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372− 24 講 演 要 旨 日産婦誌 9 卷 4 號 臨 時 檜 刊

mgAg ）宛 を 妊娠海獏 に 注射 し， 48ee間後屠殺し， 咨臓

器 の 病變を病理組織學的 に檢索 した と こ ろ ， 妊娠中毒症

胎盤 に多 くみられた蛋白群 に の み 著明な 妊娠 中 毒 症様病

變の 發 現 を認 め，他の 群の 蛋白にぽ 全 く輕度 の 病變を認

む る とい う興味あ る所見 を え た。な お こ の 病變が 同 群蛋

自そ の もの に よ る もの か，蛋 白に結合す る 他の 物 質 に よ

る もの か につ い て は ，目下儉討中であ る ．

　 26．人 胎盤絨毛系上皮細胞移植に關する研 究

　　 （徳島大）

　　　　　　 傚 田無二 ， 近藤勝昂 ， 山田 マ ツ ノ

　 早期人胎盤 （妊娠 2 カ 月の 毛の ） を家兎 の 腎 ， 卵集，

子宮 に移植 を 試み た の で そ の
一

端 を報告す る ．

　 成熟家兎 の 上記臓器に早期人胎盤組織を移植 し同時 に

｝・ロ ホ ブ ラ ス トホ ル モ ン 注射を施行 した．

　 特 に 移植後 15口 口の 腎 に お い て 絨毛組織の 中心部は壊

死 に陥つ て い る が 周邊部 に は ラ ン グ ハ ン ス 細胞残存 し ，

さらにそ の 周邊に同細胞が集り間質に迄及ぶ．しか しそ

の 配列は 相 當亂 れ て い る．そ の 周圍組繊は萎縮状であ る．

　 現在迄の とこ ろ ， 移植組織は
一
應癒合して い るが ，移

植絨毛細胞及 び そ の 周圍組織 が 如何に變化 し て い くか な

お 今後觀察 した い ．

（ス ヲ イ ド使用説明す る）

　 27．胎生 ， 覇産朝期における 性器發逹の 形態的

研 究

　　 （日 醫大第二 ）

　　 永 田登喜雄，岩倉益雄，辣申保 　功 ， 寺坂亮利

　余 らは 胎 生期 よ り新産初期に わ た つ て 女性性器 の 發達

の 模様 を 組織的に形態的 に檢索 して ，あ る もの ぽ 象 形複

成模型標本 を作成 して 研究を進め て い る．また動物實驗

に よっ て 母獣 の 内分 泌臓器 を 剔出 して ， こ れが 胎冤 に及

ぼ す影響に つ い て も研究を進め て きた ．今囘は 特 に 入胎

兒 の 卵管に つ い て 述べ る ．

　人胎兒卵管 は 胎生 後半期 に お い て 特 に 蛇行屈曲著 し　、

く，横斷切片標本にお い て も斷面 が 3個 以 上 に 及 ぶ こ と

もあ る．肉眼的 に そ の 詳細 を 知 る こ とは 困 難 で あ る か ら

余 ら は 妊娠 6 カ 月 胎兒， T カ 月 ， 8 カ 月 ， 9 カ 月及 び新

産兒各 1例 ， 合計 5例 の 卵管に つ き連績 切片標本 を 作成

して ， 更 に 象形複成模型 を作 り，そ の 各 k の 所見を檢討

して 屈曲状態及 び粘膜襞 の 駅態を 立體的に 觀察 した．

　le 全般的 に 屈 曲數に ぽ 著 しい 差異 を認 め な い が ，立

體的に は 9 カ 月の 例が 最 も 著 しい 急 角度 の 屈曲状態 を 示

す．

　 2． 峽部の 屈曲は 6． 7 ヵ 月でぽ 弧状 ま た は 波 状 を呈

　して 最 も 屈曲 に 富むが ，8 ， 9 カ月では そ の 數も減少し

て 緩や か とな り新産兒では殆んど直線状 を示す．

　 3． 移行 部及 び膨大部 の 屈 曲 は 8 ，　 9 カ 月の 例 が 晨

も複雜 を極 め．螺 旋状 を 示 す 部 分 を 夫 々 2 ヵ 所 に 認 め

　る．

　 乱　管腔 の 廣 さぽ月齢に よ る規則的増加 tt示 さ ず，峽

部では 8 ， 9 カ 月の 例 が 最 尭廣 い ．膨大部では 8 カ 月 の

例 が 最大 で 9 カ 月 ， 新産兒 こ れ に つ ぐ。しか し峡部 と膨

大部との 廣さの 比率は大體 に おい て 逐月的増加を示す ．

　 5．卵管粘膜襞 は相對す る 大な る 4主 襞 及 び そ の 他 の

小襞よ り成 り， い ずれも縱走す る． 特 に 4主襞 は 卵管

綵 あ るい は 卵管腹 口 部 よ り發し ， 峡部 また は そ の 近 くま

で連續縱走す る が ， 6 カ 月の 例では相饗す る 最大の 2 本

の み連績追究可能であ る ．

　 6a　4主襞は 7 カ 月以上 で は 叫瞭 に他 の 小 襞 と區別出

來 るが ，6 カ 月の例 では相鞨す る 2 本 の み 明 瞭 で夫 k の

中閲 に あ る他の 2本 は 極 め て發育惡 く小襞 との 區別 も困

難 であ る．

　 7． 襞の 發育は膨大部が 最 も 著明で月齡の 増 加 と共 に

著 しい 。4主 漿ぽ 8 カ 月 以 上 で は 明 らか に 第 3 次 ま で分

岐す る が， 7 カ 月の 例では 最大な る 1 本 の みが痕跡的に

第 3次まで分枝し，他 は すべ て 2 次 ま で に と 父 ま る ． 6
カ 月 の例では 相對す る最大の 2本 の み が 2 次 までで ， 他

の 2 本 は 1 次 に と ｝こま る ．

　 8． 小襞の 中 で も發育著 しい もの は 9 ヵ 月以上 では第
3 次 まで分 枝 す る もの もあるが， 8 カ 月ではい ずれ も 2

次分 枝以下 ， 7 ，6 カ 月 で ぽ す べ て 1 次 に と 丈 まる．

　 9． 小襞 の 數は 膨大 部 に 最も多 く，逐 月的に増加す る，

　 28．生活環境の 變化に俘 う胎兇の 生 理

　　　 （北 大） es
小 川 玄

一，小 國親久 ， 宮下舜一，

　　　　　　　　工 藤 　要，稲垣 　豐，保原 孝肥 ，

　　　　　　　　武上哲人，菊池丈 男

　わ れわれは ， かね て か ら胎兒の 生理に關 して 種 々 檢索

を 績 け て きた が ， 今囘 は そ の
一

端 と して 胎兒 生 活環境 の

變化 に 伴 う生 理 現象 に焦點 を 置い て 檢討した。

　胎兒が い わゆ る子宮内生 活 と い う特殊條件下 に來 た る

べ き母 體夕卜生 活へ の 準備を進 め て い る こ とは ，今 更 い う

ま でもない が ， わ れわれ は 人 羊水 に つ い て 凡 ゆ る 方 面 か ・

ら檢 索 を 行 う と と もに，胎兒生活環境をめ ぐる 胎兄生理

現象を，主と して 電氣 生 理 學的分 野か ら追究 し， 現在 ま

で の 結果   從來，非生 理 的 とみな されて い た假羊永 は ，

單 な る偶發的貯溜液でな く妊娠前期に 生理的 に 恒存す る
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