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開口制限が成熟ラット顎関節に及ぼす影響

大阪大学大学院歯学研究科

歯学臨床系専攻 (口 腔外科学第二)

松本 章子



<緒言>

開 口障害は,顎関節症 をはじめとする顎関節疾患や,様々な 口腔外科疾患 において高

い頻度でみ られる症状の一つである。開 口障害が生 じている期間は様々で長期に及ぶ こと

もあ り,さ らに開口障害の結果 ,軟食 しか摂取できない場合 もある。 このよ うな長期間に

わたる顎運動の制限や負荷の軽減は顎関節に影響を及ぼす ことが考え られる。膝や股関節

な どの荷重関節では,実験的に不動化や運動制限,神経切除を行 う研究が数多 く行われて

お り,周 囲の靭帯,筋で廃用性萎縮を生 じた り
1),骨

量減少を引き起 こす
2)こ とが明 らか

にされている。顎関節における研究については,過去数例のサル 3～ 6),ゥ
サギ

7),

ラッ ト
8,9)を

用いた不動化実験で,下顎頭 に組織変化が生 じる事が報告されている。 しか

し,お もに下顎骨の変化 について調べ られてお り軟組織の変化 について言及 した ものは少

ない。顎関節は側頭骨下顎省 に下顎骨下顎頭が陥入する骨構造 をとっている。そ して骨の

外側は軟骨で被覆されている。 この軟骨層は,表層か ら内側 に向かって増殖層,分化層 ,

肥大層 と呼ばれる分層に区分できる。下顎省 と下顎頭の間には,密な膠原線維か ら構成 さ

れる関節円板が介在 してお り上関節腔 と下関節腔が形成 されている。関節包 は,顎関節の

外側 を被覆する膠原線維 を多 く含む線維性結合組織で,脂肪細胞 と多 くの動静脈,神経 を

含んでいる。そのため,関節包は,下顎頭の外側および前方,後方への運動 を制限する働

きをするだけではな く,関節成分に栄養を供給 し,運動な どの生理的機能 を調節す る上で

も重要な役割 を果たす
1°

と考 え られる。

顎関節の神経支配については,神経特異蛋白 protein gene product 9.5(PGP 9.5)11)

や,知覚神経 に多 く含 まれる substance P(SP)と calcitonin gene一 related peptide

(CGRP),交感神経節後線維 に多 く含 まれる neuropeptide Y(NIY),副 交感神経節後

線維に多 く含 まれる vasoact市 e intestinal polypeptide(VIP)19な どの神経ペプチ ドに対

する抗体 を用いた免疫組織化学的検討や酵素 トレーサー法,神経切除実験 によって,知覚



神経,交感神経,副交感神経が,関節包,関節円板,滑膜 に分布する事が,ヒ ト
lЭ,ラ

ッ ト
14～ 20,ヒ

ッジ 20等 の顎関節で報告 されている。 これ らの神経ペプチ ドは,局所の血

流,骨等の調節因子 としての役割 を果たす
25～ 2的

と報告 されてお り, ヒ トの顎関節の滑液

29に
も存在 している。また,実験動物の炎症モデルで, これ らの神経ペプチ ドの濃度が ,

三叉神経節
30,顎

関節において変化する 31～ 3,こ とも知 られている。 しか しなが ら顎運動

を抑制 した場合での変化については未だ研究が行われていない。

本研究では,開 口制限が顎関節に及ぼす影響を明 らかにす るため,成熟 ラッ トを用い

て開口制限モデルを作成 し,開 口制限が顎関節の骨・軟骨 ,関節円板,関節包 に及ぼす影

響について検討 した。



<材料 と方法>

1.動物 と飼料

実験 には,生後 9週齢の雄性 Sprague―Dawley系 ラッ ト (体重 310± 20g)

(日 本 SLC,静 岡)を用いた。固形飼料 (MF;オ リエンタル酵母工業,東京)を与え ,

自由飲水 させて,6～ 8日 間順化 したのち生後 10週齢で実験 に供 した。液体飼料 として

調整栄養食品エ ンリッチ (ダイナボ ッ ト,大阪)2倍希釈液を吸水瓶 にて投与 した。粉体

飼料は固形飼料 と同じ成分の飼料を粉体 とした ものを用いた。なお,本実験は大阪大学歯

学部動物実験 ガイ ドライ ンに従 って行 った。 さらに倫理規定を設けて体重が処置時の体重

の 10%以上の減少を認めた時に実験 は中止 とす ることとした。

2。 開口制限法

ラッ トを抱水 クロラール (0.04 mg/kg)腹腔 内投与で全身麻酔 したのち,以下の 3通

りの固定方法 を用いて開口を制限 した。

1)歯牙固定 (n=8):

レジン系接着セメン ト (ス ーパーボ ン ドC&B;サ ンメディカル,滋賀)を用いて,咬

合位で上下切歯 を固定 した。飼料 としては処置 1日 前か ら液体飼料を投与 した。

2)顎外固定群 (n=3):

布 と即時重合 レジンで作製 した抑制具 を頭部 に装着 して,顎運動を制限 した。飼料 と

して処置 1日 前か ら液体飼料を投与 した。

3)外科的開 口制限 (左側頬骨 ―下顎骨間結索)(n=16):

抱水クロラールにて全身麻酔 したのち,1/8万 エ ピネフリン含有 2%リ ドカイン (歯科

用 キシロカイ ン注射液 2%;ア ス トラゼネカ,大阪)0。4 mlを 用 いて局所麻酔 を行 った。

術後摂食 しやす いように下顎切歯 を歯 肉縁上でダイヤモン ドポイ ン ト (松風,京都 )を 用



いて削合 した。左側顔面皮膚に切開を加え咬筋を剥離 し頬骨 と下顎骨を露出させたのち ,

下顎骨 に歯科用のステンレスバー (松 風 ,京都)を用いて小孔 を形成 した。ウレタンゴム

製矯正用パワーチェー ン (FoM.Ringlet,closed type;ロ ッキーマウンテ ンモ リタ ,

東京)を 咬筋下 に通 し断端の下顎骨側はステンレスワイヤー (径 0。 3 mnl,三 金工業 ,

東京)を 小孔 に通 し結繁し,頬骨側はシリコンチューブ (径 0.5 mnl,信 越ポ リマー
,

東京)で結繁固定 した (図 1)。 創部を縫合 したのち,感染予防のため抗生剤 (FMOX,

0.08g/kg;塩野義 ,大 阪)を 筋注 した。外科的処置前 1日 間は,液体飼料 と固形飼料の

併用投与を行 い,外科的処置後 3日 間は液体飼料 を用いて,4日 後か らは粉体飼料 を用い

て飼育を行った。

3.開 口制限実験スケジュール

実験動物 としては,生後 10週齢 ラッ ト33匹 を用い,以下の実験群に区分 した。実験

群 1は ,開 口制限を行わず固形飼料を投与 した (固 形飼料非制限群 )。 実験群 2は ,開 口

制限を行わず粉体飼料 を投与 した (粉体飼料非制限群 )。 実験群 3に は,外科的開 口制限

を行 い粉体飼料 を投与 した (粉体飼料制限群 )。 実験群 1に は,実験期間を通 して固形飼

料 を投与 した。実験群 2は ,4日 間液体飼料を投与 したのち,粉体飼料で飼育 した。実験

群 3で は, 1日 間液体飼料を固形飼料 と併用投与 したのち開 口制限処置を行 い,その後 3

日間は液体飼料のみで飼育 した。4日 後か らは実験期間終了までは粉体飼料を投与 した。

開口制限処置よ り 2,4,6週 間経過 した各時点で実験群 1各 3匹 ,実験群 2各 4匹 ,実験

群 3各 4匹 の顎関節 を組織学的検索に供 した (図 2)。

4.実験動物の処理 と組織学的検索

実験スケジュール にしたがって,抱水クロラール (0.04 mg/kg)腹腔内投与 による全
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身麻酔を行い,経心臓的に 0.02Mリ ン酸塩緩衝液 (PBS)で灌流脱血 した後,灌流固定

液 (4%パ ラホルムアルデ ヒ ド,0。 lMリ ン酸緩衝液 ,pH 7.4)で 固定を行 った。その後

すみやかに頭部を摘出し,24時間同固定液で浸漬固定を行った。顎関節を一塊 として摘

出後,脱灰液 (10%エチ レンジアミン 4酢酸 2ナ トリウム,pH7.4)に 浸漬 し,4℃ にて

3～ 4週 間脱灰処置を行った。脱灰終 了後,30%シ ョ糖含有 0.02 M PBSに 4℃ で 24時 間

浸漬 した。OCTコ ンパウン ド (SAKURA Fine technical Co,CA,UoSoA.)に て包埋後 ,

クリオスタッ ト (LEICA CM3050;Leica lnstruments GrllbH,Nussloch,Germany)

を用 いて厚さ 16μ mの矢状断連続凍結切片を作成 した。切片は MAS(Matsunami

adhesive slide)コ ー ト付きスライ ドグラス (松波 ,大坂)に貼付 し,ヘマ トキシリン・

エオジン(HE)染 色を施 した。

5。 免疫組織化学染色

免疫組織化学染色には高分子ポ リマー法 (EnVision+法 34,35))を
用いた。

神経特異蛋白 PGP 9.5に 対するウサギポ リクローナル抗体は,Chemicon(CA,

UoSoA。 )よ り購入 した。神経ペプチ ドSP,CGRP,NPY,VIPに 対するウサギポ リクロー

ナル抗体は,Oncogene research products(N眈 ,U.SoA.)よ り購入 した。4%パ ラホル

ムアルデヒド固定組織の凍結切片を 0.05Mト リス塩酸緩衝液 (TBS,pH7.6)で洗浄後 ,

0。 3%H202メ タノールに 30分浸漬 し,内 因性ペルオキシダーゼを不活化 した。TBS洗浄

後,2%normal swine serum(DAKO,Copenhagen,Denmark)含 有 0.05 M TBSを

用いて PGP 9。 5,SP,CGRP,NPYあ るいは VIPに 対する抗体 をそれぞれ 1/5000,

1/3000,1/4000,1/5000,1/3000に 希釈 したのち 4℃ にて 48時間作用させた。反応後

0.1%Tween20含有 0.05M TBS(TBST)にて洗浄 し,5倍希釈の EnVision十試薬

(DAKO)を 4℃ で 24時 間反応 させた。 3,3'― ジアミノベ ンチジン発色液 (Stable DAB;



Research Genetics,AR,UoSoA.)にて発色させたのち,メ チルグリーンにて対比染色 し,

上昇アルコール にて脱水 , リモネン (Hemo―De;フ ァルマ,東京)にて透徹後 ,Entellan

(Merck,KGM,Darmstadt,Germany)に封入 し光学顕微鏡 (Nikon Microphoto―

Ⅸ A;Nikon,東京)で観察 した。

6.組織像の計測法 と統計処理

HE染色を施 した顎関節の組織像を顕微鏡か ら CCDカ メラ (C5810-01;

Hamamatsu photonics,静岡)を介 しパーソナルコンピューターに取 り込み,画像解析

ソフ トMac Scope(三 谷商事 ,東京)を 用 いて,関節矢状断の連続切片中央付近の下顎

頭の前方部,中央部 ,後方部を計測点 とし,軟骨層 (表 層 ,増殖層,分化層十肥大層)を

計測 した (図 3A,B)。 関節円板の厚径は,軟骨層 と同様 に関節矢状断を作成 し下顎頭 中

央部で計測 した。各動物あた り 3枚 の組織切片を用いて計測 し,平均値土標準偏差 を求

めた。計測値は,Scheff's F testを 用いて検定を行った。



<結果>

1.開 口制限モデル作成

顎運動を抑制するため,接着用 レジンセ メン トを用いて上下切歯部で歯牙固定を行っ

た場合,100%(8/8)の 動物において切歯の萌 出が阻害 され,そ こか ら顎骨に感染が波

及 した。その結果,摂食障害を引き起 こして,実験開始時の体重 と比較 して 2週間以内

に顕著な体重減少が認め られ,実験 中止時,平均で 70%に まで減少 した。顎外固定を行

った動物は常に固定装置を除去 しようとす る動作 を繰 り返 し,ス トレスのため摂食不良 と

なった。そのため固定 3日 後の平均体重は固定開始時の 80%に まで減少 した。外科的開

口制限法 として,ウ レタンゴム製パ ワーチェー ンを頬骨 と下顎骨間に装着 した場合,顎運

動が抑制されたにもかかわ らず 2週間での平均体重は処置時の体重の 95%の 状態 を保つ

ことができた。 この固定法における開口制限量を知るため,麻酔下で開 口量を測定 した。

処置前 40gの 力を加えた最大開口量は平均で 18。 3mmで あったが,ウ レタンゴム製パワー

チェー ン装着後に同じ 40gの 力で牽 引し強制的に開口させた場合の最大開口量の平均は

5。4mmであった。

2.開 口制限が体重に及ぼす影響

開口制限モデル作成実験の結果 ,外科的開口制限法では 2週間の経過観察中顕著な体

重変化 をきたさず に安定な開口制限を得 られることが明 らかになった。そ こで この方法 を

用 いて開口制限実験 を行 い経時的な体重変化 を観察 した。開口制限を加えずに固形飼料 を

投与 した群 (実験群 1)あ るいは粉体飼料 を投与 した群 (実験群 2),開 口制限を加えて

粉体飼料を与えた群 (実験群 3)のすべてにおいて体重減少は認めなかった。処置 6週後

での体重は,実験群 2,3でやや低値 を示 したが実験群間で有意差は認めなかった (図

4)。



3.開 口制限が下顎頭骨 0軟骨層に及ぼす影響

開 口制限が下顎頭 に及ぼす影響を知るため,下顎頭中央部矢状断で切片を作成 し組織

学的検索を行 った。下顎頭の骨構造 については,固形飼料の実験群 1と 比較 して,粉体飼

料の実験群 2,3の骨髄腔が拡大 していた。特に実験群 3に おいて,経時的に骨髄腔の拡

大が強 くな り,下顎頭部での骨基質の減少が認め られた。さらに実験群 3の 開口制限処

置 6週後の動物 において,破骨細胞 の出現 を伴 った骨吸収 と線維性組織の増殖が認めら

れた (図 5)。 なお,実験群 2で も破骨細胞は散見 された。軟骨の観察 において,実験群

1で は,正常な軟骨構造である表層 ,増殖層,分化層,肥大層が認め られたが,開 口制限

6週後の実験群 3では,軟骨層が非薄化 してお り,特に前方部では軟骨層のうち分化層 と

肥大層が縮小 していた (図 5)。 そ こで,2,4,6週 の検体につき,下顎頭の前方,中央 ,

後方部における軟骨厚径の計測 を行 った。前方部 において,開 口制限処置 2週後 に計測

した下顎頭軟骨層の厚径の平均値は,実験群 1,2,3の 右側でそれぞれ 122μ m,68μ m,

56μ mで左側では,158μ m,70μ m,54μ mで あ り,粉体飼料群で顕著 に両側軟骨層の厚

径が減少 していた (図 6)。 処置 4,6週後の結果 も同様であ り 1群 と比較 して 3群では両

側 とも軟骨厚径は減少 してお り,有意差 (P<0.05,P<0.01)が認め られた。粉体飼料

を投与 し開口制限 しない実験群 2と 開口制限 した実験群 3と の比較では,左右両側 とも

実験群 3の 方が低値 を示 したが,有意差が認め られなかった。関節矢状断面の中央部に

おいて も処置後 2,4週後は,前方部 と同様 に実験群 1に 比較 して実験群 2,3で低値 を示

した。6週後での下顎頭軟骨の平均厚径は,実験群 1,2,3の 右側でそれぞれ 145μ m,

150μ m,96μ mであ り,左倶1で は 142μ m,150 μ nl,80 μ nlと ,こ の部位では,粉体飼料

による軟骨層の減少はみ られな くな ったが,開 口制限群 (実験群 3)で の軟骨厚径の減少

は持続 していた。後方部にお いて,処置 6週後での軟骨層の厚径は実験群 1,2,3の右側

は,それぞれ 212μ m,215μ nl,187 μ nl,左 側は 203μ m,250μ m,195 μ nlで あり実験期



間を通 じて実験群間で明 らかな差を認めなかった (図 6)。 下顎頭前方部 における軟骨層

厚径で変化がみ られたため,軟骨層を更に増殖層 と分化層 +肥大層に区分 して検討 した

(図 7)。 実験群 2に おいて,実験開始 2週後よ り分化層 +肥大層は減少傾向にあ り,こ

の変化は食餌形態の変更 によ り早期 に生 じるものであった (図 7B)。 増殖層で も実験群

2と 3で は厚径は,実験期間を通 じ非薄化傾向を示 していた (図 7A)。 したがって,軟

骨の変化 は これ ら 3層 すべてで生 じていることが明 らか となった。

4.開 口制限が関節円板 に及 ぼす影響

開 口制限が関節円板 に及ぼす影響を知るため,関節矢状断面の組織切片を用 いて組織

化学的変化 の検討および関節円板厚径 を計測 を行 った。実験群 1の 正常 ラッ トの関節円板

の中央部 を構成する線維束は太 く,屈曲が少ない状態で密に前後方向に配列 していた。実

験群 2,3に お いても形状の変化や線維配列の乱れおよび線維の剥離等の変化 を示す組織

所見 はみ られなかった。処置 2週後 において,実験群 1,2,3右側での関節円板厚径は ,

それぞれ 55μ m,51μ m,37μ m,左側では 58μ m,65μ m,38μ mで実験群 3が最 も低値 を

示 した (図 8)。 4,6週後の計測 において も各実験群の関節円板厚径はば らつきを示 した

が,実験群 3においてその変化 は最 も顕著であった。

5。 開口制限が関節包組織 に及ぼす影響

顎関節の神経線維 は血管 と伴走 して関節包に入 り滑膜 と線維膜の間で細 い枝 に分枝 して

いる。関節包は関節外側で発達 し,神経線維 もこの部で豊富である 15,23,30。
開 口制限が顎

関節の神経・血管 に及 ぼす影響 を知るため,神経・血管分布が豊富な関節包外側で矢状断

面を作成 し組織変化 を観察 した (図 9a,b)。 固形飼料で飼育 した実験群 1,すなわち ,

正常 ラッ トの左側関節包 において,関節包の上部な らびに中央部は線維性結合組織 を主体



とする構造であ り,上部で脂肪細胞が散在 していた。中央部では,彎曲 した線維束が平行

して走行 してお り,実験期間を通 じて変化 を認めなかった (図 9c,e)。 関節包下部 には ,

小動静脈と太い神経束が数多くみられた (図 9g)。 開口制限を行わず粉体飼料を投与し

た実験群 2においても同様の所見であった。一方,開 口制限した実験群 3の 左側では,

2週後,顕著な変化は認められなかったが (図 9d), 6週後には,関節包の中央部の彎曲

した線維成分が減少しており,代わりに胞体の明るい脂肪細胞が増加し,細 い血管の増殖

もみられた (図 9f)。 これらの変化は反対側関節包でも認められた。また,実験群 3の関

節包下部では,4週 をピークとして拡大した血管が散見された。開口制限にともなう神経

分布,神経束の変化はみられなかった (図 9h)。

6。 開口制限が関節包の神経に及ぼす影響

開口制限にて組織変化 を生じた関節包中央部 と血管・神経が豊富である関節包下部にお

ける神経線維 と神経ペプチ ドの発現 を免疫組織化学染色にて検討 した。実験群 1に おいて ,

神経特異蛋白 PGP 9.511)は ,関節包の上部 ,中 央部,下部の結合組織および血管周囲に発

現がみとめ られ,一部は数珠状の腫脹 (varicosity)を 伴 った細径の線維 として発現がみ

られた (図 10a)。 実験群 2で も,PGP 9.5陽 性線維は同様の分布 を示 した。実験群 3の

関節包中央部では,線維性結合組織が脂肪細胞で置き換わってお り,同 部で蛇行 した線維

状 に PGP 9.5陽 性線維がみ られた。実験群 1,2と 比較 して数は,左右側 ともにやや増加

していた (図 10b)。

神経ペプチ ドSP10は ,いずれの実験群でも関節包下部の神経束 とその周囲結合組織で

発現 してお り (図 10c,d),関節包の上部 ,中央部ではその発現がみ られなかった。また ,

実験期間中発現が変化することもなかった。

神経ペプチ ドCGRPl旬ま,関節包の上部 ,中 央部,下部の血管周囲の結合組織 と下部
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の神経束周囲の結合組織で発現を認めた。実験群 3においては,関節包の中央部の血管

周囲と脂肪細胞周囲で発現 してお り,処置 4週後よ り免疫陽性線維の増加を認めた (図

10e,f)。 関節包下部 においては,4週以降,開 口制限を行 った実験群 3では陽性線維が

増加 し,実験群 2では減少する傾向がみ られた。

神経ペプチ ドNPYlのは,実験群 1に おいて,関節包下部の結合組織周囲,下部の動脈

壁周囲,関節包中央部で網 目状に varicosityを 伴って発現が認め られた。一方,開 口制

限を行 った実験群 3で は,関節包中央部で処置 4,6週後には,血管周囲に網 目状の発現

が多 く認め られるようになった (図 10h)。 実験群 2での発現はやや低下 した。

神経ペプチ ドVIP19は ,関節包下部の一部の動脈壁周囲に限局 してみ られた (図 101,

j)。 実験群 2で は処置 4,6週 でやや発現が低下 し,実験群 3では増加する傾向がみ られた。

表 1は ,関節包の中央部 と下部 における神経線維 と各種神経ペプチ ドの発現 につき,免疫

組織化学染色結果 を表 にまとめたものである。開口制限による脂肪化 と血管の増加がみ ら

れた関節包中央部 において,SP,VIPは発現 して いなかった。実験群 3で は,PGP 9.5と

CGRP,NPYの 発現増加がみ られた。関節包下部では,検討 したすべての抗体で発現がみ

られた。PGP 9.5と CGRP,NPY,VIPの 染色において,抗体反応陽性線維は実験群 2で

は減少 し,実験群 3で は増加する傾向がみ られた。なお,左右差はみ られなかった。



<考察>

成熟 ラッ トを用いて,開 口制限実験 を行い,顎関節の組織学的変化 につき検討 した。そ

の結果 ,開 口制限には頬骨 と下顎骨をウレタンゴム製パ ワーチェーンを用いる外科的固定

法が適 してお り,こ の開口制限法を施 したラッ トでは下顎頭軟骨の局所的非薄化 をきたす

こと,関節円板には器質的変化はないこと,関節包では脂肪細胞,血管,神経線維の増加

をきたす ことが明 らかになった。

顎関節の不動化実験 としては,サル 3～ 6),ゥ
サギ

7),ラ
ッ ト

8,9)を
用いた研究が行われて

いる。サルにおいては,顎 を中心咬合位で不動化するため,サルを首枷付き mOnkey

cageに 入れ,head capの左右側 に骨釘を打ち込む顎骨骨折用創外固定器 を用いた方法
3)

と歯牙 を鋼線で結繁固定する方法
4～ 6)が

行われている。 ウサギでは,口 蓋 と下顎骨を鋼線

で結繁 して顎関節を不動化する外科的処置
7)が

行われている。 ラッ トにおいては,head

cap9,鋼 線 による歯牙結繁
8)に

て顎関節不動化実験が行われている。 ヒ トの咬合を考え

ると実験動物 としてはサルが最 も適 した実験動物 と思われるが,個体数の確保の問題や顎

運動抑制に対する系統的な研究 を行 う上で困難な点 も多 い。 これに対 して ,ラ ッ トの場合 ,

顎運動はヒ トと同様に下顎頭が前方滑走を行 う
37)こ とが知 られてお り,個体数の確保 ,

発育成長において個体差が少ないな ど下顎頭前方滑走を抑制する開口制限モデル作成にあ

たっては多 くの利点がある。ラッ トを用いた顎関節の研究は,幼若動物での関節の発達 に

関するもの 14,19,23),正
常動物の関節円板や関節包 に関す るもの 15,17,21,22),関

節炎を惹起 し

た動物での神経ペプチ ドの定量を行 ったもの 30～ 30,特 に関節炎の惹起 に関す るものが数

多 く行われている。 しか しなが ら,顎運動を制限 して,関節に対する影響 を検討 した研究

は,極めて少ない。その理由として,小動物では開口制限が困難な ことが挙 げ られる。本

研究において も,サル ,ウ サギ,ラ ッ トで行われた head capと 鋼線 による開 口制限を試

みたが,い ずれの方法 も経 口では,栄養摂取が不良とな り,体重の減少をきた して実験継
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続が困難であった。鋼線の場合 ,径が太 いと頬骨の剪断が起 こり,細 いと鋼線の剪断を生

じた。幼若 ラットを用いた開口制限の実験系
9)で

は,咬合床 を咬ませた状態で head cap

を頭部にはめて固定 し経管チューブで流動餌 を与えているが,やは り体重の急激な減少 を

きたす と思われ,実験期間はわずかに 4日 間であった。そ こで,組織親和性の高いシリ

コンチューブとウレタンゴム製矯正用パ ワーチェー ンを組み合わせた固定方法を考案 した。

実験 に使用する動物の週齢 に関 しては,ラ ッ トの顎関節の軟骨内骨化が終 了するのは生後

3ヶ 月
38,39)で

ぁるが,軟骨層の厚径は生後 50-60日 後までには一定 となる
40,41)。

それ以

前の成長期のラッ トに咬合異常
40,顎

運動制限
9,短

期間外力を作用
4め

させた場合,影

響力が大きいことな どか ら 10週齢の成熟 ラッ トを用いることとした。本研究 においては

開口制限の条件として,処置後の開口量が,処置前の 1/3以下に抑え られていること,

処置後の体重減少が処置前の 10%を超えないこと,2週間以上開口制限状態 を維持できる

ことを目標 としたが,本研究での外科的開 口制限法はこの条件を満たす ものであった。す

なわち開口制限処置 2週後での体重の減少は 5%であ り,ラ ッ トの最大開 口量約 20mm4→

を約 5mnlに 制限す ることができた。過去 に報告 されたサルの系
3～0で は,中心咬合位で

咬合 してお り強度の固定を行 っている。また,ウサギでの鋼線 による固定
のでは,開 口制

限量が明 らかにされていない。 ラッ トの実験系
8,9)に おいて も強度の歯牙固定を行 ってい

る。 これに対 して,今回作成 した ラッ トの実験系は,過去 の報告 と異な り開口量を一定 に

制限する特徴があ り, しかも小動物 において栄養状態の影響が少な く長期実験 に耐える初

めての開口制限実験系 といえる。

この実験モデルを用 いて,固形飼料で通常の飼育 をした実験群 1,開 口制限を行わず粉

体飼料を投与 した実験群 2と の間で,顎関節の骨・軟骨構造の比較検討 を行 った結果,6

週間開口制限を行 った実験群 3の ラッ ト下顎頭では,骨髄腔の拡大 と破骨細胞の出現を認

め,骨融解像を呈 した。下顎頭の軟骨に関 しては,開 口制限処置 2週後の時点で,関節
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の前方 と中央部で,顕著な軟骨層厚径の減少をきた した。 この軟骨変化は同じ粉体飼料 を

投与 した実験群で も認め られたが,その程度は,実験期間を通 じて常 に開口制限群でよ り

強 く認め られた。同様の下顎頭軟骨の変化はウサギを用 いた実験でも観察されている。 こ

の場合,上下顎を鋼線で固定 してお り,3週後 には,左右の下顎頭軟骨厚径は対照の 1/2

まで減少 した
7)と

報告 されている。よ り強固な顎外固定 を行ったサルでは,顎関節では退

行性変化が顕著であ り,軟骨層の消失に続 いて骨組織の破壊にまで至っている。小川 ら "

は 4日 間の上下顎固定で も,ラ ッ ト下顎頭軟骨層が減少 したとしている。また ,

Shimaharaら 8)が
行 った歯牙結繁による顎運動制限では 3週で骨髄腔の拡大がみ られ,5

週では下顎頭の扁平化 と形態異常が出現 している。 したがって,下顎頭軟骨層の減少は ,

顎運動制限によって出現する共通の早期変化 といえる。

一方,下顎頭軟骨層は顎運動の制限を行わな くても食餌 を軟飼料にするだけで減少す る

ことが報告されている。Kiliaridisら 45)は ,成長期のラッ トを用いて固形飼料を与えた

群 と軟飼料を与えた群での関節軟骨 を比較研究 してお り,軟飼料摂取動物では,下顎頭 の

前方で軟骨層が薄 くな り,後方で厚 くなると報告 している。Bouvier46)が行 った成長期

および成熟 ラッ トに軟飼料を与えた実験で も,下顎頭中央部の軟骨層の減少が認め られた。

また,固形飼料 と軟飼料を投与 した動物で,下顎頭でのプロタイプ Iコ ラーゲ ンとタイ プ

Ⅱコラーゲンの発現様式が異なること,軟飼料群では軟骨芽細胞数が減少する
4つ ことが

報告 されている。本研究 にお いて開 口制限 を行わずに粉体飼料を投与 した実験群 2で も ,

開口制限群 と同様 に下顎頭軟骨層の前方 と中央部で厚径が減少することが明 らか となった。

また,深沢
40は

閉 口運動に関与する筋肉群 を切除 し 9週間飼育 した結果,下顎頭軟骨の

厚径が減少 したとしている。 したがって,ラ ッ トが固形飼料を前歯部で破砕 し,自 歯で咀

嗜す る際に加わる生理的咬合圧が下顎頭軟骨構造の維持 に重要であるものと思われる。一

方,山本
49は ,ラ ッ トを用いて実験的に片側性の咬合異常を惹起 させた下顎頭を観察 し ,
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咬合の挙上側 と非挙上倶1の 両方で軟骨層の非薄化 を生ずること,また,強制持続開 口を行

った群で も,厚径の減少を認めた としている。咬合挙上 と強制開 口では,い ずれ も下顎頭

は側頭骨 に圧接 された形 とな り,下顎頭に対 して過度の機械的負荷が加わって,下顎頭軟

骨層が退行性変化 をきたすものと思われる。本研究における開 口制限群では,ウ レタンゴ

ム製固定装置の働きで,一定以上の開口を制限 している。安静時は装置による牽引力は働

いていないが,開 口運動時には,装置の弾性反発力で下顎頭 に過剰の負荷がかかるもの と

思われる。 したがって,開 口制限 し粉体飼料を投与 した実験群 3で は,生理的咬合圧の低

下 と開口制限による過剰の機械的負荷がともに作用す る可能性がある。 このどち らがよ り

軟骨層の非薄化 に重要な役割 を果たすかは不明であるが,開 口制限時の軟骨変化 には, こ

れ ら複数の因子が関与するものと思われる。

下顎骨は,内軟骨性骨化にて成長する 50。
軟骨増殖層は細胞分裂 にて新 しい軟骨細胞

を供給 してお り,こ れ らの細胞が下層にい くに従 って分化 ,肥大化 して,肥大軟骨細胞層

が形成 される。肥大軟骨細胞の間隙に存在する軟骨基質 に,骨髄側か ら骨芽細胞が侵入 し ,

肥大軟骨細胞の骨化が起 こる 51,50と
されている。成長 した動物の下顎骨 においては,軟

骨細胞の分裂 と肥大軟骨細胞の骨化のバ ランスで軟骨層の厚径は維持 される 38～ 41,50)と
考

えられている。本研究において,軟骨層を増殖層,分化層 +肥大層に区分 し,そ の厚径 を

計測 したが, これ らの層はすべて非薄化することが明 らか となった。ただ,分化軟骨細胞

と肥大軟骨細胞はその細胞径が大きく,こ れ らの細胞層が占める割合が高いため,分化層

十肥大層での減少が軟骨層全体の非薄化に大きく貢献 したもの と思われる。軟骨層厚径の

減少は,軟骨細胞の分裂能が低下する場合 ,あ るいは軟骨層での骨化が克進する場合に生

ずる 40と されているが,本研究の結果では,分化層 +肥大層だけでな く増殖層で も厚径

が減少 してお り,開 口制限にて,軟骨前駆細胞の分裂能が低下 し,さ らに幼弱軟骨細胞の

分化,肥大化の過程 も阻害された と考え られる。一方 ,開 口制限 6週後のラッ ト下顎頭で
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は破骨細胞 と骨吸収が確認された。 このよ うな環境では軟骨か ら骨への置換が克進する と

は考え難い。 したがって,骨髄側か らの骨化が克進 したのではな く軟骨形成が強く抑制 さ

れたことで,軟骨層の非薄化 をきた した ものと考 え られる。

軟骨細胞の増殖が抑制される機構 として,栄養補給の低下が考え られる。関節頭軟骨は

無血管性の組織であ り,栄養は滑液の拡散 にて供給 されてお り,グルコースなどの低分子

量の栄養素や酸素は,関節運動の影響を受 けることはないが,他の栄養素は関節運動によ

って加え られる周期的な負荷 (pumping)に よって供給 をうける 53)こ
とが報告されている。

顎関節の場合,開 閉 口運動によって滑液 中の栄養素が軟骨内に送 り込 まれる一方で,軟骨

内の代謝物が滑液中に排泄され ると考え られるが ,開 口制限処置は, この pumpingに よ

る下顎頭軟骨への栄養供給 に対 して抑制的 に働 くと思われる。以上よ り,開 口運動の制限

は栄養補給面でも下顎頭軟骨層の形成 に抑制的に作用するものと考え られた。開口制限 に

よ り,実験期間を通 じて前方な らびに中央部での軟骨層非薄化はみ られたが,粉体飼料で

開口制限を行わなかった実験群 2で は軟骨層中央部で,4,6週後の回復がみ られた。 こ

の実験群 2では,下顎頭への生理的咬合圧 は軽減す るが開口運動は阻害 されていない。そ

のため滑液か らの栄養補給は維持されてお り, しだいに軟骨層が回復す るものと思われ る。

全身的栄養については,本実験モデルで開 口制限 を行 っても 6週後 までの観察で体重変化

の減少はみ られてお らず,全身的な栄養が軟骨層非薄化の要因とは考え られない。

関節 円板に関して,組織学的な変化はいずれの群で も認め られなかった。関節円板の

厚径を関節中央部で計測 したが,開 口制限 を行 った実験群 3において も,期間を通 じて

関節円板の肥厚や非薄化は明 らかでなかった。 これは,実測値のば らつきに起因するもの

であ り,結果には示 していないが,中 央部で厚径が低値の検体で も前方部 を観察すると厚

径の増大がみ られた。また,外側の組織上で円板が肥厚 していた場合,内側の円板は逆 に

非薄化 している検体 も観察 された。 したが って,開 口制限は関節円板の厚径 に顕著な影響
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を与 えるというよ りは,む しろ,その位置異常 を生 じさせる可能性が高いと考 え られた。

ヒ トの顎 関節 においては,神経線維は血管 と伴走 して関節包に入 り滑膜 と線維膜 との

間で細 い枝 に分枝 し,特 に後方,外側部で不完全な神経叢を呈 し,こ れか ら出る細 い枝が

関節包 内に分布 している 30。
関節包は関節外側で発達 し,神経線維 もこの部で豊富であ

る。 ヒ トでは,関節包後方部は三叉神経第三枝の耳介側頭神経か らの関節枝 ,前方部は ,

咬筋神経,後深側頭神経か ら関節枝が分布 している 30。
ラッ トにおいても顎関節 に分布

する知覚神経はすべて三叉神経 由来
1°

と考 え られてお り,関節前方な らびに後方部か ら

血管 とともに侵入する 17,23)。
また,顎関節の自律神経線維は,関節に分布する動静脈の

血管壁周囲に網 目状 に豊富 に存在する 18,20)と
されている。本研究では,関節での神経・

血管分布の豊富な関節包に着 目し,開 口制限が神経,血管の分布 に及ぼす影響 を明 らかに

するため,関節包への血管の侵入部位 を含む連続 的な矢状断面での検索を行 った。実験群

1,2の 関節包断面 を観察 した結果 ,関節包 の上部 と中央部では,線維性結合組織が主体

をな してお り,下部では,血管が豊富で,神経束 の断面 も数多 く認め られた。開 口制限 し

た実験群 3で も関節包の上部 と下部では,他の実験群 と同様の組織像を呈 したが,関節

包中央部では,線維性結合組織が減少 し,かわ りに脂肪細胞の増加が認め られた。 また ,

脂肪細胞 に近接 して細い血管の新生が認め られた。粉体飼料で開 口制限を行わなかった実

験群 2で は,こ のような組織変化 は認め られてお らず,線維性結合組織の減少 と脂肪細

胞の増加は開口制限に特有の関節包の組織変化 と考え られた。また,開 口制限が,関節包

下部での小動静脈の分布や形態 に大きな影響を及 ぼす ことはないと考えられた。

顎 関節 と神経ペプチ ドとの関連性 については,数多 くの報告がなされている。例えば ,

アジュバン ト性 の顎関節炎を惹起 したラッ トでは,後根神経節での SPと CGRP濃度が

上昇 してお り,ラ ッ ト顎関節の炎症性疾患 に神経 系が重要な役割 を果たす
30と されてい

る。一方,生後 の ラッ ト顎関節 において,吸啜や 咀疇 といった機能的な刺激が,神経線維
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の発達 に関与する 19'23)と の報告 もあり,顎運動が逆に神経線維 の発達や分布 に影響を及

ぼす ことも考え られる。そ こで,開 口制限動物 において,各種神経ペプチ ドを有する神経

の分布 につき,神経・血管が豊富な関節包で検討を行った。その結果,開 口制限によって

大きな組織変化 を示 した関節包中央部において,一部の知覚神経が含有する神経ペプチ ド

である CGRPは ,脂肪細胞間隙 と血管周囲で,ま た交感神経が含有する NPYは血管壁周

囲で検 出された。CGRPは血管 に対 して強 い拡張作用を示す
12,28)こ

とが知 られている。

一方,脂肪細胞 には知覚神経が分布
50し

てぉ り,神経毒であるカプサイシンで知覚神経

を脱神経 した場合,加齢 による脂肪増殖が減少する 5,こ とか ら,CGRPが 脂肪細胞の増

殖促進因子 として作用する可能性 も示唆されている。 したがって,開 口制限 ラッ トの関節

包でみ られた CGRPを含む神経線維の増加は,脂肪細胞の増加 と新生血管の拡張 に関与

している可能性がある。また,同 じく開口制限動物で発現 した交感神経が含有する神経ペ

プチ ドNPYは ,本来血管の収縮 を増強する 50と されているが,最近,血管内皮細胞 に対

する増殖促進作用を示す
5の ことも明 らかにされている。 したがって,NPY陽 性神経線維

が関節包中央部で血管形成に働 くとも考え られる。

関節包下部は,血管の豊富な部位で,検討 したすべての抗体 と反応する神経 の存在が確

認された。NPY,VIPと いった交感神経,副交感神経に多 く含 まれる神経ペプチ ドは小

動脈の血管壁で検出され,SPは 比較的太い神経束の断面で検 出された。開口制限群では

神経ペプチ ドを有する神経が増加 し,開 口制限を行わずに粉体飼料を投与 した動物では ,

発現が減少する傾向がみ られた。開口制限群では,神経ペプチ ドを有する神経が増加す る

傾向を示 した。 この場合,神経特異蛋自 PGP 9.5の 発現 も増加 した。 したがって,HE

染色像では明 らかでなかったが,開 口制限動物 においては,関節包下部でも新たな

CGRP,NPY,VIPと いった神経ペプチ ドを含有する神経線維が増加するもの と思われた。

一方,開 口制限を行わずに粉体飼料を投与 した動物では,CGRPと NPYの発現が減少す
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る傾向がみ られた。その理 由は明 らかでないが,次のよ うに説明できるか も知れない。す

なわち,SP,CGRPな どの神経ペプチ ドは神経細胞で合成 されてお り,神経線維が分布

する組織 との間で輸送が行われていること,ラ ッ ト膝関節か らの求心性線維の一部は,通

常の関節運動によって活性化 されること 58～ 60)が
示唆されている。 したがって,ラ ッ トの

顎関節において も,固形飼料の咀囀による刺激で関節包 に分布する神経が活性化され,そ

の結果,神経細胞内で神経ペプチ ドが合成され,神経線維内のペプチ ド量が維持されてい

る可能性がある。 この場合,粉体飼料 に変えることで末梢か らの刺激が減少すると神経細

胞での合成が低下 し神経線維の神経ペプチ ド量 も減少す るものと思われる。実際,開 口非

制限で粉体飼料の実験群 2では,神経ペプチ ドの発現減少 にもかかわ らず ,PGP 9。 5は

影響を受けなかった。 したがって,実験群 2で は神経線維数が減少するのではな く,神経

線維 に分布する神経ペプチ ド量が減少 した可能性が考え られる。免疫組織化学染色で明 ら

か となったもうひ とつの注 目すべき点は,SP陽性線維が,実験群 3の脂肪化組織で発現

しなかった ことである。SPは炎症 にともなって発現す る神経ペプチ ドで,こ の発現は顎

関節炎の滑液中にみ られ,疼痛 と密接 に関係する
29と

されている。本研究では,血管 ,

神経が豊富な関節包下部では検 出されたが,開 口制限でその発現に変化はなかった。 した

がって,開 口制限 による顎関節の変化は,炎症を伴わない病的変化であ り,通常開 口制限

を行 っても顎関節での疼痛が少ないという臨床所見 とよ く合致 している。

本研究では,ウ レタンゴム製パ ワーチェー ンを片側の頬骨 ―下顎骨間に結繁固定 して開

口制限を行 ってお り,開 口制限の原因がた とえ片側性で も,両倶1の 関節に影響が及ぶ こと

も明 らかとなった。顎関節 に生 じた主な変化は,下顎頭軟骨層の非薄化 と関節包の脂肪化

と血管形成であ り,骨変化 は軽度であったが開口制限を継続すると骨組織の退行性変化 は

さらに進展するもの と思われる。 したがって,た とえ顎骨骨折,顎関節脱自,顎変形症の

術後で開口制限を継続的に行 う場合で も,固定期間に対す る配慮が必要 と思われる。また ,
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顎関節疾患のなかで最 も頻度が高い顎関節症では,症状が悪化す ると強い開口制限に加え

て疼痛 を伴 うことがある。顎関節症 には,複数の因子が関与 してお り,開 口制限モデル単

独でその病態 を再現できるものではないが,今後 ,本研究で示 した開口制限モデル を軸 と

して,顎関節での炎症モデルな ど複数の系を導入することで,ヒ トにおける顎関節症 をよ

り反映する実験系の確立が可能 と思われる。
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<結語>

成熟ラットを用いて開口制限モデルの作成と開口制限が顎関節に及ぼす影響につき検討

を行い,以下の結果が得られた。

1.ウ レタンゴム製パワーチエーンを頬骨と下顎骨に固定する外科的開口制限法を用いる

ことで,長期実験に耐えうる開口制限モデルを作成した。

2.外科的開口制限法を用いて開口制限を行った結果,下顎頭前方部の軟骨層の非薄化と

骨吸収が両側性に認められた。軟骨層では,増殖層,分化層+肥大層で厚径の減少傾向

がみられた。

3.開 口制限を加えず,粉体飼料を与えて下顎頭への負荷を軽減しても軟骨層は減少し,

下顎頭前方部に破骨細胞の出現と骨吸収を認めた。

4。 開口制限にて,関節円板に器質的変化を生ずることはなかった。

5。 開口制限にて,関節包中央部での線維性結合組織の脂肪化と血管形成が認められた。

6。 開口制限にて,関節包中央部での神経特異蛋白 PGP 9。 5と 神経ペプチ ドCGRP,NPY

の発現増加が認められた。

7.関節包中央部では,神経ペプチ ドSPは発現 しておらず,開 口制限を行った動物で発

現することもなかった。

以上より,頬骨と下顎骨をウレタンゴム製パワーチェーンで牽引固定する外科的固定法

を用いることで一定の開口制限が得られること, この実験的開口制限モデルにおいて下顎

頭軟骨の非薄化と骨吸収をきたすこと,関節円板には器質的変化はないこと,関節包では

線維性結合組織の減少と脂肪細胞,血管,神経の増加をきたすことが明らかとなった。

21



<謝辞>

稿を終えるにあた り,本研究 を行 う機会を与えて頂き,御懇篤なる御指導 と御校閲を賜

りました大阪大学歯学部 口腔外科学第二講座 作 田 正義名誉教授 ,由 良 義明教授 ,

松本 憲助教授 に慎んで感謝の意を表 します。さ らに,本研究に際 し終始御理解 と御協力

を頂きました大阪大学歯学部 口腔外科学第二講座の諸先生方に厚 くお礼申し上げます。

22



<参考文献>
1)Trudel,G。 ,Uhrthol■ H.K.and Brown,M。 (1999):Extent and direction ofjoint

motion liinitation after prolonged inllnobility:an experiinental study in the rat.

Aπ力.Pあy.ν
`aR`ん

αゎj′。,80,1542-1547.

2)Weinreb,M。,Rodan,G.A.and Thompson,D.D。 (1989):OsteOpenia in the
ilnmobilized rat hind lilnb is associated with increased bone resorption and

decreased bone formation.Bο κ
`,10,187-194.

3)今上茂樹 (1977):顎関節の機能障害に関す る研究 ,顎の非可動化が顎関節

に及ぼす影響に関す る実験的研究 .口 科誌 ,26,414-430,昭 和47.

4)Glinebu唱 ,RW。,Laskin,D.M.and Blaustein,D.I。 (1982):¶ lc effects of

immobilization on the p五 mate temporomandibularjoint:a histologic and

histochemical study。 工0“′ναχjι′9ヵε.S′辱。,40,3-8.

5)Ellis,E.and Hinton,RoJ。 (1991):HiSt01ogic exarnination of the

temporomandibularjoint atter mandibular advancement with and without五 gid

flxation,an experilnental investigation in adult macaca mulatta.J.0“ α′

MαχjιJ`プbεo S“ rg.,49,1316-1327.

6)IsacSSOn,G。,Carlson,DoS.,McNamara,J.A.and lsaberg,A.M.(1993):
Effect ofmaxillomandibular flxation on condylar growth injuvenile macaca

mulatta,a cephalometric and histologic study.Sε α″″工 Dθ 4′。Rθ s。 ,101,103-109.

7)Lydiatt,DoD.and Davis,LF。 (1985):The e“ects of immobilization on the rabbit

temporomandibularjoint。 工0“′ναχj′′(プZεo S“信。,43,188-193.

8)Shimahara,M。 ,Ono,K。,Hashiguchi,N。 ,Yoshida,Y.,Kono,K。 ,and Dote,T.

(1991):An experilnental study on inandibular lnovement and osteoporosis.Rθ s.

Cο

“““
れ。C力θ

“
。Pα′あθιo Pλαr“αεοJ。 ,74,287-297.

9)小川光康 ,川元龍夫 ,深田健二 ,伊藤公一 ,鈴木聖一,黒 田敬之 (1999):

下顎の運動制限を施 した成長期ラット下顎頭軟骨の組織変化に関する研究 .

23



日矯歯誌,58,335-343,平 成 11.

10)木野孔司 (1989):顎関節円板支持組織とその病態 ;顎関節症の臨床

歯界展望別冊 (岡 達,藍 稔 編)。 1版 ,医歯薬出版,東京,pp60-65,

平成 1.

H)ThOnlpson,RoJ。 ,Doran,JF。 ,Jackson,P。 ,Dhillon,A.P.and Rode,J。 (1983):
PGP9.5-a new marker for vertebrate neurons and neuroendoc五 ne cens.Brα j′

Rθ∫。,278,224-228。

12)稲垣 忍 (1987):末 梢神経 ;化学的神経機能解剖学 (遠山正禰 ,

塩谷弥兵衛 編 )。 1版,厚生社 ,東京,pp509-548,昭和62.

13)HacuChi,Y。 ,Matsumoto,K。 ,Ichikawa,H.and Maeda,S。 (1999):
Inllnunohistochenlical demonstration of neuropeptides in the articular disk of the

human tempoЮ mandibularjointo Cθ ′お■ss″θs Ottαれs,164,205-2H.

14)Ichikawa,H。 ,Wakisaka,S。 ,Matsuo,So and Akai,M。 (1989):Peptidergic
inneⅣation of the temporomandibular disk in the rat.五レP′rjθれ′jα,45,303-304.

15)Kido,M.A。 ,Kiyoshima,T。 ,Kondo,T。 ,Ayasaka,N.,Moroi,R。 ,Terada,Y.and
Tanaka,T。 (1993):DistHbution of substancc P and calcitonin gene― related

peptide― like immunoreact市 e nerve ibers in the rat temporomandibularjoint.

工 D`れ′.Rι s。 ,72,592-598.

16)Kido,MoA.,Kondo,T。 ,Ayasaka,N。 ,Terada Y.and Tanaka,T。 (1991):The
pe五pheral distHbution of t五 genlinal nerve flbers in the rat temporomandibular

joint studied by an anterograde axonal transport method with wheat gellll

agglutinin― horseradish peroxidaseo Arεた。θrα′Bjθ J。 ,36,397-400。

17)小林龍彰,大橋 靖,前田健康,高野吉郎 (1994):ラ ット顎関節の神経支配 ,

抗 PGP 9.5血清を用いた免疫組織学的研究。日科誌,43,369-385,平 成 6.

24



18)大須賀敏 (1996):ラ ット顎関節の神経支配に関する組織化学的研究,特に

自律神経の分布 とその由来について。日科誌,45,399-415,平成 8.

19)Shimizu,S。,Kido,M.A.,Kiyoshima,To and Tanaka,T。 (1996):Postnatal
development of protein gene product 9。 5-and calcitonin gene― related peptidc―like

immunoreact市 e nerve ibers in the rattempoЮmandibularjoint.Aれ α′。Rθε。,
245,568-576.

20)江 田 哲 (1998):ラ ット顎関節の交感神経支配に関する組織化学的研究 ,

交感神経線維の由来 とその経路について。明海大歯誌,27,8-19,平成 10。

21)UddIIlan,R。 ,Gmnditz,T。 ,Kato,J.and Sundler,F。 (1998):Dist五 bution and

oHgin of nerve ibers in the rat temporomandibularjoint capsuleИれα′。E“わ7ο′。,
197,273-282

22)Schwab,W.and Funk,R.HttV。 (1998):Innervation pattenl of different

cartilagenous tissues in the rato Aε ′α A4α′, 163,184-190。

23)植木伸隆,内田 隆,田 中栄二,丹根一夫 (1999):ラ ット顎関節における神

経線維の生後発達。日顎誌,11,H9-127,平 成 H。

24)TahmaSebi― Sarvestani,A.,Tedman,R.and Goss,A.N。 (1997):Dist五 bution and

coexistence of neuropeptides in nerve ibers in the terrlporornandibularjoint of late

gestation fetal sheep.工 A4α′。,191,245-257。

25)Dlsouza,SoM.,Macintyre,I。 ,Girgis,S.Io and Mundy,G.R(1986):Human
synthetic calcitonin genc―related peptide inhibits bone resorption in vitro.

Eれdοεri4ο Jοgy, 119,58-61.

26)Hohmann,EoL.,Elde,R.P.,Rysavy,JoA.,Einzig,S.and Gebhard,R.L。 (1986):
InneⅣ ation of peHosteunl and bone by sympathetic vasoactive intestinal peptide―

containing neⅣ e flbers.Sciιんει, 232,868-871.

27)助 urh01m,A.,KreicberbOs,A.,Brodin,E.and Schultberg,M。 (1988):

25



Substance P― and CGRP― ilnmunoreactive nerves in boneo Pc′ ′jグ
`s,9,165…

171.

28)Brain,S.D.and Willialllls,ToJ(1988):SubStancc P regulates the vasodilator

activity of calcitonin gene― related peptide.Narク rι ,335,73¨ 75。

29)Hollnlund,A.,Ekblom,A.,Hansson,P。 ,Lind,J。 ,Lundeberg,T.and
Theodorsson,E。 (1991):COncentrations Of neuropeptides substance P,neurokinin
A,calcitonin gene― related peptide,neuropeptide Y and vasoactive intestinal

polypeptide in synOvial fluid of the human temporomandibularjointo A correlation

with symptoms,signs and arthroscOpic indings.r77′ 。工0″J″αχj′J(が2ε.S“ rg。 ,20,
228-231.

30)HutChins,B。 ,Spears,R。 ,Hinton,R.J.and Harper,RoP。 (2000):Calcitonin gene―
related peptide and substancc P ilrlrnunoreactivity in rat t五 genlinal ganglia and

brainstem following attuvant― induced iniammatiOn ofthe temporomandibular
jointo Aκた。0“′Bjο′。,45,335-345。

31)CarlesOn,J.,Alstergren,P。,Appelgren,A.,Appelgren,B。 ,Kopp,S。 ,

Theodorsson,E.and Lundeberg,T.(1996):A Inodel for experilnental induction

of acute temporomandibularjoint inflammation in rats:effects of substancc P

(SP)On neuropeptide― like inllnunoreactivityo Ltt Sε j。 ,59,1193-1201.

32)CarleSOn,J。 ,Kogner,P.,Bileviciute,I。 ,Theodorsson,E.,Appelgren,A.,
Appelgren,B.,Kopp,S。 ,Yousef,No and Lundeberg,T。 (1997):Effects of
capsaicin in temporomandibularjoint arth五tis in ratso Aκ力.0臓 2′ Bjο′。,42,869-
876。

33)Lundeberg,T。 ,Alstergren,P.,Appelgren,A。 ,Appelgren,B。 ,Carleson,J。,Kopp,
S.and Theodorsson,E。 (1996):A rnodel for experilnentally induced
temperomandibularjoint a■h五 tis in rats:effects of carrageenan on neuropeptide―

like inllnunoreactivityo Ne“ ‐op`′′jグιs,30,37-41.

34)Vyberg,M.and Nielsen,S。 (1998):Dextran polymer conJugate two― step

visualization systen■ for irrlinunohistocherrlistry a compaHson of EnVision+with

two tree― step a宙din―biOtin techniques.々′′.I“
““

れολjSわελθ
“

,6,3-10。

35)Sabattini,E。,Bisgaard,K。 ,Ascani,S。 ,Poggi,S。 ,Piccioli,M。 ,Ceccarelli,C。 ,

Pie五 ,F.,Fratemali―Orcioni,G.and Pileri,SoA。 (1998):The EnVisionTM+
system:a new immunOhistochenlical inethod fOr diagnostics and research.

Critical compa五 son with the APAAP,Chern]MateTM,CSA,LABC,and SABC



techniques.工 c′j4.Pα′力θJ。 ,51,506-511.

36)石橋克程 (1966):ヒ ト顎関節の支配神経に関する研究,第 1報 肉眼解剖

学的研究.歯基礎誌,8,46-57.昭 和 41.

37)WelJS,W.A。 (1975):Mandibular inovements ofthe albino rat du五 ng feeding。

工Moψλο′。,145,107-124.

38)三木 毅 (1972):ラ ット顎関節の発生並びに発育に関する研究.京大口科

紀要,12,1-33,昭和 47.

39)野々部憲志 (1992):ラ ットの下顎頭の加齢的変化に関する組織学的なら

びに組織形態計測学的研究.愛院大歯誌,30,91-108,平成 4.

40)Furstman,Lo L。 (1966):Nollllal age changes in the rat mandibularjoint.工 D`れた
Rθ s。 ,45,291-296。

41)CampOS,MoNoM.and Cruz,A.R。 (1985):Morphomet五c study ofthe mandibular
condyle ofthe rat du五 ng pOstnatal deveropment。 ノ4ε′α244α′。,123,189-194.

42)Kuboyarrla,N.and Mo五 ya,Y。 (1995):In■ uence of diet cOmposition and

malocclusion on inasticatory Organs in rats.工 Niλο4 3‐:ソ。Sc力.Dιれた,37,91-96.

43)野 口規久男 (1970):外力を与えた際の幼若 ラッ ト下顎頭の研究。日病誌 ,

37,222-241,断ヨ禾日45。

44)Risnes,S。 (1973):Mandibular lrlovement capacity in the rato Scα れa工 Dθ4ム

Rθ∫。,81,170-173.

45)Kilia五 dis,S。 ,Thilander,B。 ,]町 ellberg,H。 ,TOpouzelis,N.and Zaflriadis,A.

(1999):Effect of 10w masticatory function on condylar growth:a morphometric
study in the rat.A“ .工 0″あο″ Dθれゎヵθjα′.Orr力 9′。,116,121-125。



46)Bouvier,M。 (1988):Effects of age on the ability of the rattemporomandibular
joint to respond to changing functional dernands.工 Dθκ′.R`s.,67,1206-1212.

47)Tuominen,M.,Kantomaa,T。 ,Pirttiniemi,Po and Poikcla,A。 (1996):Growth and

type― Ⅱ collagen expression in the glenoid fossa ofthe temporomandibularjoint

altered loading,a study in the rato E“ r.工 Orrあθa,18,3-9.

48)深沢裕文 (1980):閉 口運動に関与する筋群切除後のラッ ト下顎頭の成長

発育に関する研究。日矯歯誌,39,303-318,昭 和55。

49)山本昌家(1994):実験的咬合異常によって惹起されるラット下顎頭軟骨層

の変化について。福岡医誌,85,78-90,平 成 6.

50)岡田充泰 (1977):ラ ット下顎頭の発育に関する実験的研究,皮下移植 した

下顎頭の発育について,阪大歯誌,22,21-45,昭和 52.

51)須田立雄,小澤英浩 (1985):軟 骨と軟骨の細胞 ;骨の科学

(須田立雄,小澤英浩,高橋栄明 著 )。
1版,医歯薬出版,東京,ppll-29,昭和60。

52)高瀬俊幸 (1979):成長軟骨細胞 と骨髄細胞 との相互作用,in宙 trOに おける

石灰化機構の解析,阪大歯誌,24,74-94,昭 和54.

53)01Hara,BP。 ,Urban,JoP.G.and Maroudas,A。 (1990):Influence of cyclic
loading on the nut五 tiOn of articular cartilageo A44.R力

`′“
.Djs。 ,49,536-539。

54)Fishman,R.B.and Dark,J。 (1987):SenSOry innervation of white adipose tissue.
A“。工P力ysjθ J。 ,253,R942-R9∠И。

28



55)Melnyk,A.and Himms― Hagen,J。 (1995):Resistancc to aging― associated obesity

in capsaicin―desensitized rats one year after treatincnt.0わ ′so Rθ s。 ,3,337-344.

56)Kim,D。 ,Duran,WoR。 ,Kobayashi,I。 ,Daniels,A.J.and Duran,WoN。 (1994):
Microcirculatory dynanlics of neuropeptide Y.ハ イjεrοソα

““
′α″Rθ s。 ,48,124-134.

57)ZukoWSka_Graec,z。 ,Karwatowska Prokopczuk,E。 ,Rose,W。 ,Rone,J.,
Movafagh,S。 ,Ji,H。,Ych,Y。 ,Chen,WoT。 ,Kleinman,H.K.,Grouzmann,Eo and
Grant,D.S。 (1998):Neuropeptide Y:a novel angiogenic factor from the
sympathetic neⅣ es and endothelium。 (】

j“
6。 Rθ∫。,83,187-195。

58)Ahmed,M.,助 urh01m,A.,Schultzbe唱 ,M.,Theodorsson,E.and Kreicbergs,A.
(1995):Increased levels of substancc P and calcitonin gene― related peptide in rat

attuVant arth五 tis,Arrbrj′js R力ι
““

.,38,699-709.

59)BHm10in,S.,Lundberg,JoM。 ,Brodin,E。 ,Hёkfelt,T.and Nilsson,G。 (1980):
Axonaltransport of substancc P in the vagus and sciatic neⅣ es ofthe guinca pig,

Brα j“ R`∫。,191,443-457.

60)Schaible,H―G.and Gmbb,B.D。 (1993):Afferent and spinal mechanisims ofjoint
pain,Pα jれ,55,5-54.

29



図の説 明

図 1 外科的開口制限法

全身麻酔下に,ラ ッ ト左側顔面皮膚に切開を加え咬筋を剥離 し頬骨 と下顎骨を露出させ

た。下顎骨にステ ンレスバーを用 いて小穴 を形成 し,ウ レタンゴム製矯正用パワーチェー

ンをステンレスワイヤー とシリコンチュー ブにて結繁固定 した。 z:頬 骨, ma:下顎骨 ,

p:パ ワーチェー ン, w:ワ イヤー, s:シ リコンチューブ, cOn:下 顎頭

図 2 開口制限実験スケジュール

生後 10週齢 ラッ ト33匹 を用 い,開 口制限を行わず固形飼料 を投与する実験群 1(固 形

飼料非制限群),開 口制限を行わず粉体飼料 を投与する実験群 2(粉体飼料非制限群),外

科的開口制限を行 い粉体飼料を投与する実験群 3(粉体飼料制限群)に グループ分 けした。

実験群 1に は,実験期間を通 して固形飼料 を投与 し,実験群 2は ,4日 間液体飼料 を投与

したのち粉体飼料で飼育 した。実験群 3で は,1日 固形飼料 と液体飼料を併用投与 したの

ち開口制限手術 を行 い,そ の後 3日 間は液体飼料で飼育 した。4日 後か らは実験期間終了

時まで粉体飼料を投与 した。実験開始時よ り 2,4,6週 後 に実験群 1各 3匹 ,実験群 2各 4

匹,実験群 3各 4匹 の顎関節を組織学的検索 に供 した。

図 3 下顎骨軟骨層の厚径測定部位 と軟骨の組織像

全身麻酔下に経心臓的に PBSで灌流脱血 した後,灌流固定 を行 い,顎関節を一塊 とし

て摘出 した。脱灰後,矢状断連続凍結切片 を作成 し,HE染 色 を施 した。 A.下顎骨軟骨

層の厚径は①前方部,②中央部,③後方部で計測した。B.下顎頭軟骨層は表層,増殖層,

分化層+肥大層に区分した。 斜線部は関節腔を示す。a:関節円板, c ar:軟骨層,
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図 4 開口制限が ラッ トの体重 に及ぼす影響

図 2で示 したスケジュールで開 口制限実験 を行 った。実験開始時点か ら 6週間の体重 を

測定 し,その平均値 ±標準偏差 (g)を 求めた。

図 5 開 口制限が ラッ ト下顎頭組織像に及ぼす影響

固形飼料非制限の実験群 1(a,d),粉 体飼料非制限の実験群 2(b,c),外科的開口制限 を

行 った粉体飼料制限の実験群 3(c,f)の ラッ ト下顎頭につき骨・軟骨層の組織 を,開 口制

限開始 よ り 2週(a,b,C),6週 (d,e,f)後 に観察 した。

バー :looμ m,棒線部が軟骨層 を示す。矢印 :破骨細胞,矢頭 :骨融解部位

図6 開口制限が下顎頭軟骨に及ぼす影響

下顎頭軟骨の厚径を図 3で示 した①前方部,②中央部,③後方部で開口制限処置 2,4,

6週後に計測した。実験群間で計測値の検定 (Scheff's F tcst)を 行った。前方部では,実

験群 1と 実験群 2,3の 間で有意差が認められた。

*P<0.05, **P<0.01

図 7 開口制限が下顎頭軟骨の増殖層,分化層 +肥大層に及ぼす影響

A.開 口制限処置よ り 2,4,6週後の下顎頭軟骨増殖層の厚径 を前方部で計測 した。 B.

開口制限処置よ り 2,4,6週後の下顎頭軟骨分化層 十肥大層の厚径 を前方部で計測 した。

実験群間で計測値 の検定 (Scheff's F test)を 行 った。 2週後の左側増殖層において実験群

1と 実験群 3の 間で有意差を認めた。 4週後の右側分化層 +肥大層 , 6週後の左側分化層
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+肥大層 において実験群 1と 実験群 3の 間で有意差を認めた。*P<0.05

図 8 開口制限が関節円板に及ぼす影響

固形飼料非制限の実験群 1,粉体飼料非制限の実験群 2,粉体飼料制限の実験群 3の ラ

ット関節円板につき,開 口制限処置6週後にその厚径を図 3に示した左側下顎頭中央部②

で計測 した。

図 9 開口制限が関節包の組織像 に及ぼす影響

ラッ ト関節包を外側で連続的に矢状切断 し (a)組織切片 (b)を 作成 した。固形飼料非

制限の実験群 1(c,c,g),粉 体飼料制限の実験群 3(d,f,h)の 関節包矢状断面中央部の組

織像 を実験開始 2週 (c,d),6週 (c,f)後に観察 した。また,関節包下部での組織像は ,

6週 (g,h)後 に観察 した。バー:50μ m,実線 :矢状断面,破線内 :関 節包 ,

con:下顎頭,cap:関 節包,fa:脂肪細胞,m:筋 ,ne:神経束 ,t:倶1頭骨,矢印 :血管

図 10 開口制限が関節包神経に及ぼす影響

実験開始 6週後の固形飼料非制限の実験群 1(a,c,e,g,i),粉 体飼料制限の実験群 3(b,

d,f,h,j)の ラッ ト関節包 につき,神経特異蛋 自 PGP 9.5(a,b),知覚神経が含有す る神経

ペプチ ドSP(c,d),知覚神経が含有する神経ペプチ ドCGRP(e,f),交感神経が含有す る

神経ペプチ ドNPY(g,h),副 交感神経が含有す る神経ペプチ ドVIP(i,j)の 抗体反応陽

性線維の発現 を免疫組織化学染色で検索 した。PGP 9.5,CGRP,NPYは 関節包中央部で ,

SP,VIPは 関節包下部での組織像を示 した。陽性線維 は彎 曲 した褐色線維 として,あ るい

は類 円形の褐色の神経束 として検 出された。fa脂肪細胞 ,ve:血管,ne:神経束
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表の説明

表 1 関節包 にお ける神経特異蛋白と各種神経ペプチ ドの発現

+:抗 体反応陽性,  一 :抗体反応陰性

″ :抗体反応陽性線維の増加,ヽ :抗体反応陽性線維の減少
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表 1関節包における神経特異蛋白と各種神経ペプチ ドの発現
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