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A study was made of the changes in the fine structure in the chief cells and 

parietal cells in the gastric fundus mucosa of rats after fasting, refeeding and electric 

vagal stimulation. 

The morphological changes in the chief cells after refeeding were as follows. 

The number of zymogen granules decreased, the arrangement of rough endoplasmic 

reticulum became irregular, the Golgi apparatus enlarged, and progranules were seen 

near the enlarged Golgi apparatus. These results suggest that both secretion and 

synthesis of the zymogen granules (pepsinogen) in the chief cells are stimulated by 

refeeding. 

The morphological changes observed in the parietal cells after refeeding were as 

follows. Microvilli of the cell surface and the intracellular canaliculi were increased 
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and elongated, and the intracellular canalicular spaces were distended; that is, the 

contact area of the cell surface and the lumen increased after refeeding. This 

suggests that the plasmalemma of the parietal cell has relations with the site of 

secretion and synthesis of hydrochloric acid. 

Vacuole like secretory granules, dilated irregular rough endoplasmic reticulum 

and Golgi apparatus were observed in the chief cells after electric vagal stimulation. 

Increased and elongated microvilli in the distended intracellular canaliculi were 

observed in the parietal cells after electric vagal stimulation. These changes seen in 

both cells, however, were somewhat different from the physiological ones seen after 

refeeding. These results suggested that such electric vagal stimulation as we used 

damaged the physiologic cycle of secretion and synthesis of zymogen granules in the 

chief cells, and perhaps, of hydrochloric acid in the parietal cells, which had been 

regulated by proper (physiological) stimulations. 

I.緒 Eヨ

胃液分i匹に関する検索は， 従来，臨床的には，胃・

十二指腸i貸蕩など胃疾患に関連してなされてきたが，

さらに，生理的な状態における胃液分泌機序の詳細に

ついても， 近年，再検討が加えられつつある（戸部

1974). 

胃底腺領域には，胃液分泌にとって，重要な役割を

果している，ベプシノ ーゲンを産生 ・分泌する主細胞

と塩酸を産生・分泌する壁細胞とが存在する乙とが知

られているが， ζれら胃の外分泌細胞を，細胞レベル

lζおいて検索するζとも，胃液分泌機序の詳細を解明

する上で重要である．

正常時における宵底腺外分泌細胞の微細構造lζ関し

ては，既lζ，種々の動物（Dalton1951; Kurosumiら

1958 ; Lawn 1960 ; Helander 1962, 1964 ; Ito & 

Winchester 1963 ; Helander 1969〕やヒト（Lillibri-

dge 1964 ; Rubinら1968）について検索されている．

同時に，殊lζ，壁細胞に関しては．種々の刺激条件

下での形態学的変化なども，詳細lζ検索されており

(Sedar 196labc, 1962, 1965 ; Shibasaki 1961 ; He-

lander 1962, 1964 ; 1972 ; Rosa 1963 ; Rohrerら

1965 ; Adkinsら 1967;Hiibnerら 1969; Frexinos 

ら 1971），壁細胞からの塩酸産生・分泌の機序lζ関し

ても検討がなされているが，なお十分に解明されるま

でには至っていない．

一方，主細胞に関しては，乙のような条件下での検

索は少なく（Shibasaki1961 ; Helander 1964），主細

胞におけるべプシノ ーゲンの産生 ・分泌の機序IC関し

ては，さ らに．十分な検索が必要であるように思われ

マ:;,. 

ζのような観点から，著者は，胃底腺の外分泌細胞

である主細胞ならびに壁細胞が，その機能を営む時，

とのような形態学的変化を伴うものであるかを知り，

形態と機能との閑の関連性を検討するとともに，ひい

ては，胃液分泌の詳細をも解明しようと意図して，絶

食後，給食後，ならびに，迷走神経電気刺激後の，ラ

ット胃の主細胞および壁細胞について，電子顕微鏡的

iζ検索した．

］［.実験材料ならびに実験方法

実験動物としては，体重 250g前後のウイスター系

雄ラットを使用した．

第 I群（絶食群） : 2日間，水のみを与えて飼育

し，断頭屠殺した．

第E群（絶食後給食群）：第 I群と問機lこ絶食させ

たのち，通常のラ y ト食を与え， 15分後， 30分後，お

よび2時間後lζ，それぞれ断頑屠殺した．

第皿群（迷走神経電気刺激群〉：第 I群と同綴IC絶

食後， Nebutal(Sodium pentobarbital) 30略／kg，腹

腔内注射で麻酔し，開腹後，両側迷走神経幹を，横隔

膜下で切断し，末梢倶ljを，流動ノぐラフィン中で， 電気

刺激装置（三栄測総KK,ES 103〕に接続した両極白

金電極上に置き， 4V, 5 msec, lOc/secで， 30分間，

電気刺激を行った．

各群のラットから，すみやかに，関を切除し， 宵体
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部から組織片を採取したのち．それを直ちに， 0.2M

cacodylate bufferで pH7.3 Iζ調製した，約 4。C,
4 % glutaraldehyde溶液の入った皿lζ移し，細切し，

同じ固定液で2時間固定した．その後，とれらの小組

織片を， cacodylatebufferで沈澱し， 2～3日間，

4 °C IC留置したのち， 1 % o.o.で， 1時間， 再固

定した．ついで．増強アルコール列およびプロピレン

散で脱水後， Epon812 (Luft 1961〕で包埋した．

切片作成には， Poter-BlumMT E型を使用し， 厚

さ，約］μの切片は， toluidineblueで染色した後，

光学顕微鏡下で観察し，厚さ， 600～sooAの超薄切片

は，酢酸ウラニウム（Watson1958）およびクエン酸

鉛（Reynolds1963〕で染色後， 目立 HS7D型電子

顕微鏡を用いて観察した．

DI.実験成績

ラット胃底腺の光学顕微鏡的観察では，壁細胞は，

腺頚部から深層にかけて広く分布しており，主細胞

は，深層部lζ限局して分布している（Fig.1 a). 

電子顕微鏡的検索は，胃底腺深層部を中心として行

った〔Fig.1 b〕

A. 主細胞について

第 I群（絶食群〕（Fig.2 a, b) 

円形ないし楕円形の核は，細胞の中央から基底部に

かけてみられる．核上部から，比較的，短い徴紋毛の

みられる細胞先端部にかけて，多数の分泌頼位が存在

し，また，核下部から細胞基底部lζは，よく発達した

粗面小胞体がみられる．

分泌頼粒は， 円形ないし楕円形，大きさは種々で，

一部では互に癒合しており， 一般に電子密度は低レ．

ゴノレヂ装置は，核上部lζ数個みとめられ， ζの近傍

ICは，電子密度のや〉高い，小形の r寸必頼トシもみられ

る．

組面小胞体は，主として，層状lζ，一部では．網状

をなし，規則正しく配列している．

ミトコンドリアは，楕円形ないし長方形で，細胞膜

周辺lζ散在している．ライゾゾームは，しばしば， 分

泌頼粒周辺にみられる．なお，一部の細胞では，分泌

頼位の腺腔への放出像もみられる．

第E群 （絶食後給食群〉

15分後（Fig.3）：核は円形のことが多く，核質の電

子密度が低下し，核小体も明らかにみとめられる．

分泌頼粒は，概して，減少し大小不同が著明で，

電子密度も種々である．

コ’ルヂ装置は，や〉拡張している．

粗面小胞体は，その規則正しい配列が乱れ，分裂，

離断がみられ，細胞内の大部分をしめている．

30分後 （Fig.4〕： 15うf後と，ほ y同所見を示すζと

が多いが， ミト コンド リアは細胞中央部にも認められ

る．

2時間後（Fig.5）： 核は楕円形をなし，分泌頼位は，

少なく，小形で， U子密度は種々であるが，概して高

い．分泌頼粒は，殊lζ著明lζ拡大したゴノレチ装置の近

傍iζ多くみられる．

粗面小胞体は，その断裂が著明で，輪状機造を示す

ものも多い．

ミトコンドリアも，しばしば細胞中央部にみられ

る．

第E鮮 （述定神経電気刺激群） (Fig. 6) 

核は，不規JllHζ変形し，濃縮している．

分泌頼位の数は，中等度ないしは減少し，電子密度

も低く， H寺lζ，空胞状を示す．

コーノレヂ、装置は，拡張している．

組面小胞体は，蛇行し，不規則IC配列し，その間隙

が拡張している．

ライ ゾゾームが，しばしばみられる．

B. 壁細胞について

第 I群（絶食群） (Fig. 7 a, b) 

ほY円形ないし楕円形の核が，細胞の中央部にみら

れる．細胞内lとは，多数の，円形，楕円形ないし長方

形をした ミトコンドリアと，不定形をなし，周囲の基

質より電子密度の低し＼小胞状の 管腔構造 （tubule-

vesicles）がみとめられる． ζれら tubulovesiclesを

構成する膜は，形態学的に．細胞の形質膜と区別でき

ない．また，比較的，狭少な管腔をもっ細胞内分泌細

管や vacuolecontaining bodyがみられる．腺腔面

および分泌細管lζは，比較的短い微紙毛がみとめられ

る．また，ライゾゾームが細胞内に散見される．

第E群（絶食後給食群）

15川愛（Fig.8 a, b）： 核は円形で，細胞基底部に

しばしばみられる．

分泌細管の管腔が拡張する傾向がみられ．殊IC，微

減毛は著明IC発達している．

tu bulovesicles は， 分泌細管周辺に集まる傾向がみ

られるが， その数の変化は著明ではない. vacuole 

containing body には著変がみられない．

30',ji圭（Fig.9〕： 15',j後にみられる壁細胞とほ Y同

所見であるが．さらに．分泌細管の微減毛の発達した
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Explanation of figures 

Fig. 1. Light micrograph of the fundus mucosa (la) and electron micrograph of the deeper portion 

of the fundus gland (lb) in the rat stomach. la: Chief cells (c J in the deeper portion of fundus 

gland and parietal cells (p) mainly in the center. Some endocrine cells (e) are seen （×400). lb : Chief 

cells 〔c)and parietal cells (p）〔×4000).

Fig. 2. Chief cells (2a) and part of " chief cell (2b) taken from the gastric mucosa after 48 hours 

of fasting. 2a : Many secretory (zymogen) granules 〔z),some Golgi apparatus (g) at the upper portion 

of the nucleus (n), and rough endoplasmic reticulum (rer) showing regular arrangement at the lower 

portion of the nucleus. Mitochondria (m) near the plasma membrane and lysosomes (ly) around the 

secretory granule （×14000〕. 2b : Emiocytotic granule release (arrow) into the lumen (lu). mv ; 

microvilli （×14000). 

Fig. 3. Chief cells taken from the gastric mucosa 15 minutes after refeeding. Round nucleus with 

nucleolus 〔nu〕， decreasednumber of zymogen granules (z), and rough endoplasmic reticulum (rer) 

showing irregular arrangement and occupying most of the cell. p : part of a parietal cell, g ; Golgi 

apparatus, m ; mitochondrium, B ; basement membrane ( 7 8000). 

Fig. 4. Chief cell taken from the gastric mucosa 30 minutes after refeeding. Many mitochondria 

(m) in the center of the cell, enlarged Golgi apparatus〔g)and relatively irregular rough endoplasmic 

reticulum (rer). p; part of a parietal cell, B ; basement membrane （×12000) 

Fig. 5. Chief cells taken from the gastric mucosa 2 hours after refeeding. A few zymoge口 granules

(z), which are relaitvely small in size and high in electron density, especially near the distinctly 

enlarged Golgi apparatus (g). Ring-shaped rough endoplasmic reticulum (rer) in the chief cell at the 

lower portion of the microgragh （、7000).

Fig. 6. Chief cells taken from the gastric mucosa after electric vagal stimulation. Irregular shaped, 

dense nucleus (n〕andrelatively few zymogen granules (z). Some secretory granules appear to be 
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empty. Dilated rough endoplasmic reticulum 〔rer)with irregular arrangement, dilated Golgi apparatus 
(g), and lysosomes (ly). B; basement membrane （×8000〕．

Fig. 7. Parietal cell (7a) and part of a parietal cell (7a) taken from the gastric mucosa after 48 

'hours of fasting・7a: Many mitochondria (m) and smooth surfaced tubulovesicles (v), and a few intra-

cellular canaliculi (ic〕withrelatively narrow spaces. Short microvilli (wv) lining the luminal surface 
(lu) and the intracellular canaliculi. vcb ; vacuole containing body, ly ; lysosomes, n ; nucleus, c ; 

chief cell, B ; basement membrane （×10000). 7b : The membrane constituing tubulovesicles (arrow〕is
not structurally distinguished from that of pfasmalemma （×48000). 

Fig. 8. Parietal cells (8a) and part of a parietal cell (8b) taken from the gastric mucosa 15 minutes 
after refeeding. 8a: Microvilli (mv) !ining the distended intracellular canaliculi (ic). Tubulovesicles (v) 

1 having a tendency to gather in the neighborhood of the intracellular canaliculi (ic) are not significantly 

decreased in number. vcb ; vacuole containing body （×8000). 8b : Distended intracellular canaliculi 
and elongted microvilli (mv). m ; mitochondrium （×12000). 

Fig. 9. Parietal cells taken from the gastric mucosa 30 minutes after refeeding. Intracellular 
canaliculi (ic〕lined with elongated microvilli (mv), a decreased number of tubulovesicles (v), and 
vacuole containing body (vcb). nu ; nucleolus （×11000). 

Fig. 10. Parietal cells taken from the gastric mucosa 2 hours after refeeding. Many distended 
intracellular canaliculi (ic) with relatively short microvilli and a few tubulovesicles (v〕. c; part of a 
chief cell ( x 10000〕．

Fig. 11. Parietal cell (lla) and part of a parietal cell (11 b) taken from the gastric mucosa after 
electric vagal stimulation. lla: Elongated microvilli (mv) lining the luminal surface and the intracellular 
canaliculi (ic) and relatively few tubulovesicles (v). c; part of a chief cell （×4000). llb: Some tubulo-
vesicles containing dense substance (arrow) mv; microvilli, vcb; vacuole containing body, ly; lysosomes 
（×14000). 



ラット胃における内分泌および外分泌細胞に関する電子顕微鏡的検索 (ll) 275 

ものや， tu bulovesiclesが相対的に減少したものもみ

られる．

核の核小体も明らかである．

2時間後〔Fig.10）：細胞内分泌細管は，著明IC拡

張し，数も増加している．微械毛は比較的短かく，分

泌細管周辺ICは，少数の tubulovesiclesがみとめられ

る．

第皿群（迷走神経電気刺激群） (Fig. 11 '" b) 

細胞内分泌細管の微繊毛は著明lζ延長し，しばしば，

ほとんど分泌細管の管腔をうづめつくしている．

tubulovesiclesは，中等度ないしは減少し，比較的，

分泌細管周辺にみられるが，その一部のものでは，内

腔lζ電子密度の高い物質がみとめられた．

核の変化は著明でない．ライゾゾームがみられる．

lV.考察

(1）主細胞に関して

一般に，蛋白質を分泌する外分泌細胞では，分泌性

蛋白質は，粗面小胞体IC付着するソポゾームで合成さ

れた上，ゴルヂF装置に運搬され， ζζで分泌頼性とし

て詰められ，細胞内lζ貯蔵され，外来の適正刺激が加

わると，腺腔内IC分泌されるものと考えられている

(Hirschowitz 1967〕．

主細胞は，ベプシノーゲンという分泌性蛋白質を産

生し，分泌する細胞であり，微細構造上，極めてよく

発達した粗面小胞体やコツレヂ装置と，貯わえられた分

泌頼性をもっ乙とが特徴的である．

絶食時の主細胞では，核下部の粗面小胞体は，規則

正しし主として，層状の配列をなし，核上部lζは，

多数の，比較的，電子密度の低い分泌頼粒がみとめら

れる．また，一部の分泌頼粒周辺lζは，ライゾゾーム

のみとめられる ζ とが多い．

絶食時の多くの主細胞にみられた， ζのような形態

学的所見は，機能との関連性からみると，刺激時IC備

えた細胞の休止期IC相当する所見と推定される．すな

わち，祖面小胞体lとおけるべプシノーゲンの合成が緩

除となり，さらに，貯えられた余剰の分泌頼位は，細

胞内で処理されているものと解釈される．

勿論，ラットでも，基礎分泌なるものの存在が知ら

れており（Shayら 1949; Danald 1952 ; Laneら

1957a），絶食時の主細胞の一部は， ζれらに関与して

いると考えられるが，著者が，絶食時の一部の主細胞

で観察した関口分泌像の所見は，その形態学的な証左

ともいえる所見ではなかろうか．

給食後の主細胞の形態学的変化は，主として，核，

m面小胞体，コツレヂ装置，分泌頼性などに観察され

た．勿論，給食後lζ観察された主細胞のすべてが，同

一の形態学的変化を示すわけではなし種々の形態学

的変化を示す主細胞が混在し，さらに，個体差や観察

した胃底腺の場所などによっても若干の差が認められ

fこ．

給食後にみられる主細胞の分泌頼粒数の減少は，給

食という生理的な刺激によって．主細胞がベプシノー

ゲンを分泌したことを示すものであると考えられる．

とのような所見は，既IC光学顕微鏡的観察（Menzies

1962）や電子顕微鏡ー的観察〔Shibasaki1961）でも指

摘されているが，著者の検索所見も亦同様であった．

同時に，粗面小胞体の分裂，配列の乱れ，コソレヂ装

置の拡張， ミトコンドリアの細胞中央部への移動な

ど，他の報告者 （Shibasaki1961 ; Helander 1962 

1964）とほ Y一致する所見が観察されたが， ζのよう

な変化は，主細胞が給食後，比較的早期から，分泌と

同時lこ，既lζ，産生の体制にあるととを示しているも

のと考えられる．そして，給食後早期lζ観察された核

の変化は，分泌穎位の合成lζ，核が重要な役割を果し

ている ζ とを示唆せしめる．また，給食後， 2時間群

の主細胞にみられたような，コソレヂ、装置の近傍lこ，比

較的，小形で電子密度の高い分泌頼粒が存在している

乙とは，との時期の主細胞が，分泌頼栓産生の最盛期

にあるととを示しているものと考えられる．

以上のように，給食という生理的刺激は，主細胞に

おけるべプシノーゲンの分泌と合成の両面κ影響を与

えているととが知られ，同時に，給食後の主細胞が，

件、に，経時的lζ，異なった形態学的変化を示した乙と

は，主細胞が刺激後， 一定のサイクJレをもって活動す

るζ とを示し，形態と機能との聞に，密接な関係のあ

るととをよく示唆している．

一方，ラット 宵においても，迷走神経性刺激が，胃

液分泌を促がすことが知られている（Laneら1957b;

Lin & Alphin 1958). 

著者が行った迷走神経電気刺激後の主細胞が示した

形態学的変化は，給食群でのそれとは若干異なり，核

の変形・濃縮，粗面小胞体の蛇行・ I移関が著明で，か

っ，分泌頼位の空胞イヒなども観察された．核の変化が

もっ意味は不明であるが，後二者の変化は，迷走神経

性刺激によって活発にベプシノーゲンの合成が促がさ

れているものの，コツレヂ装置への運搬が不十分で，同

時lζ，素材の不足を示す所見とも考えられる． むし
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ろ，乙の時点では，主細胞におけるべプシノーゲンの

',fil機能は低下しているもののようである．

このような形態学的変化は，迷Ji：神経電気刺激が，

生理的刺激ではないための結果とも考えられ，ラット

胃におけるべプシノーゲン分泌の検索方法として，著

者が用いたような条件下での迷走神経電気刺激は非生

理的であるともいえよう．

(2）壁細胞に関して

塩駿が，どのような機構で，壁細胞のし、かなる場所

で産生され，かつ，分泌されるのか，その詳細は未だ

不明である（今村 1968).

壁細胞に存在する多数のミトコンドリアは，壁細胞

が塩酸産生lζ多大のエネノレギーを必要としているとと

を示している．

絶食後ならびに給食後の壁細胞の微細構造上の変化

を検討してみると，絶食時では，大部分の壁細胞は，

分泌細管が狭少で微純毛も短く， tubulovesiclesが多

数存在していることが特徴的であり，一方，給食後の

壁細胞では，微減毛が極めて発達し，細胞内分i必細管

が拡張し，＇ tubulovesiclesは相対的に減少しているの

が特徴的である．すなわち，塩酸分泌時，壁細胞は，

腺腔と接触する表面積を増大させるような形態学的変

化をきたしていると考えられる．とのζとは，壁細胞

の細胞膜（形質膜）自体が，塩酸の産生や分泌と大き

な関連性をもっているととも示唆するものであろう．

壁細胞の塩酸分泌元進時の形態学的変化は，既lζ述

べたように，ヒトを含めた種々の動物において，各種

の州政条件を用いて，十むJされている．すなわち，著

者の場合と同様な給食刺激（Shibasaki 1961; He Ian-

der 1962, 1964）をはじめとして， ヒスタミンやヒス

タローグ刺激〔Sedar1961 b, c ; Rosa 1963 ; Rohrer 

ら1965; Helander & Hirschowitz 1972），あるいは，

ガストリン刺激（Adkinsら 1967; Hubnerら 1969;

Frexinosら 1971), さらには， 迷心神経電気刺激

(Sedar & Friedman 1961 c〕などによって， 塩酸分

泌が冗進した時の壁細胞の形態学的変化が検索されて

いる．

とれらの報告にみられる壁細胞の形態学的変化の特

徴的所見は，著者の検索結果とほ Y問機であるが，主

として， l〕tubulovesiclesの減少， 2）細胞内分泌細

管の拡張， 3）微減毛の増加， などである．そして，殊

K，塩問委分泌H寺lとみられる壁細胞内の tubulovesicles

の減少がぽ目され，れ面小胞体と考えられていた (Ito

1961 ; Ito & Winchester 1963）とれら tubulovesicles

が塩酸産生ないし貯蔵の場所として重視されるように

なった（Kurosumiら1958; Shibasaki 1961 ; Sedar 

1961 a, b, c ; Ito 1961 ; Adkinsら 1967).

しかし，壁細胞の tubulovesiclesの構造は，著者も

観察したように，微細倦造上，形質膜と区別できず

(Rubinら1968），また，組織化学的にも，形質膜と問

機の性格をもっととが指摘されており（Rubin1969), 

さらに，塩酸分泌時には， ζれら tubulovesiclesは，

腺腔との接触や連続性をもつことが明らかにされるに

至った（Sedar1969 ; Forte & Forte 1970）.ζのζ

とから， 塩酸分泌期lとみられる壁細胞内の tubulove-

siclesの減少は， ζれらの tubulovesiclesが形質膜を

増加させるために利用され（Vial& Orrego 1960 ; 

Sedar 1965, 1969），休止期lとみられる tubulovesicles

の増加は， ζれらが細胞内lζ戻される（Helander& 

Hirschowitz 1972）ためと考えられ，結局，壁細胞に

おける塩酸産生の主要な部位は，形質膜自体であると

推定されている．

著者の検索結果も，壁細胞の形質膜が，塩酸の産生

や分泌と密接な関連性をもつことを示唆せしめる．給

食という生理的条件下でも， tu bulovesiclesは減少の

傾向を示し，給食後早期lとは，細胞内分泌細管の微減

毛の発達が，給食後2時間群では，細胞内分泌細管の

拡張が，著明な形態学的変化として観察された．ラヴ

ト胃では，給食刺激時にも，種々の段階の機能状態を

示す感細胞が観察される ζともあって，必ずしも断定

はできないが，壁細胞の tubulovesiclesは，塩酸の分

泌や産生の機能の元進を必要とする際IC，形質膜を増

加させるために利用されるものとして存在している ζ

とが推定される．

一方，迷走神経活気刺激時の壁細胞でも，分泌細管

の微械毛は極めて増加延長し，分泌細管の拡張も認め

られ，塩酸分泌：re進H寺の形態学的変化を示すものと推

測されたが，乙れらの変化は，給食刺激時の変化とは

若干異なり，極めて企一的であり，生理的刺激時のよ

うに可逆性の変化であるかどうか甚だ疑問である．す

なわち，著者が用いたような条件での迷走神経電気刺

激では，主細胞の場合と同様に，壁細胞における塩敵

の産生・分泌という，生理的刺激下で行われていると

考えられる，連続的な細胞機能のサイクルが障害され

ているととも十分にうかがえる． ζれを裏付ける形態

学的根拠は不明であるが，述人l神経電気刺激群にみら

れた墜細胞の tubulovesicles 中の densebodyが，

細胞の分i必機能低下の際にみられる小胞内頼粒と同
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様の意味をもつものとも解釈でき， ζの時点における

壁細胞の塩酸分泌機燐IC問題のあるととが示唆され

る．

著者の壁細胞に関する検索が宵底腺深層IC限られた

ζともあり，この点，さらに今後の検討が必要であろ

っ．

v.結語

1）絶食時，給食時，迷走神経電気刺激時のラ ット

胃底腺の主細胞および壁細胞の形態学的変化につい

て，電子顕微鏡を用いて検索した．

2）給食後の主細胞では， 分泌頼性は減少すると共

Ii:，粗面小胞体は分裂，縦断など配列を乱し，ゴルヂ

装置は拡張するなどの所見を示し，給食は，主細胞に

おけるべプシノーゲンの分泌と合成の両面に影響を与

えるととを知った．

3〕給食後の壁細胞では，微減毛の増加や細胞内分

泌細管の拡張など，腺腔との接角虫面を増大させる所見

がみられ，壁細胞における塩酸の産生・分泌には，形

質膜が関与しているととが示唆された．

4) 迷走神経電気刺激（4V, lOc/sec, 30分〉後に

おける主細胞ならびに壁細胞の形態学的変化からは，

迷走神経電気刺激が非生理的な刺激であると同時に，

ζの時点では，両細胞の分泌機能にも障害をおよぼし

ている可能性が示唆された．
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