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口 と腸 にお ける味覚装置の 形態
＊

　　　　　　岩永　敏彦
＊ ＊

（北海道大学大学院獣医学研究科解剖学教室）

　食物は 口 腔 ばか りで なく、胃 と 腸 の 中で も認識 され る。味細胞 に よ っ て受容さ れ た情報はすべ て 脳 に伝 え

られるが、消化管 に人 っ た食物は消化管内分泌細胞に よ っ て認識 され、そ の情報は局所で処琿 される。眛蕾

の 眛細胞、消化管内分泌細胞 とも基本的に は感覚 と内分泌機能を兼ね備え た細胞で 、ニ
ュ
ーロ ン との 共通点

も多く、こ れ らの 機能 を論 じるときニ
ュ
ー

ロ ン ／感覚細胞／内分泌細胞の ス ペ ク ト ラ ム の 中で と ら え な けれ

ば な ら な い 。一
方、口 の 巾に は大景 の 知覚神経が分布 して お り、化学な らび に物理 的な刺激を受け、味覚受

容に大 い に影響 して い る。
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1．消化管の 食物認識機構

　胃と腸 に は、食物 を認識する機構が存在 し、食物

の 種類に応 じて消化液の 分泌 を調節 し た り、食物 を

送る ス ピードを変えるこ とがで きる。こ の シ ス テ ム

の 中心的な存在が 、消化管内分泌細胞 で ある。こ れ

らの細胞は神経と の直接的な接触が ない た め、消 化

管内に お け る食物認識 は、脳 が あまり関与 し ない と

こ ろ で行われる。消化管内分泌細胞は上皮 中 に散在

し、下垂体や副腎の よ うに集塊をつ くらな い 。こ れ

らの 細胞は基底側細胞質に分泌顆粒を含み 、反対側

の 細胞質は細 く伸び て管腔に達する 。 管腔面に は微

絨毛の 束が備わ っ てお り、こ こ が受容部位に な る

（図 1 ）。内分泌細胞 は胃と腸 に わ た り15種類以上

存在 し、それぞれ特有 の ペ プチ ド性ホル モ ン （まれ

に ア ミン）を産生する
1〕。集塊はつ くらない が、そ

の 総数 は下垂体や副 腎 に 匹敵する と想像さ れ る。膵

臓に も、消化管内分泌細胞 と類似の細胞が存在 し、

こ こ で は小 さ な集塊、すなわち膵 島をつ くる 。 胃、

腸お よび膵臓の 内分泌細胞 は共通 して い る種類があ

る上 、共同して消化活動 を調節 して い る こ とか ら、

こ れ ら を ま と め て 胃腸膵内分 泌 系 gastro−enterD −

pancreatic（GEP ）endocrine 　system と呼ぶ
2｝

。

　重要な こ とは、細胞 の 型 に よっ て刺激とな る食物

の 種類が 異な る こ とで あ る 。 例えば、幽門部に 多い

G 細胞 は、胃内 pH の 上昇、肉汁、ア ル コ ー
ル など

で 興奮 し、ガ ス ト リ ン を放Hする 。 ガ ス トリ ン は、

胃体部 の 壁細胞に働 き胃酸を分泌 させ るホル モ ン で

ある。一
方、十 「指腸に 多い M 細胞は 脂肪 、 蛋白

質、ア ミ ノ 酸な ど に 興 奮 し、コ レ シ ス トキ ニ ン

（CCK ）を分泌 す る、　CCK は胆 嚢 を収縮 させ る
一

方、膵臓に も働き酵素 に 富む膵液 を分泌 させ る。食

物成分の 受容が管腔面の 微絨毛 に よっ て 行 われ る こ

と、受容後に 顆粒内の 生 理 活性物質 を放出する こ と、

その 物質が食物受容の情報伝達と し て機能 して い る

点で は、味細胞 と共通 して い る。従 っ て 、われわれ

は感覚機能 を兼ね備 え た こ の 消化管内分泌細胞 を

「腸の 中の味細胞」と位置 づ け て い る
R・）。口 の 中 の

眛細胞 は情報を逐
一

脳に伝え る の に 対 し、腸 の 中の

味細胞は神経と の コ ン タ ク トが な い た め、保有 して

い る分泌顆粒を周囲に まき散らす こ と に よ っ て ホル

モ ン の 形で信号を伝え る 。
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図 1　 ウ ズ ラの 胃 の 内分泌細胞 （帯広畜産大学山田

　　純三教授の ご好意 に よる）

2． ロ の 中の 味細胞

　 口 の 中に は主要 な味覚受容装置 で ある味蕾 が 、舌 、

口 蓋、咽頭な どに 分布 する。厳密な意味で の 味蕾は 、

舌表面 の 舌乳頭 に存在す るもの を さす。味蕾の 構成

細胞 は 3 − 5種類 に 分類 され る が 、お お ま か に は 3

種類 で ある
4・5）。 1型細胞は 光顕や電顕で 観察 し た

際 に 細胞質 が 暗 く見 え る の で 、暗調細胞 と呼ばれ る。

味孔に近い 細胞質に は分泌顆粒を含み 、味孔に は数

本 の 微絨毛 （眛毛）を伸ば して い る 。

一
般的に顆粒

は 分泌され る側に集まる の で 、1型細胞 は味孔 に向

け て な に か を分泌 （外分泌） して い る こ とに なる。

1細胞は味覚受容に は直接関係な い こ とか ら支持的

な細胞 ととらえられ て い る。 ll型 と皿型細胞 は明調

細胞 で 、神経終末 と シ ナ プ ス を形成す る 皿型細胞 が

味細胞で ある。且型細胞 は神経と接触はする もの の

明瞭な シ ナ プ ス を形成 しな い の で 、味細胞 の 幼弱型

と も考え られて い る 。 神経線維の染色 を行うと、味

蕾 の 内部 に 分布する 多数の 神経が染 め出 され、味蕾

が感覚細胞 と感覚神経 の 複合体 か らなる装置 で ある

こ と を うか が わ せ るli｝。実は 、そ れと同じ くら い の

量 の 神経が 味蕾の 外に も分布 して い る 。 こ れ ら は

substance 　P や CGRP な どの ペ プチ ド を含有す る神経

で あ る が
7）、そ の 機能は よ くわ か っ て い ない n 味覚

受容の 調節 ある い は味蕾 の 維持栄養を して い るとの

考えもある 1，

　さて、眛細胞 は味覚物質に よっ て刺激 さ れる と、

基底側細胞質 に保有 して い る小胞 （シ ナ プ ス 小胞 と

い っ て もよい ）をシ ナプ ス 間隙に 開口放出し、情報

を知覚神経 に 伝達す る。味細胞 に は 小型 の小胞以外

に 副腎髄質の 分泌顆粒や神経終末の 大型有芯小胞に

似た 顆粒 も含ん で お り、この 中に は ペ プチ ドが存在

する こ と が 想像 され て い る。こ れ らの 顆粒は 、しば

しば数が多く、シ ナ プ ス に お け る情報伝達だ け に し

て は 多す ぎ る
4・S）。そ こ で 、味 細胞 は 神経 に 情 報 を

伝え る 以外 に 、信号物質 を含む顆粒 を周辺 に まき散

ら し て い る可能性が 考 え られ る。上皮 ドに 分泌 され

た物質 は周辺 の 細胞 に作 用す る こ とに なるが 、標的

と し て エ ブ ネル 腺 も含 ま れ る だ ろ う。ま た、血 流 に

入 っ て遠 くの 標的に作川する 可 能性もあ る （内分

泌）．味細胞 の 小胞 あるい は 顆粒に含まれる物質、

すな わち味細胞 の 情報伝達物質の 同定を多くの 研究

者が試み て き た が 、ま だ IL体がわか っ て い な い 。 下

等な動物 （魚類や 両生類）で は、セ ロ トニ ン が証明

され て い る が、哺乳類で は前駆体 を投与する とセ ロ

トニ ン に 置換 で きる もの の 、完全 な セ ロ トニ ン 合成

能 はな い とい われる。

　昧細胞の 信号物質は不明で あ る が 、味細胞を染色

する方法に は事欠か な い 。 神経特異蛋白と呼ばれる

一連の 物質が 味細胞の マ ーカーに な る か らで あ る。

これら の抗体を用い て 染色する と、神経以外に 多く

の 感覚細胞と内分泌細胞 （両者は パ ラ ニ ュ
ーロ ン と

呼 ば れ る）が 同時 に 染 ま っ て く る
Z）。例 え ば、

protein　gene　product　9，5 （PGP9 ．5）は、脳 の 可溶性

蛋 白の 1 − 2％ を占めるほ ど大量 に存在す る神経特

異蛋白の ひ とつ で ある。抗体 を用 い て 免疫染色す る

と、眛蕾に 分布する神経とともに味細胞が陽性に染

まる
9）。また 、小脳特異蛋白と して 発見さ れ た カ ル

ビ ン デ ィ ン は 、小脳 の プル キ ン エ 細胞の マ ーカ ーと

し て利用されて い る が、や は り味細胞が陽性反応 を

示す
10〕。上記 2 つ の 物質 は細胞質蛋 白で あるが、味

細胞 の 分泌顆粒 の 成分 として ク ロ モ グ ラ ニ ン が証 明

され て い る。ク ロ モ グ ラ ニ ン は副腎髄質、下垂体前

葉 は じめ 内分泌細胞 に広 く含ま れ る顆 粒構成蛋白質

で あ る。味細胞が ク ロ モ グ ラ ニ ン を含む とい うこ と

は 、 感覚細胞 の 中で は 内分泌細胞 と して の性格が強

い こ とを示唆す る。
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口 と腸 に お け る 味覚装置の 形態

3．食物認識装置 と しての硬 ロ蓋

　 目本 で は な じ み深い 「う」が魚を丸ごと飲み 込 ん

で い る場面 を見 て 、魚を味わ っ て い る の か と疑問 に

思 う人も少なくな い だ ろ う。好 ん で 食べ て い る以 上 、

鳥は快感 を得 て い るはずで あ る，食物の おい し さ は

昧蕾 に お け る味覚受容の ほ か に 、凵 腔お よび周辺組

織で の機械受容 （舌 ざわ り、歯 ご た え、の どご し）

な ら び に化学受容に よ っ て 広範囲 に 認知 され る か ら

で あ る。と くに 、硬冂 蓋 に は 多数 の 神経 が 分布す

る
1］）

（図 2 ）、、

　 ラ ッ トの 硬 lI蓋 で PGP9 ．5 に 対する抗体を用 い て

知覚神経 の 分布を調 べ る と、神経終末は 口 蓋ひ だ を

は じ め乳頭 状 に 突 昂 して い る部分 に集ま っ て い た

（図 3）．こ れ らの 神経 は、口 蓋 に 食物が触れ る時

の 物理 的な刺激を感 じ て い る に 違 い ない 。ま た 、硬

凵蓋の 特定の部位 、例 えば切歯 の すぐ後方 に は ヒ皮

内神経が大量 に 存在する、上皮内神経は し ば し ば上

図 2　 ヒ トの 硬口蓋に 分布す る神経。PGP9 ．5 に 対

　　する抗体 で 染色 して ある．

皮表層まで 伸び て 、角質層を貫き 凵腔に顔を出す こ

とがある 。

　実験的 に 硬 口 蓋 をお お っ た時に味覚が ど の ような

影響 を受けるか を調 べ た実験がある。それに よる と、

酸味 と苦味 の い き値が Eが る ら しい
1！o

。 硬口 蓋が昧

覚受容に 関 5・し て い る こ とを示 して い るが、ヒ トの

硬 冂 蓋 に は昧蕾 がない の で 、神経の 関与を考えざ る

を得な い 。ヒ トで も、上皮 内神経 の 中 に は 口 腔 に 達

して い る もの が ある。表面 に 顔 を出 さな くとも、酸

昧 や 苦味 の 成分 は あ る程度 L皮の 中に 浸透するの で 、

神経 が昧物質に直接触れる こ と は可能で あろう。

　哺乳類や 鳥類の 口 腔で は 、硬 口 蓋 以外に も軟 口 蓋、

咽頭 、喉頭 に 神経が密に 分布 して い る 。 両生類、は

虫類で は さら に 発達す る。神経 の 分布状態 か ら判断

する に 、凵 腔 か ら喉頭 に か けて の 全体が感覚装置で

あ り、食物 が 通過す るだけ で 快感を感 じ る よ う な し

くみ に な っ て い るようだ、

　味蕾 に お け る味覚受容 に 比 べ る と、冂 腔内の 神経

に よ っ て ど うい っ た情報が得ら れ て い る か に つ い て

は研究が進 ん で い な い
。 食物の お い し さは 舌 の Eだ

けで 認知 され るわけ で はな い の で 、多方面か らの ア

プ ロ ーチ が 必要 で あろ う，、
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