
口で咀曙 された食べ物や 口や鼻で といれ られた空気がのどをとおるとき

2015年 1 2月 8日 黒川理科研究会   永澤 義人

私 !ま ふだん自分のか らだについて深 く考えることはほとん どありません。でもたま

には歩 くときには脚が どんな仕組みで動 くのかなどと考えるのも、人 (ヒ ト)と して

面白い仕事ではないで しょうか。考えなくても歩 くのに全然不便ではないのですが。

きょうは日の仕組みを考えてみようと思います。

1.く ちびる

第 1問  私 私たちは日のまわ りを口唇 (こ うしん)と 言つています。

この口唇の うちで赤い部分を 「くちびる」 と言つています。

みなさんのくちびるはきれいな赤ですね。

さつき 「手をきれいに洗つておきなさい」 と言つておきま した。

子  きれいに洗つてきました。

私 では きれいに洗った右の人差 し指で 自分のくちびるをにさつとしず

かにかにさわつてみてください。 さわつた感 じはどうですか。

子 くちびるはやわらかい。ふわふわしてる。一寸 さわってもすぐによく

わかる。 くちびるは指がさわったことがわかる。 くちびるつてす ごく

敏感だ。

第 2間 私 みんなのくちびるはすごくきれいな赤い色をしています。先生のはあま

りきれいでないね。 もうとしとつているか ら。

くちびるが赤いのはくちびるの何が見えているか らかな。赤いのは

子 血の色だ。 赤い色は血のいろが見えているのだ。

くちびるの皮が うすいか ら中の血管見えるか ら赤いのだ。

くちびる赤いのは唇の血管が見えているからだ。血が見えているのだ。

くちびるの皮が うすいか ら、感 じやすいのだ   さわるとわかる。

第 3問  くちびるが うす くて敏感なのはものを食べ るときにどんな便利なことが

あるで しょう。

子  目か ら何を食べるのかかがわかる。

うんと熱い食べ物だった らふいて冷ましてか らたべる。

温度が熱いたべものか温度が低いたべものかがわかる。

たべ ものの味がわかる。 食べ物のにおいがわかる。 か どうかがわかる。

固いたべ ものかやわらかいたべ ものかがわかって歯に教える

どんな栄養のものかがわかる。おい しいかおい しくないかわかる。

私 皮膚が うすいくちびるつて 赤い くちびるつて いろんな事を感 じて

目の中の器官や胃や腸にしらせ るんだね。 あっついものが入つてくると
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胃や腸は食べものがはいつてくるのを準備 してまっているのです。

2. くちてびるとほほ

第 4間 私 上くちびるを指でつかんで引つ張つてみよう。 どのくらい伸びるか。

子  2セ ンチくらい  5 cmは 伸びない   3 clllかな

上くちびるどこにつながつている

子  上くちびるは鼻の下につなっがている。 上くちびるは上あごの上に

つながつている。鼻の穴のところまでくちびるだ。

私 下くちびるを引つ張ってみて

子  同じくらい伸びる  下くちびるがよけいのびる。

私 下くちびるはどこにつながつているかな。

子  下くちびるは下あごにつながっている、

うんとひつばると、はぐきのところがいたくなる。

第 5問  くちびるをとがらして先のほうに突きだしてしてみましょう。

子   おれのうんと伸びる。 私のあんまりのびない。

私    くちびるをうんとのばしてみ よう。 どのくらい伸びるかな

子   おれのくちびるはこんなに伸びる。 私はあんまり伸びない。

第 6F●5 日をしっかり隣じましょう。日をとじるときはどうするかな。

子   くちびるをつしつか閉じる。くちびるに力を入れて日を開じる。

私 目をとじるとい うときやくちびるをあけるときに伸びるところや

ちびるを引つ張つてのびる所までを目唇 (こ うしん)と いいます。

第 7F.5 私 目をうんと大きく開けてみましょう。

顔の皮膚でくちびるを動かすと動 くところがないかな。

子   はつたぶもうごく。  ほほにうごくところがある。

私  そ うね。ほほの皮膚にも動くところがあるね。こみかみとい うんだ

第 8問  私 みんなのくちびるは顔のどこまでのかわかるよね。

子   わかる。鏡を見れば。  くちびる赤いから。

私  さつき先生が日唇 といつたがどこからどこまでかわかる。

子   分かんない。

私  そ うね。日のまわりの筋内のところ動 くところまで口唇なのです。

日唇 とはほはつながつていてどこまでが口唇でどこまでがほほかわ

かんないのです。

くちびるとほほはひとつながりの構造なのです。

第 9間  私 動物いつぱいあるけれども哺乳類 しか「ほほ」と |く ちびる」がない

のです。

‐2-



このみんなの赤ちゃんのころにこのほほとくちびるを使つてしていたこ

とがあるのです。 どんなことをしていた。哺乳類だけができたこと。

子  おつぱい飲んでいたんだ。 くちびるとほほ使つて

赤ちゃんのとき「くちびる」と「ほほ」つかつておっぱいのんでいた。

私 さあみんなも赤ちゃんになったつ もりでおっぱい飲むつもりで 「くちび

る」 と「ほほ」を うごか してみましょう。おい しかつた。

子 おい しかつた  ぜんぜん

3.の ど

第 12F●E私 頭 と胴体のさかいを何 といいますか。

子 首です。

私  昔 江戸時代に悪いことをすると首をきられたのです。

首には食べるものが通る食道や吸つた空気の通る気管が通つていま

す。また、心臓か ら頭にいく血管かえってくる血管や大事な神経 もと通

つています。首は大事なものが沢山通つているところです。

だか ら、首を切 られるとどうなる。

子  死んでしま う。 血がいっぱい出る。 首は大切

私 のどとい うのは体のどこにあると説明 したらいいで しょう。

子 顔の下のところ  首の中にある  頭の下

私 のどは 首 とい うつつ (円 筒)の うちがわを言 うのだね。

広辞苑でひ くと 漢字では  咽  喉

口腔の奥で食道 と気道に通ずる部分をさす。

国の奥で のどの奥が食道 と気管につながつているのです。

ヒ トは自分の体を成長 し、運動 し、保持す るための栄養 をどこから体に

入れていますか。

子 日か らとりいれている。

私 その栄養物をエネルギーにかえるために空気 (酸素)は どこから吸って

いますか。酸素は 空気は

子 日か ら、 鼻から 両方か ら入れているのです。

|の ど (咽頭)は 飲食物の通路であ り、空気の通路でもあるのです :

第 13問 私 空気はどこで吸 うのですか。  子 鼻 と口で吸 うのです。

私 それからどこを通つて這いにい くの

鼻の奥 (鼻腔)や 日の奥 (鼻腔)に たまってのど (咽頭)に くる。

私 食べ物はどこで食べるのですか。

子  食べ物はくちびるで感 じて口で食べて

ほほや舌でこねまわ して
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口        日腔

食べ物  空気

空気だけが気管にいく途中に

食べ物を食べていないときには

鼻腔で 口腔で

あたためられなければならない

湿度をあたえられなければならない。

空気 といつしょに入つてきたごみを

痰 といしょに外に出してしま う6

第 14問 私 食べ物が通つていないときには

空気の通 り道を図でたどつて下さい

子 鼻腔 口腔 から

(鼻腔、Il■頭、気管などと

口腔で咀曝 して喉 (咽頭‐)に送る

私 のどもとすぐれば熱さわすれる。

子  喉で食べ物の熱さ感 じるんだ。味も。

私 たべものと空気はのど (咽頭)でまじつてしまうのかな。

子  まじらない のどはまじらないようになつている。

空気がはいるときは空気だけが入るようになっている。

たべものがの ど (咽頭)に入るときはたべものだけが入るよう

になつている。

空気 とたべものは別々はいる

咽頭に空気と食べ物はFJll々 に通つていくような仕組みになつている。

空気がの ど (咽頭)に入るときにはたべものはのど (咽頭)に入れ

ないようになつている。

食べ物がのど (咽頭)にはいるときには空気は (咽頭)に入れない

ようになっている。

食べ物 と空気の通路の模式図

鼻腔

鼻から入つた空気は

鼻腔で温められ

ごみを取られ咽頭にいく

日から入つた空気は

日腔で温められ咽頭にい

日から入つた食べ物は

目腔で

あご 歯 ほほ くちび

る

などの力で 咀疇され唾液

で混ぜられ咽頭にいく

空気は鼻の子Lか ら入 り

鼻腔 咽頭 IIF頭  気

管、気管支を経て肺にい

たる

空 気

咽

頭

の

ど

喉

頭

気

管

食

道

咽頭にいく

い う言葉をつかわせたい)
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第 15間

私 そ うですね。空気の通 り道は子Lが しつか りと開いていて、常に空

気が通 りやすいようになつているのです。

私  でも、そのために、空気だけでなく、食べ物や飲み物が気管に入 り込

むことになるのです。飲み物や食べ物が気管に入 りこむことのないよう

にするのはどうすればいいで しょう。

子  食べるときや飲む ときに図の喉頭の入 り口にふたをすればいい。

私  そ うです。喉頭の入 り口に軟骨のふたがあつて、飲食物が気管に入 ら

ないようになつているのです。喉頭 もこのふたが完全にしまるような仕

組みになっているのです。咽頭か ら食べ物やの飲み物が食道にい くとき

には空気のみちす じは完全 しまっているのです。

でも、急いで食べた りしてこのふたが閉まらなくて、食物や飲み物が

気管に入ることがあるのです。これを誤蕪 といいます。

誤燕によつて 誤廉性肺炎を起こす ヒ トが多いそ うです。

私は 2年前、食道癌で食道をき りとつています。月 2回 は診察を受け

ていますが主治医に 「食道癌の手術を受けた人はご誤燕性肺炎になる人

が多いので気をつけなさい。」 と言われています。それで私はのどの

ことを調べて いるのです。疑間はほんとうにゆつくり食べれば誤蕪は

防げるのかとい うことです。

私はもう少 し勉強 して誤囃だけは防たい と思つているのです。

三 口に入れた食べ物は日のなかで、舌・ ほほ 。くちびる 。歯の協力によ
|

:て 咀嘆 され、唾液 と混ぜ合わされて、咽頭に燕下 しやすい形状になると :

|ひ とりでに咽頭に蕪下がお こなわれます。蕪下が行われ るときは 16も
:

:の 筋肉が使われるとい うことです。                 :

醸下の流れ (た べものが食道に入 る流れ )

第 1期  回腔期

日に入れた食べ物を咀疇 したあと、咽頭に送 り出すまでの時期。随意運動

って食べ物のかたま りが咽頭に入つてい く。

第 2期

反射運動によつて、食物が咽頭か ら食道に向かつて送 り出される時期。「軟

蓋が上がって、鼻腔 とEEl頭 の間をふ さぐ」「「舌骨 と喉頭があがる」「喉頭

蓋が下がつて、気管の入 り日が閉じる」「声門が とじて、呼吸が一時的に

止まる」「咽頭の壁 の筋肉が収縮 し、食道の入 り口が開 く」 (食 道の入 り

日はつねには閉じて いるのです)と いつた動きが同時に起こる。

に よ
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