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概要　従来か ら胞 状 奇 胎 の Sex は 女 性 が 圧 倒 的 に 多 い らし い こ と は 性染色質陽性症 例 の 頻度 か ら推 察 さ れ て

お り，わ れ わ れ の 行 なつ た 染 色 体分 析 で も 正 常 2 倍体核 型 構 成 を 持 っ 症 例 で は ほ と ん ど が 46
，
XX の 女性 で あ

る こ と は 今 ま で に も 報告 し て 来 た ．今 回 は 胞 状奇 胎 お よ び 絨 毛 水 腫 症 の 性別 を キ ナ ク リ ン 蛍 光 染 色 法 を 用 い

て Y −spot （F−body ，
　Y−body） の 有無 に よ っ て 検 討 しつ ぎの 結 果 を得 た．

　1）　基礎 観 察 の 妊娠20週 か ら43週 ま で の 71例 で は 男児 41例 で Y −spot 陽性細胞 の 頻度は 平均74．8± 2 ．7 （SE）

％ で あ り，女 児 30例 で 平 均 0．8± O ．2％ と 男女 両 群 全 く 分布 が隔 絶 し て お り，本 法 に よ る 児 の 性判定 は 容 易か

っ 実 際 と正 し く一致 す る こ と が わ か つ た ．

　2）　胞 状奇胎 で は 96例中95例 が Y −spot 陰性 で あ り，1例 の み Y−spot 陽性 （Y ・spot 出 現 頻度 81％）で あ つ

た ．

　3）　絨 毛 水腫症 で は 17例中 9 例 が Y −spot 陽 性 で，8 例 が Y−spot 陰性 で あ っ た ．ま た 陽 性 群 の な か に は 2 個

の Y−spot を も っ 1症 例 が み られ た ．

SynopSis　The 　present　 study 　 was 　 made 　 in　 view 　 of 　 a　 finding　 that 　hydatidiform　 mole 　 was 　llkcly　 to　 be　found

predominantly　in　thc 　female　type 　in　consideration 　of 　high　frequency　of 　sex 　chromatin 　positive　cases ．　The 　previous
study 　of 　this　series 　on 　a 　chrornoslomal 　analysis 　revealed 　that　most 　of 　the 　cases 　with しhe　normal 　diploid　pattern　belonged
to　be　female　type　ef 　46，XX ．

　Presently　the 　quinacrineΩuorescent 　staining 　mcthod 　was 　adopted 　in　sex 　differentiation　of 　hydatidiform　mole 　and

hydropic 　degeneration 　disease　in　terrns　of 　the 　presence　or 　absen 〔e　of 　Y ・spot （F
・body　or 　Y −body）．　The 　results 　obtained

were 　as　follOWS：

　1）　Out　of 　71　villous 　specimen50btained 　after 　norrna 貫pregnancies　from　20 〔043 　weeks 　wlth 　confhmed 　sex

differentiation　of
　fetuses　41　malespecimens 　had　Y −spot 　positive　villous 　cells 　accounting 　for　74．8± 2，7 （SE）％ agains ヒ

average 　O．8±0 ，2％ for　females、1　uch 　striking 　difference　evidcnced 　an 　easy 　and 　dependable　sex 　differenciation　with 　the

PTesent　method ．

　2）　Ninety・five　cases 　eut 　of 　96　cafics 　of 　hydatidiform　mole 　were 　Y −spot 　negative 　leaving　only 　one 　case 　positive，

　3）　Nine　cases 　out 　of 　l　7　cases 　ofhydropic 　degeneration　disease　showed 　Y −spet 　and 　eight 　cases 　were 　Y −spot 　negative ．
One 　case 　out 　of 　the　nine 　positive　cases 　showed 　two 　Y−spets 　in　each 　nucleus ．

　　　　　　　　　 緒 　 　言

　胞 状奇胎 の Sex は 女性 が 圧倒的 に 多 い ら し い

こ とが ，か つ て 性染色質 （Barr　 body ）陽性例が著

し く高頻度で ある事実 か ら想像 さ れ て い た ．一方

また染色体分析上 か らも正常 2倍体核型構成を持

つ もの で は ， ほ とん どが46
，

XX の 女性で ある こ

と が報告さ れ て きた
2〕3）．し か し近時 Casperss。 n 　et

al ．8）
に よ りキ ナ ク リ ソ 蛍光染色法 が 開発 され ，

Y −spot （F
−body 　 Y −body ） の 有無 か らの 性別判定

法が きわ め て簡便か つ 性同定が正確 に され る よ う
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に な り ， 最近 で は 著者 ら
4）
や赤枝 ら

1＞
の 如 く，胞

状奇胎 の 性 に つ い て 追求 し た 報告が ある ．し か し

これ らは症例数 も充分とは い い がた い ．今回薯者

らは まず71例 の 出生児 の 性 と ， そ の 胎盤絨毛細胞

で の キ ナ ク リ ン 蛍光染色法に よ る性判定 とを比較

検討 し て ，Y −spot の 存否に よ る絨毛細胞 の性判定

は如何に誤 りが 少な い か を確認し た 上 で ，こ の 数

年間 に 経験 した 絨毛異常 の 113症例，す なわ ち胞

状奇胎96例 ，絨毛水腫症 （hydropic　degenerati・ n

of　villi）17例に つ い て キ ナ ク リ ン 蛍光染色法 に よ

る性判定を な し えた もの を報告す る ．

　　 　 　 　 　　 　 研究 方法

　本法 に よ る異常絨毛組織細胞 の 性判定 に あ た つ

ては ， まず正常絨毛細胞の Y −sp ・t の検査か ら胎

児の 性の分別が きわ め て確実に な し うる こ とを認

め た うえ ，目的で ある胞状奇胎お よ び絨毛水腫症

に つ い て の 性判定を行つ た ．すな わ ち正常絨毛を

娩出直後に 生理食塩水 で 洗滌 し ，血 液を 殆 ど と り

除 い て 表 1 に 示す順序 ， 方法で ， 新鮮な絨毛組織

を ス ラ イ ドガ ラ ス に 軽 く叩 い て 作製 し た塗抹標本

を用 い つ つ キ ナ ク リ ソ マ ス タ ー ド染色 を行つ て ，

蛍光顕微鏡で 検鏡 し た ．各例に つ き ， 少な くと も

300個 の細胞核 に つ い て Y−spot の 有無 お よ び頻

表 1　 Y−spot の 検 査 方 法

　 　 　 MATERIALS

／ 　　＼
SMEAR　　　　　　　 FROZEN 　 SECTION

＼ 　　／

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一t10 「

　　　　　　i
auinaじrine　mustard 　staining　80mcg／ml … 30’

　　　　　　↓
　 　 （1　）　ri冂 s ε　wi 電h　buffet　−・・…　，…　．，．・　20

「
　 　 　 　 　 　 十
　 　 （2）rmse 　 with 　 buffer……・……・20

’
　 　 　 　 　 　 夢
　 　 （3）rinsb　 wi 電h　 buffer・・・・・・・……・20

’

　　　　　　↓
　 　 　 　 　 ObserVatiDn

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 〔tlm の

　 　 　 FIXATlON

　 　 methanol ＋ aじetic　acid 　，，・・，r・…　　1　5
’一’　oo

　 　 　 4　　 ：　　 1

　　　　 ↓
M 日じ 「lvain已尸s 　bofIε r　pH　6．8 ・・・…

度に つ い て検討 し ， 観察に 際 し て は 多核白血球や

変性細胞な どは 慎重 に 除外 し た ． ま た塗抹標本

に お け る 確か さ を検討す る た め ，
cryostat 　frozen

section に よ る絨毛組織標本 H の 細胞判定 と塗抹

標本で の そ れ とを よく比 較観察し ，そ れぞれ の成

績 の
．一致性を確か め た ．異常絨毛 に つ い て もこ れ

と全 く
’
同様 に 新鮮組織 を 用 い る こ とに意を は ら

い ，その Y −spot の 存否に つ い て充分検討した ，

　　　　　　　　 成　　績

　 1）　正常絨毛細胞に お け る性 ：

　胞状奇胎 の 「41に 関す る基礎観察 の た め の ， 正常

絨毛71例 に つ い て の 検討成績 は 以 下 の 如 くで あ つ

た ．男児は妊娠20〜43週 の 胎盤絨毛41例 で あ つ た

が ，
Y −spot 陽性細胞の頻度は 平均74・8± 2 ・7 （SE ）

％ と著 し く高 く，
か つ 分散 は 小 さい の で ，女児分

布 へ の 混入 の 心配は 全 くなか つ た ．こ れ に 対 し女

児 の 場 合 は妊娠26〜43週 の 絨毛に つ い て 30例を観

察 し た が ， 平 均0「．8± 0，2％ と こ れ また陽性 とお も

われ る細胞分布 は きわ め て 少な く ， 男女群は全 く

分布 が隔絶 して い る こ とが判 つ た （図 1）．し た が

つ て 本法に よ る絨毛細胞 か らの 性判定 は 容易 で ，

実際 に 胎児 の
．陸と正 確に …．・致する こ とが証 明 され

た ．写 真 1 は 男児例 の 絨毛細胞塗抹標本で ， キ ナ

図 1　 胞 状 奇 胎 と絨 毛 水 腫 症 に お け る Y ・spot 陽

　．性 絨 毛細 胞 の 頻 慶
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写 真 1　 男 児 に お け る 絨 毛 塗 抹法 で み た 2 個の

　細 胞 核 で ，そ れ ぞ れ に Y−SPQt が み られ る ．

写 真 2　男 児 絨 毛 組織 の cryoslat 　 frozen　 section

　 標 本 の キ ナ ク リ ソ 染 色 像 で ，．上 2 段 の 絨 毛 上 皮

　 と 下 方 に 1 個 の 問 質 細 胞 核 が．み られ ，Y−spot が

　
．
著 明 で あ る．

ク リ ソ 染色 に よる Y −spot を示 し ， 写真 2 に は 同

じ絨毛組織 の cry ・ stat 　fr・ zcn 　 slecti ・ n に よ る絨毛

in　situ の 細胞 の 蛍光顕微鏡像 を 示 し て い る ．こ

こ に み られ る よ うに 塗抹法 は in　situ の絨毛細胞

の キ ナ ク リ ソ 陽性反応を完全 に 代表 し うる．

　 2）　異常絨毛細胞 に お け る性 ：

　 E記 の 方法に した が つ て異常絨 毛 の 場合の観察

を行 つ た が ，そ の 成 績の 概略を図 1に 示 し た ．

　 （a ）胞状奇胎で は 96例中95例 が Y −spot 陰性

で あつ た ．し か し 肉 眼 な らび に 組織学的 に ま ぎれ

もな い 胞状奇胎 の 唯 1例 に お い て ，81％ の Y −spot

陽性頻度 の 症例を認め た ．しか も本症例 は MTX

治療 に よ り治癒は し た が ，肺転移 の 悪性経 過をた

どつ た もの で あ る，

　 （b ）絨毛水腫症に 関 し て 17例 に つ い て 観察 し

た が ， 約半数の 9 症例 は Y −spot 陽性で あつ た 。

し か も こ の うち 各細胞 2個 の Y −sp ・t を もつ 1症

例 を認め た ．また 17例 中 8 例は Y −spot 陰 1性で あ

つ た ．

　　　　　　　　　考　 　案

　 これ ま で 胞状奇 胎の性の 偏 りに つ い て は ，限 ら

れ た研究者達に よつ て ，多大 の 努力が は らわ れ て

き た に も拘 らず ， 暫 く半信半疑 の うけ と られ方を

し て ぎた ．しか し こ の 事実が信頼 の 高い も の で あ

れ ば ， 胞状奇胎 の pathogenesisを探 る た め の
， 数

少な い 本質的特徴 とし て ，有力な足場 とな る も の

で あ り ， また将来 の 研究に とつ て も重大な意味を

もつ て くる可能性がある ．

　従来は表 2 に示 す よ うに ， 先ず sex 　 chromatin

の 陽性細胞 の 多寡を基準に 性判定をす る こ とか ら

始め られ た ．こ れ らの 成績か らも分 る よ うに多 く

は 約80％が女性で あろ うと い う，女性優位が報告

され て い る ．しか し
一

方 ， こ の 現象を染色体分析

上 か ら追求 し て み る と ， 胞状奇胎 で 正 常 2倍体構

成を もつ 症例 で は ， そ の ほ とん どが 46XX の 核

型を もつ て い て
2）3｝

，
Barr　 b・dy 基準 の 判定 とは 微

妙 な食 い 違 い を認 め る ．し た が つ て ， こ の 現象 の

もつ 意味の重大 さか らも，こ の 辺 の 差異に つ い て

多 くの 症例を用 い て検討す る必要が あつ た が ， 今

回更め て Y −spot に よ る胞状奇胎 の 性判定を な し

えた ．

表 2　奇胎 に お け る 性 ク 卩 マ チ ン 陽 性 症 例 の 頻度

著 　 　 　者 症 例 数
Barr　body
　　（＋ ）

Park13〕　　　　 （1957） 22 16
Seer14】　 　 　 　 　 （1958） 5 4

Ha ・dc・
9〕
　　　　 （1961） 22 19

Marquezi2 ｝　 　 　 （1963） 50 38
K 丑ロ ger　et 　a 艮．1D，　　 （1966） 53 49

（WHO ）
m

T ・ minaga 　et　aLl5
〕

（1966） 19 18
Beischer・t　a 且．η 　　 （1968） 137 10夏
Bag91 ・h　et　al ．61　　 （1968） go 79
Wes 巴erh ・ ut 　et 訓．1ω （1969） 51 46

449
　369
（82％ ）
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　 さ て絨毛細胞に 関す る Y−sp ・t の有無 に よ る性

判定は ，
Barr　b・dy を基準 と し た判定 に 比 べ て ，

実際操作上 きわ め て 簡易で あ り ，
か つ 紛れ も全 く

な い の で こ の 方法に よ る胞状奇胎絨毛 の 女性が ，

95196で ある とい う頻度 は 高 い 信頼性を もつ も の

と考え られ る ．し か し なが ら ，一症例 に お い て ，

肉眼的に は 勿論 ，組織学上 か ら も絨毛増殖像が み

られ ，Y−spot の 陽性細胞率が81％を認め る とい う

立派な男性胞状奇胎を経験 した ．こ の 症例 は子宮

内容除去後 2 ヵ月間尿中 HCG は601U1工以下 に 至

らぬ まま再度肺転移を ともな つ て HCG 上 昇を ぎ

た した例 で，MTX 治療に よつ て 治癒は した が，典

型的悪性化を示 し た 胞状奇胎の 一例で あつ た ．し

た が つ て 男性 で は あ つ て も こ れ ら の 特徴 か ら当然

絨毛水腫症で は な か つ た わけで ある ．赤枝 ら
1）
も

また Y −spot 陽性 の 胞状奇胎一例 に つ い て 報告 し

て お り，胞状奇胎 の 性 は sex 　 chromatin 判定か ら

推測 され て い た程度 よ りは る か に 女性が高頻度で

あ る こ とは立 証され は したが ，胞状奇胎 の す べ て

が女性で ある とは 速断 し が た い 点 も判明 し た ．

　 次に絨毛水腫症 に つ い て で あ るが ，本症 の 絨毛

形態 の 特徴は 胞状奇胎 と よ く似て 嚢胞状を 呈す る

もの の ，構成嚢胞 の 多 くは紡錘形 で小 さ く，大型

嚢胞が混在 し て も少な い ．また組織上 も胞状奇胎

同様 に絨毛血 管を 欠き ， 間質組織 の 浮腫は 強 い

が ，一方絨毛細胞 に は 増殖像 を み とめ る こ と ば な

い ．さ らに 臨床的 に 胞状奇胎 とは異な り，悪性化

が な い の が 特徴 とされ て い る ． こ れ ら の 特徴に

基 い て分類 され た 今回 の 絨毛水腫症 で は 約半数

（9117）が男性で あつ た ．す なわ ち本症で は性 の 上

か ら男女 の 偏 りがな く ， 染色体構成上 か らも胞状

奇胎 とは 本質的な差異を もつ もの で ある ．し た が

つ て そ れ ぞれ の 成 因 の 追求 に 当 つ て は ，形態 の 類

似性 と全 く別 に ，両者 の 本質 に つ い て 明確 に 分別

して 考え る必 要 の あ る こ とが示唆 された ．

　な お絨毛水 腫症の な か に Y−spot を 2 個 つ つ も

つ 症例を えたが ，残念なが ら核型分析が成功 しな

か つ た ． し た が つ て XYY 症候群個 体は 否定 で

きな か つ た が ， 3 倍体 の 可 能性
5）
が強 く考 え られ

た ．

　（本研究 は 文部省科学研究費 助成金奨 励 研 究 A ：課 題

番 号 17742お よ び 077358 に よ り行 わ れ た も の で あ る ）．
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