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　Estrogen （E ） は Speetrophotofluorometerを用 い

る渡 辺 ・本多氏法 ，
Pregnanediol （P ）｛攻｝1呻戸川 氏 法 書：

用 い た 。特 に 家兎尿 中に もEstriQ1 を 言正明 し，　 Hydroqui −

none 　Kober 法及 び Paper 　Chrornatography に て 確認

し た ．

　 1）　 正 常 値 及び 口差 変 動 ：家兎 63羽 で 平 均 体 重 2657±

4U69 ，

一
日 平均 尿 量 116± 32ml 』

この
一

日Jkl　T｛．1排泄 量

の 平均値 は Estrone　G．6γ，　Estradiul　1．5γ，　EstrieL　1．7

7 ，to亡al　Estrogen 　3．Sγ，　Pregnanediel 　26．77 で個f本

差は あ るが 日差変動 は 少 い ．

　 2） 視床下部刺激 （腹内側核 を 中心 と して ）

　簡易型電子管刺激装置 に て刺戟す る と，刺激時著明な

Sham 　 rage を起 して 第 1 日 H よ り約 10− 20倍の P の 増

加 を 来 し，3 日 目に ぼ S
’
最高値 を 示 し ， そ の 後漸 次 減少

して 3週 間 で 前値 に 復 した ．E は 刺激 と同 lr寺に や y 増 加

し，特 に Estradio1比 の 増加 が 著 し くそ の 後減少 した ．

刺激後 4S時間で開腹 した例では全例 に排卵憂認 め ， 卵巣

・子 宮重量 の 増 加 を 認 め た ．

　3）　視床下部刺激 （外側 核を 中心 と して ）

　刺激時 1唇眠状態 とな 蛎 P は 約 2倍 の 増加 を示 した が

E は 著変 な か つ た ．48時問後開腹例 で は 排 卵 を 認 め ず ，

卵巣 ・子宮・副 腎に も著変 を 認 め な か つ た b

　4）　IICG ：・こ よ る韭」卜梦卩： HCG 　500− 100 〔］．舜P．位i’i三身」づ
『

る と P の 約1C〜20倍の 増加 と Estradiol の 2 倍の 増加

を認め ， 48時間後開腹例で は 全例に排卵 と卵巣 ・子宮の

充 血 肥 大を認め た ．即 ち ， 腹内側 核を 中心 と した 所謂黒

津 の b 交 感 帯 刺激 時 と ぽ 玄同 様 な 曲線を み た．

　5）　一
側 視床下 部破壊 （腹内側 核 を 中 心 と して ）

　P は 破壊後
．一

時的 に 2 倍 に増 加 し，そ の 後減少 し 1 週

間 日 に 最低値を 示 し，10〜20 日 目 にや 丶 増 加 して 山 を作

り， そ の 後 は 動揺を示 して 70日以後は約
1
ん を示 し，E

も 同様な傾向を 示 した e 剖検時卵巣 ・子 宮の 萎縮と副腎

の 肥大 を認め た．

　6）　両 側視床下部破壌 （腹内側 核 を 中 心 と して ）

　破壊後 P は や M 増加 し25〜30日 目に 著明 な 減少 を 認

め ，E も 同様 な傾向を 示 し，一
側 破壊例 よ り減 少が 薯 明

で動揺 は 少い 。剖検 で卵巣 ・子宮 の 著明な萎縮 と副腎の

肥 大 を 認め た．

　 の 　両 側 卵 巣 摘 除 ：摘 除 時 P は 約 2 倍 に 増 加 して ユ週

間 目に 最低 値 を 示 し，以 後増加 して 10日 9，，30H 目，60

日 目頃 に 山 を 作 っ た ．E は 摘除後著明 に減少 し 4 − 5 日

目 に 最低値 を 示 し，特 に Estradiolの 減少が 著明で あ っ

た ．剖検時子宮の 萎縮 と副腎の 肥 大た認 め た ．

　 8） 妊娠 ：交尾後 1 〜2 口 目に P は著明 に増加 し
一

時

低 下 し たが 後半期 に再 び増加 ， 分娩 と共 に減 少 した 。E

も 同 様 な 傾向 を 示 した ．

　以 上 s 家兎 尿 中の 性 ホ ル モ ン 値の 動態 よ りみ て ，所謂

b 交感帯刺激 に おい て は IICG 排卵 と， 交感 b帯破壊に

お い て は 両 側卵巣摘除 とほ ぐ 同様 な 傾 向を み た ．

　 53．性中枢 の老化に 関す る研究

　　　　 （東北 大）

　　　 九 嶋　勝 司，奥田　宣 弘 ， 長谷川直義 ，

　　　 山田吉兵意，渡辺 　　尚，金 田　尚武

　我 々 は女性 の 老化現象で あ る閉経，更年期 障害が ， 性

中樞 即 ち間腦視床下部 の 老化 に よ る もの で，卵巣の 老 化

は 性 中 纏の 老 化後 に起 る 事 を報 告 して きた ．閉 経 後 の 卵

栄 に も盛 ん な est 「ogen 歴生 能が あ り，又 性周期 の 消失

せ る 老化 ラ ッ トの 卵巣を去勢 ラ ッ トに移植す る と性周期

の 再現が み らe、るが ， 老化 ヲ ッ トに 卵巣 を 移植 し て も性

周期 は 蕩現 せ ず ，
こ の 事は卵巣老化が 性 中樞 の 老化後に

起 る事を示 して い る。

　 しか し ，
こ の 中樞の 老 化を組織学的 に 検索す る 方法 が

な く，我 k は組織が螢光顕微鏡的 に特異 な色調 を呈 す る

事 を利用 し，各種薬剤 の 性中樞 に及 ぼす 効果 を 検討し

た 。

　更年期 の 婦人間腦 を組織学 的に 調 べ て も ， 未 だ 退行変

化 は 明 ら か でな く，血管変化 亀殆ん ど認 め られな い ．こ

の 侍期 に Acridinorange染色で間腦視床下部の 二 次螢

光 を み る と，老 年婦入 では 若年婦人 に 比 して 騨軽節細胞

の 螢光は長波長の 赤 色調 が 強 くな る事が わ か っ た ．こ の

赤色調 へ の 色調 の 変化を老化 に よ る もの と考え ，ラ ッ ト

を使用 し，次の 検索 を 行 つ た ．

　幼若，成熟，老 化各 ラ ッ トの 間腦視床下部を人間腦 と

同 様 Acridinorange液 （iH5 。52000 倍）で 染色， 螢光

｛llみ る と老 化 ラ ッ ト程 赤 色調 が っ よ く，入間 腦 所見 と
一

致 した 成 績 が 得 られ た nyそ こ で生 後 600R以 上経過 し ，

性周期 の 消失せ る老化雌 ラ ッ トを使用 ，
こ れ を 2 群に分

け ，1 群 を 対照 と し，他 群 に老 化阻止 作 用 の あ る と 考 え

ら れ る 薬剤 を 長期 間 投 字 し性 中 櫃 の 螢光所見 を調 べ た ．

な お 性中樞 を表わす もの として 視素上 核 ， 室旁核 を 含 む

視 床下部神経節細胞 を連続切片を作製 して 検索 した ．

　長 期 投 与 せ る 薬剤 は Royal　Jelly50  1kg，　erotonsan

50  ！  ，
Pancal5011馨11君 J

　 Molia 皿 in　5　cc ／kg　
，
Gammalon

40  1kg，　 Nicoderヱni1 ユ40mg／1a£ Tioctan 　10皿g！kg，　 Peranin

500 γ 〆  ，
Androgen 　500γ ノ】9 ，　Parotin　5   11礪，　Chon

dron 　30皿g！  ，塩酸 プ ロ カ イ ン 5　ng ！kq，　A 　T 　PIOmgik9 ．
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Balance　 5　mgtag ，　 Derito15   lkg，　 D　NA ．5   1  ，

7
−oryzal ユ0110mg ／k9，　 Ganglioside　 5　mgノ  であっ た．又

投 ケ期間は 3週間 と した ．

　 な お こ れ ら検体 の らち螢光所見 で 老化阻止 作用 の み ら

れ た
一

部薬 剤 を性 中樞 の 老 化，機能失調 が 原 因 と考 え ら

れ る更年期障害患者 に投与 し．臨床効果を観察 し た．結

論 は 次 の 如 くであ る ．

　1） 老 化螢光の 発現 が 対照群 よ り も弱 く，性 中樞 老化

阻 止作用が あ る と考え られた もの は Royal　Jel！y ，　 Oro−

tonsan ，塩酸 プ ロ ヵ イ ン ，　 DNA ，γ
一eryzanol ，　Gangllside

等 であ つ た ．

　2） 男 ・女性 ホ ル モ ン 及 び そ の 他 の 物質では 対照群 と

大差 を認 め な か っ た ．

　3） 塩酸プ ロ カ イ ン の 他 にRoyal 　Jelly， 7・oryzanol 投

与 は 更年期障害 に優れた効果を示 したが ， 月経再潮が 症

状 消 失 とは 必 ず し も 平行 しな か っ た ．

　53．に対す る質問　　　　 （北野病院）安藤　暢哉

　塩酸 プ ロ カ イ ン の 作用機序
．
は ？

　 54．P32 に よる各種内分泌臓器の燐代謝

　　　　　　　　　　　 （鹿児島大）　 竹 中 静広

　成 熟，老 化並 び に 去勢白 鼠に P32 を 投 与 し，各種内分

泌 臓器 の 燐化合 物 を，酸可 溶性燐や 脂質燐 ， 及 び 核酸燐

や 蛋 白燐 な ど に 分劃 し て ，P32 の 摂 取度 を検 べ ，こ れ ら

臓器の 性周期変動 と， 去勢前後 の 動揺状況 や 老化白鼠に

お ける状態な ど か ら ， 燐代謝の状況を窺っ た と こ ろ，

　 間腦では ， 静止期 と発情前期 に酸可溶性分劃が 増 し，

．卵巣や 子 宮で は ， 発 情期 に 最 も 多 か っ た 。な お 去 勢 に よ

っ て も，間腦や 副腎な どで は ， 各分劃に 軽度なが らも増

量 を 示 し ， 子宮で は ， 酸可 溶性燐 や核酸燐な どが 何 れ も

誠 少 して い た が ，独 り脂質燐 の みぽ 余 り差異が な く， そ

して 下垂体 や 甲状腺の 去勢 に よ る摂取度 に 亀 ， 殆 ん ど有

意 の 差が
．
認め られ な か っ た ．

　 Estradiol （20 γ × 3 ） 投 与 に よ り ， 去 勢群 で は ， 間

腦 の 摂取度は正 常静止期 に 近 い 値とな り ， 下垂 体 ， 子宮

で は ， す べ て の 分劃 に 対照群 と有意差 を もつ て 増量 して

お り，副 腎や 甲状腺の そ れ は，僅 か に 上 昇 を 示 す に過 ぎ

癒 か つ た ．

　 老化群では ，間腦，下垂体，卵巣，甲状腺では や N 低

下 ，Estradiol 投 ケに て も，そ の 効果は対照群 に比 し低

く，臓器の 無機燐は 増 して お り， 酸可溶性無機燐 の比放

射 能 も増加 して い た ．

　 之等 の 実験結果 よ り，臓器摂販度の 増量 せ る も の は，

酸 可溶性燐分劃が増 し ，
Estradio1 投与 に て as　s 酸可溶

性燐分劃 と 脂質燐分劃 が 著増 して お り，　又 臓器無機燐

は ， 僅 か に減 少傾向を示 した の で，正 常自鼠 にEs けadio1

を 投与 し ， 酸化的燐峻化につ い て も併 せ 検討 して み た と

こ ろ ．

　大腦や 閥腦では ，対照 に比 ぺ 酸素消費は余 り変化を 示

さず，寧 ろ 低下す る 傾向に あっ た が ，無機燐 の 消失は増

大 して お り，子宮の そ れ は ，酸素消費，無機燐消失共 に

増 し ，
P10 比 を も増加 せ しめ た ．即 ち ，

　 Estradiol はそ

れ ら臓器の 能率の 良 い 代謝を もた ら し，P！0 比を増大 さ

す もの と考 え られ た ．

　55．排卵誘発 に 関 する臨床的研究

　　　　 （岡山大）

　　　 田中　良憲 ，関場　　香，吉田　俊彦，

　　　 本森　良治 ，上村 　　修 ， 宇埜　　昭

　1．　PMS 十 王工eG に よる1非卵誘発

　 PMS100Gu を 6H 開，次 い でIICG10 〔〕Guを 6 日間投

与す る方法をとつ た が ， 頚管粘液を参考 に して 若干 PM

S の 量 を加 減 した ．無月 経 52例 に行 い ，2S例 に 排卵 を 誘

発 せ し め た．基 礎体温 の 上昇は IICG 平均200Cu 投与後

に認め られ ， 高温期持続 は 平均 14日 で異常短期例 は 無 か

っ た ．排卵例26人 の 中14入 は Kur 中卵巣 が 種 々 の 大き

さに 腫大 し，預管粘液 が 異常 に増加 した例もあっ た．然 し

正 常周期婦八 11例 に 同 じ Kur を行 っ た 場合，此 の 様 な

異常 反応 を 認 め た の は 1例の み で あ つ た．正 常婦人では

feed　 b轟ck 機構 が 外来性 G ．の 量に 応 じて 内因性 G ．の

産 生 を調節す る 為 過剩 の 反 応 を起 こ さな い の で あ ろ う，

若 く間腦の feed　 b−ack 機能が 低下 して い る 時 は 外来性

G ．に対して 内因性 G ，が調節 蟹 1、な い 為結果的 に 過量の

Gonadotropinとな り 卵巣は 過剰反応 を 起 こ す に 到 る と

解釈 さ れ る ．又 動物実験 で 報告 され て い る様に PMS の

作用発現に は 内因性 G ．の 協力が必 要であ る とすれば ，

前葉機能の 著る し く低 下 し て い る 例 で ぽ PMS に 卵巣 は

反 応 しな い で あ ろ う ．我 7〈 の 症例 中 Sheehan 氏病其 の

他間腦
．
ド垂体系に 明 自な病変 の あ る 8例 が 何れも本法

に 全然反 応 を 示 ざ な か つ たの は 上述の 推定を裏善 きす る

も の と云 え る ．従 来 PMS の 作用 を論 ず る 時 ， 卵巣の 感

受性 の み が重視 され て 居 た が，間腦下垂体系の 機能 が 重

要 な関係囚子 で あ る 事 を指摘 し た い ．以、Lよ り我 7t は P

MS 十 HGG 法 に 対 す る卵 巣 の 反応 を 次 の 4型 に分類 し

た ．

　 1） 正 常 反 応 型 （排卵 （十 ）卵巣腫大 （一） エ ス トロ

ゲ ン 増加 （十 ）） ：卵巣反応力 又 は 下 垂体機能は 正 常 又
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