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味覚 ・ うま味 と 自律神経活 動

　　　　　 杉本　久美子

（東京医科歯科大学 ・歯学部 ・口 腔保健学科）

　食物を 凵 に 入れ る と、食物に 含 まれる栄養素をは じめ とす る化学成分 の 情報が味覚情報 と して 中枢神経系

に運 ば れ、食欲そ して 摂食行動 の 調 節が行 わ れ る。こ の 味覚情報は、同時に 反射性 に 自律神 経活動 を変化 さ

せ、唾 液分泌や 胃 ・腸 の 消化機能 を調節す る。味覚刺激が 反射性に唾液分泌 を促進す る効果 につ い て は今 囗

までに検討 され て い る が 、 今回各被験者の 味覚感受性を考慮 し た形で分泌促進効果 を調べ 、苦味を除 く4 基

本味す べ て が 高 い 唾液分泌促進効果 を有 し、うま味は効果が持続する特微がある との 結果が得 られ たの で 紹

介す る。また、同時 に心電図記録 を行い 、心拍 の 揺 ら ぎか ら味覚刺激時の 自律神経活動の 動態を分析 した結

果 、 うま味刺激に よ る副交感神経活動の 尢進と、苫味刺激に よ る交感神経活動の 亢進が認め られた。 こ の こ

と か ら、うま味刺激 は 迷 走神経 を介す る 胃腸機能 の 促 進を生 じ、片味刺激 は ス トレ ス を 生 じ る 可能性 が 示唆

され たの で 報告する 。
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は じめ に

　味覚は、食物中の 成分 を検出する ため に 、そ の 化

学的 シ グナ ル を受け取 っ て 、味 の 感覚情報 を生 じ、

摂取する か、忌避するか の 基本的判断情報 を提供す

る と ともに、お い し い 、あ る い は、まず くて 嫌 と

い っ た情動か ら食欲、摂食行動 の 調節に 関 わ る。そ

れ と同時に、味覚 は意識 に は登 らな い 形 で 、自律神

経活動に影響 を及ぼ し、 摂食機能 、 消化機能を調節

す る ため の 重要 な情報を発信す る役割 を も担 っ て い

る 。

　本論文 で は、まず、味覚刺激 が 自律神経を介 して

誘発 す る 主要 な反射性応答 で あ る 唾液分泌促進 に つ

い て の 知見 と我 々 が行 っ て い る実験を紹介 し、5 基

本味刺激 、特 にうま味刺 激 の 唾液 分泌促 進 へ の 効果

を検討 し た結呆か ら、唾液分泌低下 を改善す る 方法

として の うま味刺激の 利用 につ い て 考察する。さ ら

に、味覚刺激 に よ る 唾液 分泌 を測 定する と同時に、

心電 図を記録 し、心拍 の ゆ ら ぎか ら味覚刺激時 の 自

律神経活動の動態 を検討 し た 結果 に つ い て も報告す

る 。

一般的に 、 自律神経活動か ら、 情動の状態 を把

握する こ とも可能で ある と考え られ て お り、緊張や

不快状態で は交感神経活動が亢進 し、リ ラ ッ ク ス し

た状態で は副交感神経活動が高まる こ とが知られ て

い る、， そ こ で 、味覚刺激 に伴 う自律神 経活動 の 変動

か ら、唾液分泌以 外 の 胃腸 の 消化機能へ の 影響 、 な

らび に 情動 へ の 関与に つ い て も検討 を加 え る。

1 ．摂食機能 と唾液

　摂取 した食物は、咀 嚼運動 によ っ て細 か くな り、

さ らに 唾液に よ っ て溶解 さ れ 、 軟 らか くな っ て 、 食

塊 と して 飲 み 込 める状態に変え られ る 。 消化器系の

入 りrrで分泌 され る唾液に は、多様 な機能をもつ 物

質が含まれ、生体の摂食機能を支える重要な役割を

担 っ て い る 。 唾液 の 主 要成 分で あ る水分は清浄作用

を発揮 し、粘液成分 の ム チ ン は、歯、口腔粘膜の 表

面を覆 っ て 滑 ら か に し 、 組織 を保護す る役割 を もつ

と と もに 、か つ 食塊形成 に 関 わ っ て 、嚥 下を助 け る。
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分泌 型免疫グ ロ ブ リ ン A （slgA ）と い っ た 細菌等 の

増殖を防 ぐ成分が含 まれ 、 さ らに、上皮増 殖因子 や

神経成長因チなども含 まれ る た め 、 口腔は 感染か ら

守 られ る とともに 、速や か に 傷 害が 修復 さ れ る 性 質

を もつ 。また、醒素ア ミ ラーゼ は、デ ン プ ン をマ ル

ト
ー

ス まで 分解 して 、甘 く感 じられ る 形 に 変 え、お

い し さ を付加す る ，、

　 こ の ように唾液は重要な働 きを担 っ て い る ため、

不足 する と、 う蝕 や歯周病が増加 し、口 腔粘膜 が傷

つ きや す く、炎症 が 起こ りや す くな る な ど、様 々 な

問題 が発 生 して くる。一
旦 口腔 に問題 が発 生す る

と 、 摂食機能が損 な わ れ て 、 食事を十 分 に楽 しむ こ

とが 難 し くな り、 ひ い て は 体重減少 、 生 活 の 質

（QOL） の 大幅 な低下 を招 い て しま う こ とに な る。

実際急速に進行する高齢社会 、 そ して、ス トレ ス の

多 い 現代社会に お い て 、唾液分泌減少 に悩む人 が 増

加 して お り、一般に高齢者 の 25％ は 「i腔乾燥症 と そ

の 関連症状 で 困 っ て い る とい わ れ る、， そ こ で 、現在、

高齢 者が 食事 を楽 しみ、QOL を向上 出 来 るよ うに

と、介護予 防亊業の 柱 の
一

つ に、冂腔機能向 ヒプ ロ

グ ラ ム が組 み 込 まれ、全 国的 に展開され て い る 、．そ

の 中 で 、 食事の 前に 、 唾液分泌 を促す方法 として 、

唾 液腺 マ ッ サ ージ、舌体操 な ど が 実施 さ れ て い

る
1’2）。こ の ね らい は、まず唾液分泌 を促 して 、摂食

機能を ス ム ーズ に 開始 させ る こ と で あ る 。 実際に食

物が Ilに取 り込 まれ る と、食 物か らの 味覚刺激 や 触

圧 覚な どの 体性感覚刺激に よ っ て 、反射性に 唾液分

泌が促 され る 。 なか で も最 も唾液分泌 を促す要囚は

味覚と い われ、味覚刺激 は 反射性に、主 と して 副交

感神経系を介 して 多量の 唾液を分泌 させ る 。 そ の 溶

解作用 に よ っ て
一

層味覚が促進 さ れ、ます ます摂食

機能 はス ム
ーズ に遂行 され る こ ととなる 。 こ の 反射

性神経回路 を図 1 に示すが 、延髄孤 束核 に 送 られた

舌 、 軟口 蓋お よ び 咽頭
・喉頭に あ る味蕾か ら の情報

は、介在 ニ ュ
ーロ ン を 経 て 、延髄 に あ る L ・下 唾液

核 二 x
一

ロ ン に 送 られる。こ こ か ら出たそれぞれ の

節前神経が 、 三 大唾液腺の 耳下腺、顎下 腺、舌 ド腺

の 近 くの 神経節 で 節後 ニ ュ
ーロ ン に 興奮を伝 え、そ

れ ぞれ の 唾液腺 か ら多量 の 唾液が分泌 され る
3〕

。

2 ． 味覚 と唾液分 泌

　酸味は 唾液分泌促進 に 効果 的 で あ る こ とが知 られ

て お り
4・　s’i

、 唾液分泌機能が 低下 し た 高齢者 の 分泌
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図 1　食物に よ る 味覚 ・触圧覚刺激が 唾液分泌を促

す反射経路

を促すため に 、 酸味食品が しば しば利用 され るが、

む せ の あ る 人 に は適用 で きな い 問題 が あ る。そ こ

で、酸味以外、と くにうま味刺激 の 唾液分泌促進効

果 を検討する こ とが重要 と考えら れ る 。 早 川 らは 、

不快刺激 で あ る苫
：

味 を除 く味 溶液 の 唾液分泌効呆 を

全 唾液景 で 比較 し、すべ て の味溶液が 最 初 の 1分 間

は同程 度 の 分泌効果 を有す る が、繰 り返 し刺激 を

行 っ た場合に は、うま味 が 酸味よ りも持続 的効果 を

発揮す る と報 告 して い る
6♪

。また、HodsOn と Linden

は、種 々 濃度の 5基本眛 溶液で刺激 した際 の 耳下腺

唾液の 流 量 を測定 し、唾液分泌は刺激濃度に依存 し

て 増加す る こ と、分泌効 果 は、全体 と して 酸昧 （ク

エ ン 酸）〉 う ま味 （グ ル タ ミ ン 酸 ナ ト リ ウ ム ：

MSG ）〉 塩 味 （NaCl ）〉 甘味 （シ ョ 糖）≧ 苫味 （硫酸

マ グネシ ウ ム） の 順で ある こ とを報告 し た
7｝，， こ の

ように、うま味刺激 は唾液分泌促進 に効果的 で ある

こ と が 示 唆 さ れ て い る が 、紹介 し た研 究 で は、特定

濃度 の 溶液に つ い て 刺激効果を比較 したか た ち と

な っ て お り、個 々 人 の 味覚感受性 は考慮され て い な

い 、， しか し、 味覚刺激が個 々 入に お い て有効な情報

を発信 す る た め に は 、そ の 味 を認識 で きる濃度 以 上

で あり、かつ 濃す ぎな い 濃 度 で ある こ とが必 要 と考

え られ る 。

　 そ こ で、本論文で は 、各被験者の 味覚閾値 を求め

た うえ で、閾値以 上 の 濃 度 で 刺激 した際 の 唾液分泌

促進効果 を検討 し た 結果 に つ い て 紹介す る、、使用 し

た濃度段階を表 1 に示すが 、被験者は 22〜32歳 の 女

性で あ っ た た め 、認知閾値 は ク エ ン 酸 と キ ニ ーネ で

は 2〜4 段 階、MSG で は 2〜6 段 階 、シ ョ 糖 で は 4

〜7 段階 に分布 して い た 。 ただ し、食塩 に 関して は、

2〜5段 階 で 大 半 の 被験者 が 認知 した もの の 、7 段階

一110一
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 ・うま味 と自律神経活動

表 1 使用 した 5 基本床溶液の 濃度

味刺激 工 2 3

　　濃度段階

4　 　 　 5　 　 　 6 7 8 9

ク エ ン 酸 （皿 M ）　　　　　　　　　 0．t

食塩 （M ）　　　　　　　　　　　 0．001

グ ル タ ミ ン 酸 ナ トリ ウ ム （M ）　 O．OOl

シ ョ 糖 （M ）　　　　　　　　　 O．OO3

塩酸キ ニ v−　＊　（mM ）　　　　　　 0．  005

0．30

，0030

．0030

．0050

，001

o．50

．0050

，0050

．010

．003

LO　 　 3．0

0．Ol　　　 O．03

0．Ol　　 O，03

0．03　　 0．05

0．  05　　 0，01

5．00

．050

．050

．10

．03

IO，0　　　30，0

0．1　　 0．3

0．1　 　 0．3

0，3　 　 0，5

0．05　 　 0，1

50．005051

．00

、3

まで 上 げな い と認知で きな い 被験者がお り、個人 に

よ る ば らつ きが大 きい とい う結果で あっ た。

　閾値測定時 に、各味 の 好み に 関 して 好 き〜嫌 い ま

で 5 段階 で 評価を得、味覚閾値と味の 嗜好度と の 関

連 を み た と こ ろ、酸昧の 嗜好度 と閾値 （濃度段階）

との 間 に有意 な負 の 相 関 （ρ （ロ ー
）＝一

 ．89、p

＜ 0．OD が 認 め ら れ 、うま味 に 関 し て も、嗜好度と

閾値 との 間に有意 で はない もの の 負 の 相 関傾 向が認

め ら れ た 。 すな わ ち、 酸味、うま昧に 関 し て は 、

好ん で よ く摂取する方が検出感度が高 くなる可能性

が 示唆 され た 、、

　唾 液分泌促進効果の 検討に は、各被験者の 認知閾

値濃度 よ り 1 お よ び 2 段 階上 の 濃度 の 溶 液 を 用 い 、

中程度 の 刺激 とな る濃度設定と した 。 被験者に は、

3ml （ミリリ ッ トル ）の 刺激溶液 を 1分 間口 に含 ん

だ 後、全量 を吐 き出し て もら い
、 そ の 間の 液量増加

を分泌 唾液量 と して 計測 した。図 2 に そ の 結果 を示

す が、NaC ］−1 （閾値 よ り 1 段 階．Eの 濃度の NaCI ）

を除 くすべ て の 味刺激で 、無刺激時お よ び純水を口

に 含ん だ場合 と比 較 し て 、 有意に 分泌 量が 増加 し

た 。 NaCl−1に つ い て は、被験者数が 8 名 と少 な く、

ば ら つ きが大きい た め 、有意 と な ら な か っ た 点 を考

慮する と、すべ て の 味質が唾液分泌を促す とい う結

果 で あ っ た 。 クエ ン 酸刺激 は他 の 刺激 よ りも効呆的

と は い えず、キ ニ ーネ　−1、−2に よ る 分泌促進効果 は 、

NaCl −2、シ ョ 糖 一2、　 MSG −2 お よびク エ ン 酸 一2 に比

べ て 有意に弱か っ た 。 また 、 MSG −2 で は 、 味刺激

後純水で うが い を行 っ た後 も、 無刺激時お よ び純水

を含ん だ 場合 と比 較 して 、唾液分泌 が増加 した状態

を維持 して お り、 早川 らの報告 と同様に 、 うま味刺

激 で は 促進効 果が持続する特徴が み られた 。

　 さ らに 、唾液分泌量 と味の 嗜好 との 関連 を検討 し

た と こ ろ、NaCl につ い て の み、唾液分泌量 と嗜好

と の 間 に 強 い 正 の 相 関がみ られ （NaCl −t：
ρ
＝0．73 ；

NaCl −2 ：
ρ

＝ O．g3 、ρ 〈 0．〔｝5）、塩 味を好む者で は

塩味刺激に よる唾液分泌 量 も多 くなる傾 向が認め ら

液

分
泌
量

（
g
／
分）

25T

fE 　
−

　 11

　Ln5
ー幽

洫翻　　　　　　　 リヂ　　　　t

ズ 麟 ♂ ノ〆〆〆 〆囲〆ノア
図 2　味覚刺激時 の 唾液分 泌量 の 平均値

　それぞれ の 味質に つ い て、各被験者の 閾値よ り 1 段階 （1）お よび 2 段 階 （2）上 の刺激 濃度を用 い た 。刺

激の うち、無刺激時お よ び 純水を口に含んだ時 の 唾液量 に 比較 して 、 有意に分泌量が増加 した刺激 に ＊ （ウ ィ

ル コ ク ソ ン の 符号付 き順位検定、／，＜ 0．05） を付 し た 。
バ ーは 標準誤差 を示す、，
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れ た c

3 ． 味覚と 自律神経 活動

　前述 の よ うに 、NaCi 、 シ ョ 糖、　 MSG お よ び ク エ

ン 酸に よ る味覚刺激は 、 唾液分泌促進に効果的 で あ

る こ とが明か とな っ k ，脳幹を反射 中枢 と した唾液

分泌は 、
．
〒乏 し て、副交感神経系 の 活動 を介す る と

考え られ る 。 しか し、延 髄 に あ る副交感神経系 の 唾

液分泌 中枢には、大脳皮質、扁桃体、視床 下部 など

の 上 位中枢か ら も情報が 送 ら れ 、そ の 活動 を 調節す

る。お い し い 、好み の 食 物 を摂取 した ときに は、大

脳皮質味覚野 か らの 情 報 に よ り、食欲 、 摂 食行動が

促進 され、唾液分泌が
．．．
層 促進 さ れ る 。 また 、 三 大

唾液腺は交感神経系 の 人力も受け、そ の 興 奮 は ア ミ

ラーゼ な どの有機物質に富む粘性の 高い 唾i液を少量

分 泌 させ る 。

　そ こ で 、味覚刺激時、交感神経、副交感神経の 活

動状 態 に は どの ような変動が起 きる の か を検討す る

こ とで、味覚刺 激が情動 も含 め、个身的 に どの よう

な 影響 を及 ぼ す の か に つ い て 知る こ とが ロ∫能 とな

る 。 さ らに、自律 神経活動変化 と唾液分泌 との 関連

を検討する こ と に よ り、 味覚刺激に よ る唾液分泌促

進 の 背景 として 、どの ような交感神経、副 交感神経

の 活動変化が起きて い る の か を検索で きる 。

　 こ こ で は、心拍 の ゆ らぎか ら、自律神経活動 を推

計す る 方法を用 い て 得 ら れ た 結果 を報告す る 。具体

的に は、味覚刺激 時の 唾液分泌 量 を測定す る 際 に、

ポ
ー

タブ ル の 心電計 〔ア ク テ ィ ブ トレ ー
サ
ー、ジ

ー・

エ ム ・エ ス社製） を被験 者 に装着 し、実験開始か ら

終了まで 連続 的に心電 図 を記録 し、記録 された心電

図か ら RR 間隔 の 変動 を周波 数解析 し、白律神経活

動 を解析する ノ∫法を用 い た 。 その 理論的根拠は、心

拍 の 呼吸 に 伴 う変 動は 副 交感神経活動 に よ り生 じ、

血管の 圧受容器等か らの 信号 に よる心拍 の 変動は 交

感神経活動 の 結 果 で あ る との 考え に 基 づ き
s’P］

、心電

図記録 の RR 間隔の 1 拍ご との 変動をパ ワ ース ペ ク

トル 解析 に かけ る こ と に より、背景 に あ る交感神経

お よ び副交 感神経 の 活動状 態 を推計で きる と い うも

の で あ る 。 周 波数解析 し た 成 分 の うち、025Hz に

ピ ーク を もつ 高周 波数 成分 （HF 丿 を 副 交感神経 の

活 動 を反映 す る もの 、0．07H ∠ に ピ ー
クを もつ 低周

波 数成分 （LF ）を交感神経お よ び副交 感神経両者

の 活 動 を 反 映す る も の
圃

と し て 抽出 す 惹 ，交 感神

経活 動 の み の 指標 と して は 、LF 成分 を HF 成 分で

割 っ た もの が
一

般的に用 い ら れ て い る 、

　こ の 方法 を用 い て、味覚刺激時 の 自律神経活動を

分析 した 結 果 を 図 3 に 示す。副交感神経活動 に お い

て は、MSG −2 で、無刺激 時 に比較 して 有意 に活動

が L昇 し、純水 と比較する と ト昇傾 向が 認 め ら れ

た 。 NaC1 −1 で は 、有 意 で ぽ な い もの の 上昇傾 向が

み られた の に 対 し、NaCl −2 で は NaCl−1 よ りも減少

す る結果 とな り、交 感神経の 変化 も考慮す る と、濃

度 lt昇 に 伴 っ て 塩 辛さが 強 くな り、不快感 が増 した

ため と推測され る。ク エ ン 酸で は、無刺激時お よ び

純水 に比 べ て、有意な変 化は認め られなか っ た。　 ・

方 、 キ ニ ーネー2 で は 、 副交感神経活動が 、 無刺激

峙 と比較 して 減 少傾 向 と な り、純水 と比較す る と有

意に減少 した 。

　交感神経活動 に つ い て は、キ ニ ーネ ー1 に お い て

無刺激時 と比較 し て 有意に ト昇 し、キ ニ
ーネー2 で

も上昇傾 向が観察された，、苦味 を嫌 い と答えた被験

者 が ほ とん どで あ っ た こ とか ら、嫌悪 感 を反 映 し

て、交感神経活動が E昇 し、か つ 副交感神経活動が

減 少 した もの と考 え られ る 。

一
ノ∫、NaCl −1 お よび

MSG −2 で は 、 純水 の 場合に 比べ て 、 有意で はな い

もの の 交感神経 の 減少傾向が認 め られ た。

4 ． 味 覚 刺 激 時 の 唾液 分 泌 と 自律 神 経 活

動 との 関連

　 味覚刺激時 の 唾液分泌 と自律神経活動 との 関連 を

検討 した結 果 、 MSG −1に つ い て は 、 唾液分泌甲：と副

交 感神経活動 と の 問 に 有意 な相 関 関係 〔rc ・O．786、

ρ ＜ 0．〔，5）が認 め られたが、そ の 他 の 刺激 では、唾

液分泌 と副交感神経活動、交感神経活動 との 問 に 全

く関連が認め られなか っ た 。 そ こ で 、全体 を総合 し

て 、唾液分泌 と自律神経 との 問 の 関係 を検 討 した結

果 、 唾液分泌量と副交感神経活動 との 間に、弱い な

が ら 有意な 相関 関係が 認 め ら れ （r ＝0208 、p ＜

0．05）、交感神 経活 動 との 間 には全 く関連 は 認 め ら

れ な か っ た （r ＝．O．080 、　 p ＞  ．05）。また、副交 感

神経活動と交感神経活動 との 間に は右意 な負 の 相関

が認 め られ た （r ＝−0．478、t， 〈 0，00D 。 こ の こ とか

ら、味覚刺激時、唾液分泌量 は制交 感神経 び）活動 上

昇 に と もな っ て ，緩や か なが ら ヒ昇する こ と、また、

副交感神経 の 活動が 高 い 状態 の 時に は交感神経活動

は 低 下 す る 傾 向に あ る こ と が示 され た 。
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味覚 ・うま味 と自律神経活動
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5 ． ま とめ と今後 の 課 題

　味覚刺激 に よ る 唾液分泌促進 お よ び 白律神経活動

変化 に つ い て 今回得 られた知 見をま とめ て 図 4 に示

す 。 まず唾液分泌に関 し 、 5 種類 の 基木味に つ い て 、

各被験者の 感憂性 に 合 わせ た中程度の 味覚強度が得

られ る濃度 を用 い て効果 を検討 した結呆、すべ て の

味に促進効果が 認 め られ 、苦味は 他 の 味に 比 べ る と

効果 が弱 い と い うこ と が示 さ れ た 。 ま た 、MSG は

他 の 刺激 に 比 べ 効果が持続 的 で あ る こ と、NaCl 刺

激に よ る 唾液分泌は塩味嗜好があ る場合に は よ り増

加 す る 傾向が あ る こ とが 明か と な っ た ，こ の こ と か

ら、味覚刺 激 に よる唾液分泌促 進は脳 幹 の 反射性 回

路だけ で 単純に決定 さ れ る もの で は な く、味の 嗜好

な どに 基 づ く上 位脳か ら の 情報の 関与 も大 きい こ と

が確 認 され た 。 以上 の 結呆 か ら要介護高齢者 な ど唾

液分泌低下状態に ある 入に対 して 、味覚刺激を利用

し て 唾液分泌を促進する に は 、刺激が マ イ ル ドで む

味覚刺激時 の 自律神経活動

各味刺激時の 副交感神経活動お よ び交感神経活動の 平均値 を示す。バ ーは標準誤差 を示す D 有意 な変

化 （p ＜ O．05） がみ られた刺 激 に ＊ を付 け た 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 情動

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　
　

　 　 　 　 　 　 　 　 嫌悪

図 4　 味覚刺激 と くに うま味刺激に よる 唾液分泌促

　　　進お よび 自律神 経活動 の 変動 の まとめ

せ を誘発せ ず、持続的効果の あ る うま味刺激が 有用

で あ り、 うま味嗜好が 加 わ れ ば 一
層 の 促 進効 果が期

待 で きる こ と が示唆 された。

　 こ こ で今 日 の 高齢社会で 問題 となる の が、高齢者

の 味覚感受性で あ る ，， 健康 な高齢者 で 舌 におけ る感

受性を調 べ た結呆 、触 圧覚 、痛覚の 感受性 は若年者
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と 変 わ ら ない の に 対 して 、味覚感受性 は 低 下 す る こ

とが 報告さ れ て い る
111，

。 さ ら に 、 要介護状態で 、 「．1

腔衛 生状 態が 悪 く、舌苔が付着 して い る 場合に は、
一

層 の 味覚感受性低 ドが 引き起 こ さ れ る 、，そ こ で 、

舌清掃 などの LI腔 ケ ア に よ る 改善効果 が 期待され る

こ と と な る が 、 実際に要介護高齢者にお い て 、口 腔

ケ ア に よ り味覚 閾値 の 低 下 が み られ た との 報告が あ

る 軌 ， ま た 、現在我 々 が 実施して い る 予備 実験 にお

い て 、健康高齢者の 舌清掃に よ り、廿味 、 塩味で は

明確 な変化が み られな い の に 対 して 、うま味 で は閾

値が 低 ドす る傾向が観察され て お り、今後さ らに こ

の 検討を進 め、口腔ケ ア の有坩性 を明確にする 予定

で あ 7al　
，，

　　
一
方、味 覚刺激 に伴 う自律神経 活動の 変 化で は 、

低濃 度 NaCl と MSG の 刺激時 に、鬲ll交 感神 経 の 活

動亢 進 と 同 時 に 交 感神経の 活動傾 向 が 認 め ら れ た 、

NaCl の 濃 度が 高 くなる と、副交 感神経活動 の 亢進

消 失 と交感神経 の 活 動亢進傾 向がみ られ た こ と か

ら 、 強め の 堪辛 さか らの 不快情動が 自律神経活動 に

反映 した もの と考 え られ る。ま た 、酸味 は唾液分泌

に効果的で は ある もの の 、副交感神経活動の 亢進は

認め られず、唾液分泌促進 に関 わ る神経 メ カ ニ ズ ム

は うま味と は異な る こ とが 示唆さ れ た 。

　他方、キ ニ ーネは嫌い な味 と答えた者が ほとん ど

で 、拒否情動 が交感神 経活動 の 亢進と副 交感神経活

動 の 低 ド傾 向と して 現れ た と考 えられ 、摂食、消化

機能 に獅制 的作用 を及 ぼす可能 性が示 唆 された 。 動

物は毒物が呈す る味 と して 、 苦味を本能的に忌避す

る こ とか ら、白律神経活動 の 変化 は、こ の 牛理 的反

応 を反映 した可能性があ る、、

　 口 腔へ の 味覚刺激に よ っ て 、頭相の 胃腸の 消化液

分泌促進 や 消化管運 動の 促進が起こ り、消化 へ の 準

備が 開始さ れ る こ と は、よ く知 られ て い る 現象で あ

る賊， 1血中 グル コ ー
ス 濃度を低 ドさせ る ホ ル モ ン で

あ る イ ン ス リ ン の 分 泌 も、頭相に よ る 反射性調節を

受け
14
、うま味刺激後 3 分 で 増加 が認め られ る こ と

が 報 告 され て い る
1fi1

。 こ の 頭相に よ る 反 射性調節

は 、副 交感 神経 の 迷走神経 を介する こ とが 知 ら れ て

い る
16 ）

た め 、本研究に お い て 、MSG 刺 激 時 に 特 徴

的 に、副 交感神 絳活動 の 亢進 が 観 察さ れ た こ とは 、

MSG 刺激 が唾 液分 泌促 進だ け で は な く、同時に 消

化器系、内分泌系へ の 促 進性 調節 も誘起 する可 能性

を 示唆す る。

　今 回得 られ た 結 果 を総合す る と、うま 味刺 激 は 唾

液分泌効果 を介 して 摂 食機能 を高め るだ け で は な

く、自律神経の 副 交感神経活動を高め 、 交感神経活

動を低 ドさせ る作用があ る こ とか ら、消化機能 を高

め る と同時に、情動的に も落ち着い た 状態を生 じ る

可能性 が示唆 された、，こ の 性 質は、他 の 味質 に はみ

ら れ な い 特徴で あ り、うま味刺激が 摂食機能、消化

機能 の 促 進、改善に有用 で あ る こ との 根拠 を示す も

の と考えられ る 、．しか し、 今回の 結 果 は若年女性を

対象と し た もの で あ る た め、味覚刺激 の 効果を利用

す る 対 象で あ る高齢者、と くに要介護高齢者 に お い

て 同様の 結果が 得られ る か に つ い て は、今後さ らな

る 検討が必要 で あ る 。
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