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母 児同 の 移植 抗原の 不適合が妊 孕現象 に及 ぼ す影暑
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，
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　　　　　　　　　　 緒　 　言

　粘子 ・受精卵 。胎児な らび に 胎盤に は 父親由才 の 移植

抗原が存在 して お り，妊婦 の か な りの 者 （協同研究者蛯

名 ら （1975）に よ る と11．7繆）は 夫 の 移植抗原 〜こ た い し

て 液
．
」生抗体を産生して い る事が確漏されて い る．そ れ で

は 「母児間に 移植抗原の 不適合力 呑在す る
＋
eJ 合，妊娠 は

どの よ うな免疫学的影騨を うけ る だ ろ うか ？1 と 云 う疑

問が生 じる ．こ の 問題 に つ い て こ れ迄多 くの 検 1が な さ

れ て きた が，求だ一
定 の 知見が 碍 られず，現 在 な お 五 肚

霧中で あ る と云つ て も過 言 で は な い ．その 理由の
一

つ

は ，
ヒ トは 雜系で あるた め 移植 抗 原 が 一一・人一一

人 ま ち ま ち

で あ り，しか も妊婦に 産 生 され る 抗 体 の 強 さ も，ま た 液

憧凱体と，沺胞性抗体の 亘 由開係 も ヒ ｝・に よつ て す べ て 異

な る た め と考 え られ る ． つ ま り劫物に は Strain に よつ

て 抗体 を 産生 し 易 い もの （high　 responder ）と 1⊥．生 しが

た い もの （low　responder ） とがあ る よ 丿 に ，
ヒ トで も抗

原 に た い す る 反応性 の 弧弱 は 生 まれ つ き返 伝 的に
’

ま つ

て い る も の と思 わ れ る ．また 妊飯を 1ま児間 の 移植凭疫 と

Xvえ た 場合液性抗体ならび に 細胞性凱体が 移植免疫 に は

た す 役 胡は 全 く異 な る ．細 胞 性 抗 体は 移 胆 免疫 の 主役を

演 じ，移植丿
・1を 弛査す る よ うに 勧 くが ，敢乱抗 体 の は

た す機能は 未 だ 十 分解 明 され て Ssらず ，蛎 †に よ つ
1
て は

le　it片 を 保虔す る よ うに 働くと さ え 云 わ れ て い る 4 と

こ ろ が液性抗体 と繕馳 性抗仆は paralle 星 tこ P　 1、され る の

で は な く，どの よ うな 方法で 免 i，とされ た か （免 疫 方 法 ）

ま た 免疫 され た 時点 よ り どの 程 曳僅過 した か に よ つ て 両

者 の 尸 狗関係は 異なつ て くる、した がつ て 妊 婦 に よ つ

て は 好 娠経過に 障吉を 与 え る
．
IFI能「．ltの あ る 細胎 ト1三飢体

dominant もあれ ば，液性抗体 dominantで 細胞性抗体

は ほ とん ど認め られ な い も の もあ る ．こ の よ うに ヒ トで

は そ の 条件が 非常 に 複雑で あ り，且 つ 失．漁方法 に 自ら

f団約が 加えられ る た め 「母児間の 免叛 反 応 が 妊 娠に どの

よ うな影響を 与 え る か 」 と云 う問題を ヒ トに つ い て 検 討

す る こ とは 現段階 で は 到底不 可能で あ る ．そ こ で わ れ わ

れ は こ の 1』題 を 「移植抗厂 よ ら び に 免疹 力」 が 「1：1 ・て あ

り，且 つ 免疫か ら妊娠 ま で の 期門が ほ ぼ
一一一

短 で
噛
あ ス ．」

と云 う極 め て 簡明な条件 の もとで 与験醸，
に 解 明す る こ と

を試 み た ．すな わ ち 移値抗原がすべ て 均
．一で あ る煎 欧 殺

マ ウ ス の オ ス で 彪 の 近 交 系 マ ウス の メ ス を 非
「
帛に 強 く免

疫 し た 「 ），つ ま り細胞 1生抗体が 強力 に 存在す る場 今

「免疫され た メ ．ス マ ウス は ，どの よ うな妊嫉経 　を と る

だ ろ うノ ？」 と云 う点 に 的を使つ て ヰ厂 寸を 加 ノ
1
．．

　　　　　　　　 方法ならび に 成績

　 1）　二」

．
ス マ ウス の 移毓抗原に よ る免疫力　，2、

　強力な 抗体，廊 こ 藩 L 陰 抗 体を何 る t は 皮倖，移 ｛ト こ よ

る方法 と移植抗京を X　こ 有す る 悪性鵬 5の 扣
f

こ よ る

丿ノ法 と の 21星煩力 あ る ．オ研yL　．mお い て は it　｝k 　JJ　rJ　1’が 極

め て ↑ 丿で
，　 Lつ 操作が 簡 己巨で

一・
度 に 大 ：！ の マ ウ ス を確

実に 免唆 し得 ろ方法と し て 悪
．
性膵湯 myeloma を 仗lfJ

した （小川 ら ： 1974） （K1 ）．す な わ
ttS

近交系
’・t ウ ス

C3HIHe 系に 自然発 1し，継代封 髦され て きた IE　 r楓 厂

myeloma ｝こ 1よH王湯 ｛ヴ／1さ打Lr
．
a／）1・ま力身」．　C3．卜｛，

iHe 　 　　）不多貌［

抗h ヴく至．こ 存在 し て い る．した が つ て こ の マ ・ ス を 同

系 の C3H ！He 禾 に 移値す る と壥痔は どん どん 大　 くな

り ， 移恒を うけ た マ ウ ス は 約 2 週同後に 趺 鴨 t 二）に め 死

亡 した ．しか し こ の 膣蛎を他 の 近交系 マ ウ ス c57BL／6J

系 マ ワ ス に 移拠す る と，『IJ は い つ た ん ぱ 大 ご くべ つ た

が C3HIHe 系の 移トトt毒原に た い し弘力な抗体，、f＋　 ，細胞

性抗体を，・匿し，可
／
∫2週 】後に は 逆 に ）IL．． を

’．’
　i−‘一拒絶

した ．な お 2 回 同以 降 の tafで は ，す で に Recl凾 nt に

は C3H 〆He 系 マ ウス の 移
−
ll仇「てに たい す る強ノ丿 玉 佃胞

性抗体が存在す るた め ，k ．．ノは 初め か ら まつ た く肝大せ

ず ，た だ ち に ね絶 され た ．た だ こ の 免疫力，∫1に よ る 場

合，移植凱 「（σ）ほ か に 腫瘍持異抗原 に た い す る 抗体も産

生 され る が ， ：；＃細な検討の 結果 ， 腫瘍特真航∫鵠一た い す

る 抗体 は 榎め て 弱 く， 単独 で は 妊娠 の ，t￥Ltlこ な ん ら》 自

を 及ぼ さな い こ とを確認 した の で 以後オ ス の 移佃．t囈に

よ る 免疫に は myeloma を 便 「月した 、
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　　図 1　 Myeloma に よ る 免疫方法

C3HIHe 系 マ ウ ス に 自然 発生 し た 悪性腫瘍

「myeloma 」 に は

（1）　膣 瘍 特異 抗原 の ほ か に

（2）　c3HIHe の 移 植 抗原 を 多量 に 有す る

シ ン ポ ジ ウム

　　　蜘 一 く：：駄灘謙 鋸
　2） 妊娠前に 獲得 し た オ ス の 移植抗原に た い す る 継胞

性免疫能は 妊娠 に よ つ て どの よ うに 変 化 す るか ？

　 「オ ス の 移擁抗原で 強力に 免疫 された メ ス は どの よ う

な 妊娠経過を 辿 る か 」 と 云 う問 題 を 検討す る に 先 立 ち ，

「妊娠前 に 獲得 した オ ス の 移植抗原に た い す る 細胞 性 免

疫能は，妊娠 に よつ て どの よ うに 変化す るか ？」と云 う

点に っ い て
61Cr

　re ］easing 　test を 用 い て 検 討 を 加 え た

（Brunner，　K ．T・et 　aL 　1968 ， 1970）．す な わ ちtarget　cell

で ある myeloma 　cell を
5 ℃ r で 標識し ， これ を 種 々 の

種類 の spleen 　 ce11 と 1 ： 100の 捌合 で 混合培養 し，

target　 ceil 破壊 の 模様を
51Cr

の 遊離 の 割合 か ら測定 し

た （図 2 ）。その 結果図 3に 示 す よ うに ，C3H ／He 系 マ ウ

ス の 移植抗原で 2 週間隔 ， 3回 免疫 され た c57BL16 」系

の 非妊 マ ウス の spleen 　 cell （細胞 1生抗体 を 含む）が最 も

強く target　 cell を 破壌 した こ
一

方 2 回免疫後 ，
　 c3HIHe

系 の オ ス と交尾して 妊娠 した c57BL16J 系 メ ス マ ウ ス の

妊娠後期 の spleen 　cell の （妊娠中に 3 「司目の 免疫を行

な つ た ）targe　cell 破 壊 能 力 は 妊 娠 に よ り若下 低下 した

が ，そ の 機能は なお 十分維持 され て い た 。

　な お こ の 事実 は 非妊時に myeloma の 接種 を うけ た

後 ，
c3HIHe 系の オ ス と交 尾 して 妊 娠 しt＝　c57BL ／6」系

の メ ス マ ウス に 妊娠中再度 rnyeloma を 接種 した と こ

ろ，腫瘍は まつ た く腫大 せ ずた だ ち に 拒絶され た こ とか

ら，妊娠中に も C3H ／He 系 マ ウ ス の 移植抗原に た い す

　　　　　　 図 2　 細 胞 性 免疫能 の 測 定 法

51Cr
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る 強力な細胞
・1生抗体が 存在す る こ とが 実証され た ．

　3） オ ス の 移植抗原で 強力に 免疫 され た メ ス マ ウ ス の

胎仔数

　そ こで い よい よ本題で あ る 「オ ス の 移植抗原 で 強力

に 免疫 され た メ ス は ど の よ うな 妊娠経過を と る だ ろ う

か ？」 と云 う点 に つ い て 検討を 加 え た ．ま ず初め に 「分

娩予定 日迄無事 に 妊娠を 継続 した 胎仔数は どれ程か 」と

云 う点に つ い て 観察 した ．方法 は 図 4 の よ うに C3H ！He

系マ ウス の 移植抗原で 強力に 免疫され た c57BL ！6J 系 の

s ス を C3耳1He 系の オス と交配 させ ，
　 vaginal 　plu9 を

図 4 　 免 疫 お よ び 交配

L XC3H ／H ・系 オ ス

第 i回免疫

　　i
第 2 回 免疫

　　i
第 3回 免疫

’
daginff【 piugの確 認

妊娠の 経過観察
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認め た 日を 妊娠第 1 日 とし ，妊娠第20日 目に 開腹 し て 生

存胎仔数を 観察 した 。そ の 結果は 図 5に 示す通 りであ

る ．図中矢印は 流産 また は 死産した 胎仔 の あつ た こ とを

示 して い る ．対照 群 の 平均生存胎仔数が 7 匹 で あつ た の

に た い し ， 免疫群の平均胎仔数は 3 匹 で あつ て著明な減

少を示 した ．しか し中に は 流死産胎仔 を 認め ず ， また 生

存胎仔数が 6 匹 また は 7 匹と対照群とま つ た く同 じ胎仔

数を示 した もの も認め られた ．ま た ft−一の 妊娠 マ ウス の

中 で も一部の 胎仔が 流死 産 した に も抱 らず残 りの 胎仔は

外表奇形 も認め ず，身ft　・体重等も対照群 と何等変らな

か つ た ．

loレ

．冖

　

−

IIL1

8

　

6

胎

仔
数

4

2

o　 、

図 5　免疫群お よ び 対 照 群 の 胎 1子数
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免 倹響 対照群

　
一

方 myel ・ ma 　cell に 存在す る腫瘍特異 抗 原 に た い す

る抗体が妊 娠に どの よ うな影響 を 与 え るか 観察 した ．す

な わ ち myelema を c57BLI6J 系メ ス マ ウス に 接種 して

免疫 し た 後，c57BLf6J 系 の オ ス と交 尾 させ ， 分娩予定

日迄妊娠を継続 した 生存胎仔数を調べ た ，こ の 揚合オ ス

とメ ス は 同系 である の で腫瘍特異抗原に た い す る抗体の

みが 問題とな つ た ．結果 は 免疫群，対象群と も平均生存

胎仔数は 6 匹 で あ り両者 の 差 は み られなか つ た ．こ の 事

実 よ り腫瘍特異抗原に た い す る 抗体 の み で は 妊 娠 の 経過

に ほ とん ど影響を与えな い こ とを確認した ．

　4） 免疫群 に お い て 胎仔数が著明に 減少 した の は 妊娠

の どの 段階か ？

　それ で は 免疫群に お い て 胎仔数が 著明に 減少した のは

妊娠 の どの 時点で あつ た か検討を加えた．すなわ ち精子

の 子宮 ， 卵管内 へ の 侵入 ， 受精，受精卵の 分劉 な らび に

卵管か ら子宮へ の tranSPQrt
， 着床，着環後分娩迄 の い ず

れ の 段階 で起こつ た か 順を追つ て検討 した （図 6 ）．

　 i）精子の 運動性

　 まず精子に つ い て で あるが ，すで ｝こ 工970年 Fetlous　 et

al ，お よび Goldburg
，　E ．　et 　al．（1970 ， 1971） に よ リ マ ウ

ス の 精子表面に は major の 移 植抗原 で あ る H −2　antigen

の 存在す る こ とが確認され て い る．わ れわれも（Tsuzuku，
o ・et　aL 　1972）c3HIHe 系 マ ウ ス の 移植抗原 で c57BL16」

系 マ ウス を 免疫 し，生 じた 抗 血 清の ガ ン マ ーグ P ブ リ ン

分画を放射性 同位元素
nsl

で 標識 した ．
1251

標識抗体を

C3HIHe 系 マ ウス の spleen 　 cell を　i：nmunoadso 「bent

とし て精製 し，
12SI

標識精製抗体を得た ．こ の 精製抗体

の一定量 を c3HIHe 系 マ ウス ，お よび c57BL16」系 マ

ウス の 精子 と反応 させ 抗体の 精子へ の 附着 の 模様を検討

した 。そ の 結果図 7 に 示すよ うに C3H ／He 系 v ウ ス の

精子 へ は
一一一・一一・− tsの 如く結合 した が 1，　 C57BLf6j 系

マ ウス の 精子へ は （non 　specitic の 附着）……
線 の 如 く

結合 した ．実線 は C3H ！He 系 マ ウ ス の 精子へ の 附着率

か ら c57BL16J系 マ ウス の 精子 （対照） へ の 附着率を引

い た 値 ，す な わ ち実質附着率を現わ し て い る ．精 子 数 の

増加 と共に C3HIHe 系 マ ウス の 精子へ の 実質附着率が

増加 した 事実 よ り精子 の 表面に は 移値抗原が express し

て お 洗 そ れ に た い す る抗体と免疫反応に よつ て 結合す

る こ とを確認 した e

　そ れ で は免疫反応 に よ つ て 抗体 と結 合 した 精
．
∫は そ の

運動性に どの よ うな影響を うけ る か 検討を 加えた （都

竹ら ： 1973）方法 は c3HIHe 系 マ ウ 7・の 精子 浮遊液

に C3HIHe 系 マ ウ ス の 移植抗原に た い す る 抗工伍清 と

補体を 加 え て 精子 の 運動陸を 経時的に 観察し ， 対照群

（c57BL16J 系 マ ウス の 精子浮遊液）の そ れ と比 1咬 し た

（図 8 ），こ の 際補 体 （新鮮家兎1血清 ・モ ル モ
ッ ト、血

清 ・ヒ ト血 清）に は マ ウ ス の 種特異抗原に た い す る 自然

抗体が存在 し て い る た め ，c3HIHe 系 マ ウス の 精子も
c57BL ／6J系 マ ウス の 精子も共 に 補体 （自然抗体十補体の

作用を同時に 有す る）と混ぜた だ けで そ の 運動性は 瞬時

図 6　妊娠成立 の 各 段 階

着 床 譏置ト囹
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　　 図 7　 Fixation　of 　
t：51

　 purifieci　 antibody 　to　　　　　　　　　図 8　わ
1
洫 漕 の 精

．
了
．
運動 性 に ．与．え る 影 響

　　　　　 va ・i。・・ am ・unt ・ f　・p … na 腕 ・・ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 精
一r・浮 游 液

鞠 　 　 　 　 　 　 … 呼 一 ・

耄，。
L　　　　 ／ 　　　　　 攣

一
；

llL＿ 一

葦匸　 ＿
・・− IO6　 　 　 　 　 107　 　 　 　 　 10臼

　　　　　　　　　　　　　　　　No、　 of　 spermatozoa

　　　　　　　　　　　　　　　　　 図 9　 Absovption　 of　 natural 　 antibody

　　　　　　　　　　　u・

艷翼
　　　　　　　　　　　騰
に L て 失わ れ た ．そ こ で 新鮮家兎血清等を C57BL16 」系

一
♂ ウ ス の spleen 　cel1 と 0 ℃ で 反復反応 させ る こ と に よ

り 自然抗体 の 吸収を 行 なつ た （図 9 ）．その 結果補体の 作

用を損なわ ず に 自然抗体 を 吸 収す る こ とがで きた ．そ こ

で こ の 補休を 用 い て 移植抗原 に た い す る 抗体の 精子 の 運

動性 に お よ ぼす影響を み た とこ ろ ， 実験群 ， 対照群の 閲

に 何等有意の 差を 認め なか つ た （図 10）．以 ．ltの よ うに抗

体の 作用 を 受 け た 精 子 は 見か け 上 そ の 運動1生に な ん ら 異

嘗 を 認め なか つ た が ， は た して 「受精能力も障害されず

に 存在す る だ ろ うか ？」 と云 う疑問 に た い し以 ド自然交

配な らび に 体外受精の 両 面 か ら検 討 を 加 え た ．

　 ii）精
’i’の 受精能

　 a ） 自然 交配

　まず自然交配 に つ い て で あ る が ，C3H 〆Re 系 マ ウ ス の

移植抗原で 強力に免疫され た c57肌 ！6」系 メ ス をc3HIHe

系の オ ス と交 配 させ ，
vaginal 　plug を 確認 し た 翌 日 ，

つ

ま り D
、 の 午後開腹 し て 卵管の fiushingを 行 な い ，そ の

総排卵数 お よ び 分割卵数を 測定した ．その 結果図11に 示

す よ うに 対照群 の 平均排卵数が 12A ± 2，1で あ り，そ の

うち 72％が 受精 して 2−ce11 に 分裂 し て い た の に た い し，

免疫群 の 平均排卵数は 10．8± 2，3で 受精率は 69％で あ り

両者の 間に 有意 の 差を 認 め な か つ た ．

　 b ）体外受精

　そ れで は 「in　vitro で 自己 の持つ 移植抗原 に た い す る

一 C，Fl
oo　 　 　 ！MIN

　 　 3MIN
　 　 lOM工N
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　　　　 図 11　排 卵 数お よ び 受精率

免 疫群

　 　 平 均 排 卵 数

　　受 精率 c鶲糶）
対 照 群

　　平 均 排卵数

　　受精癌 驪 畿

／／

10、8 ± 2 ．369

％

／／2．4　±　2．1．

72％

抗血 溝 の 作用を うけた精子 に は 受精能が は た し て 障轡 さ

れず に 存在す る だ ろ うか ？」 と云 う点に つ い て 体外受精

法を屠い て 検討 した ．体外受精は 豊 田 の 方法 に し た が つ

て 行 な つ た （豊 田 ら ： 1971）．す な わ ち 8 〜12週令 の C57

BLX6J 系 メ ス マ ウ ス に PMS
，

51u を 腹腔内 に 投与

N 工工
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　　　　　 図 12　Procedure　of 　the　in　vitro 　Fertilization

｛臨欝 愚・。、，、 　 綿 齠 鼎 ，H／，、 、。、 。，、，

48hrs

工njec 乞　目CG　51U

［4 〜【5hrs

Talce　ofrom
　o

丁ran3fe

　 　 　 Incubqte　into

｛
Cltti　c3H ／He　αn口serum
TQyodQFs　mediLlm

　　 3ア
゜
0　60r所n

し，つ づ い て48時問後に HCG ，51U を 注射した ．　H

CG 投与後14〜ユ5時間で 開腹 し，卵管内に 一
塊となつ て

排 卵 して い る 卵を と り出 し，こ れを豊 田 の 皿 edium に 移
した ．

　
一
方 8〜12齢 の C3H／H ・ 系成熟 オ ス マ ウス を 屠殺

し，精巣上 体 の 尾部に 存在す る 精 子 を と り爵 し，これ を

豊田 の medium で 2倍に 稀釈 した 移植抗原に たい す る 抗

血清に 加え37℃ の もとで 60分 間 incubate した ．培養後

精子浮遊液の 工滴を さ き
F
程 の 卵の medium に 加 え ， 37℃

の もとで 培養し ， 30時間後 に卵の 分割状態 を 観察した

（図12）．そ の 結果図 工3に 示 す よ うに 実験群 ，対照群 と も

分割率 は 芳ば し くなか つ た ．そ の 理由と して精子を ， 抗

血瀋を 大鑛1に 含む medium で 60分間 incubate した た め

capac ’t・t’・ n が ＋分に 行 な わ2tなか つ た 事 ， 録 二精子の

浮遊 液を 卵 の medium に 移 した 際 ， 抗血清も共 に 入つ

た た め 培養条件が乱れ た た め と思わ れ る ．い ずれ に しろ

抗血 清の 作用 を 受け た 精子 の 方が む しろ 分割率は よ く，

1n 　Vltro で 抗血 清の 作用を うけ た精子に も受精能の 障害
は み られなか つ た 。

iii）受精卵の 分割ならび ec卵管力・ ら子宮へ の t・ an ・p。・t

　それで は受精卵 の 分割 な らび に 卵管 か ら子宮 へ の

transport の 段階で どの よ うな影響を うけ る か 検討を 加 え

た HPalm らに よ る と 受精後，胞胚 迄 の 分割卵表面に

は major の 移植 抗 原 で あ る H −2 は 存在せ ず，　 minor

antigen で ある H3 ， 6 ， ユ3の み が express し て い る こ と

が 確認 され て い る ．こ の よ うな 分割卵 （もち ろ ん 透 明帯

に お お わ れ て い る）が卵管 ・
子宮内で どの よ うな影響を

うけ る か 観察 した ．方法 は ii）と 同様 C3H ！He 系 v ウ

Parqffin　oil

m 　 〜o＿4mI

図 13

°
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図 14 子 宮内 の 桑 実 胚 ま た は 胞 胚 数

免 疫 群

　　子宮内総 分 割 卵数

　　生存せ る 桑 実胚 ま た は 胞 胚 数

対照 群

　　 子 宮 内 総 分 割 卵 数

　　生 存 せ る 桑 実胚 ま た は 胞 胚 数

tt

彡

5．7 ± 0．7
4 ．5 ± 0．7

5，8 ± 0．8
4．4 ± 1．5

ス 移植抗原で 強 力 に 免疫 された c57BL16 」 系 マ ウ ス の

メ ス を C3HIHe 系 の オ ス と交配 し，　vaginai 　plug を 確

認した 日か ら4 日後 ， すなわ ち D
， の 午後開腹 し ，子宮

腔 内の Hushing を 行な い 桑実胚，胞胚 な らび に 変性卵数

を観察 した ．そ の 結果図14に 示 す よ うに 対照群 の 子宮内

総分割卵数が 5．8± O．8，そ の うち 生 存せ る桑実胚 また

は 胞 胚 数が 4 ．4± 1．5で あつ た の に た い し，実験群 の 総

N 工工
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分 割卵 数は 5．7± O．7，そ の うち 生 存 ぜ る桑実胚また は

胞 胚数は 4 ．5± O．7で あつ た 。免疫群 ， 対照 群 共 総分割

卵数が，さきに の べ た受精卵数ある し・は 拠 こ の べ る 着床

胞胚数に 比べ 少なか つ た が ，
こ れ は Hushing の 操作 ・

時期 に 問題が あ つ た と思わ れ る ．一一部 の 胞 胚 は す で に 子

宮内膜に att ・・hTnentレ （い た 可能性があ る ．い ずS’「しに

しろ 免疫群 ，対照群 共 ，同 じ方法で また 同一一の 時期 に

fiushin9を行なつ た と こ ろ s 総分割卵数な らび に 生存桑

実膵 また は 生存胞胚数共 両 者 の 間に 差 は み ら れ な か つ

た 。

　 iv）着床

　 そ こ で 着 床 の 段 階 は どうで あろ うか と思 い 検剖を Jlnk．

た ．Palm らの 服告に よ る と着．柴時 の 胞 胚 に は す で に

major の 移罐抗原で あ る H −2 が express して い るが ，

こ の 胞胚 が は た して 無事 に 着床 し得 る か 否か観察した ．

胞胚が 着床す る 際 ， そ の 部位 の 子 宮間質部 の 血 管 の 透 過

性が増大 し浮腫状に 腫脹す るが ，こ の 現象 を 利用 し て

つ ぎの 検索 を行な つ た ．すな わ ち vaginal 　plug を 確認

した 日 よ り数k て 5 目 目の 午後 ，
D 、 に P ・ ntamin ・ S］・y

Blue　 O．2m1 を 静注 し， 15分後に 開腹 して 子宮間質へ の

色素の 附着状態 か ら着床胞 胚数を 観察した （図15）．そ の

結果区「161・こ 冫釣
r
す
一
よ う：1こヌ寸照群 の 着床胞胚数 カミ］1．0± 0．7

で あつ た の に 対 し，免疫群 の それ は 9 ．6± 1．2で あ り，

免疫群 の 方が 対 照 群に 比 べ Kb｛b 低い 値を 示 した が 統計学

上有意 の 差 は 認 め られ なか つ た ．

　 以上免疫群の メ ス は オ ス の 移植抗原で 前以つ て 強力に

免疫され て い た に も拘 らず ， 受精卵の 分割 ・受精卵 の 卵

管か ら子宮 へ の transport
， 着床 の 各段階 で ほ と ん ど障害

　　　　図 15　Pontamine 　 Sky　Bhle 投 与 に よ る

　　　　　　　着床数 の 観察

免疫 群

対 照 群

図 16≡蘯着床 し た 胞 胚 数

着
．
床 胞 胚 数

着床胞胚数

9，6 ± L2

11．0 ± 0．7

を うけない こ とを 知つ た ．

　 V ）着床か ら分娩 ま で の 段 階

　以 上 の 事実か ら3）の 項で得た 成績，す な わ ち 「オ ス の

移植抗原で 強力に 免疫され た メ ス マ ウ ス の 胎仔の か な り

の もの が 流死産 に お ちい つ て 生存胎仔数 が 著 明に 減 少 し

た 」 の は 主 と し て 着床以後か ら分娩 まで の 段階 で 起 こ つ

た もの と思 わ れ る ，しか しオ ス の 移植抗原で 強度に 免疫

さ れ た メ ス マ ウス の 中に も 流死・著量は 起 こ ら
 
づ  対照群 と

同 じ 6 〜7 匹 の 生存胎仔 を 分娩 した もの が 認め られ た

り，また同
一の 被免疫妊娠 マ ウ ス に お い て ，一部 の 胎仔

が 流死 産に お ち い つ た に も拘 らず残 りの 胎仔が まつ た く

正 常 の 妊娠経過を とつ た 事実な どか ら，母児問の 免疫学

ゆ … i・・ と して の 胎盤カミ妊娠維持 に 重要 な役割 を な し て

い る と考 え られ る ．本実験の よ うに オ ス の 移値抗漂で 非

常に強力に 免疫 され た 場 合 に お い て す ら，着床まで は 殆

どなん の 障警もうけ ず ，また 着床以後 も免疫学的 barrier

と し て の 胎 盤 の 機能が十分に 保持 され て い る限 り妊娠 は

なん ら障害を うけ な い こ とを 知 つ た 。そ し て 免疫学的

barrier と し て の 胎盤 の 機能が 不十分 な 場合 に の み 胎 1了

は 流 死 産に お ち い る も の と思わ れ る ．

　　「免疫学的 barrier とは 何 か ？」 と云 う問題 に つ い て

種 々 検討を 加 え た が未だ確証は 得 られ て い な い ．しか し

Beer ＆ Billingham　et　al ．（1973） の 報告に よ る とオ ス

の 移植抗原 で 強度に 免疫 され た メ ス ラ ッ トか ら生 まれ た

新生児 の か な りの も の が 生後 20〜25日で Runt　di・ease

で 死亡 した 事実よ り胎盤の 細胞 成 分に た い す る 物理 的

barrierの 完全性が大 きな問題をな して い る と 思 わ れ る ．

今回 の 我 々 の 研究 に お い て も細胞成分に た い す る 母児 間

の barrierと して の 胎盤の 機能が 完全 で あれ ぽ，母 伽 血L

中に 如何に 多量 の 刪 包性抗体カミ存在 し て い て も妊娠 は 無

事に 経 過 す る もの と思 わ れ る ．し か し こ の barrierが 不

完全な場合 （こ の よ うな胎盤 で も正 鰍 壬娠 マ ウ ス で は 妊

娠経過に な ん の 障害 も起 こ らな い が ）母体 ［血中の 細胞 ［生

抗体が 胎仔 に 流入 し流死 産を起 こ した もの と思 わ れ る ．

　　　　　　　　　総括および結論

　　「母児間に 移陣抗原 の 不適合が 存在す る 揚合 ， 妊娠は

　どの よ うな 免疫 学的 影響 を 受：するか ？」 と云 う問題 を

　「移植抗原な らび に 免疫方法が 均
一で あ り，且 つ 免疫か

　ら妊 娠 まで の 期間が ほ ぼ
一

定 で あ る ．」 と云 う極 め て 筒

明な条件の も とで 実験的 に 解明 し た ．す な わ ち移植抗原

が 均
一で あ る近交系 マ ウス C3H ／

’
He 系 マ ウス の 移 植抗

原で 他の 近交系 マ ウ ス c57BL16 　J 系 マ ウ ス の メ ス を 強

力に 免疫 し ，
こ の メ ス を C3H ！且 e 系 v ウス の オ ス と交
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尾 ， 妊娠させ た場合 「免疫された メ ス マ ウ ス は どの よ う

な 妊娠経過を と るか ？」 と云 う閤題 に つ い て 検討 を 加え

以下 の 成 績を得 た ．

　 1） 近交系 マ ウス C3H ！He 系に 白然発生 し，継代培

養 されて きた悪性腫揚 myelorna に は 種瘍特異抗原 の ほ

か に C3HIHe 系マ ウ ス の 移植抗原が豊富 に 存在 す る ．

した が つ て こ の 腫瘍 を 他 の 近交系 マ ゥ ス C57BL16 」 系

に 移植 した と こ ろ ，腫 瘍は い つ た ん は 大 ぎくな つ た が

c3HIHe 系 の 移植抗原 に た い し強力な 抗体， 特 に 細胞性

抗体を産生 し腫瘍を拒絶 した ．こ の 免 疫 プ琺 は 操作 が 簡

単 で 且 つ 強力 な 抗 体を 鷹生 し うる の で 非常に 好都合 であ

るが ， た だ 1 つ 開題 とな る の は 移植抗原 の ほ か ｝こ 腫瘍特

異抗原に た い す る 抗体 も産 生 され る こ とで あ る ．しか し

種 々 検 討 の 結果 ，腫揚特異 抗原 に た い す る抗体は 楓 め て

弱 く， 妊 娠 の 経過に な ん ら影響を及ぼ さない こ とを 知 つ

た の で 以後オ ス の 移槙抗原に よ る 免疫に は myeloma を

使用 した ．

　 2） 妊娠 前icas得 した オ ス の 移植抗原に た い す る紐 胞

性免疫能は ，妊 娠 に よ り若干低下 した が そ の 機能は 妊娠

中もな お 十分維持 され て い る こ とを確認 した ．

　 3） オ ス の 移値抗原 で 強力に 免疫 され た メ ス マ ウ ス は

どの よ うな妊娠経過を と るか 観察 した ．ま ず初め に分娩

予定日迄無事に 妊嫉を継続した 胎仔数を調べ た と こ ろ ，

対照群の 生存平均胎仔数が 7 匹 で あつ た の に た い し，免

疫群の そ れ は 3 匹 で あつ て 著明な減少を 示 した ．しか し

免疫群の 中に も生存胎仔数が 6 匹 また は 7 匹と対照群 と

何等変わ らな い もの も認 め られ た し，ま た 同
一

の 妊娠 マ

ゥ ス の 中 で も，一
部の 胎仔 が 流死産 し た に も抱らず ，

残りの 胎仔 は 身長，体重等対照群 の そ れ と何等変 らな か

つ た ．

　
一

方腫瘍特異抗原 に た い す る 抗体の み で は 妊娠 の 経過

に ほ とん ど影響を与 えず ， 分娩 予定 日 まで 妊 娠 を 持続 し

た 生存胎仔数は 対 照群 と有意 の 差 は 認め られ なか つ た ．

　4）　精子 の 表面に は 僅か なが ら移植抗原が express し

て お 9 ，そ れ に た い す る 抗体 と免 疫反応 に よ つ て 結合す

るが，見か け 上 その 運動性 に は何等影響を及 ぼ さ な か つ

た 。

　5）　以上 の よ うに 抗体の 作用 を うけ た精子 は 見か け上

そ の 運動性 に 何等異 常 を 認 め な か つ た が ，「は た して 受

精能力も障害 されず に存在す る だ ろ うか ？」 と云 う疑問

に た い し 自然交配な らび に 休外受精の 両 面 か ら検討を 加

えた ．そ の 結果移植抗原 に た い す る 抗体の 作用 を うけた

精子は 運酬 生の み な らず受精能も障害 され て い な い こ と

を 確認した ．

　 6）　さ らに 免疫群 の メ ス は オ ス の 移植抗 原 で 前以 つ て

強力に 免疫 されて い た に も拘 らず受精卵の 分 割 ， 受精卵

の 卵管か ら子宮 へ の transport ，着床 の 各 段階で ほ とん

ど障害を うけ ない こ と を 確認 した ．

　 7）　以．ヒの 事実か ら オ ス の 移植抗原で 強 力に 鶴 葉され

た メ X マ ウ ス の 胎仔の か な りの も の が 疏死産 に お ち い つ

て 生存胎仔数が 著明に 減 少 した の は 主 と して 着床以 後よ

り分娩 ま で の 段 階 で 起 こ つ た もの と思わ れ る ．しか し免

疫群 の 中に も流死産 は 起 こ らず，対照群 とほ と煮．ど同 じ

生存胎仔数を 分娩 した もの が 認 め られた り， また 同
一・

の

妊 娠 マ ウス に お い て
．．一
部 の 胎仔が 流死 産に お ち い つ た に

も抱らず残 りの 胎仔が 全く正常 の 妊娠経過 を とつ た の は

母児問 の 免 疫 学 的 barrier として の 胎盤が 姙娠維持 に 重

要 な 役目をな して い る と考えられ る a 本実験 の よ うに オ

ス の 移植抗原 で 非常 に強力に 免疫 された 場合に お い て す

ら，着床 ま で は 殆 どな ん の 障害 も うけず ， また 着床以後

も免疫学的 barrier と して の 胎盤 の 機能が 十 分 に 1呆持 さ

れ て い る 限 り妊 娠 は なん の 障害 も うけな い もの と考 え ら

れ る。

　本研究発表 の 機会 を 与 え ら れ た 西 村 敏雄会長 は じ め 会

員各 位 な ら び に 座 長 の 労 を と ら れ ま し た 竹内正 七 教 授 に

厚 く御礼 申 し 上 げ ま す．ま た 終 姶 御 指導 ・御鞭達 い た だ

い た 倉智 敬〜教 授 に 深 甚 の 感 謝 の 意 を 表 し 霞 す と 共 に 本

発表 は 協 同研 究者 の 日夜 の 努 力 の 賜 で あ る こ と を記 し 謝

意 を捧 げ ます．

　ま た 本 研究 に た い し 温 い 御 支 援 を い た だ い た 大 阪 大 学

医 学 部産 科 婦 人科学教室 同窓会 ・平 地 会 な ら び に 大 阪 産

婦人科医 会 の 会 員 各 位 に 厚 く感 謝 致 し ま す．

　本 研 究 の 一
部 は 文部省科 学 研 究費 。厚生省研 究費 に よ

り行 な わ れ た。
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　富 永 先生 へ の 追 加　 （東京 ・山 田 病院）山 田　　康

　竹内座長 よ りの お 詔に 「胎児が 死 亡 す る と児 の 排出が

起 こ る とあ りま した が 」 こ の 因果関係に 就 い て 私 見 を述

べ た い ．

　着床 は trophoblast の 子宮内膜細胞 に 対す る 貪喰作用

1こ 始 ま る H

　而 して 同種移植とみ な され るに か か わ らず免疫学的破

壊を免 が れて 居 る の は そ の 原因 の 1 つ と して trophoblast

表面 に み と め られ る ム コ 多糖類 の 層が抗原性発現を喰い

止 め て い る に 因 る e

　而 して 胎児死亡 す る蒔 は こ の ム コ 多糖類 の 層 も 「厚

さ 」 が 減 じて 薄くな り，そ の 染色性 も悪 くな つ て居る ．

こ れは抗原性発現に 対す る抵抗力，防衛力が 減弱 した も

の と考 え る こ とが 出来 る ．

　か くて 母体は 同 種移植 （胎児）に 対す る 拒否反応を露

骨に 胎児に 及 ぼす に 至 り 「陣痛発来」 と な つ た もの と も

い え よ う．

　丁度 tr・＝i　h・blast の 表面 の ム コ 多糖類 の 層の 存在は ，

肺胞 の 壁 の 内面を 庇護 し て い る ム コ 多糖類 に 類す る

surfactant の 自己 防 衛的作 用 に 似て い る．

　植 田 先生 へ の 質問　　　 （横浜 市 立 大 ） 塩 島　令儀

　子宮外 妊 娠 の 1 つ と して ， 腹膜妊娠 があ る．子宮は 不

必 要 で な い か ．

　脱落膜 は絨毛に 対す る結合織の 反応 で あ る子 宮内膜は

此の よ うな反応に 好都合で あ る．

　答弁　　　　　　　　　　（大 阪 市大）植 田　勝間

　 腹腔内妊娠 の 継続症伊llに お い て は ，
　 N ・・ ak の 成諏 こ も

書か れ て い る ご とく，絨毛の 侵入 に よ り形成された子宮

外脱落膜 の 存在が認め られ る e そ して そ の 組織よ りの 免

疫抑制物質 の 産生放出が非自己と し て の 妊卵 の 保 護因 子

の 1 つ と して 考えられ るわ けで あ る ．

　 植 田 先 生 へ の 質 問　　　　　 （東邦大）木下　　佐

　　（D　子宮が 免疫学的 に 特 殊 な 部位で ある とい うお 考

え で すが，子宮 とい わ れ る の は Deddua を意味す る と解

釈 して よ ろ しい の で し よ うか ．

　　（2） 子宮 が 妊娠時 の 移槌免疫成立をrathす る の は ，

抗原の 移行 に 対す るバ リ ヤーとな る の か ， 抗原に 対す る

免疫機序 の 発現 を 阻 止す るの か ，ま た もし後 者 とす れ

ぽそ れ は どの よ うな 形で行わ れて い る とお 考 え で し よ う

か 。

　答弁　　　　　　　　　　（大 阪市大）植 田　勝聞

　絨毛の 浸入 に よ り惹起 され る 脱翻 莫組織を組織学的 に

検討 して み る と，正 常妊娠 に お い て は リ ン パ 球 の 浸 じゆ

ん は 殆 ん ど認め られない ．即 ち 脱落膜 は 形 態 学 的に は 免

疫担当緬胞の 侵入 を 許容 しない 緩衝地帯で あ り，又 脱落

膜 ex ヒract の 添 加 実験 よ り明 らか な ご と く，免疫担当細

胞 の 機能を 抑制す る 物質の 産生 組織 と し て 異 なつ た 2 つ

の 意味舎 い を もつ もの と考えて い る．

　塩島，木下 先生 の 質 間へ の 追加

　　　　　　　　　　　　 （大阪市立 大）須川　　佶

　母 体側 よ りの 妊卵 の 排除に 関し ， 脱落膜の 意義 は 大 き

か ろ う と思 い ま す．こ の 脱落膜の 意義 は 妊卵 の 着床に よ

る絨毛 と の 共 存の 場 とい う事 で す が ，子 宮 は 脱落膜 の

形成に 量 的 に も質的 に も都合 の よ い 場 で あ る と解釈 した

L 、．

　植 田 先生へ の 追加　　　　　（東海大）塩 塚 　幸彦

　 わ れ わ れは 工972年以来 deciduaの 検索を行つ て 来 て い

るが
， 子宮内妊 娠 時 の decidua　cell と疑妊娠療法時の

decibua　like　cel1 ，及 び 卵管，子 宮頚管粘膜紐胞 の trans−

formationせ る decidua　like　cell は ，異 る．i生格を有す

る細胞で あり ， 値田 講師 らが 強調 して い る decidua　ce11

は ，
こ の 子 宮内膜由来 の decidua　cell で な け れば なら

な い と考えま すの で 追加い た します．

　答弁　　　　　　　　　　（大阪市大）植 田　勝間

　子宮外妊 娠に お け る 子
’
崖「内脱 落膜 の 機能は ，絨毛 の 侵

入共存を伴わ な い 故に ，機能的に は 正 常妊娠 の それと異

な る もの と考
．
える 。

　 八 神先生 へ の 追 加　　　　　（日本医大）鈴木　昭

　 絨毛表層 の 多糖体が 母児問の 免疫現象 の 解明 に 意義あ

る もの と考えて 次 の 実験 を 行つ た ．妊娠初期 ，中期 ，末

期，予定 口超過，胎児子宮内死亡 時 の 胎盤 に PAS −Alci−

anblue 二 重染色 （pH ヱ．O）を行 つ た 所 Alcianblue 陽性

で あ り，chondroitinase 　A．B ．C ，　AC 。睾丸 Hyalurumidase

の 何れ で も消化 され た の で 絨毛表層 の 物質を chondroitin
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硫酸 A か ，　chondroitin 硫酸 C と推 定 し た ．こ の 物質 は

妊娠末期に す くな くな り胎児子宮内死 亡 時 に 著 明 に 減少

した ．生化学的に 分析す る と電気泳動第 1分劃が妊 娠 末

期に へ り子宮内死亡 時 に は 著 明に 減 少 し 組織学的な所見

と よ く
一

致 した ，

　 八神先生へ の 追加

　　　　　　　　　（新潟大）半藤　　保 ， 石黒　義隆

　 わ れわ れ は 各種 の 生理的，病理的妊娠 に つ い て ，絨毛

を中心 とす る 母児間 の 免疫現象を 研究 して い るが
，

こ の

免疫現象に 関与す る因子を以下 の よ うに 4 つ の 因子に 大

別 して い る。

　 1） 絨毛細胞 の 抗 原 性

　 2） 免疫抑制因 子

　 3） 宿主 の 細胞性 免疫能

　4） 絨毛 細胞 を と りま く免疫保護物質

　 こ の うち ， 免疫保護物質 ftAleian　Blue（並 び に Col呈oid

鉄）染色で 染 ま る物質 の 消長 で 検索して み る と，以 下 の

如 くで あつ た ．

　自然流産 （84例），満期正常分娩 （10例） の 絨毛は 本物

質陰性に 出 る こ とが多い が，人 工 流産 （40例 ）や Special

type の missed 　abortion と考えられ る奇胎 （23例） の 絨
毛で は 陽幽 こ出 る傾向を認 め た ．また こ れ ら絨毛絨毛 細

胞 周 囲 の　Alcian　Blue 陽性物質は ，　 neuraminidase 　や

hyalurenidase 消化試験 で 消化 され，酸性 ム コ 多糖体と

考えられた ．

　以上 の 成績は，こ れを他の 免疫関与因子に つ い て の わ

れ わ れ の 成績 と考え 合わ せ る時 ， 宿主 ・絨毛間 の 免疫現

象を 理解す る 上 に 極め て 示 唆に 冨 ん で い る ．

　八神先 生へ の 質問　　　 （大阪市 立 大）須川

　流産発生の 原因 と して 母体免疫能 の 変化 が 鬨 学す る と

結論 され た の で し よ うか ？

　流産発症 時 の 母 体側細胞性免疫能 の 変化 は ， 結果と し

て 現われ て い る と解釈 され て も間違 い とは 言 え な い と 存

じ ますが ？誤 ．解で あれぽ 御訂 正 下 さ い ．

　八 神先生へ の 質 問　　　　　（杏林大 ）鈴木　｝E彦

　 リ ン パ 球は リ ン パ 鰍 骨 髄 ，脾臓な ど多 くの 音1粒 に 存在

す る が，妊娠す る と子宮に も多 く分 布 し て くる と思 う．
そ こ で 妊 娠 した 場 合 ，非 妊婦に 較 べ て リ ン パ 球 の 分布が

異 な らな い が，異な る と した ら どの よ うに 異 な る か 。

　また 末稍 ［匿中 と産 生 部位 に お け る リ ン パ 球 の 態度 は 異

な る と思 うが ，これ に 対す る ご意見 を うか が い た い ．

　答弁　　　　　　　　　　 （名市 大）八神　喜昭

　シ ン ポ ジ ウ ム の 先生 全 員へ の 質問

　　　　　　　　　　　　　 （兵潭医大）香 山　浩二
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　精子抗原に 関 して は ，ほ と ん どの 婦人 が 精 子抗 原 に さ

らされ て い る と考え られ るが 極 くわ ずか の 婦人 に の み し

か 抗構子抗体が 産生 され て こ な い 。妊娠時 に は J 各演者

が述べ られ ま した よ うに
， 各種 の 免疫抑制作用 を 示す因

子が増え て 来 て い るわ け で あ りま すが ，こ の よ うな状態
に お い て は ほ と ん どの 母体 が 絨毛抗原 あ る い は HL −A

抗原な どに 対して Respond 　して な い と考え られ な い

か ．例え ば 妊 娠 中 に は ほ と ん ど の 婦人に 絨毛細胞ある い

は 胎盤血 球が流 ifrL中に circulate　して い る こ とが解つ て

お りますが ．

　母 体 の 個人の 抗漂 に 対する Responsihilityが ， 例え ば

遺伝因予 も含め て ， 大 きく関与 して い る と考えた 方が 良

い の で は な い か

　 ま と め

　 座 長

　以 上 で 各 シ ン ボ ジ ス トの 講演 に た い す る質疑，追加 を

終 ら して い た だきます ．

　最初に 申 し 上 げ ま した よ うに ，本 シ ：／ ポ ジ ウ・ど、は ，ま

だ 研究の 緒 に つ い た ばか りの ，な じみ の な い テー
マ で あ

ります の で ，癆長の 方 か ら ，
fiOQrの 方 々 の 理解を深め

る意昧 で ， 1
一
ま とめ 」 と し て ，質 問 を い た し ま す の で

，

シ ン ポ ジ ス ト．は順 次 ， 要領 よ く，答弁を して い た だきた

い と思 い ます．

　座長 （竹内） か ら の 質 聞

　まず妊娠現象に お ける移植免疫の 関与を論ず る 前提と

して ， 児が母体に 接触す る最前線の 細胞 で あ る絨毛細胞

に お げ る 移緬抗原 の 有 無 が 問 題 に な ります が
，

こ の 点 に

つ い て ， 皆様か ら の 御意見を承 りた い と存 じま す．

　答弁 　 　 　 　 　 　 （京都大 ）富永 敏朗

　 ト ロ ボ ブ ラ ス トに 移植抗原 は 存在す るが ， 何 らか の 機

序｝こ よつ て ，正常妊娠 で は そ の 発現が弱い ．

　座長か らの 質問

　妊娠現象に お い て ，母 体，胎児問の 移櫃免疫が関与し

て い る と考党．ますか

　答弁 　　　　　　　　　　（大 阪 市大）植 田　勝 間

妊卵 は 2 つ の 異な つ た 遺缶子 を N −i」J： さ れ た 粡胞 の

hhbrid で あり， 宿主すなわ ち 母体に とつ て は allto とは

な り得な い ，こ の こ と よ り，当然移植免疫 の 関 ケは 存在

す る と考え る ．

　答弁　　　　　　　　　　　 （京都大 ）富永　敏朗

　妊娠現象に 移殖免疫機隴が 闘与 し て い る こ とは 間違 い

ない ．こ れは トロ ホ ブ ラ ス トの 移値実験 で 移檳抗 原 で 感

作した 揚合 に み られ る 細胞性免疫反 応 か ら明 らか で あ

る ．
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　座 長 か らの 質問

　各 シ ソ ポ ジス トの 皆 さん が ， 妊却現象に は 侈植免疫が

関 うし て い る とお 考 え の よ うで あ り ま す が，それで は ，

何 故，目lr児が 毋体 よ りの 拒 F 反 応を 〕して い る と お 考え

に な ります か

　答弁　　　　　　　　　　（メ（「浦 大 ）掴 「　勝門

　移 L、免雙の 発達は ，個体 の 生　 刮寺桟橸の 発辻 と理 解

され る もの で ，系 翫発上学山丿1＿も進化 の 所産と解釈 し得

る もの で あ る ．

　一一
つプ｛［化 の 過程を 生 瑚 莱式

”
）k 　1

’
と し矧 』Eめ る と，魚

は体外受罷
一
体外発

．
「i，烏は 体 ［ス 剄 1

一
体外発育，そ し

て ［T、1［〆 こ お い ては 硝 人受精
一

材ド1芥 1
．
と丿彡式 の

T

な り

が み ら才 る ．こ れ は 進化 に と もな う妊
111

の 瓶 の 澤少 に対

応 した ぼ 1
’
杓
・1ギ産応 と理 解 さf，・

’
i，る が ，こ の よ うな 個体 の

生殖 に お い て は，妊卵が 母体側 よ りO ）ll紀 を どの よ うに

し て ．「A ．カ i”Lて い るか とい う →般 の 退鬥 が生れて くる ．i、

は こ の 捉 ］を解 くこと し て ，妊 ノ II目 扉 の 泌 （
一・

蛙 ゆこ は

子
’

）に お ける 特珠な 泳 鳧形ぼ｛を と り Lげ ， 本目紹介致

した 内 ぶ冲 らの 倹
一

「を 』δ こ なつ た も の て あ る が ， 結始 と

して絨毛の M 「二した 子11ノ 漠 （，亮で吝脹）の 特殊 な 生 物学

的 胤 E广ヂ を 提 昌す る に い た つ た もの で あ る ．

　笞弁 　　　　　　　　　　（1 祁大）富永　敏朗

　，tl「 盤 の も 芝学的 barierに つ い て ： ト ロ ポ プ ラス ト と

1，体了ゴ内らの rpH　1・一み られ る，い わ ゆ る 丘brinoid　layer

は 従来考え られ て い る barrier とば 考 え 雛い ．しか し ト

ロ ホ ブ ラ ス ト 亥面 の 佃胞外1震が， 11　．」，； ブ ラ ス トの 抗原

性 の ll乱 ．） るい は bavrier と して の 役 目 を 果 して い る 可

HEi上帳 らり，
こ れは 今後ケ ・1

一
さ るべ きもの で あ る．

　子宮が51「芝君的 に 特殊な」．1一で ある か どう か に つ い

て ： 脱落 戻は ト P ホ ブ ラ ス トに 対す る 母 体 の 免 疫に よ ら

な い 防 ．．Pl． 序と して の 役 L を もつ が ， 桑崩也 疫学的 に 特

殊な 」 所 で あ る と 断定 で さな い 、

　創 ’ドの f“婦 巨に つ い て ： 妊 ／V」こ佃 ［ギそ の もの を 群 持す る

た め の 免疫能は 訊廴：恥 とIjじ よ うIL保コザされ て お り，や

や瓜下 傾 向 に あ る 母体免定畆 よ・ T ｝ 所 に 瓦 ，
噂
る変化の

穿な る反1μ
’
に す

一lL い ．

　 塵 長 よ りの 質 問

　 正 、畝斑 、こ お い て も，移恒免1A 戊 立 して い るが ，胎

児 を 扣 絶 しな い よ うに ，色 々 の 抑制機序力 仙い て い る と

の こ と で あ り ますが，そ れで は ，そ れ ら の 抑制棧序 の 破

綻 が，號麗 などの 病的妊娠 に 閨与 して い る と F え ま す

か ？

　答弁　　　　　　　　　　　（京都大） 出永　敏朗

　流 ⊥ な どの 異常妊娠現象 に 対す る検 言・」を 行なつ て い な

い の で ，これ は 学 な る意見で すが，勿 嗣台児 こ 原因が あ

る 「 合を除け ば ， やぽ リ ト ロ ホ ブ ラ ス ト と衝 体 と の 問に

移値免疫現懐 が 開 ヴして 起 る流産もあ る の で は な い か と

考 え る ．

　庄 長 よ りの 貞 問

　今 日発表された成果か ら，将来の 展望に つ い て ，一
觜

つ つ t 雪 して 下 さい 、

　答弁　　　　　　　　　　　（京都大）广 k　敏 朗

　 卜 Ll ホ ブ ラ ス トの 細胞外被， ト ロ ホ ブ ラ ス トの 1』「it生

物学的 付
「
ei ，妊炉 阿体 に お け る液・「t 免泣能 よどに つ い

て 倹討を 遥め て い きた い ．

　 座 長

　 DJ　Hで ， 本 シ ン ポ ジ ウ ム を 終 りた い と思い ます が ， 最

後 に ，座長 と し て 蕩 9．の 一
端を 述 べ さ七 て 冒 し た きた い

と 存 じま す ，

　 本 日は ，母児間 の 免険現象とい う哭蠏 の テ
ー

マ 、L つ い

て
， 精進された 結果を ， 簡 明 に ，解 りよ く，』

一＝
r一
しい た

だ き ， 座長 と し て，ス ピー
カ
ー

の 皆様に お礼を 申 し上 げ

た い と思 い ます ．本 日の お 活を 承 り，卩 ・児問の 移植免

疫 ピーつ い て の 研究が ，わ が 国に お い て ，相当鳶 い レ ベ ル

1、一途 して ぎて い る こ とに 感謬〔い た し ま した ．私は 工968年

に 育，，［　h、占と して ，
こ の 問題を 本学会 に お い て ？1

；告 させ

て い た だ い て お ります の で ， そ れ だ け に 唱こ 広概医い も

の があ ります ．

　 し か し，本 H 発表 さ れ た 内容に つ い て s あ る もの は ，

ま だ まだ 相当 の 論 丁諭 重ね て 行か ね ば な り ぬ もの もあ

り，ま た ， な か に は ，論理 の 飛躍 と も．見 え る もの も あつ

た よ うに 思 い ます ，しか し ，本研究1．．，τ，うな れば，研

究 の ス タ
ー

ト台に 昇つ た ばか り と も言 えます の で ， 暖か

い 心 で ，本研究の 今後 の 達展 を 見 守 つ て い た だ きた い

と，floo： の 皆様ん ，
　 LL長 と して お 願 い 中 し 上 げ る 次第

て あ loます ．
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