る こ とは ，言語 の も

つ 制約 が味覚 テス トの 判定 に お い て ， その あい まい さ を

構 成す る主要な 要因 と して 作用す る もの で は ない こ と を

示 すもの で あ ろ う。

　 d・判 定 時 の 客観 的 諸条件に つ い て

　 宮能 テ ス トは は じめ に の べ た よ うな諸 条件 の も と に お

け る 知覚の 総合判断で あ る か ら，一
般科学 に お け る場 合

．
の よ うな 厳密な 意 味 で の 再 現性 は 期待 され る もの で は な

い 。生 理 的 な 要因の 重要 さ の 外に 実験条件 か ら もい くつ

か の 問題点が 危倶され る 。 しか しほ ぼ 同一の条件 下 で 数

日 又 は 数 ケ 月後 に ， 同一人 に 対 し て 実験 を 試 み た 結 果 は ，

集 団 の 嗜好濃度 平均 値 間 に は 大 差 は な く個 人 の 示 す差 の

平均値 は 2〜3％ で あっ た
s）。こ の 程度 の 誤差 は 甘味に 対

す る 味覚 の もつ 精 度 と して 不可避的な も の で あ る。そ れ

ゆ え生 理 的 な 諸要因 に 比 ぺ る とき ， 実験 日 時 に と もな う

季節的な 要 因 」Pt 一
日 の 午前，午後 とい っ た 時間的 な要

因 は 嗜 好 濃 度 に あ ま り有 意 な差 を もた らすもの で はな い

こ とが 推察 され る
S ）

。 以 上 の よ うな 結 果 は 小 学生，中学

生 ， 高校生 を 対 象 と した 場合，い ず れ も認 め られ た 事実

で あ り，学 年 の 低 い 被験者の データーが 高学年 の それに

比 べ て 不安定 で あ る とい っ た よ うな傾 向は 認 め ら れ な か

っ た 。 以 上 の よ うに あ る程度の 条件 の 均 二
性 を配 慮 した

実験 の 場合に は ，許容 さ れ る濃度範囲 に お い て一定 の 値

を得 る こ とが で きた が
， しか し こ の 外に 実験 形 式 の もつ

経 験的 な 要因は ， 重要な意味 を もつ もの で あ る。例 えば

味覚 の 嗜好性 の 判定 を 行わせ る 場合，低 濃度の もの か ら

高濃度 の も の へ 順 に 試料を 与 え て ゆ く方法 （こ れ を 上 昇

系列 とい う） と，こ れ と は 反 対 に 高濃度か ら低 濃度 へ と

試 料が 与 え ら れ る 下 降系列 の 実験 方 法で は ， 同
一

濃 度 の

溶液 の 判 定 に 相違を もた らす こ とが 多 い ．すな わ ち 両者

と も先 に 与えられ た 溶液 の 濃度 が 嗜好判断 の一つ の経験

的基準 とな っ て ，次 の もの に 影響を 与 え る傾 向 が み られ

る。上 昇 系列 と下 降 系列 の 実 験 で，同一
濃度 の 溶液 の 判

定 に み られ る両者 の 相違 は わ れ わ れ の 行 っ た 実験 に お い

て は，約 2％ 程 度 と推定 さ れ た 5）
。 ま た こ の 経験的な要

因は 高濃度 の 溶液 の 場 合 よ り低 濃度の 溶液の 場 合 に よ り

強 く影 響 し，特 に こ れ は 閾 値決定 の 実験に お い て は，有

意な 差 を もた らす要因 とな る も の で ある 9，
。

　 2． 蔗糖嗜好 濃 度 の も つ 変 異 性 に つ い て

　 一般に 甘味 に 対 す る 嗜好 濃度 は 8〜10％ ， あ るい は 10

〜15％，ま た は 10％程度 とい われ て お り， か な りの 相 違

が み られ る 。
こ れ らの 値 が ど の よ うな集団に つ い て 遡用

され る も の で あ る か は 明瞭 な 所 見 が 少 く，ま た こ れ ら の

嗜 好 濃 度 の 幅が 個 人 の 嗜好濃度幅 を示す もの か，あ る い

は 集団の もつ 分布 の 幅を示 すか に つ い て も明らか で ない 。

わ れ わ れ は例 と して 女子 短大生 の 個 人 の 嗜好濃度 が 紅 茶

や水溶液 の 場 合 6〜13％ の 値 を示 し ， 約 7％ の 広 が りを

もつ 事 を 明か に し た
， しか し廿味 が E 常生 活 に お い て は ，

具体的 な 食 品 の 味を構成す る以上 ， すべ て の 食 訐、に つ い

て 上 記 の 値が 適用され る もの とは 考 え られ な い 。そ れ ぞ

れ の 食品 が もつ 風 味 の イメ
・・一一ジに 従 っ て ， 甘味 の 嗜好濃

度 が 規定 され る こ と は 当然 で あ り，食晶 の イメ ージ を捨

象 し た 単な る 水溶液の 嗜好濃度 が どの よ うな意義 を 持つ

か は 聞題 とな る 点で あ る d しか し水溶液の 嗜好濃度が 紅

茶 の 嗜 好 濃度 とほ とん ど一致 した値 を示す こ とか ら推察

し て ， 蔗糖水溶液 の もつ 値が ，他 の 食 品 の もつ 嗜好 濃度

と 関 連性 を もつ こ とは 予 測 され る。川 染 氏 の 研究に よ れ

ば コ コ ア ，
コ ーヒ，紅茶 に用 い る甘味度 に 対す る 嗜好率

が 非常に 類似 して お り10％ を 巾心 に み る べ き で あ ろ うと

報 告 され て い る
1ω 。

　 以 上 の よ うな観点か ら蔗糖 水溶液 の 嗜好濃度 の もつ 集

団 の 変異性 に つ い て 実 験 を行 っ た。集団 と して は 幼 稚園，

小 学 3年 生 ， 中学 工年生，高校 1年 生 ， 大学 2 年生 を選

び，そ れ ぞ れ 男女 別 に 自由に 嗜好濃度溶液を 調整させ た。

嗜好濃度 の 分布 は 統計的 に正 規分布を示 し，こ れ は PT

C テ ス トの よ うに PTC に 対 し て特 に 鈍 い 感覚 を も っ た

味盲者 の 集団 が 存 在 す る よ うな 分 布 とは
， 対照的な特徴

を示 す もの で あ る。各 集 団の 男女別の 嗜好 濃度平均値 と

そ の 標準偏差 は 表 2 の よ うな 結果 とな っ た
11）

e

　各年齢 の 男女別 の 母 集団 の 嗜 好 濃 度 の 推定値 を 第 1 図

に 示 す。

　こ の 結果か ら実験人 員が 50人 前後 で あ っ た 中学以 上 の

年齢 に つ い て み る と，男女 と も中学 1 年 で そ れ ぞ れ最高

の 濃度平均値 を示 し高校，大 学 と年齢 が 進 む に つ れ て 嗜

好 濃度は 低 くな r⊇ て い る こ とが 認 め られ る。こ れ らの 男
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第 2 表 年齢別 ・性別の 嗜 好 濃度 の 平均 値．標Pt偏差 お よ び 嗜好 濃度幅

学 年

幼 　 　稚 　　園

小 　 　学　 　生．

r卜　 　学　 　生

高　 　校　　生

大 　 　学　 生

性 別

男　 　 子

女 　 　子

男　 　 子

子

青
一

女

膏

女 　 　 予

平 　均 　 値 ％

10．412

．O10

，810

．613

．41D

，9

男　 　 子

女 　 　 子

男　 　 子

女 　 　 子

12．69

．912

．39

．2

標準 偏差 　％
母 集 団 に お け る 平 均値
95％ 信 頼 度 　 　 　 　％

嗜 好 濃度幅 　 　％

4．96

．5

8　3く m ＜ 12　5

9．7＜ m ＜ 14．3

59 〜H ．9

7．5〜13．5

4．55

．66

．04

．3

9．4〈 m く 12．2

8．O＜ m ＜ 13，2

6．3〜12．3

6．1〜12．1

．9

，i

5．04

．2

11．3く m く 14．0

8．7くm く 11．2

8，1〜／E．1

5，4〜11，4

5．23

．6

11．1〈 m く 13．6

8．1〈m 〈 10．3

7．8− 1：1．8

4．7〜1D，7

第 1図 年齢別 ・性別 に よ る蔗糖嗜好濃度の 平均値 と 母 集団に お け る 平均値 との 関係

　　　　　　 △ 平 均 値 （男 ），○平均値（女 ），匯 ヨ男，□ 女

　　　　 男
大学 2 年
　 　 　 　 女

　　　　 男
高校 1 年
　　　　 女

　　　　 男
中学 1年
　　　　 女

　 　 　 　 男
小 学 3年
　 　 　 　 女

　 　 　 　 男
幼 稚 鬮
　 　 　 　 女

．：
’・’邑 ’^’・：．：；

o
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春 ．：；．

o
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冨
’
；：．
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　 ．「」11　　　　　　．1．■1
一

亅

ム・：　　：
Di　　　 l

　 　 　 」

　 　 　 1 L．
　　　　　　　　濃度 ％ 　　　

8
　　

9
　　 10

女 問 に お け る 平均値 の 差は 5 ％ の 危 険率の もとに ， 統計

的 な有意性 を もつ もの であ る 。 嗜好濃度に み られ る男女

お よ び 年 齢 に 伴 う変化は ， 生 理 的 な 成長発 育 に 伴 う栄養

摂 取 星：と 関連 し，年齢「生別 に よ る 生 理 的要求度が 嗜 好 濃

度 を 規 定 す る 一つ の 要囚 と な る の で は な い か と考え られ

る。特 に 筋肉 運動 の 旺 盛 な 中学時に お い て は 高校，大 学

生以上 に 高濃度 の 嗜好 性 を示 す こ とは 以 上 の 推察 を裏が

きす る もの と思 わ れ る e 表 2 の 団 集団 平 均 値 に み ら れ る

濃度幅 は あ る意 味 に お い て ， そ の 集 団 の 嗜好 濃 度 の 幅 を

示す もの で あ る とい え る。しか し 蔚述 の よ うに 自由に 調

整 させ る 方法 に よ っ て 求め られ る 嗜好濃度 は 嗜 好 性 の 幅

に つ い て は 明 確 な 範囲 を示す も の で は な く， 嗜 好性 の 幅

は こ の 方法 に よ っ て 求 め られ る嗜好濃度 に 対 して 高濃度

側 に 約 1．5％，低 濃 度 側 に 約4．5％ の 幅 を もつ こ とが 推察

され るω
． それ ゆ え

“

丁度 よい 甘さ
”

と判定 し得 る甘 さ

22

11 12 13 14 15

の 範囲 を嗜好濃度 と規定す る 時 に は ， 第 1表 の 各 集団tc

お け る 平均値に 1．5％ を加 え た 値が 上 限 値 と な り，また

平均 値 か ら 4．5％ を さ し ひ い た 値 が 下限 値 とな る もの と

推察 さ れ る。以 上 の よ うな観点 か ら計算 され た 値 を第 2

表 に 示 し た。嗜好濃度 の 分布曲線 に つ い て は 基 本的 に は

正 規分布 を示 す が，そ の 分布 の 幅 は か な り広 く，女 子 は

最 低 濃度 2・4％ か ら最 高濃 度 22，6％ に わ た り，男子 の 場

合 も最 低 濃度 2・6％ か ら最高濃度25．4％ に わ た っ て い る。
こ の よ うに 最低 濃 度 と 最高濃 度 との 問 に 約 10倍 の 濃度差

が 認 め られ る。ま た
一一

般 に 男 子 よ り女子 の 方 が 甘 い もの

を好 む とい う通 念 が あ るが，し か し こ の よ うな 方法 に お

い て 求め ら れ た 値 に 関 し て は 男 子 は 女 子に 比 べ て 約 1〜2

％ の 高い 嗜 好 性 を示 し，か な らず しも甘 い もの は 女子 の

好 物で あ る と い っ た こ とは 言えなさそ うで あ る 。

一般的

に み て 男女 と も嗜好 濃 度 の 高い 集団 （平均値 十 標準偏差
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甘味に 対す る味 覚嗜好性に つい て

以 上 の 値 を と る 集団） で は 甘 い もの を 貯 む 者が 多 く ， ま

た逆 に 嗜好濃度 の 低い 集団 （平均値標準偏差以 下 の 値 を

と る 築 団） で は 甘 い も の よ りは，どち ら か とい え ぱ ， か

らい もの を好む者が 多 い 傾 向 が み とめ られ る。こ の 関係

を 第 3表 に 示 す。

　こ の よ うに 蔗糖水溶液 に 対する 嗜好性は
一

般食 品 の 骨

第 3表 　蔗 糖嗜好濃度 と
一

般 食物に 対す る嗜好傾向　（数字は％）

嗜好濃度 の 低 い 集 団

性　別

　　　　辛 党 1普

男

女

30，440

．0

56．550

．G

副 甘 党

ユ3．110

．0

普　通 　 の 　集 　団

辛　党 1普　通 ［．甘 　党

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 28．2　 12．7　 　 　 　 　 　 59．ユ

19．8 51．5 28．7

嗜好 濃度 の 高 い 集 団

辛 　党 i普 　副 甘 党

13．313

．8

20．041

．4

66．744

．8

味 に 対す る 嗜好 性 と関連づ け て 考 え られ る側面が ある こ

　とが わ か る。

　 3． 蔗糖癢好濃度 にお よ ぽ す諸 要 因 に つ い て

　 a． 温度 の 影響

　 小 幡氏 は 甘味 の 最鋭敏 の 温 度 を 50 °C〜52．5°Cと の べ ，

　「最適 味覚温度の 研究者 に よ っ て一
定 せ ず ，

／0〜20℃ ，
10°C〜30℃

，
20QC〜30°C 説が あ る 」 と記 して い る

コ2）
。

又 高 田 氏は 常温か ら O℃ に冷却す る と甘味感 は 約
t14 に

減少 し ， 温度 を上 昇 した 場 合，甘 味 感 は 50°C 塚 上 で 著

し く鈍 くな る と の べ て い る
13）

eHahn は 34°C〜37°C で

閾値 が 最少に な る と報 告 して い る 14｝。こ の よ うに 一定 し

た値 を 求め る こ とは 困難で ある が ， 味覚 に 影響 を お よ ぼ

す要因の
一

つ と して 温 度が 作 用 す る こ と は 明 ら か で あ ろ

う。 そ こ で 5％，10％ ，
20 ％ ，30％ の 四 種 の 蔗糖水溶液

に っ い て 0°C，30“C
，
60 °C の 温度差に よ っ て 感 じた変化

を比 較 した 15）。その 結果温度 に 対 す る味覚感度は 個人差

が大 き く，O °C と 30℃ と 6D℃ に 対 す る 感 じ方 の 変 化 に

は ， い ろ い ろ の 型 が あ る 。 そ れ ら を ま と め て 傾 向 を検討

して み る と，蔗糖濃度 が うすい 溶液 の 場 合 に は温度の 影

響が比較的認め られ や す く，大 部 分 の もの が 0℃ に 比 し

て ，30℃ や 60℃ の 溶液を よ り敏感 に 感 じて い る。し か

し蔗糖溶液 の 濃 度 が 10％ 以 上 の 場合 に は 湿度の 影 響 を一

義的 に 規 定す る こ と は 困 難で あ り，温度 の 変化に 伴 う味

覚 の 感度 は個 人 に よ っ て まちまち で あ る。

　 b ．　＊占性 に よ る影響

　溶液 の もつ 粘性 は 味覚感度 に 影響 をお よぼ す要因の
一

つ と して 考えられ る。具体的な食晶 は しば しば一定 の 範

囲に お い て 粘 性 を も っ て い る 場 合 が 多 い 。しか し 粘性 と

味 覚感度 と の 関 係 に つ い て 明 らか に さ れ た 実験結果は 少

い
。
5％ ，

10％，20％，30％ の 藤糖水溶液 と こ れ に 1％

5％，10％ の 澱粉を 加 え た蔗糖 溶液 と の 問で 甘味 を比 較

した
16）。そ の 結果 蔗 糖 水溶液に 粘 性 を与 え る こ と に よ っ

て，甘 さに 対 す る 味覚は 粘性 に 反 比 例 して 減少す る こ と

が認 め られ た 。し か し蔗糖濃度が 5％ 程度 の うすい もの

で は 粘性 に よ る 味覚感度 に は 統計的 に 有意な 変化 を生 じ

な か っ た。一
般的 に ゲ ル 状 の 食 品 の 場合 ， 相 当 な 高濃度

’
の 蔗糖 添 加 に よ ら な け れ ば ， そ れ 自 身の 甘 み を 示 さな い

こ とが し られ て い るが，こ れ は 粘性 に よ る味覚感度の 低

下 と， 現象的に は 共通 の 性質 を もつ もの と思 わ れ る。

　 ℃ ． 食 品 の もつ イ メージ の 影響に つ い て

　
一つ の 食品 に 接す る時 ， そ の もの の もつ 色 ・形 ・匂い

な ど に よ り食慾 が刺激 され 口 に す る と 同 時に 上 記 の 要 因

を は じめ すべ て の 知覚の 交互 作用 が 闘始 され，嗜好 が 決

定 され る わ け で あ る が ， そ の 過程に お い て 働 く要素 と し

て 食品に 対す る 過去の 経験か ら得 た イ メ
ージが 考えられ

る。特 に 甘味 に 対 し て 強 い イメージ を も っ た 食 品 と 甘味

以 外 の 味 覚 に イ メ ージ を与 え る 食 品 と で は 甘味 嗜 好 の 濃

度 に 差 を生 ず る こ と は 当然 で あ ろ う。 例 えば 清涼飲料等

で 期待 され る 甘 味 と菓 子 類等 で 期待 され る 甘味 で は蔗糖

濃度に 2 倍以 上 の 差 を も っ て い る。一
般的に い って 嗜 好

飲料閧係 の もの に お い て は 約ユ0％ 附近 が そ の 嗜好濃度 と

み な され て お り，
こ れ は 永溶液 に お い て 得られ た値 とほ

ぼ
一

致する もの で あ る。こ の よ うに 食品に 対す る 甘味 の

イメージ は一
般的な共通性 と と もに 反 面，各 人 の 個 入 差

が 嗜好 濃 度 の 範 囲 内 に お い て 極 め て 多様 に 変化する もの

と考え られ る e 蔗糖水溶液の 嗜好濃度 と紅茶 に つ い てb
そ れ とは 集団 の 平均値 に お い て は 有 意 な差 は 認 め られ な

い が，個 人 別 に つ い て み る と き水 溶液 の 嗜好濃度 と 紅茶
の 嗜 好濃 度 内 に は ， 相関性 は 認 め られ な い とい う実験繕

果 が得られた
1）。 この こ とか ら もその 間の 事情 の一端 を

推察す る こ と が で きる。

　食物 の 調理 が 家庭内で 終始す る時代に お い て は ， そ の

嗜好も今 日程
一

般性 は な く， 社会的な要素 が 少か っ た の

で は ない か と思 わ れ る。時代 の 進 歩 と共 に 次 第 に 食物 に

対す る 調理 加 工 が 家 庭 外 にお い て 工 業化 され，そ れ が社

会 化 され る 度禽 い が ますに つ れ て食 品 に 対す る 調味 も，
広 く消費者 の 味覚嗜好の 最大公約数的 な 平均値 を求 め る

こ とに な る。特 に 前述 の よ うな蔗糖の 嗜好 濃度幅は 他の

調味料に 比 し そ の 幅 が広 く弾 力性 が あ る こ と か ら ， 経済

性 を 考慮す る 必 要 の な い 場 合 に は 必 要以 上 に 甘味を強調
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す る傾 向 に あ る とい える。例 えば 鮮度 の お ち た 食 品 や未

熟の 果 実等 の 調理 加 工 に 欠点 を カパ ーし補 うため に 相当

高濃度 の 甘味 が 使用 され た り，食品 の 持味 を そ こ な う程

に 甘 味 が 添 加 さ れ て い る 場 合 も数 多 く見 うけ られ る
。 こ

の よ うに 最近 の 食 品 に お い て は
一般 的 に ti味 の 強 い も の

か 次 第 に普及 しつ つ あ る の が 実 情 で あ り，こ の 結 果は そ

の 食品 をと お して 与えられ る 凵
．
味 の イメ ージが 個人 の 嗜

好 を 規 制 し て ゆ くの で は な い か と 思 わ れ る。こ の よ うな

傾 向 の 中に あ っ て ，食 品 本 来 の 固 有 の 味 を効 果的 な ら し

め る 甘味の 使用濃度 の 検討の 必要 を覚える もの で あ る。

　 d． そ の 他 の 影 響

　 わ れ わ れ の 口常 の 経験 に お い て ， 心理 的な 要素 が食慾

を 大 き く規 定 す る こ とは しば しば あ る 。 こ の 根底 に は 味

覚が 心 理 的条件 に よ っ て 左右 され る か らで あ る が，こ れ

を 実験 的 に 把 握 す る こ と は き わ め て 困 難な 問 題 で あ る
。

わ れ わ れ の 実 験に お い て あ る 偶発的な 機会に 小 学生男女

に 対 して ， そ の 嗜好濃度 を低 下 させ る よ うな心 理 的な要

因 が
fj．えられ た こ とが あ っ た。こ の 集団に お い て は 男女

と も自由 に 調 整 させ た 蔗糖嗜好濃度が そ れ ぞ れ 7．5％ と

7．D％ に な り，正 規 の 集団で 期待 され る値に 比 べ て 明ら

か に 統計的 な異質性 を示 し た e こ の 値 は 嗜好 性 の 幅 の 下

限 値 に 柑 当す る もの で あ る
17 ｝。以 上 の 結果か ら心理 的な

抑 制 現 象 は嗜 好 濃 度 を嗜 好 性 の 幅 の 範囲内 に お い て 低 下

させ る要因とな る こ と が 認め られ た。そ して こ の 心 理 的

な 要因の 継続状況 は小 学生 の 場合 ， 男子 で は
一

日で そ の

効果は 失わ れ た が ，女 子 の 場合翌 日 に も そ の 抑 制 効 果が

継 続 して い る こ と が 実験的に た し か め ら れ た
17》。心理 的

要因 の 外 に 身 体 の 疲労 に 伴 う生理 的な 条件 が味覚に 影響

を お よぼ す こ とが 考 え ら れ る 。 例 え ば は げ しい ス ポーツ

を し た後 の 被験者に つ い て は ，ス ポーツ 前 の 値 に 比 し よ

り高 い 嗜好濃度 を示 す こ とが 数例 み と め られ た が ，こ の

点 に つ い て は な お 今後統計 的 な処 理 に た え る具体例を集

取 す る 予定 で あ る。そ の 他食 前食後 の 空 腹感 と満腹感が

味覚に 影 響を お よ ぼ す こ と が 考 え られ る が ，中 学 生 の 集

団 に つ い て 測 定 され た 実 験 結 果に よれ ば，蔗糖 の 嗜好濃

度 に 関 し両者 は 統計的 に 有意な 差 を生 じな い こ とが み ら

れ た
18〕。

　 お 　 わ 　 り　 に

　味覚 の もつ 複雑さと，あい まい さ とは こ れ に 影響す る

要因 の 多種 多様性 に 基 づ くも の で あ る と 共に ，味覚の 判

定 が 個 入 の 主 観的 な 感覚的経 験 に 依存 せ ざる をえない と

い う事情に も由来す る もの で あ る。わ れ わ れ は味 覚 の 問

題 を蔗糖溶液の 嗜 好 性 に 焦 点 を し ぼ っ て ，い くつ か の 研

究 を 行 っ て き た が ，そ の 得 られ た 結果 は 味 覚 の もつ 問題

の ご く一部分に す ぎ な い e そ れ ゆ えこ こ で 結論的な こ と

24

をの べ る こ とは さ しひ か えなけれ ば ならない が，われ わ

れ の 実験 を通 じて理 解 され たい くつ か の 点 を ま とめ ， 更

に 今 後 の 研究の 課題 を の べ て み た い 。

　 ま ず味覚表現 の もつ 個 人 の 主 観的な 側面 に つ い て は ，

実験条件や実験方法 の 検討 ， 判定に 使用す る 言語内容 の

明確化 な どに よ っ て，技術 的 に 解決で ぎ る い くつ か の 点

が しら れ た
。 例 え ば

“
嗜好 濃 度

”
に つ い て も ， 自由 に 溶

液 を調整さぜ て 得 られ る最適嗜好濃度 と，調整され た溶

液に 対す る嗜好 の 判 定 に よ っ て得 ら れ る 嗜好濃度 と は ，

こ れ を 区 別す る 必 要 の あ る こ と，ま た 個 人 の もつ 嗜 好 濃

度 幅 と集 団 の 嗜 好 濃 度 幅 と の 区別 の 必 要性 な ど が 確認 さ

れ た。

　 しか し味 覚 の もつ 最 も本 質的 な 閊題 は 味覚を 規 定す る

諸要因 の 解明に あ る こ と は 言 を また な い 。わ れ わ れ の 実

験 を 通 して も嗜好濃度 が 年齢や性 の 相違 とい っ た 1浬 的

な 要因に よ っ て 変化す る こ とが 認 め られ た が ，こ の 点を

更に
一

般化す る ため に は，よ り広 い 集 団 に わ た る 実験 が

今 後 必 要 と され る。生理 的な要因の うち特に 重要な 意味

を もつ もの と して 遺 伝的 な 要素 を無 視す る こ と は で きな

い。こ の 点tcつ い て は広 く民 族 の レベ ル か ら個人 の レペ

ル に 至 る まで 種々 の 観点 か らの 問 題 が 考 え ら れ る。例 え

ば 民族 の もつ 食 「生に 反 映 す る 嗜好 の 問題や ，同一年 齢 ，

同
一

性内の 集団に お け る 個人 の示 す 嗜 好 濃度 に 数倍 の 相

違が み ら れ る こ とな どは ， 遺伝的な要因 と の 闘係 に お い

て 解明さ れ る 問題で は なか ろ うか 。一般 的に い わ れ る 遺

伝的 な 要 因 と後天 的な 要囚 と の 関係 は ，味 覚に つ い て も

同 様問題 と さ れ る
。 す な わ ち 生 理 的な要因 と相ま っ て環

境や 経 験 に よ っ て 与えられ る 影響が，味覚 を ど の よ うに

変 えて い くか，こ れ は 味覚に と っ て 最 も大 き な 問題 とい

え よ う。家庭 に お け る 食 生 活の 内 容，地 域 の もつ 食生活

の 特殊性 ， 又 広 く文化社会学的観点 に お け る 文明 の もつ

意味 ， な ど が 味覚 と の 関係 に お い て 考 え られ るぺ きで あ

る．例えば砂糖 の 消費量 は そ の 国 の 文 化 の 程度 を示 す と

い わ れ る位，文化的な 食生 活 に お い て は 廿味が 大ぎな比

重 を しめ て い る
。

こ の よ うな傾向は その 社会に 住 む人 々

の 味覚の 嗜好濃度 を次第に高い 値 へ とか えて い くもの で

あ る こ と が 推察 され る。又 学 校 給食 や 外 食 な ど に よ り無

意 識 的 に 与 え ら れ る 嗜好 の 影 響等，わ れ わ れ を と りま く

多 くの 条件が 味 覚 と関係 を も っ て い る こ とが 指摘 ．きれ る．

こ れ らの 外 的 とい え る条件が 離述の 生 理 的 な 要 因 と 作 用

し あ っ て，ど の よ うに し て 具体的な嗜好 性 を決定 して い

くの か ， こ れ が 味覚 の 解 明 に 課 せ ら れ た 今後 の 研究の 課

題 で あ ろ う．
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甘味に 対する昧覚嗜好性に つ い て

期 大 学寺 岡 宏教授 に は終始御指 導を い ただ き， 懇切 丁 寧

な助言の も とに 研究を重 ね る こ とが で ぎ，更に 本 稿 の 作

成 に つ い て も種 々 の 御批判 と御指 導を 賜わ りまし た こ と

を衷心 よ り厚 く御礼申し上 げ ま す。
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