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【囗的】 ヒ ト卵巣卵胞 お よ び黄体 の 分化 に お よ ぼ

す LH 　／hCG の 生 理 的 役割 を 検討 す る こ と を 目的 と

し て 、卵巣 に お け るLHR の 発現 を モ ノ ク ロ ーナ ル

抗 体を用 い て 調べ た 。 　【方法】〔1〕（in　viVO ） ヒ ト

卵 胞あるい は黄体の 凍結切片を作成 し、抗 LHR モ ノ

ク ロ
ー

ナ ル 抗体 3B5 に よ る、免疫蛍光組織染色を

行 っ た 。 （2）（in　vitro ）体外受精時 に 得 られ た 卵 胞

液 か ら顆粒膜細胞を分離 し、hCG10u ／rnL 投 与群 、

TNFa10ng ／mL 投
‘
チ群 、コ ン ト ロ

ール 群に分け て

3 日 間無血清培養した。LHR の 発現を flow　cytometry

に て 解析 した 。　【成績】（1比 HR は 、各段階 の 卵胞

の 莢膜細胞 、成熟卵胞 の 莢膜 細胞 と顆粒膜細胞に

発現 し て い た 。 月経黄体 で は 、中期 に 発現 が 最 も

強く、また大型黄体細胞で の 発現は小型黄体細 胞

の そ れ よ りも強か っ た
。 初期妊娠黄体に も 強 い 発

現 が 認 め られ た 。 〔2）培養顆粒膜細 胞 に おけ る LHR

の 発現 は 、発現細胞陽性率に お い て は各群 で 差 は

な か っ た が （平 均 60．8％ ）、平 均蛍光強度 に お い て

は、hCG 群で 他の 2 群 よ りも高値で あ っ た （n
＝6、

p ＝O．0024）。　【結論】〔1）卵胞 に お い て は 、LH が

初期よ り莢膜細 胞 に 作用 して い る 可能性が、黄体

に お い て は、LH の 1 な 標 的 細胞 は大型黄体細胞

で あ る 可能性が示 唆 さ れ た 。 月経中期か ら妊娠初

期 に LHR の 発現 が 継続 して い る こ とか ら、　 LH ／hCG

が黄体 の 分化に 関与 して い る こ とが示唆 さ れ た 。

（2廣 体形成期 の 内因性 LH や 、い わ ゆ る黄体賦活療

法 と し て こ の 時期 に 投与 され る hCG は大型黄体細

胞 の LHR 発現を増強す る 可能性が示唆 さ れ た 。

【目的】ヒ トG −cell を 用 い て GnRI　Iの C −kinase系

および細胞内 Ca2＋へ の 影響を調 べ た。　 【方法】

IVF−Kr 時採取 した 卵胞液 よ り G −
cell を分離し、

G −cell を 0．5ml α MEM に て 15 分間前培養後、

GDRHagol 　list（GI】R｝la），C −kinase　activator で あ る

TPA ，Ca 　lollopllore　A23 工87 ，C −killase阻害剤 で あ

る H −7，lipQxygellase阻 害 剤 で あ る NDGA を 添 加

して 5 時問培養し、培養液中の P4，　E2 を RIA に て 測

定 し た。また Fura−2iMM を用 い て Ca2 ＋allalyser に て、

GnRHa の 細胞内 ［Ca，2＋

］iに 及ぼす影響を

340 ／380mn の 蛍光強度比によ り測定 した。【成績】

1）G −cel［の P4 産生 に つ い て み る と GnR ｝la　lng／ml

添 加 で （29．8 ＝ 2．4ng／105じeUs ，11ie｛m 士 SD ）非 添 加

対照群（11．5 ± 1．1）に 比 し有意（p 〈0．05）に増加 させ 、

10ng ／ml で も有意 な増加 が認め られ た、　 TPA は 濃

度依存性 に P4 の 産生 を増加 させ 、10
−7M

添加 に て

（18．2± 0．9）非添加対照群（10，1± 1．0）に 比 し 有意な

（p 〈0．05）増加 を認 め た。また GnRHa は 10ng ／ml

で細胞 内 ［Cバ
＋

］iを有意に 増加 させ る こ と を認め、

更に A23187 ユ0
−6M

添加で は P4 の 産 生を有意 に増

加 さ せ （p ＜0。05）、TPA ＋A23187 で は P4 の 産生 に

相乗効果を認めた L．2）E2産生 につ い て も GnRI 　Ia

lng／1111添加で （482．3± 20．3pg）非添加群（245．3 ±

ユL5 ）に 比 し有意 に （p〈0．05）増加 さ せ、　TI）A に つ い

て も P4 と同様の 成績が E2産生 に つ い て も得 られた。

3）H −7 は GllRHa ，TPA の P4，E2産生増加作用 を有意

に抑制 し（p＜0．05）、NDGA も GnRHa の P4，　E2産

生増加作用を有意 に（p 〈0．05 ）抑 制した e これ らの成

績は過去に報告し た同一条件
．
ドの ラ ッ トの 成績と同

様 の 傾向を示 した．　 【結論】GnRH は ヒ トG − cell

にお い て も C−killase系 お よび細胞内 Caz＋

を介 して

sしcroidogenesis 　lこ関与 して い る こ とが認め られた。
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