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　両生類の 性転換に脳下垂 体が関係し て い るか どう

か。Humphrcy （1933）は Ainblystonta　tigrinum

胚 の 右生殖腺原基を他胚の そ れ と置換 し お き脳下垂

体 口 葉 を 除去 した 。 置換さ れ た 生殖腺が性 に お い て

宿主 の そ れ と異 な る 場 合 ， 精巣 は卵巣 の 発 生 を 押

え ， こ れを萎縮 せ し め ， 時 に freemartin状 態に し

た 。 し か し脳 下垂 体 を除去 し なか っ た動物 に お い て

も同様 な現象 をみ ， 精 巣 の 卵巣 に 及ぼす抑舗は 直接

的 な もの で 脳下垂 体 は こ れ に関係 し な い と し た 。

Miotz 　and 　Gallien（1954）は Pteurodeles　W 観 Jff

で 。 Mintz　and 　Foote （1917），　Foote （1948）は Rana

‘  諏 π 5 で ，Witschi（1953），　 Chang 　and 　Witsehi

（1955）は R ‘ma 　pipiens等で ， 脳 卞垂体 除去幼 生

に 種 k の 性 ホ ル モ ン 物質を与え て 生殖腺 の 雌化又は

雄化 を 起 さ せ た が ，い ずれ の 場 合 に も脳下 垂体 を有

す る もの と同様な 結果をみ ，性ホ ル モ ン に よ る両生

類の 性転換に は 脳下垂体は関係 せ ず ，物 質 は 直接生

殖腺 に は たら きそ の 構造を変化 さ せ る ら し い と し た 。

　性ホ ル モ ン に よ っ て 雌化又 は 雄化 され た 生殖 腺が

成熟卵 又 は 精 子 を 生 じ て 子 孫 をつ くっ た 例 が 知 られ

て い て ，本邦産娃 で は　Rana 知P硼 f‘α 　が名高い

（Kawamura 　 and 　Yokota， 1959）。　 蛙 で は 雄性 ホ

ル モ ン に よ る 雄化は容易に起 り， 転換は 永 続 的 で

機能的な精子 を生ず る 。 然 る に 雌性ホ ル モ ン で は 用

量に よ り雌化す る 場 合 もあれば雄化 す る 場 合 も あ

り， た と え雌化 し て もそれ は 永続的 な もの で は な い

（Gallien ，
1955）。 筆者は エ ス トロ ン に よ っ て 雌i化 し

た娃幼 生 の 生殖腺が，ホ ル モ ン 処 理 を中 止 し た 場

合，脳 下垂 体があれば も と の 遭伝的性 に もど る が，

脳下垂 体が な け れ ば雌化 は 更に 進 病 遂に は 卵巣 に

まで 変化 し て し ま うら し い こ と ， 脳 下垂俸 を有す る

動物 に お い て そ の 雌化 効果左持続 さ せ るに は エ ス ト

ロ ン の 継続処理が必要 な こ と を 知 り得 た の で こ こ に

報 告す る 。

　　　　　　 材 料 及 び 方 法

ニ ホ ン ア カ ガ エ ル （Rana 　fαpmica）胚 の 尾芽期

13

に 脳 下垂 体原基を除去，また別 の 個体 で 尾 の や や の

び た頃 甲状腺原基を除去 し ， 受精後 105HrCC れ ら

動物を次の 4 群 に 分 け実験を始め た 。 （1｝脳下垂 体除

去幼生 40 尾 を エ ス トロ ン で 処理 ， 対照と し て   脳

下垂 体除去幼 生 50尾 を エ ク ノ
ール で 処理 。 （3）甲状

腺 除去幼生 40 尾をエ ス ト ロ ン で 処 理 ， 対照 と し て

（4）甲状腺除去幼生 40 尾を エ タ ノ ール で 処理 。
エ ス

トロ ン （Schering ，
　A ．　G ．，　Berlin ）80 皿 9 を 純 エ タ

ノ ール 16ml に とか し ，
こ れ に 蒸 溜水 1磁 皿 1 を加

え て 原液 と し，飼育水 11 に つ きエ ス トロ ン 1mg の

濃 度に し て 45 日間飼育 ． 令 150 日 に 各群 20 尾をプ

ア ン 液 で 固定 ， そ の 後 エ ス トロ ン 処理 な し で 最 も長

きは 令 225 日 まで 飼育 し た 。 対照動物は エ タ ノ ール

（O．　2　mlA ） の み で ，　 こ れ も 45 日間処理 し た き りで

あ る 。実験 中第 1群で 3 尾 ，第 3 群 で 4 尾 ， 第 4 群で

1尾死亡 し た 。生殖腺は パ ラ フ ィ ン 法K よ り厚 さ 10μ

に 切 り，ヘ マ トキ シ リ ン ，
エ オ ジ ン で染色，脳下垂

体 ， 甲状腺 も組織学的に 調 べ て そ の 在否 を明に し た。

　　　　　　　 結　　　　　果

　先ず エ タ ノ ール の 生 殖 腺 に 及 ぼす影 響で あ る が ，

こ の 程 度 の 微 量で は何ら構造上特 に 注 目す べ き変化

を認 め る こ とが で きなか っ た 。 次に脳下垂 体又 は 甲

状腺除 去 の 生殖腺発生 rc及 ぼす影響 で あ る が ， 第 2

群 （脳下垂体除 去
一

エ タ ノ
ー

ル 処理 ）幼 生 の 生殖 腺

は ， 第 4 群 （甲状線除去
一

エ タ ノ
ー

ル 処 理 ）幼生 の

生殖腺に 比 し発生が か な り遅 れ て い た 。 す な わ ち第

2群 150 日 念 雎各個体 に お け る 最大卵 は 直径 1　10−

140 μ， 平均 117p で あ っ た の に ， 第 4 群同令雌 の

場 合 に は 150− 165μ，平 均 152 μ で は るか K 大 き

か っ た。雄 に お い て も第 2群で は 150 日 令 で 精細管

の 形成をみ た精巣 もあ っ た が， 3個 体 の 精巣 は なお

中実で ， 髄質部 へ 移動 し た精原細胞 の 多 くは 幾 つ か

の 集団 をな し濾胞細胞 に か こ まれ て い た 。 第 4 群 で

は 発 生進み す べ て の 精巣が精細管 を形成 し て い て ，

4 個体 に は 細糸期〜合糸期 の 精母 緬胞集団 さえ認 め

られ た。
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第 1表 観察し た動物の 雌 雄数

実　　験　　動 　　物　　群 ｛日 令 1 ♀ i♀ 一 ♂ ♂ ♂ → ♀

L　 脳下垂 体除 去
一

エ ス トロ ン 処理
N

2．　 脳 下垂 体除去一エ タ ノ ール 処 理
菁

3．　 甲状腺除去一工 ス ト ロ ン 処 理
砦

4．　 甲状腺除去
一

エ タ ノ
ー

ル 処 理
砦

　 150

　 225

　 重50181

− 200

201− 220

221− 230

　 150

　 225

　 150181

− 200
201− 220

221− 230

91410

41211877

3

1

5310

41028135

3

6

7

ce 処 理期閥 は い ず れ 6 令105 日 よ り Htlse で ．

　 エ ス トロ ン は 卵巣 の 構造そ の もの に は 何 ら注 目す

べ き変化 を 与えな か っ た が ， 卵 細胞 の 成長 に 対 し て

は 多少抑 制的 に は た らい た様で ，第 1群 （脳下垂 体

除去一
エ ス トロ ン 処 理）幼生 150 日令雌 各個体 に お

け る最大卵 は直径100− 110 μ 平 均 103 μ。第 3群（甲

状腺除去
一

エ ス トロ ン 処理） 同令幼生雌 の 場合に は

70− 110 μ ， 平均 103μ で ， い ずれ も対照に 比 し 小

さか っ た。精巣 は エ ス トロ ン に よ り雌化 さ れ た もの

が 多 く， そ の 状態 は 両群 と も大 体似 た様 な もの で ，
一・

見発育不良 の 卵巣 に み え た 。 組織 をみ る と髄質部

の 発達 が わ る くそ の 部に 空隙 を含ん で い た 。 皮層 の

生殖細胞 は 個体 に よ っ て は よ く増殖 し，集団をな し

て 成黙分 裂 前期 の 過 程 に は い っ て い る もの （第 1 図），

肥大卵 母 細胞 に ま で 発生 し て い る もの な ど もあ っ た

が，併し ま た 皮層の 発達があ ま りよ くな くて 間充織

細胞 を ゆ る や か に み た し た 広 い 生殖腺 腟 に ， か な り

大 きな卵 細胞 が 精原細胞 と共 に 散在 し て い る とい っ

た 様な生 殖腺 も見受け られ た （第 2 図）。なお こ の 広

い 生殖腺腟 に は 豊冨な 血管 の 配布が 認め られ た 。 雌

化精巣 に み られ た 最大 卵 は第 1群 6 個体に お い て直

径 25− 56μ，平均 35μ， 第 3 群 7個体 に 細 い て は

35− 70μ， 平 均 50 μ で い ず れ の 場合 も卵巣 に お け

る 最大卵 よ りは る か に 小 さ か っ た 。 第 1群 で は 5

尾，第 3 群で は 2 尾 の 精巣 は 碓化 さ れ なか っ た o そ

の 構造 は 正常 で 第 星群 1 個体 の精巣 を除き他は み な

精細管を形成中で あ っ た 。

　エ ス Fu ン 処 理 中止 後 の 第 1群及 び 第 3群幼生 の

生 殖腺を 比 較 し て 興味あ る 事実を 発 見 し た 。第 1 群

で は 雌 が 非常 に 多 か っ た が 第 3 群で は 碓雄同数で あ

っ た 。 い ず れ の 群 に お い て もさ きに 述 べ た様な雌 化

精 巣 は 全 くみ ら れ な か っ た 。 た だ 第 3 群 2 個体 の よ

く発達 し た 精巣 に一
見 ， 黄体 に 似 た様 な もの が 幾 っ

も見出され た （第 3 図）。 こ れ は さきの 雎化精巣 に み

られ た卵細胞 が 退化 し たあ と ， そ れ をと り雲 い て い

た 瀘胞細胞が変化 し，卵崩壊後の 空間 をみ た し て 形

成 され た もの と思 わ れ た 。
こ れ らの 細胞 は 空 胞 を有

し て 大 きく， 黄褐色 の 色素顆粒 を多量に 含 ん で い

た。核の 形 は 不整 で 皺よ っ た様 に み えた 。 第 1群雄

の 精巣 に は こ の 様 な もの は 全 くみ られ なか っ た 。 卵

巣 は 何れ の 群 に お い て も多 くは 正常 で あ っ た が ， た

だ第 1 群 4 尾 の 卵 巣 は 形が 不整 で 小 さ く卵 も著し く

少数 で あ っ た （第 4 図）。 こ れ ら の 中 に は さ きに 碓 化

され た 精巣 の さ らに 雌 化が 進 ん で 卵巣 に ま で 変 っ た

もの が あ るの で は な い か と思 わ れ た 。 な却 第 4 群

187 日 令 1 幼生 の 卵巣 は か な り雄化 され て い た 。 切

片 に よ っ て は 濾胞 細胞 を伴 っ た 生殖細胞 が 間充織細

胞 と 共 に 緊密 な組織 をつ く っ て い て ， 成 熟分裂 に は

い っ て い る もの が少な く一見精巣 の 様 に み え た が ，

卵巣 腔 に 沿 うて 少数の 肥大卵母細胞があ り ， その あ

る もの は退化崩 壌中で あ る と こ ろ か ら卵巣か ら精巣

へ 転換 中の もの と 思 わ れ た。

　　　　　　　　論 　　　　　議

　賎幼生 の 性転換に 脳下垂 体 が 関係 し て い る か どう

か を知るため に 脳下垂体除去動物 と甲状腺除 去動物
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第 1 図　脳 ド垂体除 去一
工 ス トロ ン 処 琿 蛙幼仕 の 雌化 され た縞真 　 X130 　 第 2 図　甲状腺除去一

工 ス トロ ン

処 理 蛙幼牛 の 雌化 さ れ た精巣 　　 × 130　 第 3 図　 エ ス トロ ン 処理 中止後 の 甲状腺 除去蛙幼牛 の 精巣　 図 の 左

上 力 に 精 巣卵崩験後 に 形成 さ れ た 黄体様 の もの か 幾つ もみ 声 る　 × 130　 第 4 図　 エ ス 1 ロ ン 処 理 巾」後 の 脳

下垂 体除去蛙 幼生 の 卯 巣　 × 130

と を 用 意 し ，性分化後 か な り口 数 か た っ て か ら エ ス

トロ ン で 処 理 し て み た 。
エ ス トロ ン に よ り推化 さ れ

た 卵 巣 は なか っ た が，精巣 は 多 くの 場合雌 化 さ れ

た 。 雌 化 の 状 熊 は 両群動物 ほ 匠 同 緑 て あ っ た か ら，

こ れ は お そ ら く脳下垂 体 の は た らき と は 関係 な く，

おル モ ン 剤 が 直接楕巣 に は た ら い て 雌 化を促 し た も

の と 瓢われ る 。 す なわち従 来 言 わ れ て い た
‘
性 ホ ル

モ ン に ょ る性転換に ぱ 脳 下 乖体 は 関 係 し て い な い
’

と 言 うこ と は こ の 実験て もyl 「1され た 様で あ る 。

　併 し ホ ル モ ン 処理 中 止 後 の 結果 をみ る と ， 甲状 腺

除 去剄物 て は 雌 化 は 後 退 し ザ そ の 遺伝的 1肝に従い 精

巣 に まて も と っ て し ま っ た 。 た た わ す か に 雌 化 楕巣

で あ っ た と い 5印を黄体様構笑物 の 存在 に よ っ て 示

し て b る に 過 き な い
。

こ れ に 反 し て 脳
一
卜垂 体 除 去動

物 で ぽ 昨化 の 後退 は 全 除 認 め られ す ， む し ろ雌 化情

巣 は 漸次卵 巣 に まて 畏 化 し て い っ た様に 腎われ た。
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元来脳 下垂体除去動物の 精巣 に お い て は髄質部の 発

達が往 々 に し て わ る い （Yoshikura ，
1959）。 従 っ て

ホ ル モ ン 処 理 が中止 さ れ た と し て も一
度碓化 さ れ た

もの は もは や正 常な精巣に ま で 立 ち返 る こ と は 困難

な の で は あるま い か 。 甲状腺除去 動物 の 場合，精巣

は 脳 下 垂体 前葉ホ ル モ ン に よ っ て 刺激 され て い るか

ら雄性ホ ル モ ン の 分泌があ り，そ れ の は た らきに よ

っ て 精巣卵が破壊 され るの で あ ろ う。
こ の 様な こ と

を 考え る と脳下垂 体は 消極的なが ら性転換 に関係し

て い る と言え よ う。 な お 対照動物両群に お い て 甲状

腺除去動物 の 生殖 腺が脳 下垂体除 去動物の そ れ よ り

も一般に成長 が よか っ た の も，お そ ら く脳 下垂体前

葉 ホル モ ン の 影響を うけ た か らで あ ろ う。

　　　　　　　　要　　　　 約

　1． 脳下垂体除去 又 は 甲状腺除去 ニ ホ ン ア カ ガ エ

ル 幼生 を令 105 日 より 45 日間 エ ス トロ ン （1　mgll ｝

で 処理 ， 以後 は処理 せ ず令 225 日 ま で 飼育 を続 け た 。

　2． い ず れ の 動物 に お い て もエ ス lV ン 処 理 に よ

り卵巣 の 構 造は ほ と ん ど変化を うけなか っ たが ， 精

巣 は多 くの 場合雌化 され た 。

　3．　 エ ス ト ロ ン 処 理 中止後 ， 甲状腺除去幼 生 の 雌

化さ れ た生殖腺は ほ とん ど正常な精巣 に まで もど っ

た 。 し か し 脳下垂 体除去幼生 の それ は 雌化が更 に進

ん で 卵巣 に まで 変化 し て し ま っ たよ うに 思 われ た 。

　4． 脳 下垂体 は エ ス トロ ン 処理 に よ る生 殖腺 の 碓

化 に は 関係 し て い な い 。 しか し ホ ル モ ン 処理 中止後

は ， 雎化 され た生殖腺の そ の 後 の 発生 運命を支配す

る も の の よ うで あ る 。
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　 The 　pre駝 nt 　study 　was 　 undertaken 　 with 　the

objec ‘ of 　detcrmini 皿g　 whether 　 the 　 byp   hysis
ha … me 　c・皿 ectiQ 江 with ・。 x 　rev ・… lin　amphi ・

bians ．　 Hypophysoctomized 　 or 　thγroidecto 皿 ized
frog　larvae （R 砌 Ut　J

‘
aponiCa ） wcre 　treated 　witb

estro 皿 e 　（1　mg11 ）　負rom 　105　days　of 　
．
agc 　fbr　45

days 　 and 止 ere 諭 er 　maintained 　with ・ ut 　e8tr 。ロピ
up 　to 　225　day3　0f 　age ・　In 　both 　group3　0f

animals 　 ovar 丘es 　 were 　 n ・ t　affected 　by 　 estrone
，

but　 thc　test¢ s ，　in　 most 　 cases
，
　 were 　 feminized

（Figs．1
，
2）．　The 　hypophys 董s　 therefore 　had ．

　no

connection 　wi 電h　gonad　feminization．　After 　乳he

treatment 　 was 　 stopped
，
　 feminizcd　 gonads 　 of

thyroidectomizcd 　larvae　 wcre 　 restorcd 　 to 　 the

testes
，
　a 匡l　of 　the 　ovocytes 　 were 　destroycd

，
　 and

thc 　lutcaHikc 　 boclies　 wore 　fbrlned　（Fig．3）．
On 止 e　Other 　hand ，　fe皿 inizcd　gonads 　of 　hypo・

physec¢ om 三冨cd 　larvac 　seemed 　to　have　evo 麗vcd

丘nto 　thc 　ovaric8 　（Fig．4）．　　It　see 鵬 　　prebable
that 　wben 　the 　h ・ rm ・ nal 　treatm 呱 is　 stopped

，

the 　hypophysis　controls 　the 　developmenta 正 fate
of 　the 　gonad 　fcminized　by 　the 　action 　 of 　esttone ．

（Re ¢ eiv6d 　December 　5， 1962）
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