
Japan Society of Obstetrics and Gynecology

NII-Electronic Library Service

Japan 　Sooiety 　of 　Obstetrios 　and 　 Gyneoology

昭和42年 7N1 日 昭 和 41年 臨 床 大 会講 演 要 旨 737− 109

深い 関心 を持ち ， 昭和39年秋 の 第31回 近 畿産科婦人 科学

会 に 於い て 民間薬 の 連用 と性器出血 との 関係に つ い て 注

意を喚起 し た が ，そ の 後に 於い て もこ の 種症例に 遭遇 し

て い る の で ，こ れ らの 症例をあわ せ て 報告する ．

　現在迄 に 経験 せ る 症例 18例 に て 総 て 性器出血Lを 主訴 と

し来院 した ．そ の 原 因 と なつ た と思わ れ る 常用薬，服用

期間 ，子宮内膜 ， 尿中 ホ ル モ ソ 排泄値等 につ い て 検討 し

た ．服用期間は 短か ぎは 1 ヵ 月，長 きは 5 年に 及 ぶ ．尿

中ホ ル モ ン 排泄値か ら見 れ ば こ の 種 薬剤 常 用 者 に 於 い て

総 エ ス ト ロ ゲ ン 値が 閉経期婦人 の それ に 比 し明 らか に 高

値 を 示 した ．内 膜像 は 増殖像 を 示 す もの もあ り萎縮像 を

示す もの もあつ て 必ずし も
一

定 の 傾向を認 め 難い が 全 体

を通 じ内膜刺戟の 所見を肯定して よい と考え る．

　 追 加　　　　　　　　　（京 都府 医 大 ） 徳 田　源市

　閉経期 正〜2 年後 の 婦人 に ビ タ ミ ソ B 剤の 大量投与が

な され た 時，小量の 不 正出血が 起 る事 を繕験 して い る．

こ れ の 機序は卵巣の activation に よ る の で は な い か と

考えて い る ．

　 20．更年期障害症 にお け る尿 中 adtenaline 及び no ・

radrenaline の 消長 に つ い て 　 　 ・

　　　　　　　　　　　　　 （鹿児島大） 竹 田　芽生

　 Catechelamine （CA ） と 自律神経機能 と の 深い 関連

性 に つ い て は ，今 日否定出米 な い 事実 と され て い る の

で ， CA と して 尿巾 の adrenaline （A ）お よ び noradre ・

naline （NA ） を Euler （1955お よ び 1959）の 変法 で 正

常婦人，健常更年期婦人 ， 更年期障害症婦人お よび 去勢

婦人 に つ い て 観察 した と こ ろ ， 性 周 期に お い て は 卵胞 期

に 比 較 し て 黄体期 に 高値 が 認め ら れた ，

　 更年期障害症 婦 人 で は 健常更年期婦人 に 比べ ，血 管運

動神経 障害 を主 とす る 群で は ，A お よびNA ともにや や

低値 の 傾向 を 示 した ．性 器 出血 を 主 とす る群 で も ，A お

よ び NA と低値を示 した が ，
こ の 群 で は A が 低値を示 す

もの が 多 く認め られた ．精神神経障害 を 主 とす る群 で

は ，A お よ び NA と もに 分散 が 大き く，一
定 の 傾向が 判

然 と しな か つ た が ，やや NA が高値 を 示す もの が 多か つ

た ．去勢婦人 で は一般 に 低値を 示 した ，

　 治療後 は 症状 の 改善 と と もに ， 次第に 正 常値に 復帰す

る よ うな傾向を示 した 。

21。卵巣 における各種酵素 の 組織化学的研究

　　　　　　　　　　　（和歌 山 医大 ） 久保健太郎

　　　　　　田仲　紀陽，楠林　哲次 ， 塩崎　嘉輔

今回は 動物 ， 人 の 卵巣に お け る各種酵素活性を 性周期

l！勺に 検討し た ．3β hydroxy　steroid 　dehydrQgenase（3βD ），

glucose　 6　phosphate　dehydrogenase （G6PD ），　 succinate

dehydrogenase 　（SD ），　 lactate　dehydrogenase　（LD ），

A ］dotase （AL ），　 isoc三trate　dehydrogenase（ISD ），　DPN

diaphorzse に つ い て 検討 した ，最も性周期 に よ く反応

す る組織 は ，家兎 で は 間質腺ラ ッ トで は 黄体で，人黄体も

か な り強い 変化 を 呈す る ．家兎問質腺 で は 3βd，G6PD

ISD ，　SD，　AL ，が 同様の 傾 向を示 し ，　 proesterus で 最も

強く ， 次に 磁 erus ，　diest『rus の 順 に 活性を示す ．ラ ッ 1・

黄体 に お い て も 3βD
，
G6PD ，　 ISD ，　 SD ，　AL ，は 同様 の

傾向を示 し ，
Proesterus が 強く esterus ，　diesterusの 活

性が 弱い ．人黄体で は 分泌 期初期 の もの が最も強い 活性

を 示 す ．卵胞 で は ，動物 ，人共 に theca 　interna に お け

る　G6PD ，　TPN −depelldent　ISD 活性が 特 に 強 く出 る．

家兎 で は ］arge 　fellicleの theca 　intcrna は small 　fo1−

licleの theCa 　internaよ り活性が強い ．　 granUIOSa で は

これ ら両卵胞に お い て ，あま り差は 認 め られ な い が 卵胞

内出血 直後よ り急激 に 活性 を 増す．

　 22．婦入 科領域 にお ける 尿中 5HMA の 観 察

　　　　　　　　　　　　　（鹿児島大 ） 佃　　篤彦

　 セ ロ ト ニ ン は そ の 生 理 的な ら び に 薬理 的作用 か ら，情

動や 自律神経機能 との 関係が 注 目され て い る の で ，婦人

科領域 に お い て セ ロ 1一 ソ 代謝物尿中 5hyd ・
’
oxy 　ind・ le

［ICL ・tic　 acid （5　HAA ） を Pieree の 方法 で 測定 し た と

こ ろ 次の 結果を得た ．

　 1． 健常婦人各年代 の 5HIAA は 思春期 よ り増大

し ， 成熟期 と更年期 で は著差 な く，老年期 で は や や 減少

す る傾向が 認め られ た ．

　 2．性 周 期に お け る 5HIAA は 月経開始前か らそ の

初期 に か け て 増加 の 傾向を ，Rす が ，排卵期に も高値を示

すもの があつ た ．

　 3． 更 年期障 害 症で は 血 管運 動 神 径 障 害を 主 とす る群

お よ び 精神神経障害を 主 とす る群で 高値を 示 す もの が多

く，と くに 後者群で は そ の 分散が 大 ぎく，症状 の 強い も

の ほ ど排泄値 の 高い もの が 多か つ た ．性腺機能失調 に も

とずくと思 わ れ る性器 出 血 を 主 とす る群で は正 常範囲の

下縁 に 位 し ，一般 に 低値を 示 し た ．

　 4．所謂更年期障害の 治癒例 で は 正常値復帰へ の 傾向

を示すもの が 多か つ た ．

　 5． 子宮筋腫 ， 卵巣嚢唾お よ び 子宮癌患者に お い て は

一
定 の 傾向を認 め が た か つ た が ，手術患者で は 術前

一般

に 高値を 示す傾 向が認め られ た ．
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