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　甲状腺 と沃素 と の 関係 は 1895年 Baumann1） が

甲状腺中に 沃素 を発見 して か ら注 目され ，
】896年

Oswald2） が 甲状腺濾胞 の Kolloidが大部分 Glo−

bulin様蛋 白か ら成 る事 を知 り， 之 を Thyroglob −

ulin と命名 し
「
た が 3年後の 1899 年 Baumann3 ） は

之が沃素 と結合 して い る事 を証明 し ， 更に 1911年

Oswald は Dijodthyrosin を Thyroglobulin の

分 解産物 で ある と し，更に 1919年 Kendal14）は 乙 れ

らの 中か ら活性沃素化合物 を分離 して Thyroxin

と命名 した ．次 い で HarimgtOn ＆ Barger5｝ は

Thyroxin の 化学構浩式 を決定 し （1926），更に そ

の 含成に 成功 し（1926），甲状腺 ホ ル モ ン は Thyro −

xin 或 は 之に類似 の 沃素化 合物 とみ な さ れ 沃素

との 関係 が更に よ く判明 した 。以来血 中有機沃素

を測定 し て 甲状腺機能 を判定 せ ん とす る研究 が続

々 と行 われ ， 種 々 の 測定法 が発表 され た が ， こ れ

らは 常 に 大量 の 血液 を必要 と し ， 且 つ 手技の繁雜

か らそ の 結果 の確認 は 未だ 必 ず しも充分 で は な か

つ た．（Fellenberg6 ）
，
　 Pfeiffer7）

，
　 Perkin8） の 諸

法）．1937年 Sandell＆ Kolthoff9） に よつ て沃 素

微量存在の 下に 4 値 セ リウ ム が 3 値 セ リ ウ ム に 転

換す る事が発見 され ， こ の 原理 の 下 に ChaneyiO）

が 1940年血 中沃素測 定法 を確立 し，
Taurog11 ）

，

Barkeri・z），
　Connori3） 等 に よ つ て 更 に こ れ が 改良

され て 従 前の 方法に 此 して 遥 か に簡単 に 且 つ 正確

に有機沃素化 合物が測 定 され る よ うに なつ た ．爾

来 Barker 法が木 邦に 於v て 広 く用 い られ て 来 た

の で あるが ， 最近 に 至 り1954年 Le銀eri4） は 同原

理 に よる新 しい 測定法 を発表 した ． こ れ ら の測定

法 の 改良に よつ て 血液 中の 沃素濃度 は漸次正確に

測定 され るに至 つ た 。Le粗er 法に つ い て は既に 19

55年 〜1958年に 亘 り共 同研究箸望月， 中島
15）が詳

細 な る 実験 を行 い ， その 方法が従来 の 諸法に 勝 つ

て 優秀 なる点 を証 PA した 。

　元来血液 中 の 沃素は 血 浩中 に 遊離す る無機沃素

と蛋 白質 と結合 する有機沃素 と して 存在す る の で

あ つ て ， 後者 は 一般に 蛋白結合沃 素 Protein　bo−

und 　iodine（P．B．1．）と呼ばれ て い る ．最近 Gross

16） は 血 清中 に　Thyroxin 以外 に 3 ：5，
3「・1−

Trijodothyroni皿 が存在す る と発表 して い るが ，

しか し P、B ．1． の大部分は Thyroxin で ある と

了解 され て お り，例 えば Trevorrow1 η，TaurogiB）

そ の 他に よれ ば所謂 P．BJ ．劃分の うち に は Thy ・

roxin が 70〜90％含 まれ て い る と言わ れて い る．

即 ち甲状腺に 摂取 され た 沃素は こ s で Dijodothy・

ros洫 ，
　 Thyroxin を経 て Thyroglobulinに 合成

さ れ ，之 が蛋 白分解酵素 に よっ て再 び Thyroxin

に 分解 されて 血 申に 入 り ， こ S で そ の 大部分 は

Alburninに ，

一部は α 及 び β一globulin と結含 して

体内に循環 して 黷時 Thyroxih と して の 作用 を呈

す る もの と考え られ て い る ．従 つ て 1血液中 P ．B 工

の 値 は 甲状腺 に 於 ける ホ ル モ ン の 生 成，分泌 ， 同

時に 末稍組織 に於 ける消費 ， 排泄等 に よ つ て 左右

され るもの と考え られ る に 至 つ た ．

　 本学産婦 人科教室 に 於 い て は 兼ね て 藤井教授 を
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主班 と して乳汁分泌 の 機序に関 す る広汎 な共同研

究が 行わ れ つ S あるが ， 薯者は こ れ らの 共同研究

の うち ， 乳汁分泌 と甲状腺機能 の 関蓮 の 面 を担 当

した関係上 ， 一方 に 於 い て は 授乳期婦 入 の 血 巾

P．B．1．値 と乳汁分泌 機序 との 関係 を逍求 しよ うと

した が，又 他方 に於 い て は広 く婦 人の 性機能 に対

す る 甲状腺 の 関係 を血 中 P ．B ．1．の 見地 よ り検討

しよ うと した ．元来 甲状腺 と婦人性機能 との 関係

は昔 か ら認 め られて い る が臨床 的 に も思春期， 月

経 時，妊娠時 に 甲状腺腫脹 を来 た す事 の ある 事実，

叉屡 ヒ不 妊婦 人に 甲状腺剤 を．与え る 事 に よつ て 妊

娠 の 成立 を pJ
’
能 なら し め，又 習慣性流産 防 ［h等 の

目的 に 対 して も甲状腺剤 の投与が 考 え られ て い る

事実，更 に 最近 に 於い て は 2 次的無月経 ， 或 は頻発

月経等 も甲状腺機能不全 が 原 因 の 1 っ に 考 え られ

る等 そ の 関係は 呑 々 密接 の も の と考 え られ る に 至

り，
Davis19） の 如 き は 卵巣機能不 全 の す べ て に対

して 甲状腺療法 を試 み る べ きで あつ て こ の 療法は

現在臨床上最 も有効 な 内分泌的療法 の 1 つ で あ る

と さえ言 つ て い る ．就 中婦入性周期 と血 中 P．B ．1．

値 ， 又 は妊娠月齡 と．1血中 P．B ．1．値 の 消長に つ い

て は既に 幾多の研 究が発表 され て い る．Danowski
2D），　Petersz1）， 大木 zz）

， 植 田 23）
， 西 山24） 等の 性周

期 に 於 け る血 清 P．B ．L の 変 動 に つ い て の 発表は

い ず れ も黄体期に於 け る 血清 P ．B ．1．値の 増量 を

認 め て い る t 妊娠躊に 於 け る血浩 P ．B ．1．に 関 し

て は Danowskiz5），　Peters2E），　Mortona7）
， 大 木2s），

植 田
29）

， 西 LU30）， 山崎
31）等 の研究発表が ある が ，

い ずれ も妊娠 1侍そ の 増量 を認め て い る．Man32） は

血 清 P ．B ．L の 増量 して い な い 時は屡 ζ流産 を来

たす と言 つ て い る． こ れ らの 研究 と離れ て 共 同研

究者 望1ゴ33） は Le饂er 法 に よつ て 広 く入体 に つ い

て 血清 P．B ．1．の 日中変 動 を検討 した が ， 婦入に於

い て も又 た とえ性週期 の 時 期 に よ り血清 P ．B ．1．

値 の水準に は高低 は ある に して も ， い ずれ の 時期

に 於 い て もそ の 日中変動 をみ れ ば い ずれ も認 む べ

き変動 を示 さな い 事 をみ て い る．

　箸 者 は 上述 の 通 り乳汗分泌 と甲状腺機能 との関

係 を追 求せ ん とす る に 当 り， 先ず こ れ ら甲状腺機

能が
一

般に 婦人の性機能 に重大 な る関係 を有する

点 を重視 した ．殊 に一E述 の 研究の す べ て が 従来 の

Barker 法に よ る結果で あ り， 著 者 が今 回採 用 し

た Le田 er 法が 未だ あ ま り普及 され て い な い 現状

に鑑 み ， 先ず本法 を帰 い て測定 した 諸結果が従来

の Barker 法そ の 他 の 測 定結果 と如何 な る 関係 に

あ るか 見極め て 置 く必要 も あ り，就 中 こ れ らの 値

よ りみた 甲状腺機能 と乳汗分泌 の 関係 を検討す る

た め に も順序 として 正常婦人性周期 と Le田 er 法

に よつ て 測定 された 血 清 P．B．1．値 の 関係 を正確

に 知 つ て 置 く必要 もあっ た の で ， こ S に 本邦正 常

婦 人性周期に 於ける ［虹清 P．B．1．の 消長 を Le册er

法 に よつ て 測定 した i数値 よ り逍試再検討 した 。こ

y に 結果 を本研究 の第 1報 として 報告する 次錦 で

あ る．

　　　　第 2 章　実験対 象並び に実験力針

　本報に 於い て は正 常婦人の 性周期に於 ける血清P．B．L

の 変 動 を 追 求 せ ん と した の で ， 実驗対象 と し て は 正 常

婦人 5 名， 内未婚婦人 4名， 氈婚婦人 1名 の 協力を 得 た。

こ X に そ れ 等の 諸姉に謝意を 表 す，即 ちそ れ らの 婦人 に

っ い て
一

方で は 伍 口 B ．B ．T ．測定 登 行 コ た の で あ る が，

こ れ 等の 内 2 名 に っ い て は 3性周期 （内 1名ぽ 3 性周期

中 1卵胞期 が 測定され ず 黄体期の み ）， 3名に っ い て ｝ま

1 性周期 ，合計 9性 周期 に 亘 っ て B ．B ．T ．が 測定 さ れ，

同時 に こ れ と平行 し て逐日的に 採血 を 行 い LeMer 法 に

よ v て血清 P ．B ．L 測定を 行 っ た．勿論 こ れ ら の 各 人 の

性周期 の 絶対 口 數は
一

定 し て い な か っ た ．即 ち 25 凵 （1

例 別司則∫），27日 （1 例 1 周期），29 口 （3儚聡 周期），36口

（1 例 1周期）， 37口 （1例 1周期），他 ：（黄体期 の み 1例

で あ っ た v

　斯 くの 如 く各症例に っ い て 性 周期 口數が 異 る こ とは 実

驗結果 を揄討 す るに 当 っ て は 甚だ不 便で あ っ た の で， 著

髫 は こ れ らの 測定時限 を一
定期間 に 修正 して 檢討 した。

即 ち実測 した性周期を 月経期 ， 卵胞期及び黄体期 の 3期

に 分 け ， 先ず そ れ ぞ れ に っ い て各症例 の 平均期間 を求 め

て一L記の 各症例 の各期の 実際日數を こ の 平均期問 に 按分

修正 し，各成績 を こ の 按分に 從 っ て 配列 した．実施 に っ い

て 遶べ れ ぽ 各例 に っ き B ．B ．T ．に よ っ て先ず排卵 口 を 判

定 し，そ れ を 原点 と して 先行月経終了翌 口 か ら原点の 前

日 迄を卵胞期 と して各症例 にっ い て そ の 期間 の 日數 を算

出 し て ，そ の 平均 を求 め 各症例 の 実 際 『数 が こ の 平均 よ

り長い も の に っ い て は各 7t の 期間 を こ の 平均卵胞期問 に

按分短縮 し ， 日 7〈の 基礎体温並びに 血 清 P，B ，L 測定点
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舞

を こ の 按分 に從 っ て 配列し，叉 逆 に そ の 期 の 実際 日數 の

短 い もの に っ い て は，之 を こ の 平均卵胞期間 に 延長 し，

実驗諸測定点を按分配列した。黄体期 にっ い て も叉同様

に 原点よ り次 囘 月経前 日迄を黄体期 と して そ の 平均を求

め ，各症 例 を 短 縮 又 は 延長 して 平 均 黄 体期間 に 修正 して

そ の 成績の 按分配列を行 っ た ．月経期 に っ い て も叉同様

に 整理を行 っ た．

　実驗中は 海藻，海苔等沃素含有 の 多い 食品 を禁 じ，実

驗 中 の 沃素剤 の 使用 を さ け て 実 驗の 正 確 を期 した．

　血 清 P ．B ．1．の 日中変動に っ い て は上 述 の 通 り，既 ｝こ

共同研究者望月の 研究 が あ り， た とえ各性周期 に 於い

て 血 清 P ．B ．1．値水準に は 高低 は あ っ て も，各時期 に っ

い て
一一

口 中の 所謂 口 中変動をとれば時刻 に よ る変動の間

に は 摧計的の 有意の 差 が 認 め られない こ とが わ か っ て い

る の で ， 今囘 は被検者 の 勤務上 の 都合 も あ り，午後 6 時

を選んで採血時間として 実驗を行 っ た ．食事 に よ る血清

P．B ．1．値 の 変動 を さ ける た めに採血前 の 食事の 躡取を さ

け た ．

　　　　　　　 rg　3 章 実験方法

　第 1 項　血 清 P．B．1．測定法

　 血 清 P ．B ．1．測定法 に は Leffler 法 を 採 用 した ．

　第 2 項 　LeMer 法の 利点

　Le：田er 法 は 王逃の 通 り，望月，中島 に よっ て 詳網 に

檢討 され た が ジ とれ に よれ ば Le 毋 er 法 は 他 の 方 法 ， 特

に從来我國で廣く用 い られ て い る Barker 法に 比 して

次 に述べ る様な利点が あ る事が 特微 と して 擧 げ られた ．

即 ち 1 ） Barker 法 で は そ の 試料灰化 に 際 し 沃素 の 昇

華 逸脱を 防ぐた め 試料の 灰化温度 が極 め て厳重であ り，

600± 25℃ に
一

定 す る と言 う條件 が 特 に 厳重 に 規定さ れ

た ．即 ち こ の 温 度條 件 を 越 え る と試料中の 沃素 の 昇華逸

脱 の 恐 れ が あり， 低温に 過 ぎれば完全 な灰化が出来な い

こ と も考え られ る た め に ，こ の 600 ± 25℃ の 温 度條件は

厳重に 要求 さ れ て い る の であ っ て こ の 点で Barker 法 に

ユっ の 困難 ざを 與え ， こ の た めには特別 の 燃焼爐を用 い

な けれ ば実驗は極め て 困難 で もあ っ た ．しか る に Le 田 er

法はこ の 点 が 特 に 工 夫 され ， 酸化 に 塩素酸k 化 が應用さ

れ た．、か くす る こ とに よ り， 酸化時 に 於 け る 沃素 の 逸

脱 も塩素酸 k 化の 温度 （約 130 ℃ ）で商は 起 り得 な い 上

に ， 更 に 酸化進行中の 塩 素酸の 欠乏 を警告す る た め の 指

示藥 と して ク ロ
ー

ム 酸が 加えて あ り， こ の 変色 に よ っ て

塩素酸の 不足 を容易に知 る こ とが 出来 ， か S る 場合に は

更 に 塩素 酸 を加 え る こ と に よ っ て 沃 素 の 逸脱 を 防止 し得

る の で あ っ て ， 從 っ て加熱條件 は Barker 法 に 対 して 極

め て 簡單 とな り， 特殊 な器具を必要と し な い で し か も甚

だ 適切 とな っ た ．こ の 点 が 先 ず LefHer 法 の 大な る 利点

の 1 っ と して 擧げる事が出来た ．更 に 2 ）Barker 法 に

て は 試料を予め 1 晝夜乾燥せ ね ぱな らな い の で測定 に 時

間 が か tSる が，　 Le91er法 で は こ の 操作 を必要 と しな い ．

3 ）Barker 法 に て は試料を容器 よ り容器 へ 移動す る 囘

數 の 多 い 点も か s る微量定量 に 対 して は 欠点の 1 っ と し

て 擧 げ られ る が，之 に 対 し て LeMer 法 に て は 試料の 移

勁 は 1 囘で あ る．4 ）更 に Barker 法 の 重大な る 欠点 と

して こ の 場合試料 の 比色 を 3囘行 う事に よ り Celv−CellI

の 速度勾配 を定め，こ れ よ り沃素の 濃度 を決定 す る の

で あ る が，こ れ に 対 して 当然比 色中 の 温 度 を一定に保つ

こ とが必須の 前提である に も拘 らず ， か S る頻同 の 比色

を 行 う場合は試料の 多少の 冷却は さ け得ら れ ず，從 っ て

Celv・Cem 反應 の 勾醍 が 直線 に な らな い 事 が 曖々 であ る

点 も ， こ の 測定法の 正 確 を期 す る上 に 実際の 困難 さ を増

す の で あ っ た が，之に対して Le 毋 er 法 に て は 1囘 の 比色

値 を 同 時 に 測定 した 儉 量 曲線と比 較す る事 も叉 利点 の 1

っ に數 え る 事 が出来，そ の 測定値は信頼 し得る もの と判

定 され て い る．こ れらの LeMer 法 に っ い て の 詳細な旗

討は既に共同研 究者望 月，中島 に よっ て 報告 され 証明ざ、

れ た ．著者は こ れ らの 共同研究者の 後 を らけ，本研 究 に：

対して す ぺ て LefHer 法 に よ っ て沃素の 定量 を 行 っ た．

唯 LeMer 法 に っ い て 反應速度促進の た め触媒 と して 食

塩を用 うるの であ るが ，
こ の 場合 の 食協 が極め て微量 の

沃素 に よ っ て も汚染 さ れ て い て は な らな い 事 は言う迄も

な い の で，こ の 点 に っ い て は特 に 純粹 の 食塩を用 うる必．

要が あ v た ．こ の 事 に っ い て は後述の 実施法 の 記述 の 中・

の 試藥 の 項で詳述す る ．

　第 3項　Le餓 er 法実施に就い て

　血 中沃素 は某 だ 微量 で あ る た め，特 に 外部 か らの 混 入

に注意 した ．即 ち研究期問中特 に患者に対 し沃 度チ ン モ

の 内用は も と よ り外用 に も厳重 な注意を拂 っ た．

　試　藥

　1） 再蒸流水 ：試藥調製及び実驗器具 の 水洗等す べ で

再蒸溜水 を 使用す る．

　2） 除蛋白液 ：15％ ト リ ク ロ
ー

ル 醋酸 （化学最純品）。．

　 3） 酸化剤 ： 塩 素酸，耐熱性 ビー
カ
ーに 塩 素酸 カ リ（化

学最純品） 25〔｝ g と再蒸溜水45Dcc を 入 れ 沸騰す る迄加 、

熱 して 完全 に 溶 解 させ ，之 に 遇 塩素 酸 （60％ ） 220cc を

攬拌し な が ら徐々 に添 加 す る．過塩素 カ リの 白色沈澱 と

淡黄緑色 の 上 澄が 出来 る が，之 を 1 晝 夜 氷室 に 入 れ て か

ら上 澄 を濾週 し，そ の濾液を使用す る．こ の 試藥 の 有藤
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960− 158 性 周 期 と 血 清 P ．BJ ．の 消 長並 び に Le 田 er 法 ICt“n　 P ．B ．1．浪凵定法 日産 婦 誌 】1卷 7 号

期間 は約 2 週間である．

　 の 　標示藥 ：ク ロ
ーム 酸 ソ

ーダ　化学最純品の 5 ％の

溶 液 を用 い た 。

　5）　ヲ5。N 硫酸 セ リゥム ：容 量 500ccの ビーカ
ー

に Merk

製の 無水硫酸セ リウ ム 65g を採 り， 之 に濃硫酸600c， 吏

に再 蒸溜水50ccを 徐 々 に加 え．沸点 以
．
ドに て 30分加熱 し

冷却後約70   cc迄再蒸溜水 に て 稀釋 す る，こ の 試藥 は貯

臓液 と して 硬質褐色瓶に 貯え る．約 ユ年間有効であ る。

こ の 貯臓液を 2N 硫酸で
1
／so　−N 　IC稀釋 して 使用す る．

　6） 食塩加
116N

距 砒酸溶液 ：耐熱性 ビーカ ーに 垂 砒臥

9。89g を と り，10％ NaOH 了Occを加 え て 充牙 に溶解し，

次 に 再蒸溜水 400cc で稀釋 し指示藥 と して フ ェノ
ール フ

タ レ tt ン 數滴 を加 え ， 無色 に な る迄濃硫酸 を加 え，更 に

濃硫酸45coを追 据 レ再蒸溜水で令量 1 に つ
一
る．こ の 亞 砒

酸液 100ccに対 して 2501”g の 割に食塩を加 える。

　 わ　食塩 ： 上記の 如 く亞砒酸液 に 加 える 食塩 は 沃素 を

絶対 に含 ん で は　らな い の で，ゴ・め 使用前 に 檢可ナ る必

要が あ る．共同研究者望月，中島の 食塩に 関す る 実瞼 か

ら和光純藥特級食塩（沃素 の COntamination ．10− 7
以 ［〈）

が 充分使用 し得 る事 を 確認 され た の で著者は牛キに こ の 食

塩と使用 した．

　 8） 檢量用標準沃素液 ：KI 　 130，8皿gに 再蒸溜水を加

えて 11に す る．こ の液 1ec は沃素100γを含む．こ の 標準

沃 素凌か ら 1 週間毎 に 新 し く／0γ1d1沃素液 を作 っ て 使用

す る ．即 ち 標準沃素液 1cc を 再蒸溜水 で 11に す る 。

　 実驗操作

　 1） 血 清蛋白分 離　容 量50。cの 丸底遠心沈降管 （以 下

．遠 沈 管 と略構 ） で 10ccに 副線 した 屯の に 15％ トリク v 一

ル 酷酸10c。を 採 り血 清 1 。c をカ［え て遠心沈澱器 に て 1 分

．
’
ma3000囘轉 で 1 分 間 遠 心，上 澄液 を 毛 細管硝 子 ア ス ピ レ

ーターで吸引 レて 除去 す る。次 い で 再 び15％ ト リク u 一

ル 醋酸 100Cを加 えて 遠 心，こ の 操作 を 3囘 繰返 して血 清

中非P．B 工 沃素 を 洗滌 除 去 す る．　 P．B ．L を含 む 蛋白の 沈

二澱 は 遠 心 管底 に 固着 す る．

　 2） 酸化　一E述の 強体 を含 む遠沈管に 盗素酸10ccを li」

7 ，更に標示薬 と して ク ロ
ーム 酸 ソ

ーダ 1cc を加 え て 充

分混和 して 砂浴」：に て 沸騰 さ せ る．至 滴温度 は 砂浴 上 の

、自色紙 が狐色 に な る程度で約 130℃ で あ る。約 90〜12G分

で約 1cc の 赤褐色 の 液 が 残留 す る迄加熱す る t こ の 操作

で血清 蛋 白 は 酸化 さ れ て，P ．BJ ．は 沃度酸塩 とな っ て 遽

沈管 の 底 に 残留 ケる．こ の場 合塩素酸が血清蛋肖に 比 し

て 不 足 す る と沃素 顕 失 を 来 た す の で あ る が ， か 丶 る状態

i＿な る と予め イ ン ヂ ケ
ー

タ
ー

として 加 え て あ る ク ロ ーム

譲 の た め酸 化液 が 黄色 か ら緑色に 変化す るの で，直 ち に

塩 素酸を數滴追加 す る事 に よ っ て こ の 状態 を 元に 戻 し沃

素の 喪失を防止 し得 る．同時に 籔体 の 入 っ て い る遠沈 管

と同形同大の 遠沈 管 に10γ1dl沃翠液を 夫 ／9　 G，　O．5，1．  ，

1。5cc採 り檢体 と奈 く同様 に試藥 を 加え同様］．一酸化を行

う．こ れ は標準沃素曲線を作る た め に 行 うの て ろる ．

　 3）　Ce 亙v −Ce潤 反．焦速変測定 　酸 fヒぜ：る ！僉体及 1び 標準

曲線 の 沃素液 の 入 っ た 遠沈 管（計 5本）の冷却後，再蒸溜

水 に て 正 確 に 10ccに 稀釋 す る．こ の 稀 澤液 3cc を夫 々 対

應 せ る 試驗管 に 採 り，上 rT己の 食塩 を 含有す る
115X 亜砒峻

2 巳G を加 え，80℃ 恒温槽に 別 分入れ る ．次 に
z15

。X 硫酸セ

リウ ム 1cc を 加 え，正確 に 2｛〕分後に光電比色す る．そ の

r 光度を 片対數 グ ラ フ の 縱軸 に と り，横 軸 に沃 系 液濃 度

値 を と る事 に よ っ て 状素濃度標準線 フ
斗
描 け る．檢体 の 透

光度 よ り こ の 沃 素濃度標準を用 い て被檢血清蛋自結合沃

素 を読 み と る事 が 出来 る．

　　　　　　　 ge　4 章　奚験歳績

　上 逍 の 通 り今 画の 実驗対象 に とっ た の は被 瞼婦入計 5

名，中未 婚婦入 4 名，鯱婚婦入 1名 に っ い て の 9性周期

で あ っ t＿が，そ の 各粛 の B ．B．T ．はすべ て 21廿陸を示 し

て ：［巳営 性周期で ．）．：．／た ．血 清 P ．B 。L 値 の 変動 に っ い て

は 個入 差は 認め ら Et 一
が，すべ て を通 じて 共通であ っ た

点は黄体期．「皈青 P、BJ ．値；）s卵咆期血L清 PB 、1．値 よ り高

い事で あ コ た ． こ れ らの周期 の 間 の 差をとっ て み る と

最高 1．83γ ／dl，最低0．23 γ1d至とな っ た （表 1）。各症例

に っ い て の 血 清 P 。B ．1．最高値 の 出現 の 時期 と B ．E ．T ．

との 関係をみ る と， 黄体前期 （黄体期 を 2 分 して前半 愁

前期，後半 を後期 と した ） に最高値を示 す も の 6例 ， 黄

体後期 ＿b る もの 3例 で 全 例に 於い て黄 体 期 1こ 血 清 P ．

B ．1．値 の 最高を示 した が ， 就中黄体前期に 最高を 示す事

が 多か っ た ．性周期を月経期，卵胞期 ， 黄体前期及 び黄

体後期の 4 期 に 分 け る と ， 各期 に 於け る 血 清 P・B ・L の 平

均値 は 各 々 5．79，5．蕊 ， 6。98，6。55 γ！dl，で あ っ て 月 経

期に 最低 ， 黄体前期に 最高を示す成績 が認 め られ た．こ

れ らの 各群 の 測 定 値 に っ い て群平均笹の 有意差 の 儉定 ご

表　 1

騨 驚本
概鍛魏

二

「
丸　し［【　　／　　　　6．コ3　　　　5．83　　　　0．70

　 　 　 2　　　　6．30　　　　6．75　　　　0．45

3　　　　5，00　　　　6．83　　　　上．83

羽 鳥 　 12

本 雨

小 「［1

近 藤

6．30　　　　6．53　　　　0．23

5、23　　　　6．違3　　　　1．20
5．33　　　　6．13　　　　0，80

6．60　　　　／j．84　　　　0．24

6．・85　 7・43LO ・671
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表 2
「1 、島　　　　

．II・　　　 コ　 ー
一

丸山 1

「　 3　　河 π　　　
「
　 ア冖．一

　 釦 ．．50　 冨

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 黄　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 俳・　 　 耳

亨 玉：亙 ユ麺 工＝
−r5

　7　971 ・
砺 F7

5β　　 笏 認

尸
z7 砌 　

劣

冨

羽 ．箒

5雫 兀　 5．4 紹 　 　笏 　 ．旺 β 冒4 直日12

’
コ

「

うo
　　　　　　　　　　　　　∠
多　 5．5　 45　 4ヨ 4 ， 罵 ，，

・ 　 笏
　 　 　 　 　 　 　 　 百6zθ．2　　 附／

　 κイ　 弖5　 砌

　 i245　砌

ア1 五5 郡 恥 　 5353
．
2

．］
亘竓．
8．o 笏 E4　 齟 　 　　κ5　 謝 z

小 山．． 5、5 65　 疏3 研 　ア 砌 　 冗9　 ア0　 57　 65
近 藤

　　　　　一
81 ／舜　　 z8　 　 研 　　 　σ

捧 盲
1」

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 z
　 σ4 畠ユ　 　　 　 　 　 島7　 ヱo一
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ゲ

呈θ　 弖2．　 　 五2　 　 　 5 ／ 易 日　 5柵 　 　 笏

行 っ て み る と，例數 が少な か っ た （9 例）に も拘 らず，

尚且っ 黄俸前期 と月経期及び卵胞期 との 間にはそ れぞれ

危 險率 5 ％で明 ら か に 有意 の 差 が 認 め られ た ．又 黄体

後期 も月経期に対 し て 危險率 5 ％ を 以 っ て 有意差を 示 し

た ．尚黄体前期 と黄体後期 との 間，並び に 月経期 と卵胞

期 との 問 に は 有意差 は 認め ら れ な か っ た．表 2 は各性周
．

期 に お け る血 清 P ．B ，L の 実数表で あ る が，こ れ に よ っ

て 明らか な 如 く， 各症例 に よ っ て そ の 周期 の 日數 が 異 ろ

た め 前述実驗 方 針の 項で記載 した 方 法で こ れ ら の 実驗成

績 を 按分配列 し た ．即 ち本囘 の 実驗 に よ る 平均性周期 は

29．8 目 ， 月経期 生 3 日，卵胞期 12．5 日，黄体期 13H

と な っ た の で各症例 に 於 け る測定 時 を こ れ らの 日 數の 間

に 按分比例 に よ っ て 配列レた もの が 圖 1 であ る ．圖 2 〜

6 は各被檢婦人の 実驗成績である．

3

δ

FB

叫
16．5

36．oE
．BJ

図 1

　　　　　　　 第 5 章 考 　　按

　本報 の 実驗 に よっ て黄体期 ， 特 に黄体前期 に血 清P．B ．

1．値の 増量 を 認 め た．こ の 黄体期 に 於 け る 増量 は 他の 研

究者 （Danowski ，　Peter，大木等，西山，植 田等） と
一

致 した成績である．de．清P．B．1．が黄体前期 に増量す る こ

とに っ い て は 性 周期 に 於 け る 卵胞 ホ ル モ ン ，黄体 ホ ル モ

ン の 分 泌状態 か ら次の 2 っ の 関係 が 考 え ら れ る．即 ち

1 ）甲吠腺機能 が Estrogen に よ っ て 抑制さ れ る か 又 は

2 ）甲吠腺機能 が Progesteron に よっ て 刺激 さ れ る か

であ っ て ， こ の 関係 を推定す る事 に よ っ て 血 清 P ．B 工

が 卵胞期 に 低 く， 黄体期に高い 事を説明 し よ う と試み ら

れ た．唯 こ の 場合 に於 い て も こ れ らの 2 っ の 機序 の うち

い ず れ が 主 導的 で あ る か，或 は こ の 兩者の 機序 が 共に 独

立的 に 起 っ て い る も の で あ る か 等 の 点 で は 未 だ必 ず しも

全 く確認 され て い る とは言えな い ．例え ば Estr。gen と

甲状 腺 との 閧係に っ い て Wolter 三nk 　
34〕

等 （1950）1まEst・

rogen ．の 少量 が 甲状腺 IIs工攝 販 率 を高 め，大量 は 減少 さ

せ る と報告 し， 高折
3s ）

（1955） は ヲ ッ テ に Estradio1 を

投與 レ投與量 に 比例して 甲状腺 の 比体重女 量 は増 す が

11a1攝取率 は却っ て 低下の 傾向を 示 し た と 報告 し た 如

く，叉 Mercier−Par ・t36〕 （1952）は ラ ッ テ に Estrogen

を投 興 して 甲状腺細胞高 を み た の で あ る が， Estrogen

が 大量に な る程 そ の 細胞高が 減少 した と報告 して い る如

きが そ れである．一
方 Prueter37）

（1953） は Estrogen

が Thyroxin に 直接抵 抗 す る と述べ ，並 木
38 ｝

（195の

屯亦 Estrogen と Thyroxin の 拮抗性 を認 め，叉佐藤
s9〕

（195τ） は 去 勢雌 ラ ツ テ に Estradiol　O．2　mg ［S鬲日30口 問

注射 して 甲状腺 機能が 抑制 され た と報告 し た が， 之 に 対

して 人体を 対象 と し た 実驗 と し て 熊岡等
4ω

（1954） は

Hexesterol を使用 して 血清 P．B．1．の 増量 を報告 して い

る が，こ れ に対して も亦大木
41 ，

（1954）は Estradiolを

使用 して 血清 P．B ．L の 低下を報告 し ， 西山
42）

（1957）

もラ ッ テ に Estradio1を使用 して 血清 P ．BJ ．の低下を

認 め て い る 。又 Okie　
43 ）

（1952） は 眼 球 突出症 に Estro−

gen を 使用 して 劇的効果を得た と述べ ，栗本
44 ，

（1956）

もバ セ ドー氏病に対して Estrogen を使用 して 好結果を

得 た と報告 して い る ．Progesteron の 甲状腺 に対す る実

驗 に 於い て は Money 　et　 a14s 〕
（1951） fi

’
S　 P 「09este 「 on

が 弔吠腺 1　
ISI

の 蓄積を促進 レた と報告 した にも拘 らず小

川
46 ）

（1954） は反対の 結果 を 報告 し ， 更 に 之 に 対 して

Reineke 　and 　Soliman47］
（1953） は Progesteron 　O．4

  で は 甲状腺 1131の 減少を認 め た が Progesteron　O．8  

では却っ て増加 した と報告し，高折
4s ）

（1954） は Prog −

esteron の 少量 は 甲状腺機能 を 高 め ， 大量 は 抑制す る と

報告 して い る．大木
49）

（1954） は 人間及び家兎 に対して

西山
50 ）

（工957）は ラ ッ テ に 対 し て Progesteronが血清

P．BJL の 増量 を来 た す と報告 レた．

　
一

方BB ．T ．と性 ホ ル モ ン との 関係に っ い て は Buxton

及 び Atkinson5エ〉
が 1948年続発性無月 経婦入 に Estrogen

を投興 して B．B．T ．の 降下を，Progesteron 投與 に て そ の

E昇を 認め た 溺 そ の 他 Barton52）

（1945），Tompkin53）

（1944） ， 山 口
s4 ）

（1950） ， 赤須
55） C［　19i3） も

一
致 した

成績 を報告 した ．更に基礎代謝率が 周期的変動 を 示 し黄
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962− 160 性周 期 と血 1青 P．B ．L 　の 消 長 並 び に LeMer 法 血 清 P ．B ．1．測 定法 日産 婦 誌 11卷 7 号

体期 に 上昇す る報告 （高原
56｝，齋藤

57 〕，Ulwtss），益 子
59 ）

等） が あり甲状腺機能と性周期 との 聞 に 関係 の あ る こ と

カ1確哭靦 さ †し
一
（L・、 る 曾

　以 上 の丈献か ら考 え る と性周期 に 於け る 1血清 P，B．L

の 変動 は
一
應 卵 胞 期 の Estrogen に よ．

⊃ て 甲 状腺機倉匡が

抑制 され ，排卵後分泌 され る Progesteron が 甲1りこ腺刺

激 を 来 た し て血 清 P ，B ．1．¢ ）増量 を 来 た す こ と，更に 黄体

後期 に 至 ッ て 再び Estrogen の 分泌が漸増し て 血清 P ．

B ．1．の 若干低下 を 来 た す が こ の 場合に は PrOgesteron の

分 泌 も未 だ 高 ま ・
コ て い る の で，こ の 時期 の 血 清 P．B ．1．

は 卵胞期 に 於 け る Estregen の み が分 泌 され る時期 よ り

は高い 永準を維持す る と考え る こ とも出来る。

　 以 上 の 檢討 に よ り血 清 P ．B ．1．値及 び B ．B ．T ．が Est−

regen 或 は Progesteron　 lこ よ っ て 鋭敏 に 影響 さ れ る こ

とが某 だ高 い 可能性 を以 っ て 想定 さ れ た が ，

”t の 作用

の 機序 に っ い て 果 し て こ れ らの 性 ホ ル モ ン が 直接 に1血清

P．B ．1．に 作用 す る も の で あ る か ， 或 は こ れ と同時 に こ

れ らの 性 ホ ル モ ン の 分泌を麦配す る とこ ろの 腦 ド垂体 の

gonadetropic の ホ ル モ ン の 分泌 が 同 じ く腦下垂体 ホ ル

モ ン で あ る と こ ろ の Thyrotrophic 　hormon の 分 泌 に

関係す るた め に，そ の 結果 と して 上 述の 性 ホ ル モ ン と血

清P．B ．1．とが 所謂見懸 け の 相関を 示 す も の で あ る か の

点 は，未 だ必 ず し も い ず れ と も 決定す る こ とは 出来 な い

の で あ っ て，こ れ は 将来 の 詳細な る実驗 の 結果 の 檢討 を

俟 っ べ きであ る は云 う迄も な い．

　 尚 Barker 法 と Le 册 er 法の 棋1定値 に つ い て ＃．　ll　1研

究 者望 月，中島は LeMer 法が Barker 法 ひご 比 して幾分

高値 を 示 す 事 を発表 して い る が，性周期 に っ い て の 測定

に於 い て ，こ れ が 如何 な る 関係に あ る か を矧るた め に 從

来 Barker 法に よっ て 測定 した 大木（1954），西 山 （1957）

の 成績 と著者 の 測定 した 成績の 比 較 檢討 を 行 っ て み た ．

即 ち西山は Barker 法の 蒸溜法，大木は同 じく Barker

法の 灰化法 に よ ワ て 血清P．B ．L の 測定 を 行 ッ て い るが，

西山は 月経優第 1週 4．9 γfdi，第 2 週 5．工γ 凪 第 3週

5。9γ 心，第 4 週 5．2 γ1
’
dl，月経中 4．4γ ！dlと報告 し，

一
方

逐 口的に 測定 ぜ る例で は 症例 に よ っ て 若
：F異 る値 を 示 し

た と言え 月経及 び 卵胞期 4 〜 5 γ　t
’dl前後，黄体期 6 γ　i

’
dl

前後であ る と した．大木 も亦卵枹期 2．3・−6．3γirdl，平均

5．1γ メdl，　排 卵 歪婀 4．3〜7．7γ，姐，平均 6．4γ ／dle 黄体

期 4．9〜9。3 γメdL 平均 6．3γ　fd1と報 告 して い る．以 上 西

1［i，大木 の 報告 して い る 測定値 と苦者 の 実測値 （月経期

平 V・］5．T9γ1dl，卵胞期平均 5，95γ ！dL 黄体前期平均 6．D8

γ 傾 ， 黄体後期平均 6．55γ1dDと比ぺ る とそ の 消長の 傾

表 3　Le田er 法 　Barker 法測定値 の 比 較

西 山

大 木

著 者

Bark −
er 法

Bark −
er 法

Le 田er

法

月 経 期1第 ユ週 第 2 週
　 　 　 i4

．4　　4．95 ，1

卵 胞 期 ［

月経 期
　 　 1
　 　 「

5．7gl
　 　 1

5．1

卵 胞 期

5、95

第 3 週1第 4 凅

　 　 　

5．9　 15 ．2
　 　 j

　 　 　 1
排 卵 期 黄 体 期
　 　 　 「

6．416 ．3

黄 体 則

前 期 　後期

6，98　　6．55

向は 全 く
一

致 した が ， 実 測値 そ の もの に つ い て は 著者の

実測値 は L述の 諸氏 の 実測値 に 比 し若干 高い 傾向を 示 し

た （表 3）． こ れ は 叉前述 の 共同研 究者望 月等の 報許の

如 く Le 銀 er 法が Barker 法 に 去匕して幾分 高い 測定値 を

示 す 事実 と
一

致 した成績 と云 う事 が 出来 た e

　　　　　　　 第 6 章 結　　論

　正常婦人 5 名 に つ い て 血清 P．B ．L と性周期 に

つ い て 実験 を行 い ， 次 の 様 な成績 を得 た．

　 1） 性周期に よ り血清 P ．BJ ．の 変動 を認 め，

月経期く卵胞期く黄体期の 順に 増量 して 来 る事 を

再 確認 した 。又 黄体期 を前期 ， 後期に分 ける と前

期は 後期 よ り更 に 若 干高値 を示 し 性周期中の 最高

を示 したが，後期 と雖 も月経 期 ， 卵胞期 に対 して

は確か に rE らか な高値 を示す こ とが 確認 され た ．

　 2） 黄体前期 と月経期及び卵胞期血 清 P ．BJ ．と

の 間に 推計的に 5 ％の危險率 を以 つ て 有意の 莱 が

認 め られ た ．

　 3）　 月経 期 ， 卵 胞期 ， 黄体前期 ， 黄休後期の 血

清 P ．B．1．値 は Le 鐙er 法に よ っ て測定 し た場合 y

夫 tt平均 値 と し て 5，79± 0．17　T ，！dl， 5．　95± O．96

γ　idl，6．98± 0．68γ 、廿1，6。55± 0．85 γ 1U｝で あ っ た ．

　 4） LeMer 法に よ っ て測定 した性周期 1血清 P．

B．1．は Barker 法 に よ る 諸氏 の報告に 比 して 幾

分高 い 値 を示 した ．

　 糀 を 終 る に あ た り ・ 終姶 御 懇 切 な御 指 導 並 び に 御校閲

を 賜 つ た 恩 師藤 井 久 四 郎 教 授 ， 並 び に 宮 本璋教 授 に 深 甚

な る 謝意 を 表 す e
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