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　 最近 プ ロ ラ ク チ ソ が 硬骨魚 の 淡水中 で の 浸透圧調

節 に 重要 で あ る こ とが 知 られ て きた。こ れ は，哺乳

類 で は乳汁分泌促進 ・鳥類 で は 嘸嚢乳 の 形成促進等

の 作用をもつ プ ロ ラ ク チ ソ が ア メ リ カ イ モ リ　Die −

myc ！yl”s （Triturus） viridescens の 水 ［lr生活 に 適

し た 諸形質 を 発 達 さ せ て 水中 に 入 る
“

water
−drive

factor　” で もあ る こ と が 知 ら れ，そ れ が 発端 と な っ

て い る （Chadwick ，1940．1941 ； Grant，1959，1961；

Grant ＆ Grant
，
1958）。

　硬骨魚 で は ， 淡 水 に も 海水 に も移行 生 棲 の 出来 る

FzandulUS 　heteroclitUS力脳 下 垂 体 を 除去す る と 海

水 中に は長 く生 きる が ，淡水 中 に は 生 存出来 ない
。

し か し， 脳 下 垂体 の brel を与え る と淡水 中で も生

存を続け る （Burden ，
ユ956）。 　さ らに Pickfordと

Phillips（1959） は 実験を進 め ， 脳下垂体除去 の F ．

hetereclitnsに プ ロ ラ ク チ ン を 与 え る と 淡水中 で の

生存 が 可能 に な る こ と が 分 っ た 。副 腎皮質 ホ ル モ ン

は 効果 が ない 。同 様 の こ と は ， 脳 下 垂 体 を 除去 し

た Poecilia ’α ’ψ 伽 η α （Balt＆ 01ivereau，1964），
Xiphophorus 　maceriat ”s （Schreibinan＆ Kallman ，
1966），

Gamb ＃sia 　sp ，（Chambo ！le，1966），　 Tf ’αが α

mossambica （Dharmamba 　 et 　 al ．，1967） の よ うな

広塩性硬骨魚で も 報 告 さ れ た。ま た，春 に 河を さ

か の ぼ る イ ト ヨ 　（Gasteroste π s 　α cμ leatπ s ）　は 冬

期 は 海 に棲み 淡 水 に 弱 い が ， あ らか じ め プ ロ ラ ク

チ ソ を与え て 淡水 に移す と長 く生 き て い る （Lam ＆

Leatherland，1969　a ；Leatherland＆ Lam
，
1969　b ）。

一
方 ， ア ル ギ ＝ン ・バ ソ トシ ン ，イ ソ トシ ソ の よ う

な 脳下 垂体後葉 ホ ル モ ン や 尾部下 垂体 の 抽出物は 脳

下 垂 体 を 除去 した F ．襯 θγod 撫 s の 淡 水 中 で の

生 存 の 延長 に は 効 果 が な い 　（Pickford，　 Robertson

1

＆ Sawyer
，
1965）。

　以 上 の こ と か ら ， 硬骨魚 の 浸透圧 調節 に お け る プ

ロ ラ ク チ ソ の 役割 ， そ の 生 理 学的作用 や標的器官，

また ， 遡河 ・降海 とい っ た硬骨魚 の 回 遊 と プ ロ ラ ク

チ ソ 分泌量 の 季節的変動との 関係 が 注 目さ れ て い

る。

　哺乳類 の プ ロ ラ ク ナ ソ と同
一

の ホ ル モ ン が は た し

て 魚 類 に も存 在 し て い る か 否 か は ，進化学的 に も興

味 が あ る。 イ モ リ の
“

water −drive”

テ ス ト に よ れ

ば，魚類 の 脳 下 垂体 に プ ロ ラ ク チ ン な い し は プ ロ

ラ ク チ ソ 様 物 質 が 存 在 す る こ と は 確 か で あ る が

（Grant ＆ Pickford
，

1959 ；Grant，1962 ；Grant ＆

Waterman
，
1962），

ハ トの 螺 嚢乳形 成 テ ス トで は，

硬 骨魚 ・軟骨魚類 の 脳 下 垂体に は プ ロ ラ ク チ ン の 存

在 が不明確 で あ っ た　（Nicoll＆ Bern，1964）。 しか

し，肺魚類 の 脳下 垂体 で は 両方 の テ ス トで ，そ の 存

在 が 認 め られ て い る （Nicoll＆ Bern
，
1965＞。　 Nlcoll

と Bern ら は （Nicoll＆ Bern
，

1965 ； Nicoll，　 Bern

＆ Brown ，1966） 両 生 類 や 高等 脊 椎 動 物 の プ ロ ラ ク

チ ン 分子に は 二 つ の 活性部位 が あ り，一一
方 が イ モ リ

の
‘‘

water
−drive　 factor，”で

， 他方 が ハ トの P＄．嚢
「tt

形成作用を持 っ て い る と 考 え ，
こ れ に 対 して 魚類の

プ U ラ ク チ ソ は一．
方 の 活性部位しか持 っ て い ない と

推論 して い る 。 プ ロ ラ ク チ ソ の 比 較生理学的 ・比較

内分泌学的 問 題 に つ い て は Meitesと Nicoll（1966），

Bem （1967），　上 村 と・j・林 （1968）， お よ び ，　 Bern

と Nicoll（1968） の 綜説 が あ る。

　 Fundugus 　heteroclitus　（Ba11 ＆ Pickford
，
1964）

や Peeci’ゴα latipinna 　（Olivereau＆ Ba1し　1964 ；

Ball＆ Olivereau，1964）で は ，妻炎水 に 適応 し た 魚 の

脳下垂休前葉 の erythrosinophtlic 　 cell （eta 　 cel1 ）が
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肥 大 して お り，こ の 細 胞 が プ ロ ラ ク チ ン を 分 泌 す

る　（Chadwick，ユ966 ； Emmart
，
　 Pickford ＆ Wil −

helmi，1966 ）。　 Emmart らは （Emmart ，　 Pickford＆
Wilhelmi，1966 ； Emrnart ＆ Mossakowski，1967）

螢 光 抗 体法 に よ っ て プ ロ ラ ク チ ン 産 出 細 胞 （以

後，フ ロ ラ ク チ ソ 細 胞 と よ ぶ ）を 確 認 し た 。
こ の

erythrosinophilic 　 cel1 は orangeophil をも示 し，

キ ン ギ ョ で は proximal に 近 い 部位の rostral 　 pars

distaiisに 最 も多い が，　 proximal 　 pars 　 distalis　 l1

も存在 し て い る （Emmart ，1969）。ベ ニ ザ ケ （On −

corhynchus 　 nerka ） の プ ロ ラ ク チ ン 細 胞 は 産 卵

の た め 趙 河 を 開始 した 直後 に 著 しい 活性 を 示 す こ と

が 螢光抗体法 で 確 め られ て い る　〔van 　 Overbeeke，
1967）。Tilapt

’
a で も同様に 淡水適応 の 個体 が 海水

適 応の 個体 よ り，プ ロ ラ ク チ ソ 細胞 の 活動 が 著 しい

（Dharmamba ＆ Nishioka，1968）。脳下垂体を尾部

の 筋肉中 に 口家移植 させ た 後 に 淡水 に 移すと プ ロ ラ

ク チ ン 細胞 が や は り活動像 を 示す こ とか ら，こ の 細

鞄 は 視床下部 の 調 節を受け て い ない の で は ない か と

の 考 え もある が，今 後 の 研 究を待 た ね ば な らな い

（Ball＆　Ohvereau，　1965）o

　 こ の 細胞 が 淡水中 で 増加あ る い は 肥 大 し て い る こ

と は ，プ ロ ．ラ ク チ ソ が 硬骨魚の 淡水適応 に 重要 で あ

る こ とを 示唆 し て い る が ，プ ロ ラ ク チ ン が ど の 器官

に 働 い て 淡水適応性を 増 して い る か に つ い て 決 定 的

な もの は な く ， 多 くの 部位に 働い て ，そ れ らの 総合

が 淡水適応性を 維持 して い る と考 え るの が 適 当 で あ

ろ う。

　 先 に 述 べ た よ うに ，プ ロ ラ ク チ ソ は 多種多様の 作

用 を 持…
っ て い る こ とか ら （Pigeon　 crop −stimulating ，

PCS ；Mammotropic
，
　MH ； Eft　water −drive，　EWD ；

Fresh−water 　survlval ，　 FWS ）♪そ の 生 物学的検定 も

多 くの 方法が用 い られ て い る 。 最近 ， あ る範甌 で は

プ ロ ラ ク チ ン 投 与 量 の 増加 に よ っ て 硬 骨 魚 の ；血中

Na 憤の 直線的 ヒ昇が 得 られ る こ と か ら脳 下 垂体を

除去 し た PoeciXia で プ ロ ラ ク チ ソ の 生物学的定量

検定 が 試 み られ て い る （Ball ＆ Ens 。 r，1967 ； En −

sor ＆ Ball
，
1968b ）。

　硬骨魚 の 淡水適瓦；に 対する 脳下垂体 の 役割 に つ い

て 最初 に 問題 を 提起 した Burden （1956） は脳下垂

体 を 除去 した F ．heteroclitttSは 淡水中 で ltll漿 CE

値 が 著 し く減少 す る こ とを 見い 出 し， こ れが 死 亡 の

原因 で あ る と考 え た 。
Pickford らは プ ロ ラ ク チ ソ に

血 漿 C1値保持 の 働 きが あ る と 予想 し て い る （Pick ・

ford，　Robertson 　＆ 　Sawyer ，　1965）。　Cl の 動 き は

ほ ぼ Na と 並 行 し て 行 わ れ る の で ， そ の 後，血

漿 Cl 値 に か ぎ ・）て プ ロ ラ ク チ ン の 役割 を 論 じた も

の は な い が，冬 の イ ト ヨ を 淡水 に 移 す と血 漿 Na 瞠

と 同 じ く血 漿 Cl 値 も減 少 し淡水適応 が 困難 で あ ろ

が 事前に プ ロ ラ ク チ ン 投 与を 行 っ て お くと こ の 減少

が 緩和 さ れ る （Lam ，
1968）。

　 Poecitia　tatipinna の 脳 ド垂体 を除 去 し淡水 中

に 24 時間お く と血 漿 Na 値 は 約 25％ 低 下 す る

が ，脳 F垂体除去 の 4 時間後 に プ ロ ラ ク チ ン を 与え

る と Na 値の 低 下 は 見 られ な い （Ball＆ Ensor ，
1965，1967）。冬 の イ ト ヨ が 淡水 に 遜 応 し に く い 腺

因 も血 中 の NaCl 値 の 急 激 な 低 下 に あ る ら し い。冬

の イ ト ヨ を 淡水 に 移行 させ る と血漿 Na 値 は 25％

低 下 す る が ， 移行前 に プ ロ ラ ク チ ソ を 与え て お くと

約 9 ％ の 低 下 しか み な い （Lam ，
1968）。 こ の こ とは

冬期 の イ トヨ が
“Physiological　 hypophysectomy ，，

の 状態で あ る　
．
つ の 論拠 と さ れ て い る （Lam ＆ Ho −

ar
，　1967 ；　Lam ＆ Leatherland

，　1969　a ）D

　 F ．　heteroclitus，　 Poecilia，　 Xiphophorus ，　 Gam −

busia，　 T ゴ彪 短α な どが 脳 ド垂体 な し に は 淡 水 に 生

き られ な い の に 対 し て ， ウ ナ ギ （Fontaine，　 Calla−

mand ＆ Olivereau
，
1949 ； Butler

，
1966，1967），

キ ソ ギ ョ　（Chavin ，
1956 ； Yarnazaki ，　1961），　ニ ジ

マ ス 　（Donaldson ＆ McB 面 e，1967）， 同 じ Fun ・

dulus 属 で も F ．　cliaPhanus （Pjckford ，
　 Robert ・

son ＆ Sawyer，1965），　 F ．　kansae 　（Stanley＆ Fie−

ming ，1966）な ど は 脳下垂体除去後 で も淡水中 に 長

く生 存す る。こ れ らの 魚 で も脳 下 垂体除去 に よ り血

漿 Na 値 の 低 下 は 見 られ る が 死 に 至 る程 の 減少 は お

こ らな い
。 ま た ，

プ ロ ラ ク チ ン の 注 射 に よ っ て 血 漿

Na 値の 低 下 は ある程度防げ る が，　 F ．’heteroclitus

や Poeciiia の よ うに 完 全 で は な い 。淡 水 生 存 の 不

可 能 な Tilapia の 場 合 （Dharmamba 　 et 　 at、，1967 ）

な ど も含 め て ，淡水 中 で の ［t］LFy　Na 値の 維持 に は

プ ロ ラ ク チ ン と共 に 他 の 脳 下 垂体 ホ ル モ ン が 勵い て

い る 可能性が 多 い
。

　 ウ ナ ギ は 脳下垂体除 去後淡水中 で の iflL漿 Na 値 の

減少 は 小 さ く，プ ロ ラ ク チ ン の 影響 は 見 られ な い 。

しか し，脱 イ オ ソ 水 に 移行 す る と Na 値 の 滅少 は 著

し く，除去直後 に 多量 の プ ロ ラ ク チ ン を 与 え る と血

漿 Na 値 の 低下をある 程度 お さ え る　（Oilvereau ＆

Chartler−Baraduc
，
1966 ；Butler

，
ユ967）。

　脳 下 垂体を除去し た キ ン ギ 。 は 淡水中 で ［f巳漿 Na

値と C1 値が 著 し く減少す る （Ogawa ，1968 　a の 結

果 で は Na　22％ Cl　 32％，　 Lahlou＆ Sawyer，ユ969
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の 結果 で は Na 　34％ ，　Cl　55％　の 減少）。 こ の 場合

尿 中 の Na 値 は 増 え る が 尿 量 は 半減 す る の で 尿 か

ら の Na の 損失 は 変 らず腎以 外 か ら 〔多 くは 鰓 か

ら ） Na が 失 な わ れ．プ ロ ラ タ チ ソ は こ の よ うな変

化を完全 で は な い が お さ え る CLahlou＆ Sawyer
，

1969）。

　F ．　kansae は脳下垂休 を除去 して も淡水中 で は血

漿 Na 値 の 変 化 は ほ とん ど な い し，プ ロ ラ ク チ ソ

を 投与 して も影響 は な い 。 しか し，　  ．4M の 食塩

水 中で は ，歪 常 な個体 に も脳 ド垂体を除去 し た 個体

に も プ ロ ラ ク チ ソ の 効 果 が あ り血 漿 Na 値 は 上 昇 す

る 　（Stanley ＆ Fleming，ユ967）。

　海産魚 の 鰓 に お け る Na イ オ ン の 交換 は極め て 大

き く ， 交換 可 能 な 細胞外 ス ペ ース の Na ＋

の 約 30％

が 1時 間 100g 体重当 り交換 さ れ る と云 われ る。こ

れ に 対 して 淡水魚 の 鰓 は 5 ％ 以 下 の Na 交換 を行 っ

て い る に 過 ぎ な い 〔Motais　 et 　 al ．
，
1966 ； Motais

，

1957）。今，広塩魚を海水 か ら淡水 に 移すと Na ’

の

流 入 は直 ち に 減少す る が，流出 の 減少 も こ れ に と も

な っ て 行われ る。 F ．　heteroeiitusで は淡水移行後

2 日 以 内に 淡 水適 応 の レ ベ ル に 達 し，体 内 の Na ＋

平衡 が 保 た れ る よ う に な る。脳 下 垂 体 を 除 い た

Fundutus を 海水 か ら淡水 に 入 れ る と Na ＋

流出景の

低下 が 充分 に 行 わ れ ず ， こ れ が 血漿 Na ＋

値を低 く

す る 原因 で あ る こ とが わ か る。 プ ロ ラ ク チ ソ は こ の

流出量の 低 下 を 促 進 し流 入 量 とつ りあ わ せ る． Na ＋

流 入 量 に 対 し て は プ ロ ラ ク チ ソ は 影響 を 与 え な い

（Maetz 　 et 　 al ．
，
　 ］967）。　 Poecilia　latipinna で も同

様 な 乙 と が み られ る （Ensor ＆ Ball，1968　a ）。

　 た だ ，こ こ で 注 目 した い の は ，　 Fundulus 　hete −

？
’
ociitus ，　XiPhoPhorus ，

　Poecilia
，
Tilapia な ど

で は 脳 下 垂体除 去後 ， 淡水中 で の 生存 に プ ロ ラ ク チ

ソ だ けが 効果的 で あ る が， Cambusia で は ACTH

もプ ロ ラ ク チ ソ と 1司 じ様 に 淡水 中で の 生存 に 有効 で

あ る （Chambolle， ユ967）。 ま た ， 脳下垂体を除去 し

た ウ ナ ギ は 血 漿 塩 類 （Na ，　Ca ，　 Cl） の ほ か ，筋 肉で

も Na ，　 K ，　 Mg な ど の 低 下 が 見 られ 含水量 の 増加 が

1 立 つ
。 こ れ に プ ロ ラ ク チ ン を 投与 す る と筋 肉中の

塩類含有量 は 変化 しな い が 含水 量 は 正常値近 くに 低

下 回 復 す る 。 副 腎 皮質刺激 ホ ル モ ン （ACTH ）， ま

た は コ ーチ ソ ル を与 え る と含水 量 は増加 し た ままで

塩 類含有量 だ け が 正 常値 に 回 復す る。脳下 垂体を除

去 した ウ ナ ギ で ，こ の よ うに プ ロ ラ ク チ ソ と コ ーチ

ソ ル をあ わ せ て 用 い る と は じ め て 血 漿 お よ び 筋 肉中

の 塩 類値 と 含水量 が 正常値 に 回復 す る の は 興味 が あ

る　　（Charl，　Chester　Jones＆ Mosley ，　1968）o

　血 液浸透 圧 （plasnla　 osmolality ）1！つ い て もプ ロ

ラ ク チ ソ の 重要 さ は 指摘 さ れ て い る 。 プ ロ ラ ク チ ソ

投与 に よ って ．脳 下 垂 体 を 除去 した F ．heterocti−

tzas の 血 液浸透 圧 を 淡水中 で IE常 に 保 た せ る こ と

が で き る し （Pickford，　 Pang ＆ Sawyer
，
1966＞，

キ

ン ギ 。で も脳 下 垂体除去 で 低下 し た 浸透 圧 を プ ロ ラ

ク チ ン が 回 復 さ せ る　（Donaldsen，　 Yamazaki ＆

Clarke，1968）。
　 Tilapia で は 必 ず し も明確 で な い

が （Dharmamba 　 et 　 ai ．，1967），多 量 に 与 え る と

Tilapia で も 血液浸透圧 は 上 昇 す る （Dharmamba ，
1968）。先 に 述 べ た キ ソ ギ ョで も多量 （11u ／gr 　BW ）

に 与 え て い る の は生 理 学的 な プ ロ ラ ク チ ソ 量 と して

は 問 題 が あ る。

　遯 河 前の 春 の イ ト ヨ は 海水 か ら淡水 に 移 す と 2 時

間後 に ［inva浸透圧は約 1  ％ 減少す る が 4 時間後 に

は ほ ほ 初 め の 値 に 戻 る。と こ ろ が 冬 の イ ト ヨ を淡水

に 移す と 血液 浸透圧 の 減少 は 4 時問後 に 2  ％ 以上

に 達 し，そ の 後回復 す る が， 1 日後 に も春 の イ ト ヨ

の 様 に 完全 に は 戻 らな い e こ の 冬 の イ ト ヨ に プ ロ ラ

ク チ ン を移行 24 時 間前 に 与 え る と 【flL液浸透圧 は春

の イ ト ヨ と 同様 な 変化 を た ど る 。一
方，そ の 時 の 尿

の 浸透圧は春 の イ ト ヨ で 淡水 IC移行後 8時間で淡水

の レ ベ ル まで ドる し （250．→160mOsm1L ）， プ ロ ラ

ク チ ン を与 え る と 臾 に 早 く 1時間後 に こ の レ ベ ル ま

で
．．
Fる。しか し，冬 の イ ト ヨ で は なか な か 尿 の 浸透

圧 は 低 ドし な い が ，こ れ に プ ロ ラ ク チ ン を 与 え る と

春 の イ ト ヨ と同 様 な 低下 を 示 す e さ らに ，冬 の イ ト

ヨ に 長 日処 理　（16 時間照明） を ほ ど こ して 淡水に

移行す る と 春 の イ ト ヨ と同 じ 様 な 【li蔽 浸透 圧 お よ び

尿 の 浸透 圧 の 変化 を 示す。以 上 か ら，プ ロ ラ ク チ ン

は 血 液浸透 圧 の 保持 と 尿の 浸透 圧 の 低下 に 関与 して

い る だ け で な く， 冬 の イ トヨ で は プ ロ ラ ク チ ン の

分泌 が 少 な い か ま た は 全 くな い こ と が 推論 さ れ る

（Lam ，1965 ； Lam ＆ Hear ，1967）。また 更 に ，プ

ロ ラ ク チ ン の 分泌 に は 日 照 時 聞 が 最 も大 きな 要因

と考 え ら れ ，
そ の 後 の

一
連 の 実 験 が 進 め ら れ て い

る （Lam ＆ Leatherland，1969　a，　b ； Leatherland ＆

Lam ，　1969　b）o

　 硬骨魚 は 淡水中で 低調 尿 を 多量 に 排 泄す る 。 プ ロ

ラ ク チ ン は低調尿の 排 泄 に 闘 与 して い る 可 能性は あ

ろ が ，尿 量 を い か に 調節 し て い る か は 解決 さ れ て い

な い
。 海産魚 は淡水魚 とは 逆 に脱水 と 塩類過 剰の 危

険 に さ ら さ れ て い る の で ，排泄 す る尿 量 も淡水魚 に

比 し て 非常に 少な く， 淡水魚 は ほ と ん ど水を の ま な

い が ，海産魚 は 海水を の み 腸 か ら吸 収 して 水を補給

し て い る 。腸 で は ま ず Na と Ct と か 吸 収 さ れ 血 液
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よ り低 浸透 圧 に な る と水 の 吸収が お こ る 。 吸収 され

た 過剰 の Na と Cl は ほ とん どが 鰓 か ら排 出され

るが ，こ こ で 腸 の 水吸収 に お よ ぼ す プ ロ ラ ク チ ン お

よ び 他 の ホ ル モ ン の 働 きが 適応機構 を 考 え るの に 意

義を 持 っ て くる 。 両 端を閉じた ウ ナ ギ の 腸 の 内外 に

リ ン ガ
ー．

液 を 溝 た し 内部 か ら外部へ の 水 の 移 動 を み

る と，海水適応 した ウ ナ ギ で は淡水飼育 ウ ナ ギ の 3

倍近 い 移動 が あ る。あ ら か じ め ウ ナ ギ の 脳 下 垂 体 を

除去 して 海水 に 移 す と腸 に お け る水 輸送 の 増加 は 全

くみ られ な い 。こ れ に 対応 す る ホ ル モ ン は副腎 皮質

刺激ホ ル モ ソ （ACTH ）で あ り，
コ
ー

チ ソ ル で あ っ
た。淡水 ウ ナ ギ に こ れ らの ホ ル モ ン を 注射す る と ，

そ の 腸 を 海水 型 に か え る こ とが で き る が，プ ロ ラ ク

チ ン を 含 め た 他 の ホ ル モ ソ で は こ の 作用 を 示 さな い

くHirano ＆ Utida
，
1968）。こ の こ と か らも プ ロ ラ ク

チ ン は 魚類 の 淡水適応 に ，海水適応 に は ACTH 一
コ

ー
チ ソ ル 系が 重 要 な 働 きを 持 って い る こ と が わ か

る。魚類の 回遊 と体 内浸透 圧 調節 に つ い て は す ぐれ

た 蒜 説 が あ る （内 田 1969）。

　今 まで は ， 脳 F垂体除去 や 海水 か ら淡水 に 移行し

た こ と に よ っ て 生 じ た血漿塩 類 量 や 血 液浸透圧 の 変
化 を プ ロ ラ ク チ ン が 調節 して い る こ とを中心 に 述 べ

て き た が，プ ロ ラ ク チ ソ が 鰡 や 腎臓 ・腸管に ど ん な

組織学的 な 変 化 を お よ ぽ して い る か に つ い て は 研究

が 少 な い。特 に 鰓 や 腸管 に つ い て は 全 くな い
。

こ れ

は ，そ れ ぞ れ の 上 皮細胞 の 細飽膜 で の ・イオ ソ 透過性

の 問題，あ る い は 水 また は 塩 類 の active　transport

の 問題 に 関 係 し ， 光顕 レ ベ ル で は そ の 変化 を と らえ

る こ とが 出来ず電顕 レ ベ ル の 組織化学的 解 析 を 必要

と して い る か ら だ と思 わ れ る 。 海水適応時 の 鯛 組

織 ， 特 に 塩細胞 に つ い て の こ の 分野 の 研 究 は 東大海

洋研 で 内 田 教授を中心 に 進 め られ て い る （白 井 ・水
平 1969 ；神谷 ・白井 ・内田 ，

1969）。

　 プ ロ ラ ク チ ソ が 脳 ド垂体除去 に よ っ て 雄ず る 腎 組

織 の 退 化 を 回 復 させ る とい う報告が あ る （Stanley ＆

Fleming ，1963）。

一
般 に硬骨魚 は 淡水 か ら海 水 へ の

移動 に よ っ て 尿量 が 減少 し，逆 に 海水 か ら淡水へ の

移動 で は 尿量 が 増加す る 。
キ ソ ギ ，を稀 釈 海水 に 移

す と ま ず腎糸球体 の 萎縮が 見 られ る （Ogawa ，196王）。
反対 に ，イ ト ヨ を 海 水 か ら淡水 に 移す と最初 の 6 時

間以 内に 腎 糸 球 体 の 拡 張 が 観察 され る （Ogawa ，

1968a ）。 尿 量 の 増減 は，まず腎糸球体濾過量（Glo−

merular 　 filtration　 rate ，　 GFR ） の 増減に 基 づ くこ と

は よ く知 嗣 げ こ こ と で あり，そ れ が 形態的 に は 腎糸

球体 の 拡張 ・萎縮 と して とらえ る こ とが 出来 る よ う

に 思 う。

　 春 の イ トヨ で は 淡水 に 移す と尿 の 浸 透 圧 は す ぐ淡

水 レ ベ ル に 下 り，冬の イ ト ヨ よ り淡水適応 が 極め て

容易 で あ る。冬 の イ ト ヨ で も移行前に プ ロ ラ ク チ ソ

を与え た り長 日 処 理 を ほ ど こ す と春 の イ ト ヨ と 同 じ

淡水適応 を 示 す こ と か ら，プ ロ ラ ク チ ン は腎機能 の

な か で 尿 浸 透圧 の 低 下，即 ち，細尿管 で の 水 の 再吸

収 能 の 低 下 ，塩 類再吸収 の 上 昇，糸球体濾過量 の

増加 の 三 つ の 可能性 に 関与 し て い る と考え られ る

（Lam ，
1965

，
1968 ；Lam ＆ Hoar，1967）。淡水 回

遊を 始 め る 前の 春 の イ ト ヨ は，海水域に もど った 冬

の イ ト ヨ よ り淡水 に 移 す と 腎 糸球体 の 拡張 が 早 く大

きい （Ogawa ，1968　a ）。 こ の こ と は 春 の イ ト ヨ は
・冬 の イ トヨ に 比 して ，糸球体濾過量 が 増加 し低謂尿

を よ り早 く， 多 く排 泄 す る 働 き が 形態 に あらわ れ た

もの と推論出来 る 。 こ の よ うな 淡水適応 の 季節的 な

ち が い は ，先 に 述 べ た よ うに 脳 下垂体 か らの プ ロ ラ

ク チ ン 分泌 量 の 季節的差異 に 関係が あ る と 同時 に，
プ ロ ラ ク チ ソ は 糸 球体濾過量の 増加 を もた らす可能

性 を 考 え る こ とが 出来 る　（Lockett，1965 は ネ コ の

腎臓 で プ ロ ラ ク チ ン は腎 血 流 量 と 糸球体濾過 量 を増
加 させ ，そ の 結 果尿量 も増加 させ る こ と を見 て い

る ）。 直接，プ ロ ラ ク チ ソ の 腎 糸 球 体 に 対す る 効 果

を観察し た 結果 で は，冬の イ ト ヨ を 淡水 に 移す24時
間前 に 1 回 プ ロ ラ ク チ ン を．与え て お くと ， 春 の イ ト

ヨ の よ う に 移行後 に は 糸 球体 の 拡張 が 顕 著 に 見 られ．

た （Lam ＆ Leatherland
，
1969　b ）。 こ の 実験 で は ，

ボ ーマ ン の うと そ の な か の 糸球体 （Glomerular　tuft）
と の 比 （Glornerular　ratio ＝Tuft　diameter！Capsu！e

diameter） を測定 し こ の 比 は プ ロ ラ ク チ ン を 与え る

と 大 き くな b，腎　itn流 の 増加 を 意味す る もの と考 え

て い る。

　 こ れ と は 別 に ，正 常 な ウ ナ ギ に プ ロ ラ ク チ ソ を・与
え る と，上 皮細胞 の 核や 仁 の 肥大 の ほ か 上 皮 細 胞 そ

れ 自 身の 肥大 が 腎臓 の 集合管 で 特 に 著 しい 。脳 下 垂

体 を除去 し た ウ ナ ギ で は 基部 曲 節 第 1 部
・
第 2 部 お

よ び 末部曲節 の 細尿管上皮細胞 で 退 化像が 見 られ る

が ， プ ロ ラ ク チ ン に よ っ て こ の 部位 の 上 皮細胞 が 肥

大す る （Olivereau＆ Lemoine，1968，1969）。 キ ン

ギ 。 で は 脳 下 垂体を除去 した 後，プ ロ ラ ク チ ン を連

続的 に投与す る と集合管 と輸尿管 の 上 皮 細 胞 が 著 し

く肥大 す る （Ogawa ，1969b ）。

　L の ほ か ，ウ ナ ギ で は プ ロ ラ ク チ ン が 甲状 腺刺激

ホ ル モ ン （TSH ） の 分泌 を か い し て 甲状 腺の 活動 を

促進 して い る ら しい 　（O］ivereau，1965
，
1968）。 こ
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の 実験で は プ ロ ラ ク チ ン が 甲状腺刺激ホ ル モ ン 放出

因 子 （TRF ） と して働 い て い る と推論 して い る が ，

こ れ は 今後研 究 を 積 ま な け れ ば な ら な い 問 題 の よ う

に 思 わ れ る。

　 Burden （1956） は 脳下垂体除 去 に よ っ て F ．　hete・

roclit
−
” S の 口 腔 お よ び 鰓 上 皮 の 粘液細胞 が 減少 し，

こ れ も淡水中 で 生 存出来 な い 一
因だ と考 え て い る e

プ ロ ラ ク チ ソ は SymPhysoden 　 discus の 上 皮組織

を 肥厚 さ せ 粘液 の 分泌 ， い わ ゆ る デ ス カ ス ・ミル ク

の 分泌 を 増大 す る （Egami ＆ Ishii
，
1962）。

　 Ptero ・

Ph3，llum　 scalare で は プ ロ ラ ク チ ソ を 与 え る と 鱗

上 の 粘 液 細 胞 数 が 増加 す る し （BIUm ＆ Fiedler
，

1965）， イ ト ヨ Casteresteus 　 aculeatus で も同 じ

よ うに 鰓 ．ヒ 皮 の 粘液 細胞 密度 が 増 大 す る （Leath −

erland ＆ Lam ，1969　a ）。と こ ろ が Titapia 　mos −

sambica で は脳下垂体を除去 して も， 除去 した 後 に

プ ロ ラ ク チ ン を投与 して も粘液黜胞数 に は 全 く変化

が な い よ うで あ る （Bowman ，　Bern ＆ Nandi ，1967）。

　 キ ソ ギ コで は，脳 ド垂 体除去後 鱗．．Lの 粘液細 胞 は

減 り， 2 な い し 3 邇閥後 に は 半減 し，綱 匏 の 径 も著

しく小 さい まま で 粘液細胞の 成長が 見 られ な い 。ま

た ， 脳 下 垂 体 を 尾 部 近 くの 筋 肉中 に 自 家移 植 す る と

粘液細胞 の 大 き さ や 数 に は 変 化 が な い （Ogawa ＆

Johansen， 1967＞。 脳 下 垂 体 が 粘液細胞 の 発 達 に 何

ら か の 役割 を 持 一
） て い る こ とは うた が え な い が ，キ

ソ ギ ，の 粘液細胞 に 対 す る 最 近 の 結 果 は，脳 下 垂体

を除去 し 2週 目よ り隔 日 に プ ロ ラ ク チ ン を 合計 8 回

与 え る と粘液細 胞 の 平 均径 は 正 常 な もの に 近 く，細

胞数 もほ と ん ど減少 しな い 。粘液細胞 は全分泌細胞

（Holocrine　 cell ） と考 え られ て い る の で ，細 飽 数 ・

細胞径 か ら判断 して 粘液細胞 が 新 生 さ れ る よ り は，

存在 し て い た 粘液細胞 の 成長 が 促進 さ れ た と 考え

られ ，脳 下 垂体除去後か な り経 て （ユ6 週 間） プ ロ

ラ ク チ ン を 投与 す る と こ の こ と が よ り明確 で あ る

（Ogawa ，／969a ）。 こ の よ うな プ ロ ラ ク チ ソ の 働き

は ，プ ロ ラ ク チ ソ が 脳 F垂体 を 除去 し た F ．hetero・

cli7tUS の 黒 色素胞 の 新生 は 促 さ ず に メ ラ ニソ 合成

だ けを 促進 して い る結果 と似て 興味 が あ る （Kosto ，

Pickford ＆ Foster，1959 ）。夏 の キ ソ ギ コ 　（正 常

個体） に プ ロ ラ ク チ ソ を与 え る と 粘 液 細 胞 の 新 生

や成長 が 抑 制 され る 傾 向が あ り ， 冬 の キ ソ ギ ョに

伺 じ処 理 を す る と粘 液 細 胞 の 成 長 が 見 られ る。こ

の よ うな 季節 に よ る プ ロ ラ ク チ ン の 反応 の ち が い

は ，
Hoar と Lam ら が ．イ ト ヨ で プ ロ ラ ク チ ン 分泌

の 季節的変 化 を 考 え ， 特 に ．冬 に は
“Physiological

hypophysectomy
”

の 状態 で あ る と の 考 え を （Hoar ，

1965 ； Lam ＆ Hoar ，1967 ；Lam ，1968 ； Lam ＆

Leatherland，1969　a ） キ ン
！
ギ ョ に もあ て は め る こ と

が 出来 る と 考え る （Ogawa ，1969　a ）。

　 プ ロ ラ ク チ ン が 粘液細胞 の 成長，ま た 粘液 そ れ 自

身 の 合成 に ど の よ うに 関与 して い る か に つ い て は ま

だ 問題 で あ る し，魚 の 体表の 粘液 が 浸透圧調節 に ど

ん な役割 を は た して い る か は 明 ら か で な い
。 しか

し，蟋上 皮を お お っ た 粘液が 主 に 淡水 liI で 鰓 か らの

塩類 の 損失 を 防い で い る NJ 能性 は 充 分 検 討 し な け

ればならない だ ろ う （Potts＆ Evans，1966）。冬 の

イ トヨ に あ らか じめ プ ロ ラ ク チ ソ を 投 与 して お くと

頭部 （鰓 も含 め て ） か らの NaC ［ と
“ c一イ ヌ リ ソ

の 損失 が 減少 す る （Lam ，1969 ）。こ の 場合 に も鰓 L

皮 の 枯 液 の 存在 を 重 要視 して い る の は 興 味 が あ る。

　今 ま で 述べ て き た 実験 に つ い て は プ ロ ラ ク チ ン 投

与 を ど の時刻 に行 っ て い る か に つ い て は必 ず し も明

確 で な い 。
Lee と Meier （1968） は golden　topmin ・

nOW ，　 F ．　chrysotUS で 日 中 に プ ロ ラ ク チ ン を 投 与

し た 場合 と 早 朝 に投与 した 場合 と で は 体重 の 増加 に

ちが い が あ り，投 与す る時間 も重要 な 意味を持 っ て

い る こ とを 示 し た 。
こ の 結果 か ら脳 下 垂体 の プ ロ ラ

ク チ ン 分 泌 の 日週 変 化 が 脂 肪 の 蓄 積 を 調節 して い る

と推 論 し て い る 。

　こ の 他 に
，

プ ロ ラ ク チ ソ は Diirema 　 temmincki

な ど の 胎 生 硬 骨 魚 の 妊娠持続 に 必要 で あ っ た り

（lshii， 1961），貯精 の う Seminal 　 vesicle の 発達 に

も重要 な 役割を は た して い る （Sundararaj＆ GGS・

wami ，1965）。また， キ ン ギ 。 は 脳下垂体除去 に よ

っ て 高温耐久性 が 低 下 す る が 脳 F垂体 ホ ル モ ン の 中

で プ ロ ラ ク チ ソ が 高温耐久 の た め に 不可欠 の もの で

あ る ら しい （Johansen，！967）。

　最後 に ，プ ロ ラ ク チ ン が 魚類 の 生 殖 行 勤 に は た

す 役割 に も多 くの 問 題 が あ る。Bltim　と　Fiedler

（1965） の SPtmPhysoden に っ い て ，　 Smith と Hoar

（1967） の イ トヨ に つ い て の 研 究 が あ り， 詳細を述

べ る余裕 は な い が ，Hoar （1965） の 踪 説 もあ る の

で ，そ れ らを．参照 され た い 。

　東 大 海洋研 ・内出 清
一

郎教授 か ら御助 言を 頂 い た

こ とを付 記 し厚謝す る。
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