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（目的｝CA 　125は，婦人科悪性腫瘍 の 診断 ・治療

に頻用 され て い る が
，そ の 産 生 機構は解明され て

い な い ．CA ユ25値を増幅あ る い は減少 させ る薬剤

が存在するな らば ，そ の 薬剤 の 投 与によ り疾患 の

早期発見 が n∫能 と考え られる．今回我 々 は，CA 　125

産生能 を有す る r・宮頚部腺癌株CAC −1を用い，各

種薬剤を添加 しCA 　125抗原 の 産生
・
分泌 につ い

て 検 討 し た の で 報告 す る．（方法）薬剤 添加実験

は ，対数増殖期に 入 る 4 日目よ り開始 した．使用 し

た薬剤はdbc−AMP ・theophyllin ・gl　ucoooruticoid ・

sodiumbutyrate （NaBT ）　
・

retino 　ic　acid 　（RA ）　
・

M −CSF ・trichostatinA （TSA ） の 7 種類 で，添加開

始 よ り 6　
，
12

，
24

，
48

，
72時 間各 々 に お け る細 胞 お よ

び培 養液 の 回収，細胞数 の 算定を実施 した．CA 　125

抗原 の 測定は ，
RIA キ ッ トを用 い た，CA 　125の 発現

は ，fiow〔rytometryを用 い て 検 索 し た ．（成 績）

NaBT におい て
，
contro1 と比 較 しCA 　125分泌 は 時

間依 存性 に 約 2倍 に 増 加 し た ．TSAIOOng！ml に お

い て は，contro ］と比 較しCA 　I25分泌 が 最高約 1，5倍

の 増 加 を認 め たが ，CA 　125の 発現は細胞周期に よ

る 明 らか な 差 を認 め な か っ た．glucocorticoidoを含

む他 の 試薬 にお い て は，contro 】と比較 しCA 　125分

泌 に お い て 有意差 は 認 め られ な か っ た ．（結 論）

CA ユ25の 分 泌増 加を示 した NaBT ・TSA は ，どち

ら も ヒ ス トン 蛋 匚1の deacetylation阻害を もた らす

物質で あ る．特にTSA は，そ の作用 に よ り，低濃度で

口∫逆的に 細胞をG1，G2 期に 集積させ る こ とが 知 ら

れ て い る．従 っ て
，今回 の 結果 はCAC −1株 に お い て

CA 　125の 分 泌が
，細胞 周 期 に 依存 して い る ・f能 性

を示唆 す る もの と考 え られ た ．

［目的］CIN病変 の 癌 化 へ の 過 程 に お け る ヒ ト パ ピ

，ロ ーマ ウ イ ル ス （HPV＞の 関与 を探 る目的 で 、こ れ

ら症例 の 長期 f。 llow　 up を行 い 、　 HPV感 染 と の 関連

性を検討 した 。 　［方法］ CINfi変 に お け るHPV −DNA

の 検 出及 び 型分 類 に は HPV58 型を （
一部症例で は

16型 も） プ ロ ーブ と した サ ザ ン プ ロ
ッ ト法を 用い

た c ま た 制限酵素は PST−1，BAN−1を 1吏用 した c ［成

績］過去 に CIN が 認 め ら れ 治 療 を 行 わ ず に 12ケ月 以

上追跡 した regress 例 に お け る HPV−1）NAの 陽性率は

20％（19／95＞で 、そ の 型 別頻度 は 52，58型 各 3例 、56

型 2例、33、39，51型 各 1例 で 他 は す べ て 型不 明 で あ

っ た 。 persistent 例 で は 60％（15／25）認 め られ 、 58

型が 最 も高率 で 、っ い で 33，52，16型 が 多 く認 め ら

れ た 。 progress 例 で は 5e％（4／B）の 陽性率で 、そ れ

ぞれ 58，16，52，56型 が 認 め られ た 。 さ ら に HPV−［）NA

検査後 12ケ月以 上 に わ た っ て 追 跡 し た C［N病変 の 内、

HPV−DNA陽性例で は 39％（12／3D に CIN病 変 の 存続 が

認 め られ た が 、HPV−【酷 陰性 例 で の 病変存続 は 9．3

％（5／54＞で あ っ た 。 こ れ らの 内 で 、HPV−DNAを再検

索 しえ た 16例 中 8例 で は同型 の HPV感染が 持続 し、

progress 例が 2例（58，16型 ）、persis しent 例が 3例

（58，52型 ，型 不 明 ）、regress 例 が 3例 （39，56型，型

不 明〉認 め ら れ 、残 り の 8例 は 陽 性 か らす べ て 陰性

化 し、病 変 も regress し た 。 ［結 論 ］｝H】V感染 は C［N

病 変 の 持続 に 深 く関わ っ て お り、癌化に は 特 定 の

型 が 関与 し て い る も の と 推 察 さ れ る。 しか しllpV

感 染例 で も病 変が 自然消退 す る場合が あ る こ とか

ら、癌 化 に は HPV以 外 の 因 子の 介在 も示 峻 さ れ た 。
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