
大
平
◉
東
原
先
生
が
、
匂
い
の
研
究
を
は
じ
め
た

き
っ
か
け
と
い
う
の
は
？

東
原
◉
じ
つ
は
私
、
原
田
知
世
さ
ん
の
フ
ァ
ン
で
。

「
時
を
か
け
る
少
女
」（
大
林
宣
彦
監
督
）
と
い
う
映
画

を
高
校
生
の
と
き
に
観
て
、
主
人
公
が
実
験
室
で
嗅

い
だ
ラ
ベ
ン
ダ
ー
の
香
り
が
引
き
金
と
な
っ
て
時
空

間
を
さ
迷
う
。「
香
り
っ
て
こ
ん
な
力
が
あ
る
ん
だ
」

と
思
っ
た
の
が
、
そ
も
そ
も
の
は
じ
ま
り
で
…
…
。

大
平
◉
香
り
が
、
人
間
に
何
か
し
ら
の
生
理
的
な
反

応
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
ね
。
森

林
総
研
も
、
五
感
を
通
し
た
刺
激
が
癒
し
効
果
に
つ

な
が
る
と
い
う
研
究
を
行
っ
て
い
ま
す
。

東
原
◉
大
学
で
は
建
築
志
望
だ
っ
た
の
で
、
空
間
が

人
間
に
与
え
る
影
響
に
す
ご
く
興
味
が
あ
っ
た
ん
で

す
。
香
り
や
フ
ェ
ロ
モ
ン
は
、
空
間
に
あ
る
も
の
で

す
。
た
と
え
ば
森
林
で
は
、
あ
る
動
物
は
こ
こ
ら
に

棲
ん
で
、
あ
る
植
物
は
こ
こ
に
生
え
て
と
い
う
生
態

系
が
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
生
物
た
ち
は
、
匂
い

を
頼
り
に
エ
サ
や
パ
ー
ト
ナ
ー
を
求
め
、
天
敵
と
駆

け
引
き
を
し
な
が
ら
、
棲
み
分
け
を
し
て
い
る
。
野

生
生
物
の
世
界
は
、
匂
い
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て

い
て
、
じ
つ
は
環
境
を
作
っ
て
い
る
の
は
、
匂
い
と

い
っ
て
も
い
い
く
ら
い
で
す
。
人
間
の
暮
ら
し
も
、

五
感
か
ら
の
信
号
で
成
り
立
っ
て
い
て
、
と
く
に
匂

い
が
果
た
す
役
割
は
大
き
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

大
平
◉
森
に
行
く
と
漂
っ
て
く
る
木
々
の
香
り
に
癒

や
さ
れ
ま
す
ね
。
そ
も
そ
も
、
匂
い
と
は
ど
う
い
っ

た
も
の
な
の
で
し
ょ
う
？

東
原
◉
「
匂
い
物
質
」
は
、
世
の
中
に
数
十
万
種
類

あ
る
と
い
わ
れ
て
ま
す
。
た
と
え
ば
、
お
茶
の
香
り

も
３
０
０
〜
４
０
０
種
類
ぐ
ら
い
の
「
匂
い
物
質
」

の
混
合
で
、
わ
た
し
た
ち
は
そ
れ
ら
を
全
体
と
し
て

東京大学農学部・生物化学研究室にて
Photo by Godo Keiko
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ひ
と
つ
の
「
匂
い
」
と
感
じ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

一
つ
ひ
と
つ
の「
匂
い
物
質
」は
、
鼻
の
中
の
嗅
覚

受
容
体
＊
と
い
う
セ
ン
サ
ー
で
認
識
さ
れ
て
い
ま
す
。

人
間
に
は
約
４
０
０
種
類
の
セ
ン
サ
ー
が
あ
っ
て
、

「
匂
い
物
質
」と
セ
ン
サ
ー
が
多
対
多
の
関
係
で
識
別

さ
れ
ま
す
。
約
４
０
０
種
類
の
組
み
合
わ
せ
で
す
か

ら
、
計
算
上
で
は
１
万
と
か
数
十
万
種
類
の「
匂
い
」

を
識
別
で
き
る
わ
け
で
す
ね
＊
。
そ
の
識
別
の
シ
グ

ナ
ル
が
脳
に
伝
わ
っ
て
認
識
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

大
平
◉
匂
い
を
嗅
ぐ
と
、
瞬
間
的
に
記
憶
が
呼
び
覚

ま
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。

東
原
◉
ヒ
ト
は
大
脳
を
発
達
さ
せ
た
生
物
で
す
が
、

脳
の
根
幹
に
辺
縁
系
＊
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
り

ま
す
。
鼻
に
入
っ
て
き
た
匂
い
の
信
号
は
一
回
神
経

を
乗
り
換
え
る
だ
け
で
辺
縁
系
に
非
常
に
短
距
離
で

入
っ
て
行
く
ん
で
す
。
扁
桃
体
や
視
床
下
部
と
い
っ

た
情
動
や
気
持
ち
を
左
右
す
る
場
所
に
入
力
さ
れ
、

さ
ら
に
記
憶
を
司
る
海
馬
に
も
入
る
。
ま
た
、
前
頭

野
＊
で
何
の
匂
い
か
を
認
知
す
る
。
本
能
行
動
を
司

る
辺
縁
系
に
短
距
離
で
入
力
さ
れ
る
の
で
、
瞬
間
的

に
内
分
泌
に
影
響
を
与
え
て
生
理
効
果
と
し
て
か
ら

だ
に
現
れ
る
わ
け
で
す
。
匂
い
を
嗅
ぐ
と
昔
の
こ
と

を
思
い
出
す
の
は
、
海
馬
と
の
結
び
つ
き
で
す
ね
。

匂
い
は
、
大
脳
の
根
幹
部
分
で
認
識
さ
れ
る
の
で
、

生
理
効
果
や
記
憶
と
ス
ト
レ
ー
ト
に
結
び
つ
き
、
情

動
を
変
化
さ
せ
る
、
そ
う
い
う
力
を
持
っ
て
い
る
わ

け
で
す
。
こ
う
し
た
し
く
み
が
、
明
ら
か
に
な
っ
て

き
た
の
は
、
こ
の
30
年
ほ
ど
の
こ
と
で
す
。

大
平
◉
嗅
覚
受
容
体
の
種
類
数
は
、
他
の
動
物
た
と

え
ば
イ
ヌ
と
か
は
ヒ
ト
よ
り
多
い
の
で
し
ょ
う
ね
。

東
原
◉
イ
ヌ
は
お
よ
そ
８
０
０
種
類
で
、
ネ
ズ
ミ
が

１
０
０
０
種
類
く
ら
い
で
し
ょ
う
か
。
い
ち
ば
ん
嗅

覚
受
容
体
が
多
い
の
が
ア
フ
リ
カ
ゾ
ウ
で
す
。

大
平
◉
ア
フ
リ
カ
ゾ
ウ
？
！

東
原
◉
約
２
０
０
０
種
類
あ
り
ま
す
。
生
物
の
中
で

最
大
で
す
ね
。
ア
フ
リ
カ
ゾ
ウ
は
非
常
に
匂
い
の
識

別
能
力
が
高
い
。
感
度
が
い
い
と
い
う
よ
り
、
セ
ン

サ
ー
が
多
い
分
、
識
別
能
力
が
上
が
る
わ
け
で
す
。

大
平
◉
じ
つ
は
私
の
参
加
し
て
い
る
研
究
チ
ー
ム
で

木
材
の
外
敵
の
シ
ロ
ア
リ
が
ど
こ
に
い
る
か
特
定
す

る
の
に
、
シ
ロ
ア
リ
探
知
犬
を
使
っ
て
解
明
し
よ
う

と
い
う
研
究
を
今
年
か
ら
始
め
た
ん
で
す
。イ
ヌ
は
、

シ
ロ
ア
リ
の
い
る
と
こ
ろ
に
、
す
ご
く
反
応
す
る
ん

で
す
。
あ
れ
は
、
イ
ヌ
に
と
っ
て
は
シ
ロ
ア
リ
が
エ

サ
と
か
、
遊
び
と
か
に
結
び
つ
く
の
で
し
ょ
う
か
？

東
原
◉
お
そ
ら
く
、そ
れ
は
麻
薬
探
知
犬
と
同
じ
で
、

ハ
ン
ド
ラ
ー
（
犬
を
扱
う
飼
い
主
）
と
の
信
頼
関
係
で

す
ね
。
シ
ロ
ア
リ
の
匂
い
を
覚
え
て
、
そ
れ
を
見
つ

け
る
と
飼
い
主
と
遊
ん
で
も
ら
え
る
、
ご
褒
美
を
も

ら
え
る
。
そ
の
喜
び
で
す
ね
。
そ
う
い
う
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
を
す
る
わ
け
で
す
。

大
平
◉
何
回
か
試
験
し
た
の
で
す
が
、
イ
ヌ
が
こ
こ

に
シ
ロ
ア
リ
が
い
る
と
い
っ
て
も
、
我
々
人
間
に
は

ま
っ
た
く
匂
わ
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
そ
れ
は
や
は
り

セ
ン
サ
ー
の
数
の
違
い
で
し
ょ
う
か
。

東
原
◉
そ
れ
も
で
す
が
、
イ
ヌ
は
嗅
上
皮
自
体
が
人

間
よ
り
数
十
倍
広
く
て
、
さ
ら
に
嗅
神
経
細
胞
か
ら

出
て
い
る
嗅
繊
毛
が
太
い
ん
で
す
。
な
の
で
嗅
覚
受

容
体
の
密
度
が
高
く
な
っ
て
い
る
の
か
な
と
。

大
平
◉
最
近
ア
ロ
マ
が
ブ
ー
ム
で
、
国
産
材
の
精
油

を
見
直
そ
う
と
か
、
海
外
か
ら
も
い
ろ
い
ろ
輸
入
さ

れ
て
く
る
中
で
、
日
本
人
が
好
き
な
香
り
、
他
の
国

の
方
が
好
き
な
香
り
と
い
う
の
が
そ
れ
ぞ
れ
ち
が
う

み
た
い
で
す
ね
。

Key Words  「匂い」の識別

「匂い物質」の分子と嗅覚受容体との関係は、図のように、複数

の匂い分子が１つの嗅覚受容体で検知される一方、１つの匂い

分子を複数の嗅覚受容体で検知するという、多対多の関係となっ

ている。１つの匂い分子が、いくつかの嗅覚受容体によって検

知された信号の組み合わせを「嗅覚受容体コード」といい、その

コードごとにひとつの「匂い」として認識される。ヒトでは嗅覚

受容体が400種類ほどあるので、その組み合わせは、数十万種

類の匂い物質を嗅ぎ分けるのに十分な能力を持っている。

＊

Key Words  嗅覚受容体

「匂い物質」が鼻の中に入ると、嗅粘膜にある嗅神

経細胞からでている嗅繊毛でキャッチされる。嗅

繊毛の先端には、嗅覚受容体とよばれる「匂い物

質」の分子を認識するタンパク質があり、センサー

の役目を果たしている。さまざまな匂いを嗅ぎ分

ける能力は、その生物がもっている嗅覚受容体の

種類と数によって決まる。

ここに嗅覚受容体があり、「匂い物

質」の分子を検知して、その情報

を嗅球を通して脳へと伝える。

＊

嗅球

嗅粘膜

嗅神経細胞

嗅
きゅう

繊
せん

毛
もう

匂い分子

匂い分子

嗅覚受容体

嗅覚受容体 嗅覚受容体コード
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東
原
◉
や
は
り
食
文
化
な
ど
、
ど
う
い
う
香
り
を
経

験
し
て
育
っ
た
か
は
、
非
常
に
大
き
い
で
す
ね
。

大
平
◉
匂
い
の
記
憶
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
？

東
原
◉
そ
う
で
す
ね
。
た
と
え
ば
納
豆
や
出
汁
の
香

り
は
大
方
の
日
本
人
に
と
っ
て
い
い
匂
い
で
す
ね
。

で
も
外
国
の
人
に
と
っ
て
は
、
腐
臭
や
生
臭
さ
を
感

じ
る
よ
う
で
す
。
そ
れ
は
や
は
り
そ
う
し
た
食
文
化

で
育
っ
て
な
い
か
ら
で
す
ね
。
逆
に
日
本
人
が
あ
ま

り
好
ま
な
い
の
は
、
た
と
え
ば
香
水
と
か
、
教
会
の

香
り
。
も
ち
ろ
ん
人
に
よ
り
ま
す
が
、
ど
ち
ら
か
と

い
う
と
日
本
人
は
、
教
会
よ
り
お
寺
の
匂
い
に
安
ら

ぎ
を
感
じ
る
よ
う
で
す
。
ヒ
ノ
キ
の
香
り
は
、
圧
倒

的
に
日
本
人
が
好
み
ま
す
ね
。

大
平
◉
そ
れ
は
昔
か
ら
身
近
に
あ
っ
て
、
記
憶
に
刻

ま
れ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
お
寺
か
ら
漂
う
お
香
と

か
、
ど
ん
ど
焼
き
の
匂
い
と
か
。

東
原
◉
そ
う
そ
う
、
お
香
の
匂
い
は
国
に
よ
っ
て
ち

が
い
ま
す
が
、
日
本
人
に
と
っ
て
お
寺
と
お
香
の
つ

な
が
り
は
、
馴
染
み
深
い
匂
い
で
す
ね
。

大
平
◉
森
の
産
物
で
い
う
と
、
松
茸
の
香
り
は
日
本

人
に
と
っ
て
高
級
感
の
あ
る
香
り
で
す
。
フ
ィ
ン
ラ

ン
ド
で
も
松
茸
は
た
く
さ
ん
で
る
そ
う
で
す
が
、
現

地
の
方
は
あ
ま
り
興
味
を
示
さ
な
い
。
こ
れ
は
身
近

に
あ
る
け
ど
食
の
経
験
が
な
い
か
ら
で
し
ょ
う
か
？

東
原
◉
日
本
で
は
高
級
食
材
と
し
て
子
ど
も
の
頃
か

ら
「
こ
れ
は
す
ご
く
美
味
し
く
て
高
級
な
も
の
」
と

刷
り
込
ま
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
し
た
記
憶
と
結
び

つ
い
た
香
り
な
ん
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
い
う

食
文
化
の
な
い
人
に
と
っ
て
は
、
あ
れ
は
単
な
る
キ

ノ
コ
く
さ
い
、
土
臭
い
匂
い
に
感
じ
る
わ
け
で
す
。

逆
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
は
ト
リ
ュ
フ
は
お
い
し
い
キ

ノ
コ
で
、
す
ご
く
い
い
匂
い
な
わ
け
で
す
。
日
本
人

に
は
ト
リ
ュ
フ
の
香
り
は
、馴
染
み
が
薄
い
わ
け
で
、

は
じ
め
て
嗅
ぐ
と
違
和
感
が
あ
る
。

大
平
◉
ト
リ
ュ
フ
は
豚
が
匂
い
で
探
す
そ
う
で
す
ね
。

東
原
◉
な
ん
で
豚
が
探
す
か
と
い
う
と
、
ト
リ
ュ
フ

の
匂
い
に
豚
の
フ
ェ
ロ
モ
ン
と
同
じ
物
質
が
入
っ
て

い
る
か
ら
な
ん
で
す
。
そ
れ
で
雌
豚
が
反
応
す
る
。

大
平
◉
そ
う
い
う
こ
と
で
す
か
！

東
原
◉
豚
の
オ
ス
の
唾
液
か
ら
出
る
フ
ェ
ロ
モ
ン

で
、
そ
れ
を
メ
ス
が
感
じ
る
と
お
尻
を
突
き
出
し
て

受
け
入
れ
行
動
を
と
る
ん
で
す
。

大
平
◉
フ
ェ
ロ
モ
ン
と
匂
い
物
質
と
い
う
の
は
、
ど

の
よ
う
に
区
分
け
し
て
る
の
で
し
ょ
う
？

東
原
◉
匂
い
物
質
は
、
分
子
量
的
に
３
０
０
以
下
ぐ

ら
い
の
低
分
子
で
、
揮
発
し
て
鼻
の
中
に
入
る
と
、

セ
ン
サ
ー
で
匂
い
と
し
て
感
じ
て
い
る
。
フ
ェ
ロ
モ

ン
も
同
様
で
す
が
、
あ
る
個
体
が
出
し
た
物
質
が
微

量
で
も
遠
く
ま
で
届
い
て
、
同
種
の
別
の
個
体
が
受

け
取
り
、
あ
る
行
動
あ
る
い
は
生
理
的
な
変
化
を
引

き
起
こ
す
。
そ
う
し
た
画
一
的
な
作
用
を
す
る
物
質

を
フ
ェ
ロ
モ
ン
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
ま
た
、
必
ず
し

も
鼻
で
感
知
す
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら

フ
ェ
ロ
モ
ン
は
匂
わ
な
く
て
も
い
い
ん
で
す
。
た
と

え
ば
、
有
名
な
カ
イ
コ
ガ
の
メ
ス
が
オ
ス
を
引
き
つ

け
る
ボ
ン
ビ
コ
ー
ル
と
い
う
フ
ェ
ロ
モ
ン
物
質
、
あ

れ
は
ヒ
ト
に
は
ほ
と
ん
ど
匂
わ
な
い
で
す
ね
。
カ
イ

コ
は
触
角
で
ボ
ン
ビ
コ
ー
ル
を
感
じ
と
り
ま
す
。

大
平
◉
匂
い
の
識
別
は
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
ち
ゃ

ん
で
も
、
本
能
的
に
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
？

東
原
◉
生
ま
れ
る
前
か
ら
で
き
て
る
よ
う
で
す
。
フ

ラ
ン
ス
の
有
名
な
研
究
が
あ
っ
て
、
妊
娠
し
て
い
る

お
母
さ
ん
た
ち
の
実
験
で
、
フ
ラ
ン
ス
人
が
よ
く
使

う
ア
ニ
ス
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
っ
た
料
理
を
食
べ
つ
づ
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「神社は植物の香りを含んだ、いい「気」が流れていて好きな

嗅覚空間です。いい飲み屋も「気」を嗅ぎとって見つけます。」

巻頭◉対談

イヌはおよそ 800 種類で、ネズミが 1000 種類くらい。
いちばん嗅覚受容体が多いのがアフリカゾウです。

Key Words  前頭野と辺縁系

前頭野は知能や理性など思考を司り、情動とのバ

ランスをとる大脳部位と考えられている。哺乳類

で大きく進化し、とくにヒトでは大脳の30％ほ

どを占めることから、ヒトをヒトたらしめている

中枢といえる。それに対して、大脳辺縁系には本

能や情動などを司る扁桃体、視床下部、海馬など

があり、ホルモンを分泌する内分泌系や内臓機能

を調節する自律神経系に直接働きかける。

＊

ひと
　こと

ヒトの大脳

←こちらが前

大脳辺縁系の位置

前頭野の位置

嗅球

嗅覚受容体が検知したにおい

の情報を処理する脳の部位。

5 巻頭◉対談　世界は、香りに満ちている



け
た
母
親
と
、
全
く
ア
ニ
ス
を
食
べ
な
か
っ
た
母
親

と
で
比
べ
る
と
、
ア
ニ
ス
を
食
べ
た
母
親
か
ら
生
ま

れ
た
子
ど
も
は
、
生
ま
れ
た
後
に
ア
ニ
ス
の
香
り
を

嗅
が
せ
て
も
嫌
が
ら
な
い
け
れ
ど
、
ア
ニ
ス
を
食
べ

な
か
っ
た
母
親
か
ら
生
ま
れ
た
子
ど
も
は
、
ア
ニ
ス

の
香
り
を
嫌
が
る
そ
う
で
す
。
胎
児
の
時
か
ら
お
母

さ
ん
が
ど
う
い
う
も
の
を
食
べ
て
い
る
か
を
記
憶
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
で
、
生
ま
れ
る
と
お

母
さ
ん
の
母
乳
の
記
憶
を
持
つ
。
な
の
で
、
別
の
母

親
の
母
乳
と
自
分
の
母
親
の
母
乳
を
与
え
て
選
ば
せ

る
と
母
親
の
母
乳
を
選
ぶ
そ
う
で
す
。

大
平
◉
匂
い
は
奥
深
い
で
す
ね
。
現
代
社
会
に
お
い

て
人
間
は
、
あ
ま
り
匂
い
を
意
識
し
な
く
な
っ
た
と

言
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
じ
つ
は
無
意
識
に
匂
い
が
大

き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
し
ょ
う
ね
。

東
原
◉
あ
り
ま
す
ね
。
植
物
の
匂
い
も
新
緑
の
季
節

で
う
わ
ぁ
ー
っ
と
出
な
い
限
り
は
、
あ
ん
ま
り
意
識

し
な
い
で
す
が
、
植
物
の
匂
い
は
ふ
だ
ん
か
ら
そ
こ

ら
中
に
あ
る
わ
け
で
、世
界
は
香
り
に
満
ち
て
ま
す
。

認
知
ま
で
は
さ
れ
な
い
け
れ
ど
、検
知
は
し
て
い
る
。

鼻
に
は
情
報
が
入
っ
て
き
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
実
験

で
完
全
に
匂
い
を
遮
断
し
ち
ゃ
う
と
、
そ
の
こ
と
に

気
づ
い
て
、
非
常
に
不
安
感
を
感
じ
る
ん
で
す
。

　

調
香
師
さ
ん
と
か
匂
い
を
嗅
ぎ
つ
づ
け
る
仕
事
を

す
る
人
は
、
鼻
が
疲
れ
て
く
る
と
匂
い
が
わ
か
ら
な

く
な
る
。
そ
ん
な
と
き
彼
ら
が
鼻
を
リ
セ
ッ
ト
す
る

た
め
に
す
る
の
が
、
自
分
の
匂
い
を
嗅
ぐ
こ
と
な
ん

で
す
。
こ
れ
で
元
に
戻
す
ん
で
す
。
自
分
の
匂
い
な

ん
て
そ
ん
な
に
匂
わ
な
い
。
で
も
、
じ
つ
は
い
っ
ぱ

い
匂
い
が
出
て
る
ん
で
す
よ
。
人
っ
て
何
気
な
く
鼻

を
こ
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。
あ
れ
も
、
自
分
の

匂
い
を
嗅
い
で
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
い
る
ん
で
す
。

大
平
◉
そ
う
い
う
こ
と
な
ん
だ
！

東
原
◉
自
分
の
匂
い
を
嗅
ぐ
と
、安
心
す
る
ん
で
す
。

科
学
的
な
根
拠
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
ん
だ
け
ど
。

大
平
◉
先
生
の
発
見
か
と
思
い
ま
し
た
。

東
原
◉
い
や
い
や
（
笑
）。
匂
わ
な
く
て
も
無
意
識

の
う
ち
に
い
ろ
ん
な
匂
い
の
信
号
は
入
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
す
。

大
平
◉
一
定
の
値
を
超
え
た
も
の
と
超
え
な
い
も
の

で
反
応
が
ち
が
う
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

東
原
◉
ま
ず
無
意
識
に
検
知
し
て
い
る
。
そ
の
次
の

段
階
と
し
て
な
ん
か
匂
う
け
れ
ど
な
ん
の
匂
い
か
わ

か
ら
な
い
。さ
ら
に
濃
く
な
る
と
、た
と
え
ば
カ
レ
ー

の
匂
い
だ
と
か
、
認
知
す
る
、
そ
う
い
う
い
く
つ
か

の
段
階
に
分
か
れ
ま
す
ね
。

大
平
◉
も
の
す
ご
く
強
い
匂
い
と
そ
れ
が
薄
ま
っ
た

時
の
ほ
わ
っ
と
し
た
匂
い
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
そ
の

濃
度
も
関
係
あ
る
ん
で
す
か
？　

た
と
え
ば
、
犬
は

も
の
す
ご
く
嗅
覚
が
良
く
て
、
強
い
匂
い
で
も
弱
い

匂
い
で
も
全
然
平
気
な
わ
け
で
す
よ
ね
。

東
原
◉
探
知
犬
と
か
は
、
薄
い
匂
い
と
濃
い
匂
い
の

両
方
覚
え
さ
せ
て
い
る
ん
で
す
。
薄
い
匂
い
だ
け
だ

と
、濃
い
匂
い
は
検
知
で
き
な
か
っ
た
り
す
る
の
で
。

な
ぜ
か
と
い
う
と
、
味
覚
は
、
濃
く
て
も
薄
く
て
も

甘
い
も
の
は
甘
い
。
甘
み
の
セ
ン
サ
ー
は
一
種
類
し

か
な
い
か
ら
で
す
。
で
も
、
匂
い
の
場
合
は
数
百
種

類
あ
っ
て
、そ
の
組
み
合
わ
せ
で
認
識
し
て
い
ま
す
。

そ
う
な
る
と
、
濃
度
に
よ
っ
て
セ
ン
サ
ー
が
受
け
取

る
パ
タ
ー
ン
が
違
っ
て
く
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
匂
い

の
質
も
変
わ
る
。
つ
ま
り
匂
い
は
薄
い
時
と
濃
い
時

と
で
は
、
質
が
変
わ
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
麻
薬
探

知
犬
に
は
、
麻
薬
の
匂
い
の
濃
度
を
変
え
て
、
い
ろ

ん
な
パ
タ
ー
ン
で
覚
え
さ
せ
る
わ
け
で
す
。

大平 辰朗（おおひら　たつろう）

1963年愛知県生まれ。静岡大学農学部林産学科卒業。林野庁入

庁、林業試験場林産化学部研究員、森林総合研究所生物機能開

発部主任研究官、同所樹木抽出成分研究室室長、同所森林資源

化学研究領域長、関西支所長、現在に至る。農学博士（筑波大学）。

東京大学、名古屋大学大学院非常勤講師。専門分野：天然物化学、

バイオマス化学。植物由来の生物活性物質に関する研究に従事。

「何気ない生活の中で体験する香りは「ときめき」や「安らぎ」など
を感じさせてくれ、平凡な毎日のアクセントになっています。」

巻頭◉対談

温泉は、長い時間をかけて雨水が土壌にしみこんだものなので、
そこに木由来の物質があってあたりまえなのでしょうね。

ひと
　こと

＊
Key Words BVOC(生物起源揮発性有機化合物）

Biogenic Volatile Organic Compound の略

で、常温で揮発する有機化合物のこと。近年

の研究では、森林をはじめとして多くの植

物がBVOCを放出していることがわかってい

る。また、海や土壌、人為的な発生もあり、

地球規模での環境問題への影響が研究・解明

されつつある。
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大
平
◉
質
が
変
わ
る
と
い
う
の
は
、
物
質
は
同
じ
だ

け
ど
そ
れ
を
受
け
る
側
の
パ
タ
ー
ン
が
変
わ
る
？

東
原
◉
そ
う
な
ん
で
す
。
た
と
え
ば
ジ
ャ
ス
ミ
ン
の

匂
い
に
含
ま
れ
る
香
り
に
イ
ン
ド
ー
ル
と
い
う
の
が

あ
り
ま
す
が
、
あ
れ
は
薄
い
と
ジ
ャ
ス
ミ
ン
ら
し
い

香
り
で
す
が
、
濃
く
な
る
と
動
物
の
フ
ン
の
匂
い
に

な
り
ま
す
。
そ
れ
は
受
容
体
の
パ
タ
ー
ン
が
、
変
化

す
る
こ
と
で
、
匂
い
の
質
が
ち
が
う
も
の
と
し
て
認

識
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
な
わ
け
で
す
。

大
平
◉
森
林
な
ど
を
散
策
す
る
と
、
木
だ
け
じ
ゃ
な

く
て
土
と
か
苔
と
か
い
ろ
ん
な
も
の
の
匂
い
が
し
て

ま
す
よ
ね
。
こ
れ
ま
で
数
十
カ
所
の
森
林
の
香
り
を

調
べ
て
き
ま
し
た
が
、
検
出
さ
れ
る
も
の
は
葉
か
ら

出
て
い
る
も
の
以
外
に
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
土
の
香

り
と
か
、
腐
葉
土
の
香
り
と
か
い
ろ
ん
な
微
生
物
も

出
し
て
い
て
、
Ｂ
Ｖ
Ｏ
Ｃ
＊
と
い
い
ま
す
が
…
…
。

　
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
る
と
、
日
本
人
は
ヒ
ノ
キ

の
香
り
が
好
き
で
、
こ
れ
は
身
近
に
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
も
大
き
い
の
で
し
ょ
う
ね
。
ヒ
ノ
キ
風
呂
と
か

桶
と
か
身
近
に
使
っ
て
き
ま
し
た
か
ら
。

東
原
◉
そ
う
、
記
憶
で
す
ね
。
い
い
記
憶
と
や
は
り

結
び
つ
い
て
い
る
。
ヒ
ノ
キ
の
匂
い
を
嗅
ぎ
な
が
ら

温
泉
に
入
っ
て
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
気
持
ち
よ
く
な
る

と
い
う
刷
り
込
み
も
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

大
平
◉
温
泉
の
成
分
を
調
べ
て
い
く
と
な
ん
と
、
そ

の
周
り
に
あ
る
木
々
の
成
分
が
微
量
で
す
が
検
出
さ

れ
た
ん
で
す
。
温
泉
は
、
長
い
時
間
を
か
け
て
雨
水

が
土
壌
に
し
み
こ
ん
だ
も
の
な
の
で
、
そ
こ
に
木
由

来
の
物
質
が
あ
っ
て
あ
た
り
ま
え
な
の
で
し
ょ
う

ね
。
ま
た
、
静
岡
県
沖
の
深
層
海
層
水
を
調
べ
た
先

生
が
い
て
、
す
る
と
富
士
山
麓
の
ス
ギ
の
成
分
が
含

ま
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。

東
原
◉
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
の
中
に
も
何
か
検
出

さ
れ
る
ん
で
す
か
、
そ
う
し
た
匂
い
物
質
が
？

大
平
◉
可
能
性
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
い
ま
の
話
が

ま
さ
に
そ
の
証
明
に
な
る
と
思
う
ん
で
す
。

東
原
◉
非
常
に
微
量
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ど
こ
に

い
て
も
わ
た
し
た
ち
の
暮
ら
し
は
、
そ
う
し
た
樹
木

の
香
り
で
満
た
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

大
平
◉
針
葉
樹
は
、
テ
ル
ペ
ン
類
が
多
い
。
広
葉
樹

は
炭
化
水
素
系
の
も
の
が
多
い
か
な
。
主
と
な
る
物

質
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
ま
す
。
日
本
は
木
材
で

お
椀
を
作
っ
た
り
、
割
り
箸
を
作
っ
た
り
、
ク
ロ
モ

ジ
で
爪
楊
枝
を
作
っ
た
り
。
醤
油
や
味
噌
な
ど
の
調

味
料
や
お
酒
な
ど
、
木
材
で
作
っ
た
樽
を
使
っ
て

作
っ
て
き
た
。

東
原
◉
当
然
、
な
ん
ら
か
の
香
り
が
影
響
を
与
え
ま

す
よ
ね
。

大
平
◉
森
林
総
研
の
最
近
の
研
究
で
は
、
木
材
を

使
っ
た
空
気
の
浄
化
や
、
木
材
そ
の
も
の
か
ら
お
酒

を
作
る
と
い
う
よ
う
な
研
究
も
や
っ
て
い
ま
す
。

東
原
◉
そ
れ
は
、
面
白
い
で
す
ね
。
樹
木
に
は
そ
れ

ぞ
れ
に
特
徴
的
な
成
分
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
か
ら
、

さ
ま
ざ
ま
な
面
で
活
用
で
き
る
で
し
ょ
う
ね
。

　

匂
い
物
質
も
で
す
が
、
そ
う
し
た
樹
木
た
ち
が

持
っ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
成
分
は
、
文
明
を
支
え
て

き
た
貴
重
な
遺
伝
資
源
で
す
ね
。
そ
れ
ら
の
さ
ら
な

る
解
明
は
と
て
も
重
要
な
研
究
で
す
。
最
近
は
目
先

の
成
果
ば
か
り
を
求
め
る
風
潮
も
強
い
で
す
が
、
森

林
総
研
に
は
ぜ
ひ
長
期
的
な
視
点
で
、環
境
問
題
や
、

森
林
、
農
業
と
い
っ
た
分
野
に
貢
献
で
き
る
よ
う
な

基
礎
研
究
の
場
を
し
っ
か
り
と
維
持
し
て
も
ら
え
る

と
心
強
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

古い本は、バニラの匂い

生物化学研究室の初代教授がビタミンB1を発見した鈴木

梅太郎先生で、先生の古い本の匂いを嗅ぐと、バニラの香

りがした。調べるとバニラの香り成分のバニリンが検出さ

れる。木にはフェノールやベンゼン系の物質が含まれてい

て、それが長い年月をかけてバニラの香りを作りだす。ワ

イン樽なども、樽木が熟成とともにバニラなど甘い香りを

作りだし、ワインに香りがつくと考えられる。
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生
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『ワインの香り』（共著　虹有社）
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