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卵巣と 副腎皮質 は発生学的 に も内分泌学的 にも相 互

に 密接な 関連性 を有し て い る
1)2)

. 両臓器共に 間脳一下垂

体 の 支 配 下 に あ る の み な ら ず , 分 泌 す る

s te r o id h o r m o n e の 種 類 に お い て も c o rti s ol .

p r o g e s t e r o n e . e st r o g e n , a n d r o g e n な ど分泌 量はそ

れ ぞ れ異 な るが t 質的 に は共通 の S t e r O i d が 含ま れ て

い る .

副 腎皮質か ら分泌さ れ る e s t r o g e n , a n d r o g e n な ど

の S e X S t e r Oi d は 主 に 乳状 層 か ら 分 泌 さ れ る と さ

れ
帥

, ま た束状層 か らも分泌さ れ る と さ れて い るが
印I

そ の 詳細 に つ い て は なお 明 らか で な い 点 が 少 な く な

い
.

女性に お い て 分泌さ れ る a n d r o g e n の ほ と ん ど す

べ て は副腎皮質 に 由来する . そ の 生理 学的意義 と く に

産 科婦人科学 領域 に 関連する面で の 意義 に つ い て は ,

漸次明らか に さ れ つ つ あ る が な お不分 明の 面が 多い ･

副 腎 性 a n d o r o g e n の 主 要 分 画 は d e h y d r o e p i

a n d r o s t e r o n e (D H A ) と さ れ . そ れ は D H A - S u lf a t e

のH A ･ S ) の C O nj u g a t e の 形で 分泌さ れ る とさ れ て

い る . 女性 に お け る血中 , 尿中17
- k et o s t e r o id (1 7

- K S ) 値お よ び D H A 値 の 年令推移曲線 は極め て 特 徴

的な a g e d e p e n d e n t な c u r v e を 示し て い る
7J819)

. わ れ

われ の 教室 に お け る測定結果 にお い て も , 血中 . 尿中

D H A 分画値 は p r e p u b e rt y の 時期か ら 急上 昇 し 20

才前後 に p e a k に達し て い る . こ の 分泌源は 副腎皮 質

で あ る が . こ の 急激 な分泌 を促 がす支配 ホ ル モ ン や 分

泌 機序 , 分泌さ れ た D H A の 生理学 的意義 な ど は , 婦人

科内分泌学面か らも極 めて 興味あ る 問題 で あ る .
ヒ ト

に お ける実験 内分泌学で は副腎皮質か らの D H A -

S ,

D H A の 分泌 を支配す る ホ ル モ ン は A C T H と す る見解

が 多い
川Jl ll

.

一 方 , a d r e n al a n d r o g e n の 分泌 にF S H

や L H な ど の g o n a d o t r o pi n が 関与 し て い る 可能性

が 示唆さ れ る と す る報 告も あ る
1 2 州

. 実験結果の 上か

ら は外因塵 A C T H 投与に よ り . 血中 , 尿中 D H A 値お

よ び 17
-

K S 値が 上昇す るの は 明確 な事 実 と み なさ

れ る .
こ れ に 反 し , 各種 g o n a d o t r o p i n 投与時の副腎

皮 質の 反応 は必 ず し も著明 で は な い . A C T H が 副腎

皮質か らの a d r e n a l an d r o g e n の 分 泌 を 司 ど る 単
一

支配 ホ ル モ ンと 仮定する と , 上記 の 実験結果につ いて

は
一 応 の 説明が っ く が

,
a d r e n al a n d r o g e n の 特徴的

な a g e d e p e n d e n t な動態の 説明は や や 困 難 に な るよ

う に 思 わ れ る . ま た 分 泌 さ れ た D H A- S .
D H A の

A C T H に 対する n e g a ti v e f e e d b a c k 作 用 そ の 他の中

枢 に 対す る直接的間接的作用 の 有無が 問題と なる . さ

ら に p r e p u b e r t y の a d r e n al a n d r o g e n 分 泌 の 急上

昇 .
そ れ と 一 致 し て お こ る g o n a d o t r o pi n の 急上

昇,
A C T H の 動態の 3 者が 各 々 独立 し て 変 動 す る の

か , あ る い は こ れ ら の う ち の 2 音叉 は3 者が相互に何

らか の 関連性を 有し て 増減す る の か も上記に 関連して

重要 な問題で あ る が
, 今日 な お そ の 説明 は明らかで は

な い .

a d r e n al a n d r o g e n は 胎 児 副 腎皮 質 の い わ ゆ る

f e t a l z o n e か ら も D H A - S の 形 で 大 量 に 分 泌され 1

1 6 ｡
. , O H - D H A を介 して 胎 盤 で e s t r i o l に 転 換さ れ

分 泌さ れ て い る
14 憫

. 妊娠時大量 に 分泌さ れ て いる

h u m a n ch o ri o n i c g o n a d o t r o p i n (h C G ) お よ ぴ

p r o g e s t e r o n e が 胎盤の S y n C y ti u m か ら分泌さ れる

の に 反 し
16 J

t 妊 娠時 の 大量の e s t ri o l が 副腎皮質 に 由

Eff e ct s of a d rn i ni st r a ti o n of d e h y d r o e p i a n d r o s t e r o n e a c e t a t e
,

e S t ri o l a n d h u m a n

c h o ri o ni c g o n a d ot r o p i n o n m o r p h o l o g i c al c h a n g e s i n r at a d r e n al c o r t e x ･ M a s a hi r o

H a y a sh i , D e p a r t m e n t of O b st e t ri c s a n d G y n e c o l o g y ( D i r e ct o r ; P r o f ･ E ･ N ishid a) ,

S c h o o l o f M e dic i n e , K a n a z a w a U n i v e r sit y .



D H A
,
E s t ri o l

,
b C G の 副腎皮質に 及ぼす 影響

来する こ と ば興 味深い こ と で ある . 胎児副 腎皮質か ら

の ad r e n a l a n d r o g e n の 分泌 は胎児下 垂 体 の A C T H

に C O n t r O l さ れ て い る と さ れ るが
1 7 = 8 J

,

一 方 . A C T H

以 外 の 因 子 も 影 響 を 与 え て い る と さ れ て い

る . e st r O g e n 投与に よ り胎仔副腎が 肥 大 し た と の 報

告も ある が , 妊娠時の e s t ri o l も胎児副腎 に何 ら か の

影響を及 ぼ して い る可能性 もあ る .

A C T H や g o n a d o t r o pi n な ど の p r o t e o h o r m o n e

は S t e r Oi d 分泌 ホ ル モ ン と して 作用す る こ と が
一 般 で

ある . 妊 娠時著増 す る h C G は母体黄体を 肥 大 さ せ る

が .
一 方妊娠早期 に 両側卵巣を 摘除 して も流産 はお こ

らず
一9)

. 従 っ て 妊娠継続維持に 必要 な p r o g e s t e r o n e

は胎盤か ら充分分泌さ れ て い る と考え られ て い る . 胎

盤から相当量 の p r o g e s t e r o n e の 分泌す る妊娠中期 ,

末期に お い て も か な りの 量 の h C G が 分泌さ れ て い る

が, そ の h C G の 子宮内で の 作用 , す なわ ち , 胎 盤内に

おける作用や胎児 に 及ぼ す影響 な ど に つ い て は , ほ と

ん ど全く 知 られ て い ない
. 著者は D H A . h C G

,
e S t ri o I

の各ホ ル モ ン が副腎皮質 に 及ぼす影響を 検索する目的

で . 両側卵巣摘除 ラ ッ トを 用い
,

こ れ に D H A r

a c e t a t e
,

h C G . e s t ri o l を投与し , 副腎皮質と く に s e x s t e r o i d

を分泌す る と さ れ る網状 層 , お よ び束状 層 へ の 移行部

を中心と し て 光顧的 , 電顕 的に観察し
,

こ れ ら ホ ル モ

ン が副腎皮質各層の 厚さ や 各細胞小器官 の 形態 お よ び

量的変動な ど に 及ぼ す影響 を比較検討し た .

実 験 方 法

体重100 g 前後の 同腹 W i s t a r 系雌 ラ ッ ト 1 腹 4 ～

5 匹 1 5 腹 を 4 群に 分け , e th e r 麻酔下 に 側 腹 部 よ り

両側卵巣を摘除 し, 手術 後3 週間放置 し , 膣 s m e a r が

d i e s t r u s の 状態に 固定 し た こ と を確認 し た後 , 実験 を

開始した ･ 飼料 は ラ ッ ト繁殖用固型飼料 ( オ リ エ ン タ

ル N M F) と 水と を自 由に 摂取さ せ
, 飼育環 境 に 室 温

( 20
0

c 前後) , 自然 採光 と した .

ラ ッ ト各群 は A . B
.
C

.
D 群と し ∴次の 如く に 処置し

た .

A 群 : D H A - A c 隔 日 10 m g 7 週 間投与 ,

B 群 : e S t ri o l 隔 日 10 m g 7 週 間投与 .

C 群 ‥ h C G 隔日 10 0i . u . 7 週 間投与 ,

D 群 : 対照 群 ( 油性溶媒注射)

注射は ほ ぼ 一 定 の 時間 に背部皮下 に 行 な っ た .

注射終了後 , e th e r 麻酔下で 開腹 し ,
- 側副 腎 ( 左

側) を速や か に 摘出し , 直 ちに 電顕試料の 作製 に供 し

た ･ なお , 麻艶 聞腹 , 副腎摘出に際し て は. 実験条

件が 一 定と な る よ う慎重 に 留意し た .

摘出副腎 は直ち に 0 ～

4
0

c の 氷室内に お い て , 2 . 5

6 9 9

% ダル ク
ー ル ア ル デ ヒ ド ( 0 . 1 M カ コ ジ ル 酸緩 衝 液

P H7 ･ 4 ) 中で 締切 し , 引さ続き同固定液で 約60 分間 ,

前固定 し, 次 い で 2 % オ ス ミ ウ ム 酸 ( 同上 緩 衝 液

p H7 ･ 4 ) で 約90 分間 , 後固定 した . そ の 後 , 試料を漸

次高濃度の エ チ ル ア ル コ
ー ル 系列で脱水 , 置換剤と し

て 酸化 プ ロ ピ レ ン を 使用 し
.

ェ ボ ン 8 12 で 包壊 した .

切片の 作製 は ガラ ス ナ イ フ を用い
, P o r t e r M T

-

Ⅰ‡

な い し , L K B 8 800 U l t r o t o m e に よ っ た . 初 め に 1 ～

5 〟 の 切片を 作り . 0 .1 % ト ル イ ジ ン ブル ー 染 色 を 施

し ･ 組織 の オリ 云 ン テ ー シ ョ ン と光顕模本の 製作に 供

した ･ 超薄切片は sil v e r な い し sil v e r ･ g O ld の 干渉 色

を 呈 する もの を選 び , 切片 を シ ー

トメ ッ シ ュ に載物後 ,

酢酸 ウ ラ ニ ー ル と 鉛の 二 重染色を行 な っ た . 観察に は

日立 H U
-

1 1 D S 型( 7 5 K V ) . 日本電子J E M
q

lOO B

型( 8 0 K V ) の 2 種 の 電子顕微鏡を用 い
. 直接倍率2 000

～

2 00 0 0 倍で 撮影 し た .

な お
, 他側副腎 ( 右側) は光顕的観察の ため . 摘 出

後被膜 に 付着す る脂肪組轟臥 血液成分を 充分取り 除童 ,

t o r si o n b a l a n c e で 重量測定後 . 10 % ホ ル マ リ ン に

固 乱 脱 水 後 ,
パ ラ フ

ィ
ン 包 埋 し て 薄 切

し ･
h e m a t o x yli n e o si n 染色を行 な っ た . 薄切に際 し

て は , 副腎の 腎臓 面 を底面と して お き . それ を上か ら

見 た場合の 長軸 に 平行 に 薄切 した . 各群 の 比較 は そ れ

ら の 正中部の 最大面積の 数切片を 中 心 と し て 行 な っ

た .

実 験 結 果

〔Ⅰ〕 各実験群の ラ ッ ト屠殺 臥 体重 , 副腎重量 ( 右

側) . 及 び副腎腎臓面を底面と した副腎長軸正 中

部縦 断断面に お ける副腎各層の実面積

( 1 ) 各群 の ラ ッ ト 屠殺時 , 体重 . 副 腎重量( 右側) ,

及 び副腎の 体重100 g 比 .

各群 ( 各 4 匹) の 平均 は
, 蓑1 , 図 1 . に 示す如く ,

対輿群は , 体重271 .8 ± 4 . 7 ( g) 副腎重量42･ . 5 ± 3 .2

( m g) 体重1 00 g
■ 比15 .6 ± 1 .0 ( m g ) D H A 投与群

は そ れ ぞ れ , 2 5 7 .5 ± 1 4 . 2 2 0 .8 ± 1 .1 8 . 1 ± 0 . 1

E s t ri o l 投与群は , 1 4 4 .0 ± 1 2 .9 26 .3 ± 5 .1 1 8 .1

± 2 ･O H C G 投 与 群 は , 27 4 .5 ± 3 .0 4 2 . 8 ± 4 .3

1 5 ･6 ± 1 ･7 で あ っ た . す な わ ち 対 照 群と 比較 す る

と ･ D H A 投与群 で は副腎重量 , 体重100 g 比 , 共 に 約

50 % の 著明な減少 を認 めた .

E s t ri o l 投与群 で は , 副腎重量 は約 40 % の 減少 を認

め た が
, 体重100 g 比 に お い て 約 15 % の 増加 を 認 め

た .

H C G 投与群 で は , 副腎重量 , 体重10 8 g 比 共 に 対

照 群に 比 し, 余 り変化 は認 め なか っ た .



7 0 0
林

T a b le l . E ff e c ts of D H A - A c
,
E T

,
h C G o n A b s ol u t e a n d R e l a ti v e W e i gh t s of th e

A d r e n al
,

a n d o n th e B o d y w ei gh t i n B i o v a ri e c t o mi z e d R a t ･

W e ig h t o f th e A d r e n a l
B o d y w ei gh t

( g)
A b s ol u te W t .

R el a ti v e W t .

( m g) ( m g/ 1 0 0 g of B ･ W t ･)

C o n t r oI 4 2 .5 士 3 . 2 (1 0 0 .
0) 15 . 6 ± 1 .() ( 10 0 . 0) 2 7 1 .8 ± 4 . 7

D H A ･ A c 2 0 . 8 ± 1 . 1 ( 4 8 . 9) 8 . 1 ± n . 1 ( 51 .9) 2 5 7 . 5 ±1 4 .2

E T 2 6 . 3 ± 5 . 1 ( 6 1 . 8) 1 8 .1 土 2 . 0 ( 1 1 6 . 0) 1 44 . 0 ± 1 2 . 9

b C G 42 . 8 土 4 .3 ( 1 0 0 . 7) 15 . 6 土 1 .7 ( 10 0 . 0) 2 7 4 . 5 ± 3 . 0

( ) : R a te t o C o n tr oI G r o u p , % ･

C o nt . D H A E s t ri ol h c G

⊂コA b s ol u t e W t . o f A d r e n al

R el a ti v e W t . o f A d r . / 1 0 0 g B . W t .

= S t a n d a rd D e v i a ti o n

F i g , 1 . E ff e c t s of D H A - A c
,
E T

,
h C G o n

W ei gh ts o f th e A d r e n a l i n B i o v a rie c
-

t o m i z e d R a t .

( 2 ) 副腎の 腎臓面を底面と し . 副腎長軸正中部縦 断

断面 に H E 染色施行切片 より 求め た 副腎各層実面構 .

副腎正中部縦断断面に お け る実面積の 求 め方 は , 正

中部縦断面切片 に 日E 染色 を施 し ,
こ れ を 12 5 倍 の 写

真 に 拡大 , 更 に均等 な重畳の 薄紙 に こ れ を 写し と り ･

各層 の 薄紙重量を測定 した .
こ の 薄紙 の 単位面積の 重

量 は 10
川

〟
2

当り 260 m g で あ り ,
こ れ よ り逆換算し, 各

層実面積 ( 単位 〟
2
) を求 め た .

なお , 通 常3 層 に 区分さ れ る 副腎皮質各層の 境界は
,

明瞭に 区分 され るもの で な く , 漸次移行す るも の であ

る か ら , 著者 は従来の 3 層区分で は境界 に 幅が あり ,

選定 に 困 惑を 感じ た の で t 特 に 束状 層と網状層の 移行

部を 移行層と し , 光顔的 に 以下の 判定基準 を もうけ各

層 の 区分を 定め た .

束状層 … … 細胞形は 長方 形に近く , か つ 大きさ も
ー

定 , 細胞配列 は束状 を 成し , 束状問 の 離開はな

く 密接 して い る .

移行層
… … 細胞形 の 長方形が や や く ずれ , 細胞の 大

きさ も大小 を認 め
, 細胞配列 は束状 で あるが屈

曲が み られ
,

か つ 束状 間の 離開が 認め ら れる ･

網状層 … … 細胞 は不整形が 多く , 細胞配列 は束状を

失 な い , 網状 を成す . 又細胞群 間に充分拡大し

た 血管洞 を認 め る .

上記基準 に よ り 求め た各群副腎正中部縦 断面 におけ

る実面積 は , 表 2 , 図2 に 示す如く ,

対 鼎 群 : 球 状 層 8 .1 3 × 1 0
5
〃
2

束 状 層 5 ･9 1 ×

1 0
6

〟
2

移 行 層 5 .6 4 × 10 6
〟

2
網 状 層 1 ■45 ×

10 8
〟
2

髄質 1 . 8 4 × 10
6

〟
2

D H A 投与群 : 球状層 6 . 16 × 1 0
5

〟
2

束状層4 ･1 1

× 10
6

〝
2

移行 層 2 ･ 7 3 × 10 6
〟
2 網 状 層 9 ･60 ×

1 0
5
〟

2

.
髄質1 .92 × 10

6
〝
2

E s t ri ol 投 与 群 : 球状 層3 . 6 9 × 1 0
5

〃
2

束状層

5 .3 6 × 10
8
〟
2

移行層 3 . 2 5 × 1 0
6
〟
2

網 状 層1 ■6 8

× 1 0
6
〃

2
髄質1 . 9 7 × 10

6
〟
2

h C G 投与群 : 球状層 5 .4 1 × 10
5

〟
2

束状 層 5 ･47

× 1 0
6

〟
2

移 行 層 5 .25 × 10 6
〟
2

網 状 層 1 ･9 7 ×

1 0
6

〃
2

髄質 2 .0 4 × 10
8

〟
2

で あ る ･
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すなわ ち , 対照群 と比較 し . D H A 投与群で は , 移行

層 ,
網状 層 . 束 状 層 に お い て 著 明 な 層 縮 小 を 認

め , E s t ri o I 投与群で は 一 球状層及 び移行層の 縮 ′トと

網状層の やや 増大を認 め
,
h C G 投与群で は , 網状 層の

増大を認 め た ･ な お , 各群共 , 髄質実面積 は . 余り 変

化が認め ら れ なか っ た ･

〔Ⅱ〕 各実験群の 光顕学 的並びに 電顕 学 的所見

副腎皮質は , 線維細胞 の 3 ～

4 層よ り な る被膜で 被

われ,
そ の 直下 より 髄質に 向けて , 皮質 細胞 の 配列 の

特徴に より , 球状層 , 束状層 ∴樹状層 , と緩 く ■ こ れ

ら3 層問に は明確 な境界 はな く , 光顕的に も電鏡下 に

お いて も漸次移行 して い る . 網状層細胞と髄質 細胞 は

髄質細胞内の 樽徴的な . カ テコ
ー ル ア ミ ン顆粒 によ り

明瞭に 区分で き る( 写真1 ) . こ の 皮質 一 髄質境界部は ,

7 01

通常 , 血管あ る い は線維細胞と 結合織 束に よ っ て 画さ

れ て おり . 部位 に より , 疎な 一 層の C O 11 a g e n fi b e r の

み の 介在だ け で 相 い 接 して い るが
. 直接相 い接す る単

純 隣接 の 型は認 め なか っ た . 皮質毛細血管 は通常 の 毛

細血管 より 太い の で 洞様毛細血管と 呼称され る が , 網

状 層に お い て は , 特 に 管腔の 拡大 と屈曲を認め る の で ,

こ の 所 見 か ら も 網 状 層 の 同定 は ほ ぼ 可 能 で あ る

( P a u l y ) . 皮質実質細胞と 血管 内皮細胞の 間 に血管 周

囲腔が存在 し , 通 常, 内皮下に 一 層の 基底膜が認 め ら

れ , 又基底膜を欠く 場合 や
,

C O ll a g e n fib e r 等の 結 合

織線維が認 め られ る場合が あ る . こ の 血管周囲腔に は

実質細胞か ら の m i c r o v illi の 突出が 認め ら れる . 実質

細胞間間隙は
t 通 常l 単純隣接の 型を なす が t 部位 に

より 間隙は拡大 し m i c r o v illi を有す る場合が あ る . な

T a bl e 2 . E ff e c t s of D H A ･ A c
,
E T

,
h C G o n A r e a of S e c ti o n i n A d r e n al o f

B i o v a ri e c to m i z e d R a t .

Z o n e
A r e a

R a t e t o T o t al

A r e a

R a t e t o C o n tr ol
G r o u p

( 〟
2 ) ( % ) ( % )

C o n t r oI

Z . gl o IⅥ . 8 . 13 × 1 (1
5

5 . 2 1 0 0 . 0

Z , f a s c . 5 . 9 1 × 1 0
6

3 7 . 7 1 0 0 . 0

乙 t r a n s . 5 . 6 4 × 1 0
6

3 6 . 0 1 0 0 , 0

Z . r e t . 1 . 4 5 ×1 0
6

9 . 3 1
.
0 0 . 0

M e d . 1 . 8 4 × 1 0
6

11
. 8 1 0 0 . 0

T o t al 1 . 5 7 × 1 0
7

1 0 0 . 0 1 0 0 . 0

D H A- A c

E T

乙 gl o m , 6 . 16 × 1 0
5

5 . 9 7 5 . 8

Z . f a s c . 4 . 11
.

× 1 0
6

3 9 . 8 6 9 . 6

Z . t r a n s . 2 .7 3 × 1 0
6

2 6 . 4 4 8 . 5

Z . r e t . 9 . 6 0 × 1 0
5

9 . 3 6 6 . 1

M e d . 1 .9 2 × 1 0
6

1 .0 4 ×1 0
7

1 8 . 6

1 0 0 . 0

10 4 . 0

T o t al 6 6 . 2

Z
. gl o m . 3 .6 9 × 1 0

5
2 . 9 45 . 5

Z . f a s c . 5 .3 6 ×1 0
6

4 2 . 5 9 0 . 8

Z . t r a n s . 3 .2 5 × 1 0
6

2 5 . 7 5 7 . 6

Z . r e t . 1
.6 8 × 1 0

6
1 3 . 3 1 1 5 . 3

M e d . 1 .9 7 × 1 0
6

1 5 . 6 1.0 6 . 7

T o t al 1 .2 6 × 1 0
7

1 0 0 . 0 8 0 . 3

b C G

｣

Z . gl o m . 5 .4 1 ×1 0
5

3 , 5 6 6 . 7

Z . f a s c . 5 .4 7 × 1 0
6

3 5 . 8 9 2
. 5

Z . t r a n s . 5
.2 5 × 1 0 6

3 4 . 4 9 3 . 0

Z . r e t . 1 .9 7 × 1 0
6

1 2 . 9 1 3 5 . 6

2 .0 4 ×1 0
6

1 . 5 2 × 1 0
7

M e d .

T o t al

1 3 . 4

10 0 . 0

1 1 0 . 7

9 6 . 8
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z . Gl o m .
Z ･ F a s c ･

Z ･ T r a n s ･
Z ･ R e t ･

M e d t

F i g . 2 . E ff e c t s of D H A -A c , E T
,
h C G o n A r e a o f S e c ti o n i n A d r e n al of B i o v a ri e c to m i z e d

R at .

お . 例外的に ti g h t j u n c ti o n も存在す る .

皮 質 ( 特 に 網 状 層) に は 実 質 細 胞 の 他 に

p e ri e n d o th e li al c el l と して m a c r o p h a g e が 存 在 し

( 写真2 ) , 核 , 糸粒体,
ゴ ル ジ ー 装 置. 粗面小胞体 ,

滑面小胞体 , 脂肪空胞の 他 , 大部分を 占め る . 二 次 ラ

イ ソ ゾ
p ム

, r e Si d u al b o d y を有 し ,
こ れ ら は 光 政

上 , リ ボ フ ス テ ン 色素沈着 に 相応す ると 思わ れ る .

実質細胞の 細胞基質電子密度 の 差異 に よる 明細胞 ､

暗細胞 の 存在 は ,

一 般 に束状層 内側 か ら網状層 にお い

て t 著明で あ る ( 写真3 ) . 明細胞 に 比較 し , 暗細胞 は

平均 して やや 小さ い . 部位 に より , 1 つ の 暗細胞 が 明

細胞群中に孤立存在 した
･

り , その 逆の 場合 もあ るが ,

多 く は , 明細胞群, 暗細胞群が 入り こ ん で 混在す る .

明細胞 は細胞質基質 の 電子密度が 低く ∴細胞小 器官 は

や や diff u s e に 存在し , そ の 微細構造 は明瞭で あ る .

一

方 , 暗細胞 は細胞質基質の 電子密度が 高く , 密集す る

糸粒体を は じ め , 細胞小器官は c o m p a ct に 存在する .

暗細胞に お け る細胞 内小器官 は , 明細胞 に存在する 構

成と ほと ん ど差異 はな い が , 基質の 高電子密度 の た め

に . 電子顕微鏡下 に お い て も,

一 部小器官 にお い て 微

細構造が不明 瞭の 場合 が あ る . 基質電子密度 の 程度 に

より , 明細胞 , 暗細胞 の 中 間に 位置する . 中等皮細胞

( 写真4 ) が 存在し ,
こ の 場合 , 滑面小胞体 の 発達明

瞭化が認 め ら れる . すなわ ち , 電顕下 に お け る 明細胞 .

暗細胞 の 差異 は , 基質電子密度 の 他 に , 滑面小胞体 の

発達程度が 因子と し て 加わ る と 思わ れ る .

皮質 実質細胞共通 して , 糸粒体. 滑面小胞体t 脂肪

痛が 著明で あ り ,
こ れ ら 3 つ の 小器官の 形態学的, 量

的変化 は , 各細胞 の 機能相 を具現す ると 思わ れる の で .

以 下 , 各実験群 に お け る . 特 に 網状層 , 移行層, 束状

層 内側 の こ れ ら小器官の 形態を 中JL､ に し て 記述する ･

( 1 ) 対照群

糸粒体

糸粒体 は明細 胞, 暗細胞共通 して 豊富 に 存在する ･

形 は束状層 に お い て 特徴 的で あり . 円 形 ない し規円形

を示す . 外周膜 は高電子 密度の 二 重勝 と , そ の 間の低

電子密度 の 明る い 中間層か らな る 三層構 造を示す . 糸

粒体内 ク リ ス テ は特徴的 な微細小胞 を な し , 多数均等

に 存在し . 全体 像と して 蜂賓状を 呈 す . 大きさ は小か

ら大と 種々 存在する が
. 束状層 に お い て 通常 紬 を 越

え る こ と はな い . 網状層 に お い て は , 類円形糸粒体の

他 に 不整形の 糸粒体 が混在 し , 内部構造も , 束状層に

お い て 小胞状を 示し た ク リ ス テ は . 網状層 に お い ては

小管状 を示す もの が 多く ( 写真 5 ) 又 ,
こ れ らの 小菅

が 互 い に か らみ あ う よう な 配列を なす も の が ある . 又 .

一 部層板状 の ク リ ス テ も存在す る . 更 に 網状層に おい

て 特徴 的な の も, 3 〟 を越え る 巨大 糸粒体 が 存 在する

こ と で あ る . 以 上 の 束状層 , 網状層 の 糸 拉休基本形の

他 に , 糸粒休 の 分裂像 , 糸粒体膨潤 , 糸 粒体外膜の突

出 , 破綻 . 糸粒体 内空胞 , 糸粒体空胞化 , 糸粒体内高
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密度煤 軌 糸粒体内封人体等の 像が混在す るが ･ その

数は少な く散発的で あ る ･ 暗細胞に お け る糸粒体 は ･

明細胞の も の と ･ は と ん ど差異 はな い
･

小胞休

粗面小胞体 は少量 で あ る が認 め られ( 写 真5 ) . 束状

層, 網状層共に 存在する ･ 時に その 臆が滑 面小胞体 と

連絡し て い る こ とが あ る ･ 又 , 遊 離 リ ポ ゾ
ー ム が 散在

し, 多く ポリ ゾ ー ム の 形を なし て い る . 滑面小 胞体 は ,

細胞に より , 小胞状 を呈する 細胞 , 小管状 を 呈する細

臥 及びそ れ ら が混在す る細胞, が はぼ 等分 に 存在す

る . 又 . 小管状 を呈す る滑面小胞体 の う ち , 一
一 部明細

胸に おい て 狭細管状 を示す場合が あ り ,
こ の 狭細管状

滑面小胞体 は , 吉村に より 機能低下 な い し慢性相を 示

すもの と し て 言及さ れ て い る . 滑面小胞体 内に オ ス ミ

ウム 好性物質が び慢 性に存在す る 場 合 が あ る ( 写 真

5 ) ノJ､ 胞状 , 空胞状 滑面小胞体 に こ れ が存在す る場合 .

脂肪空胞と の 区別が 明瞭で な い 場合が あ り ,
こ の こ と

は脂肪空胞 の 由来が
,

一 部滑面小胞体に あ る と し て .

言及さ れて い る . 暗細胞 に お い て . 密に 存在する糸粒

体に比較 し , 小胞体 は少 な く , 特 に 高度暗細胞 に お い

て認めがた い . 基質密度が 低く なり . 中等皮細胞 に 移

行する過 程で , 滑面小胞体 は増加す る傾向 にあ る . 遊

錐リ ポ ゾ ー ム は暗細胞 にお い て も通 常豊 富 に 存 在す

る . こ れ ら束状層 内側か ら網状層細胞の 大部分に 比較

し, ( 写真6 ) で 示す 如く t 滑面小胞体が 増加発達し ,

細胞質を埋 め
.

か っ 小脂肪滴の 増加 し た細胞群が髄 質

近接網状層 に お い て 認 め られ た .

脂肪滴 ない し脂肪空胞

形は不整円形を示 すもの が 多く ,
一 部不定多角形を

示す . 大きさ は糸粒体 同様 . 小さ い も の か ら大き い も

のまで 種々 存在す る .

一 般 に
, 脂肪滴数 は減少 し . 束

状臥 網状層 に お い て . 3 ～

5 〟 の 粗大脂肪滴 の 散在が

著明で あ る ( 写真 7 ) . 脂 肪備に は , 単位膜と 思わ れ る

限界膿を有する もの と , 欠如す る もの が あり . 又 , 周

囲を, 小管状滑面小胞体 に と り ま か れて い る もの . そ

うで な い も の が あ る ( 写真 5 ) . 又 , 脂肪 内容が 脱 出す

るもの と , 練持さ れ る もの とが あ る が ,

一

般 に , 束状

層に此 し , 網状層細胞 に お い て , オ ス ミ ウ ム 好性物質

が比較的保 た れて い る場合 が多 い
,

こ れ ら 粗大脂肪滴

を有する大部分 の 皮質細胞 に比較 し , 髄質 に 近接す る

縞状層細胞に お い て , 粗大脂肪滴を 含有せ ず , 比較的

多数の 小脂肪満 と , 充分発達し た滑面小胞体を 有する

細胞群が存在す る ( 写真6 ) . 暗細胞 に お い て , 脂肪滴

は明細胞同様存在 し , 粗大脂肪摘 も認め られ る .

他の 細胞小 器官

ゴル ジ ー 装置は主 に核近傍に 認 め る こ とが 多く , 細
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胞 に よ り数個存在す る 場合が あ る . 定型的な ゴ ル ジ ー

装置で は , ゴ ル ジ ー 層板,
ゴ ル ジ ー

/ト胞 .
ゴル ジ ー 空

胞 の 他 , 被覆小胞を認め る . 又 t 近傍に ライ ソ ゾ ー ム

の 集散する場合が あ る .

細胞膜表面 に 被覆陥入を認 め . こ れ が細胞膜近辺 の

被覆小胞 に形成さ れ る と思わ れ る( 写真8 ) . こ れ ら被

覆 陥 入
一

被 覆 小 胞 は 細 胞 の e n d o c y t o si s 特 に

m i c r o pi n o c y t o si s を 示すと い わ れるが
.

ゴ ル ジ ー 装

置 の 被覆小胞 よ り やや 大きい
.

ラ イ ソ ゾ ー ム 様 の d e n s e b o d y が 散在す るが , 来状

層 内側 , 網状層 に お い て 多く な る 傾 向 が あ る . こ の

d e n s e b o d y は 限界膿 と
, 限界膿下の 透 明帯と ,

そ の

内側の 電子密度 の 高い 部分か らな り ,
こ の 部位 は

, 電

子 密度が やや低 い 場合 , 微細額粒 を認め る . 又 . 脂肪

沈着, 空胞化等の 変化を受 け , い わ ゆる . 二 次ラ イ ソ

ゾ ー ム
. r e s i d u a l b o d y の 形を なす場合もみ られ る .

中心休 も , ま れ で あ るが 存在する ( 写真9 ) .

微細小菅 も . 又きわ めて ま れ で あ るが 存在す る .

暗細胞 に お い て , 明細胞 同様 ,
ゴ ル ジ ー 装置 , ラ イ

ソ ゾ ー ム 様 d e n s e b o d y が
,

一 般に認 め られ る .

( 2 ) D e h y d r o e p i a n d r o s t e r o n e 投与群

糸粒体

対照群 と は ば同様の 形態を示 し . 来状層 に お い て .

糸粒体は 規円形 ,
か つ 種々 の 大きさ を有 し , ク リ ス テ

は小胞状 を呈 し ,
一 方網状層 に お い て . ク リ ス テ は小

管状 を呈する もの が 多く , 類円形糸粒体の 他に
, 長梓

形 , そ の 他の 不整形糸粒体が多く 混在する . 又 , 紬 を

越え る大き な糸粒体も存在 し て い る .

一

方 , 対照群 に

比 し , 比 較的著明 な変化は , 移行層 . 縞状層 . 共 に ,

糸粒体ク リ ス テ の 全般的な 減少 を 認 め て い る ( 写 真

10 ) .

小胞体

小胞状小胞体 を有する細胞 も存在するが , 移行層 ,

網状層に お い て , 小管状小胞体 ない し狭細管状小胞休

を有す る 細胞 が多数 を占め
. 特 に

. 狭細管状小胞体 は ,

全体 と して , 疎 な網目状 ( m e s h w o rk ) を呈し ( 写真

10 ) ,

一 般的に 機能低下な い し . 慢性相 を示すと思 わ

れ る .

唯 一

, 例外的に 写真 11 で 示す よう な
t 小胞状小胞体

の 増量 , 発達 を認 め る細胞が 存在 し . か つ こ の 細胞体

の 大 きさ は通 常の 約 2 倍の 大きさ を呈し て い る .

脂肪滴

小 な い し 中脂肪 滴の 減少及び消失傾向を認め る の に

対し , 特徴的変化 は
, 束状層, 網状層に お ける 巨大 脂

肪滴 の 出現 ( 写真 12 ) で あ る . 写真13 に 示す如く球

状層 に は全く 出現 し な い . 大きさ は 10/J 以 上の もの も
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多く . 時に 15 〟 の 大 き さ に 達する もの も存在す る . 巨

大脂肪摘 も . 限界膜 を認 め るもの と 認め な い もの が 存

在し , 又 , 滑面′ト胞体及 び糸粒体と の 密接融合像が 認

め られ る . 巨大脂肪滴 で は内容物は はとんど脱出し て

い る . 又 , 噂細胞に も同様 . 巨大脂肪滴 が認 め られ る .

他 の 細胞小器官

ゴ ル ジ ー 装置 , ラ イ ソ ゾ ー ム は . 対照群と ほぼ 同様

の 形態を示 し , 増減 は特 に 認め ら れ な い
.

( 3 ) E s t ri o l 投与群

糸粒体

束状層 に お い て . 糸粒体は 主に類円形 . か つ ク リ ス

テ は小胞状を 呈し . 網状層に お い て は , 加え て 不整形

あ る い は 巨大糸粒体 の 出現 を 認め
, ク リ ス テは小 管状

を呈す るもの が混在する . 樽徴的 な の は . 束状層 ∴網

状層共通 して
, 糸粒体の 分裂像 ( 写真 14 ) , 糸 粒体 内

高密度顆粒( 写真 14 t 1 5 ) . 糸粒休 内封入体( 写真 16 )

の 出現頻度 はい ずれも対照群 に比較 し高 い
. 又 , 網状

層 に お い て は , 後述する滑面小胞休 の 拡大 ∴充満発達

と共 に 糸粒体外膜 の 開口 破た ん及 び滑面小胞体 な い し

小脂肪滴と の 交流融合像が 著明で あ る ( 写真16 ) .

暗細胞 に お い て は , 滑面小胞体 の 増加を認め る
一 方 .

糸粒体基質電子密度低下, ク リ ス テ 減少 , 糸粒体 内空

胞及 びミ ェ リ ン様像形成, 糸粒体相互の 密着融合像 の

増加 と , 多彩な形態を 示す ( 写真 17 ) .

小胞体

狭細管状滑面小胞体 を呈す る細胞 は はと ん ど見 い 出

せ な い . 小菅小胞状又は小胞状 を呈 し , か っ 小胞 の 拡

大発達を 認め る細胞が優位 で あ る . 特 に網状層 に おい

て . 写真 16 で 示す様な滑面小胞体の 充満拡大 し た細胞

を多数認め る . 暗細胞 にお い て も同様 , 滑面/ト胞体の

増加発達傾向が 認め ら れ る ( 写真17 ) .

脂肪清

束状層 , 網状層共通 して , 脂肪滴の 著明な減少を認

め
, 長径 1/∠ 程度の 小脂肪清が散 在する の みで あ る( 写

真1 8 ) ･ 対照群に 出現 した 比較的大き な , 粗大脂且椚臥

あ る い は D H A 投与群で 認め ら れ た 巨大脂肪滴 は . 全

く 認め られ ない .

他 の 細胞小 器官

全般的 に m i c r o v illi の 発達 を認 め , 特 に写真 19 で

示す よう な . 著 明増大を 一 部に認 め る .

( 4 ) H u m a n c h o ri o n i c g o n a d o t r o pi n 投与群

糸 粒体

対周 群と は ぼ 同様の 形態を示 す. 来状層 に お い て は ,

大小種 々 の 類円 軌 小胞状 ク リ ス テ 糸粒体 ∴網状層 に

お い て は . 加え て , 不整形 ,
′ト管状ク リ ス テ糸粒体 が

混在す るが
, 対照群 に 比 し . や や こ の 出現率は低 い

.

又 , 3 〃 を 越え る大 き な糸粒体 も認め る .

小胞体

束状 層 ･ 網状層 共に
･ 小胞状滑面小 胞体 を有する細

臥 小 管状滑 面小胞体 を有する 細胞 が , ほ ぼ等しく夜

在 す る ･ 特徴 的な の は ･ 網状層に お い て t 小管状′鳩
体 が 発達 し ･ 川の 流れ が う ず 巻く様 な 配列を示す細胞

群 が存在 す る( 写真2 0 ) ･ 又 ･ E s t ri o l 投与群の 網状層
に お い て 認 め られ た ･ 糸粒体膜 の 開口破綻と滑面小胞

体 あ る い は脂肪満と の 融合像を 示す 細 胞 が 認 め られ

る .

脂肪滴

脂肪滴数 の 多少 ･ 及 び 大きさ は細胞 に より種 々混在

す るが
, 束状 層に お い て は , 対照群 に お い て 認められ

た ･ 粗大脂肪 商を 有する細胞が 多 い
.

一

方綿状層にお

い て ･ 写真 20 で 示し た特徴 的な滑面小胞体の 発達配列

を 示す細胞で は , 同時に 多数 の 小脂肪滴の 存在が認め

られ る ･ 又 . 脂肪液相互 の 密接 .

一

部略入像も認めら

れ る .

他の 細胞 小器官

来状層 に 於 て 頸 結晶構造物 が 対 照群 に比 較し
, やや

多く 認 め られ る ･ 写真2 1 で示 す如 く, ライ ソ ゾ
ー

ム内

の 析 出を示 す と 思 われ る .

考 察

〔Ⅰ〕 副腎皮毎の 微細構造と機能 との 関連

こ ん に ち ま で の 生化学的知見に よ れ ば , 皮質ス テ ロ

イ ドホ ル モ ン合成 の 素材で あ る 副腎 コ レ ス テ ロ
ー ル の

70 ～

80 % は 皮 質 脂 肪 滴 に 含有 さ れ て お り
2 0l

,

C h o l e s t e r o l か ら p r e g n e n o l o n e 転 換 の 介 在 酵 素

( P r e g n e n O l o n e s y n t h e t a s e . si d e c h ai n cl e a-

V a g e S y S t e m ), 及 び 11 -d e o x y c o rti c o s te r o n e か ら

C O r ti c o s t e r o n e へ の 酵 素 (1 1β-h yd r o x yl a s e),
及

び c o rti c o s t e r o n e よ り al d o st e r o n e へ の 酵素( 18 -

0 Ⅹ y d a s e s y s t e m ) , は そ れぞ れ ミ ト コ ン ドリ ア 分画に

活性 が 認 め ら れ
2 一卜2 3)

.

一

方 p r e g n e n o l o n e か ら

p r o g e s t e r o n e へ の 酵 素( 3β- h y d r o x y s te r o i d d e-

h y d r o g e n a s e . A
5

- i s o m e r a s e .) 及 び p r o g e s t e r o n e

か ら 11 - d e o x y c o rti c o s t e r o n e へ の 酵素( 21-h y d r o
･

X y l a s e) 及 び p r e g n e n o l o n e か らd e h y d r o e pi a n d r o ･

St e r O n e . P r O g e S t e r O n e か ら a n d r o s t e n e d i o n e
へ

の 転 換 酵 素( 17 α
- h y d r o x yl a s e ･ 及び 17 , 20- 1 y a s e)

は主 に ミ ク ロ ゾ ー ム 分 画 に 活 性 が 認め ら れて い る

こ れ ら生化学 デ
ー

タ か ら も明ら か の 如く . ス テ ロ イ

ドホ ル モ ン産生に 際し , 脂肪滴 , 糸粒体 , 滑面小胞体

の 3 っ の 小器官が特 に密接 に 関連 して おり ,
それ放皮

林



D H A , E s t ri ol , h C G の 副腎皮質に及 ばす影響

質頼能変化 に 対応 し特徴的 な形態的 変 動 を 示 す こ と

は . 充分肯首さ れ る と こ ろで あ る .

糸粒休

束状層及び網状 層の 多く の 糸粒体 は . 主 に 円形 な い

し壊円形を示 し , ク リ ス テ も通常の I a mi n a l t y p e で

なく , 多く小胞な い し 小管状 の 内部構 造を有 し . 全体

と して 蜂巣状 を呈 して い る . こ の 特徴 的な 糸粒体 は
,

副腎皮質だ けで な く t 精巣( 睾丸問質 細胞) , 卵巣 ( 特

に黄体細胞) な ど ス テ ロ イ ド産生細胞 に 共通 で あ り
2 7】

,

それ故 , 糸粒体内外膿 に 含ま れ る電子 伝達酸化的 リ ン

酎ヒ酵素系の 他 に
,

ス テ ロ イ ド ホ ル モ ン 生 成に 必要 な

特別の 酵素系を持 っ こ と が 形態学上推察さ れ . 事実 こ

の 推察は上述 の 生化学分野に お ける 研究 によ り 明らか

にさ れ , 支持さ れ た .

皮質機能冗進時 の 糸粒体変 化 と し て , A C T H 投 与

の 場合, 糸粒体 の 大 きさ と 数の 増加
2 8 卜3 3l

. 小胞状 ク リ

ス テの 増加
2 9卜3 5 I

糸粒休外膿の 突 出. 破綻関口 , 及 び滑面小胞体と の

連続像の 増加
28 卜3 0 J･3 6 )

～ 3 8 1
, 又 , R h o d i n

3引
は残余脂肪満

と糸粒体の 密着像増加 を述 べ
, G i a c o m e11i

3 9)
は , N a

欠乏金銅育 ラ ッ ト皮質球状層に お い て 同様 の 所見を述

べ て い る . 又 . Y o s h i m u r a
3 1)

は A C T H 投与時と 片 側

副腎摘除他側皮質冗進 時に , 糸粒体 と滑面小胞体密着

像増加を述 べ て い る .

一 方 . 皮質機能低下時 の 糸粒体変化 と して , 下垂体

摘除の 場合 , 糸粒体数 の 減少
2 8 即 削

ノ｣ ＼胞状 ク リ ス テ の

減少及 び糸粒体の 空胞化
2 叩0 卜叫

. 糸粒体 の 近接融合
34 I

及び束状層内側と網状層 に お ける 巨大糸粒体の 出現が

報 告 さ れ
3 0)

, 又 , d e x a m e th a s o n e 投 与 の 場

合, R h o d i n は
3 5
塊 粒体 の 膨大空胞化 を認 め て い る .

滑面小胞体

ス テ ロ イ ド産生細胞 に 共通 の 特徴的 形態を有す る 糸

粒体の 発見 に や や遅 れ る が , 電顕試料作製技術の 進歩

と共に , 滑面小胞休 も又, 副腎皮 質 , 卵巣 , 精巣等の

ス テ ロ イ ドホ ル モ ン 産生細胞 に 共通 し て著 明で あ り ,

胞体を埋め て い る 優位 の 細胞小器官で あ る こと が , 明

らか に さ れ た
40I 川

. こ の こ と は前述の ス テ ロ イ ド ホ ル

モ ン 合成の ため の 多く の 酵素が ミ ク ロ ゾ
ー

ム 分画 に 局

在し, そ の 主成分 に相 当する滑面小胞 体の 増減 は ホ ル

モ ン生合成の 機能活性を 示す 形態 上 の 現 わ れ で も あ

り∴ 機能測定 の 有効な p a r a m e t e r と な り う る と さ れ

る ･ 例 え ば C h ri s t e n s e n
4 2J

は 滑 面 小 胞 体 量 と

C h o l e s t e r o l 合成能の 相関に 着日し , S c h i n d l e r
43)

は

g ol d e n h a m s t e r の 皮質滑面小胞体 の 僅少 で あ る こ

とと , C O rti s o l 分泌 の 異常に低値で あ る こ と の 一 致

を指摘し , 又 . L o n g
川

は N a 欠乏食で 球状層滑面小胞

705

体の 増大と al d o s t e r o n e 上昇の
一

致の 報 告 を な し て

い る .

皮質機能元進時の 滑面小胞 体 変 化 と し て
.
A C T H

投与の 場合 , 滑面小胞体 の 増加
3 1 卜3 7I

, 及 び 小 胞 の 拡

大
2 9 川 7

鰯 報告 さ れ ,

一

方皮質機能低下時と して . 下垂

体摘除 の 場合 , 滑面小胞体の 減少
3 0 13 1甘棋嘲

と滑面小 胞体

′ト管の 狭純化
3 113 3I3 7 加 報告さ れ

,
C O rti s o n e 投与

3 引
.

p r e d o n i s o l o n e 投与
4 6 J

で も同様滑 面小胞 体 の 減 少 が

報告さ れ て い る .

滑面小胞体 の 機 能 変化 に 伴 う 時 間 的 推移 に つ い

て . Y o s h i m u r a
3 11

は片側副腎摘除他側副腎に つ い て ,

手術直後 , 滑面小脇体管腔 は閉鎖し . 3 日後に 著 明 拡

大 ( 急性期) 7 日後 に 中等度拡大( 亜 急性期) . 以後元

の 状態に 戻り , 30 日以 降, 閉鎖 , 狭純化 (慢性期) す

ると 述 べ
, 又下垂体摘除に お い て は , 7 日を過 ぎ る 頃

より , 滑面小胞体の 狭純 化. 糸粒体の 変形空胞化 , 脂

肪滴の 増大を報告 して い る .

脂肪滴

糸粒体 , 滑面小胞体同様, 皮質細胞 に 一 般的に 認 め

ら れ る脂肪滴 は , 大小種 々 の 類円形な い し不定多角形

を な し , 束状層に比較 し, 縞状層で は , 脂肪滴電子密

度 は
一

般 に高く , 内容物も脱 出せず保 た れて い る場合

が多 い
. 又 , 限界膜 を有する と考え ら れ る もの . 限界

膜 を欠く もの
. 滑面小胞体の 囲い を 有する もの , 認め

な い も の , と 多彩な形態 を示す . こ れ ら形態的差異に

つ い て は , 多く の 研究者 に より推定さ れ て い る様 に ,

固定, 包埋条件 に よ る他 , 脂肪滴に 含ま れ る ス テ ロ イ

ドホ ル モ ン の 素材た る コ レ ス テ ロ ー ル が , 糸粒体と 滑

面小胞体 に よ っ て ホ ル モ ン 生合成さ れ る種々 中間相を

反影し
. 脂肪滴の 内容 の 差異を 現わ して い ると 考え ら

れ る .

機能元進時 の 脂肪滴変化 と し て , A C T H 投 与 の 場

合 , 脂肪滴の 大きさ , 数の 減少
2g 糾 3 5 刑 3 8 岬

. 又 , N a 欠

乏食飼育皮質球 状 層 で も 同様 所 見 が 報 告 さ れ て い

る
3 9 1

.

一 方 , A C T H の 継続投与 の 場合 . 脂肪滴 は小さ

い が増数す ると さ れ る
3 叩 鋸

機能低下時と し て 下垂体摘除の 場合 , 脂肪滴の 増大

貯留
3 1J3 4)3 6J 3 7]

が 報告 さ れ , d e x a m e th a s o n e 投 与 で も

同様所見が 得 られ て い る
3 引

.

他の 細胞小器官

皮質機能変化 に 際し . m i c r o v illi は , N a 欠乏 食 飼

育
3 9J

. 片側副腎摘除
3 1J

. A C T H 投与
4 7)

, 等皮質機能冗進

時 に 増加を認 め る報告が な さ れて い る .
ゴ ル ジ ー 装置

に つ い て は . 著変 な しと する報 告 と
川

A C T H 投 与 に

て t ゴ ル ジ ー 野の 拡大 , ゴ ル ジ ー 空胞 . 小胞の 増加 を

認 め る 報 告 も あ る
3 2 脚 7J

. ラ イ ソ ゾ ー ム に 関 し て
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は . N a 欠乏食飽育
岬

. A C T H 投与
3 2 )3 8 1

で 増 加 す る と

す る報告 もあり . 最近吉田
●ll

は , ヒ ト性 ス テ ロ イ ド産 生

細胞に お い て
l 機能旺盛時 ･ p ri m a r y l y s q s o m e が ゴ

ル ジ ー 域 に密集 し , ､機 能 低 下 に 伴 い
. 1 y s o s o m e の

S e C O nd a r y f o r m へ の 変化と . 細胞質 へ の 散在が 認め

られ る こ と を強調する報告が あ る .

明細胞 と暗細胞

皮質細胞 に お け る 明細胞と 暗細胞 に つ い て は .
こ れ

を固定包埋条件に よ ると する もの と
3 5 岬

. 機能相 の 差

異 を 現 わ す も の と す る 説 が あ る . N i s h ik a w a
3 7 J

.

G i a c o m elli
3 9J

; S e k i y a m a
3 3J

. 等 は機能冗進時, 暗細胞

の 減 少 と そ れ に 伴 う 明 細 胞 の 増 加 を 認 め ,

又 . N u s s d o rf e r
49 1

は c h o l e st e r a ト3 H を 血 管注 入

し
.

a u t o r a d i o g r a p h y に よ り 最 初 明 細 胞 に

r a d i o a c ti v it y が 集 中 し , 数 日 遅 れ て 暗 細 胞 に

a c ti vi t y が 認め ら れ たと し . 共 に 明細胞 にホ ル モ ン分

泌 活性があ り , 暗細胞を休 止期 な い し予備細胞 と し て

と ら えて い る .

〔Ⅱ〕 実験群考察

( 1 ) 対照群

ラ ッ ト卵巣摘除 の 副腎に 及ぼ す影響 に関し て は , 処

置時 ラ ッ ト齢 . ラ ッ トの S t r ai n 及び測定法に よ り若 問

差異 は認 め られ るが
, 多く の 研 究者の 報告に依 れ ば .

卵巣措除後 . 数週間 は副腎肥大 が認 め られ , 摘 除後 の

期間が長期 に 及ぶ に つ れ , 副腎皮質の 萎縮 . 及 び機能

低下が詰 め られ ると い え る .

H a t ai
叩

はラ ッ ト卵巣摘除後 12 週 で 副 腎重 量 低 下

を認 め , A n d e r s e n
5 =

は 同じく 6 ～ 8 過に は副 腎皮 質

の 萎鯨 を認め る と し . K o r e n c h e v s k y
5 2)5 3)

は卵巣摘除

後3 過 で は ,. む し ろ副腎肥大 , 12 過で は萎縮が 認 め ら

れ ると した . A k a s u
5 4) も同様結果を報告 して い る .

B l u m e n f el e d
55 J

は 仁 処置時離乳期ラ ッ トで は 12 週 に

お い て束状層 の 萎縮を , 2 4 過 で 全皮質の 萎締( 特 に束

状層, 網状層) を ∴又成熟 ラ ッ トで は 12 週 で 全皮質 の

萎縮が認 め られ ると し て い る .

電顕学的 に こ れ ら の 事 を 究 明 し た 研 究 は 少 な い

が . M 乱1 Sl e
5 61

は ラ ッ ト生後 4 日目 に 卵 巣摘 除 し , 8

過後. 束状層 にお ける 核容積の 減少 , 滑面小胞体 の 減

少 , 糸粒体の 数 . 容積の 減少 . 脂肪滴 の 増大を述 べ
.

こ れ ら形態上 の 変化 は A C T H 分 泌低下 に
一

致 す る と

して い る
叩

.

一 方 ホ ル モ ン 学的に は , K it a y は
一 連 の 報 告 の 中

で
. S h e r m a n 系 ラ ッ ト30 日合 に 卵 巣 摘 除 し , 6 過

後 .副 腎重量 の 低下 と .Lh 清 c o r ti c o s t e r o n e の 減少
5 8)

.

又 . 下垂体の A C T H 分泌低下印
. 又 , 1 97 1 年

5 9l
. 197 2

年
6 0
同様姦件で C O rti c o s t e r o n e , t O t a l s t e r o i d の 減

少 を 認 め る も ･ し か し ･ 相 対 的 な dih y d r o
,

t e t r a h y d r o c o r ti c o st e r o n e の 増加 を認 め
,

こ れ を性

腺摘除 に よ る副腎 5 α
-

r e d u c t a s e a cti v i t y の 増加に

よ る もの と し た ･ 又 , 最近 t M al e n d o w i c g
6 tJ も w i st e r

系成熟 ラ ッ トの 卯巣播除後6 週 に , 副腎 ホモ ジネ ー

ト

に よ る C O rti c o st e r o n e の 産 生 低 下 と . 副 腎5 a
-

r e d u c t a s e a c ti v i ty 上昇 を認 め る同様 結 果 を 報告 し

て い る .

著者 の 実験で は卵 巣摘除後 10 過 の ラ ッ ト 副腎 を対

照群 と し たが l 電顕学 的に機能低下を 推知せ しめる変

化 と し て3 ～ 5〟 に 及ぶ 粗大脂肪の 出現 ( 写真 7 ) が認

め られ
, 滑面小 胞体 は細胞 に より 中等発達の もの と

,

やや 減少 し狭純 化の 傾向を認 める もの と の 混在が認め

られ た . 糸粒体 に は著変 は認 め られ な か っ た . しか し

一 方 ･ 髄質 に近 接す る網状層 に
, 小 脂肪満 と滑面小胞

体の 増加拡 大を 示し . い わ ゆ る機能 冗進 を示すと思わ

れ る細胞群 (写 真6 ) が 存在 し
.

こ れ は , 副腎皮質の

生理 周期 にお け る - 相 を示すと い う よ り . 卵巣摘陰に

より t A C T王1 の 影響 を直接 に受 ける 束状 層 が や や早

め に 機能低 下の 一

定 の 形態変化が 固定 する と思われる

の に対 し , こ の 時期 , 網状層の 髄質 近接部に は , なお

機能冗進を 示す 細胞群が 存在する こ と に な る . B ｡ t eI a

L l u si a は副腎皮 質網状層が
, 性腺機能未熟 な い し欠如

に 際 し , 代償性作用 を営 み . こ れ を 第3 の 性腺と呼称

し位置づ け て い る こ と , 又 . 網状層 よ り 分 泌 さ れ る

ad r e n al a n d r o g e n を支配す る ホ ル モ ン が , A C T H

な の か , g O n a d o t r o pi n に依 るの か , の 未だ解明され

て い な い 問題と 関連 し興味深 い が
, 著者 は少 なく 敷

こ の 実験結 果か ら , ラ ッ ト 網 状層 髄 質 近 接 部位が

A C T H の 影響 か らや や独立 した 支配下 に あ る と 推知

す る .

( 2 ) d e h y d r o e pi a n d r o s t e r o n e 投与 群

D H A 投与群は
, 対照群 に 比較 し , 副腎実重量 . 体重

比重量 , 共 に 約50 % の 著 明な減少を 来た し ( 衰1 , 図

1 ) ,
こ れ は副腎各層実面積 の 算定 より . 髄質 に は変化

なく , 特 に 網状層 , 移行層 の 縮小 に基く こ と が明らか

と な っ た ( 姦2 . 図2 ) .

一 般 に a n d r o g e n 投与 により

雌雄及 び性腺摘除 ラ ッ トをと わ ず. 副腎支質縮小を釆

た す こ と は古 く か ら 知 ら れ る と こ ろ で あ り .

K o r e n c h e v s k y
5 3J6 41

,
R o y

6 5 卜6 9J 等 の t e s t o s t e r o n e 投

与 に よ る
一

連の 研究が な さ れて い る . 同様実験 にて .

光 顕 的 に 巨 大 脂 肪 清 の 出 現 を 報 告 し た も の

に
.
S e l y e

7 01
, R o y

6 9 J
が あ り , 共 に束状 層 , 網状層にお

い て の み認 め
, 下垂体摘除 ラ ッ トで は出現 し ない と い

う .

一 方 . D H A 投与 の 報告 は少な い が , H o w a r d
7 .)

.

V a r o n
7 21

等の マ ウ ス の 投与 に お い て , Ⅹ 層 の 退縮な



D H A
, E s t ri o l

,
h C G の 副腎皮質に及 ぼす影響

い し消失, 束状層の 縮小 の 報告が み られ る . K it a y の

ホル モ ン 学的な検索 に 依れ ば
5 7 脚 0】

. ラ ッ ト の 性腺 摘

除に依り . 姓で は副腎重量の 増加 と . 下垂 体の A C T 日

分泌増加が み ら れ , 雌で は 副腎重量の 低 下と
, 下垂体

の A C T H 分泌低下が み られ , t e St O S t e r O n e 投 与 で 更

に副腎重量の 低下と A C T H の や や減少が 認 め られ , 血

清C O r ti c o s t e r o n e はむ し ろや や上昇し ,
こ れ は . 性

腺摘 除, 下垂 体 摘 除 , C O r ti s o n 投 与 で は 5 a
-

r e d u c t a s e 活性が 完進 し , 性ホ ル モ ン
, A C T H 投与

で低下する た めと い う . 更 に t e s t o s t e r o n e は コ レ ス テ

ロ
ー ル 側鎖 切断酵素 , 及 び1 1β

-

h y d r o x yl a s e 活 性

を阻害すると い う . M al e n d o w i c z
6 1J

は 更に こ れ を

追求し, 雄 ラ ッ ト性腺摘除 に よ り t p r e g n e n o l o n e

著 明 増 加 と , C O rti c o s t e r o n e の 減 少 が み ら

れ , t e S t O S t e r O n e 投 与 に よ り , p r e g n e n O l o n e 抑 制

と C O rti c o s t e r o n e 正 常 値 化 が 来 た し , こ れ を

te st o s t e r o n e 投与 に よ る コ レ ス テ ロ ー ル 側鎖 切 断 酵

素活性 の 低下 と 5 α
-

r e d u c t a s e 活 性 阻 害 に よるC O ･

rti c o s t e r o n e , p r e g n e n O l o n e 比 の 正 常 化 に よ ると

述べ て い る .

A n d r o g e n を 投与 し , 電顕下に副 腎細胞小器官の 変

化を究明し た報告 は
. 全く 見当ら な い が

,
D H A 投与 の

著者の 実験下 にお い て み られ る , 糸粒体ク リ ス テ の 減

少･ 滑面小胞体の 狭細管状化 , 全体と し て の 疎 な網目

状化( 写真10 ) ･ 小脂肪滴の 消失 と 巨大脂肪滴 の 出現

は ( 写真1 2 ) . 網状層 ～ 来状層 の 層自体 の 縮小化 と共

に ･ D fi A 投与が . こ れ ら相応層 に , 機能低下 の 優性像

を生じせ しめ たと 考え られ る .

一 方( 写真 11 ) の 細胞

の肥大と滑面小胞体の 増 加を示す 例外的 な細胞 の 存在

は
･ 全体的な機能低 下の 中に も 一 部代償性 に 機能維持

ない し克進を示す細胞 が存在する と考え ら れ
, 複雑な

ホル モ ン デ ー

タ
ー

と 呼応 し
. 興味あ る所見 と思わ れ る .

( 3 ) e s t ri o l 投与群

a n d r o g e n 投与が 一 般 に 副腎の 萎縮を 来た す の に 対

し･ e St r O g e n は副腎刺激及び肥大を 来た す と さ れ る .

古く はL ei b y
7 3J

･ S el y e
7 4,

, N el s o n
7 5J

. B i ll e t e r
7 6, 等 の

報告があり 周 時 に 下垂体 の 肥 大を 認 め , e S t r O g e n は

下垂体存在下に お い て
, 副腎に 刺激的に 作用す ると し

て い る ･ 皮 質 各 層 に 及 ぼ す 変 化 と し

て ･ K o r e n c h e v s k y は
7 7

峨熟堆 ラ ッ ト に e s t r o n e 投

与し･ 来 状 層 と 網 状 層 の 肥 大 , 球 状 層 の 萎 縮
を

･ E llis o n
珊

は成熟雌 ラ ッ ト 及 び卵巣摘除 ラ ッ ト に

e St r o n e を投与 し . 同様 . 束状層網状層の 肥大 , 血管

禰の拡大, 大中脂肪滴の 消失 と , 微小脂肪 滴の 出現 を

拇胤 B o t ell a
7別

は e s t r o g e n 投与に よ り , 特 に 網状
層の増大を認 め る報告 があ る .

7 0 7

ホ ル モ ン 学的検索 に お い て Ki t a y は
57) 58

ミ 性腺摘 除

ラ ッ トと そ れ に e s t r a d i o l を 投与 した 場合 を比較 し ,

副腎重量の 増加と
, 血 中 c o rti c o s t e r o n e の 上昇. 下垂

体の A C T H 合成増加 を認め , a n d r o g e n が A C T H 分

泌 阻害 に作用する の に 対 し , e S t r O g e n は A C T H 分

泌 , 皮質 ス テ ロ イ ド産生 , 共に 刺激的 に作用す る と し

て い る .

C ol b y
6 01

, M a l e n d o wi c z
6 1)

. は 更 に 副 腎 5 a
-

r e d u c t a s e 活性の 面 か ら , 両性 線描除 はこ の 活性 を 冗

適 し , 該当性 ホ ル モ ン 投与 は , こ れを 阻止する と し て

い る 事 は 先 に も 述 べ た . な お 人 に お け る 場

合 , W all a c e
l O ‖

は 成熟及 び閉経婦人 に e st r o g e n を長

期 投与し血清17
-

O H C S の 上 昇を認 め , A b r a h a m

は 閉経婦人 に 同様 . e s t r o g e n 投 与 し, 血 清 D H A の

上昇を認 めて い る .

以上 の 光顔学的及び ホ ル モ ン学的検索に対 し , 電顕

下 に e s t r o g e n 投与の 影響を 究明し た報告は ほと ん ど

全く 見あ た ら ない .

著者の e s t ri ol 投与下 に お い て , 副腎の 体重比 重 量

は増加し , 特 に網状層 は , 対顔群網状層と比較 して ,

実面積の 上 で も増 大し て い る . こ の 事 は電顕像の 上か

ら も . 網状層細胞 に お け る滑面小胞体 の 著明増大 ( 写

真 16 ) 糸粒体膿の 破綻 関口 , そ れ に よる滑面小胞体 ,

小脂肪満 と の 交流 融合, 大中脂肪滴 の 消失 m i c r o v illi

の 増加( 写 真 19 ) と し て 認 め られ , 恐 らく網状層の 機

能冗進状態 を示すもの と推知で きる .

一 方束状層に お

い て は , 大 中 脂 肪 滴 の 消 失 , /ト 脂 肪 蘭 の 散

在 , m i c r o v illi の や や増加 を認め るも . 滑面小胞体 に

お い て は , 小胞状 に拡大発達を 示す細胞と , やや 味な

小胞状を示す細胞が混 在し , 増加傾向に あ る糸粒体内

顆粒
8 岬 1

. 糸粒体内封人体
82】

に 至 っ て は
, 今日 なお そ の

意義 は充分解明さ れ て い な い . 又 , 暗細胞に お い て は .

滑面小胞体の 増加拡大 を 一 般 に認 める も , 糸粒体 は ク

リ ス テ の 減少と基 質密度 の 低下を認 めて お り . 著者 は

機能推定 に 困惑を 感じ て おり 判定を下 し得な い . こ れ

らの 結果か ら . 少な く 共 e s t ri o l 投与 は , 皮質網状 層 に

対 して は刺激的に 作用すると 推知で き る .

( 4 ) H u m a n c h o ri o n i c g o n a d o t r o p i n 投与群

胎 盤 ジ ン チ チ ウ ム 細 胞 か ら 分 泌 す る と さ れ

る
8 3I 8 4J

.
h C G の 生 理 学 的 意 義 に 関 し て ,

t r O p i c

h o r m o n と して の 優位 の L H 作 用 と . F S H
,

L T H 作

用 等 の 卵 巣 に 対 す る 作 用 と . 他 方 胎 盤 自 体 で の

S t e r O i d g e n e si s に 及ぼ す刺激調節作用
8 5)

～ 8 7)等が 追 求

さ れて い る が未だ 充分な解明が な さ れ て い な い . 同様 ,

古来 , H C G が 副 腎, 特 に a d r e n a l a n d r o g e n を分泌す

る網状層の 支配 ホ ル モ ン と して の 作用 を 有す る か 否



7 0 8

か , 又 , 胎児な い し新生児の f e t al c o r t e x に 対し , 刺

激作用 を有す るか否 か に つ い て は賛否合半 した ま ま現

在 に 至 っ て い る .

B o te ll a L l u si a
晒

は 正 常 及 び 性 腺 摘 除 マ ウ ス に

b C G 投与し .
い ず れ も網状層の 増大を認 め , 副腎の 網

状層機能 は g o n a d o t r o pi n ( 特 に L H) に 調節さ れ ると

し , 同様結果は g o n g al o
･S a n z

8 9 1
に より モ ル モ ッ トで

報告さ れて い る .

近年 Btih n e r
90 )

は モ ル モ ッ トに h C G を 投与 し , 血清

1 卜d e o x y
-

1 7 K S ( 代表 D H A) の 上昇 を認め た とし て

い る が
.

一 方 ,
C u s h r n a n

9 ‖
は犬 に投与し . 変化 を

認め な い と して い る . 同様人 に対 す る 結 果 に お い て

も , P l a t e
92 1

は去勢婦人 に投与 し , 尿 中 17 K S と
一 部

e s t r o g e n の 増加を 認め
,

D e ci o
9 3J も同様報告 を し て

い る の に対 し , B a y e r
9 4 J

は去勢婦人 に対 し ,
A C T H

投与で 尿中 17 0 H C S , 1 7 K S , e S t r O g e n の 上 昇 を 認 め

るも ,
b C G 投与で は不定 の デ

ー

タ しか得 ら れず , 刺激

す る と の 根 拠 を 求 め 得 な か っ た と し . 同 じ く

Y a m aji
95 )

も 血 清 D H A p S が A C T H 投与 で 上昇 を認

め るが
,
b C G 投与で は 日内変動値 内にあ り , 影響 な し

と して い る .

一

方 , H C G が f e t al c o rt e x の 発達 を調節 な い し 刺

激 して い る と い う孟削こ閲 し , B l o c h
9 6)

は , 胎 児f e t al

c o rt e x の ホ モ ジネ ー

トと イ ン キ ュ ベ ー シ ョ ン 法 に

て , A C T H 投与時 程 著明 で な い が .
h C G 投 与 で

D H A の 明 らか な上昇を認 め . L a u rit z e n は
9 7 囲

. 新

生児に h C G 投与 し, A C T H 投与時以上 の 尿 中 D H A

- S の 上昇を報告し て い る .

こ れ ら限定さ れた 実験動物 . 人 に お け る不定 の 結果

か ら .
血C G の 副腎に及ぼ す影響 は未解決 の ま ま t 今 日

に 至 っ て い る わ け で あ る が , 電 蘭 学 的 に は .

N i s h i k a w a
3 7) の 正常及 び性腺揺 除 ラ ッ トに h C G 投 与

し , 束状層内側と網状層外側 にお け る糸粒体ク リ ス テ

の 融合拡大 , 糸粒体外膜 の 開 口を 認め
,
こ れを C 1 9 ス テ

ロ イ ド生合成の ため の 酵素活性化と み な す報告が 見 ら

れ るの みで あ る .

著者の 実験結果は , 表1 , 図 1 に示す如く , 副 腎実重

畳 , 体重当り比重畳 は共に 対照 と比較 し , はと ん ど差

異 は認め ら れ ない が , 姦2 , 図2 の 各層実面積 比 較 よ

り , 他層の や や減少傾 向に 対 し , 網状層 の 増大を認 め

て い る . こ の こ と は微細構造上 , 束状層細胞と網状細

胞 の 差異と し て , 来状層 にお い て は , 対照群と 煉似の

粗大脂肪滴の 貯留と , や や疎 な発達の 小胞状 な い し′ト

管状滑面小胞体が 認め ら れ る の に 対 し , 網状層 に お い

て は
, 小管状小胞体の 聞達 な発達 と小脂肪滴 の 存在 を

認 め る細胞群 . お よ び滑面小胞体 の 増加拡大と糸粒体

外膜破綻開口 な ら び に滑面′ト胞体な い し小脂肪満との

連絡像 を認 め る細胞 が存 在す る ( 写真 20 ) ･

一 方粗大

脂肪滴 を有す る細胞 は, 束状層 に比較 しや や 減少して

い る も , な お散在 して い る . 以上 の 所見か ら . 著者は
.

明瞭で な い に し て も ,

一 応 h C G が網状層機能 に対す

る斌清作用 を有 して い る の で はな い か と考 えて いる .

総 括

女性 に お け る副腎由来 の a n d r o g e n の 意 義お よ び

そ の 調節機構 の 詳細 に つ い て は , なお 未解明の 面が多

い が , そ の 一 端 を検索す る目 的で 副腎性 a n d r o g e n の

主要分 画で あ る d e h y d r o e p i a n d r o s t e r o n e (D H A ) を

両側卵 巣摘除 ラ ッ ト に 投与 し , 副腎実 重量 , 副腎比重

畳 , 副腎皮質各層 の 厚さ , 組織学 的超 微細構造に 及ぼ

す 影響 に つ い て 検索 し , E s t ri o l ( E T ) 投与時. h C G

投与時 の それ らと比 較検討 し た .

D H A と して は D H A a c et a t e ( D H A 岬 A c ) を用 い
, 隔

日 10 m g を7 週 間連続投 与し た .

E T も 隔日 10 m g , 7 週間 , h C G は隔 日10 0i .u . . 7

週 間投与し た .

副腎実重畳 で は ,
D H A 投与群の そ れ は平均20 .8 ±

1 .1 m g で 対照 群の 平均 42 . 5 ± 3 .2 m g に 比 し て ほ ぼ

1/ 2 で あ っ た . 体重 100 g 当 り の 副腎比重畳も. それぞ

れ平均 8 . 1 ± 0 .1 m g お よ び 15 .6 ± 1 .O m g で あ っ た .

E T 投与群 で は実重量 は平均 26 . 3 ± 5 . 1 m g で 対照群

の そ れ に 比 し約 40 % の 減少 を示 し たが , 比重量で は .

1 8 .1 ± 2 .O m g で 約 15 % の 増加 を認 め た .

h C G 投与群 で は著変 は認め ら れ な か っ た .

副腎皮質最 大切片面 に お ける 各層の 面積 の 平均を測

定 し , そ れ ぞ れ の 実面積 お よ び全体 に 対する比面積を

比較検討 した 結果 , D H A 投与 は束状層 . 網状層, 移行

層 の い ず れを もそ の 面積お よ び厚さ を減少さ せた . 球

状層 , 髄質に は著明な変化 は認め ら れ な か っ た ･

電頗的所見 に つ い て は ,
D H A 投与群で は . 網状層,

移行層 に お い て 小管状 お よ び狭細管状 小胞体が多数を

占め
t 疎 な網層状 を呈 し た . ま た , 束状層 およ び網状

層 に 巨大 な脂肪葡が か な り多数出現 した .
こ れらの所

見 は 機 能 低 下 な い し 慢 性 相 を 示 す も の と 思 わ れ

た . E T 投与群で は , 網状層 に お い て 滑面小胞 体の拡

大, 糸粒体内高密度顆粒 , 糸粒体内封 入体 が著明に認

め ら れ た .

h C G 投与群で は 網状層 に お い て 小管 状 小胞 体がよ

く発達 して い た . 来状層 に於 て 凝 結 品構 造物が 対照群

に 比 しや や 多く 認 め られ た .

終りに 指導 と 校閲 をい ただ いた 西田悦郎教授 に感謝し , 種

林
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写 真 説 明

写真1 . 対照 , 皮質
一

髄質境界部

皮質実質細胞 と髄質細胞 ( カ テ コ
ー ル ア ミ ン顆粒 を

含む) ( 矢 印) が 区分 さ れ る . × 5 4 0 0

写真2 . 皮質に 認 め られ る .

p e ri e n d o th e li al c eIl と して の m a c r o p h a g e x

5 400

写真3 , 対照 , 網状層

明細胞と暗細胞 が 区分 さ れる . × 5 400

写真4 . 中等皮細胞

滑面小胞体 の 小胞状発達 を認 む . × 1 1 2 0 0

写真5 . 対照 , 網状層

小管状 ク リ ス テ の 糸粒体( M ) , 粗面/ト胞体 , 小管状

滑面 小胞体 ,
ラ イ ソ ゾ ー

ム を認め
, 脂肪滴 (L) は ,

滑面小胞 体に 囲 われ て い る .

写真6 . 対照 . 髄質近接網状層

小脂肪滴( L) の 増加と滑 面小胞体の 発達 . × 200 00

写真7 . 対照 , 束状層

粗大脂肪滴(L) が散在す る . × 5 40 0

写真8 . c o a t e d i n v a gi n a ti o n と c o a t e d v e si c l e ( 矢

印) が 認 め られ る .
× 3 00 00

7 1 1

写真 9 . 核近傍 に . 中JL ､体 , ゴ ル ジ ー 装置. ラ イ ソ ゾ

ー ム が 認め られ る . × 2 000 0

写 真10 . D H A 投与 ∴縞状層

糸 粒体 ク リ ス テ の 減少, 滑面小胞体 は, 小菅狭細化

し , n e t W O r k 形 成 . × 1 1200

写真 11 . D H A 投与 ∴綿状層

例外的 な細胞 で ′豊富 な滑面小胞体の 発達 を認め る .

× 1 1 2 0 0

写真 12 . D H A 投与 . 網状 層

巨大脂肪滴( L) の 出現 ( 約12 〟) . × 5 400

写真 13 . D H A 投与 , 球状層. 束状層

球状層 に は巨大艦肪滴の 出現 は認 めら れ ない
. 光顧

写真 ( ト ル イ ジ ン ブ ル ー 染色) . × 50 0

写真 14 . E T 投与 , 束状層

糸粒体分 裂 ( 矢 印) 糸粒体内頼粒状物質が 認め られ

る . ×2 0 0 0 0

写真15 . E T 投与 . 束状層

糸粒体内顆 粒状 物質 ( 矢 印) が 多く 認 め られ る .

× 2 0 0 00

写真16 . E T 投与 , 網状層

巨大糸粒体内相 人体( 矢 印) . 糸粒体膜開 口 と, 滑面

小 胞体及 び 脂肪滴と の 染流. 充摘発適せ る滑面小 胞

体 . ×1 12 0 0

写真17 . E T 投与 移行層

暗細胞 に お い て , 滑面小胞体 の 増加. 糸粒体 内空胞

及 び ミ ェ リ ン 様像析出 .
× 1 1 200

写真 18 . E T 投与 , 束状層

脂肪滴 は減少 し , わず か の 小脂肪痛が認 め られ る .

× 5 4 0 0

写真19 . E T 投与 移行層

m i c r o v illi の 著明増大. × 20000

写 真20 . H C G 投与 綿状層

聞達な滑面小胞体の 発達 . 小脂肪滴 の 増加 . 糸粒体

内頼粒, 糸粒体 内封入体( 矢 印) が 認 め られる .

× 20000

写真21 . H C G 投与 束状層

ラ イ ソ ゾーム 内の 類結晶物析出( 矢 印) .
× 20 0 00
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A b s t r a c t

S t u d i e s w e r e m a d e o n t h e eff e ct s of a d m i n i st r a ti o n o f d e h y d r o e p i a n d r o st e r o n e

a c et at e ( D H A - A c), e S t ri ol (E T ) a n d h u m a n c h o ri o n i c g o n a d o t r o p i n ( h C G) o n

m o r p h ol o g i c al c h a n g e s i n t h e a d r e n al c o rt e x o f bi o v a ri e c t o m i z e d r a t s .

B i o v a ri e ct o m i z e d a n i m als gi v e n o n alt e r n at e d a y s i nj e c ti o n l O m g of D H A - A c o r

l O m g of E T o r l O O i . u . of h C G f o r 7 w e e k s . T r e at m e n t w a s s t a rt e d 3 w e e k s af t e r th e

bi o v a ri e ct o m y . A ft e r t h e l a s t i nj e c ti o n a n i m a l s w e r e s a c ri fi c e d u n d e r e t h e r a n e s t h e si a .

C h a n g e s i n t hi c k n e s s of e a c h z o n e o f a d r e n al c o r t e x w e r e d e t e r m i n e d
, a nd

m o r p h o l o g i c al c h a n g e s i n a d r e n al c o r t e x
,
e S p e Ci all y i n z o n a r e ti c u l a ri s w e r e o b s e r v e d

el e c t r o n ･ m ic r o s c o p i c a11 y .

T h e r e s ult s o b t ai n e d w e r e a s f o 1l o w s :

T h e n e t w ei g h t o f u nila t e r al a d r e n al w a s f o u n d o n t h e a v e r a g e t o b e 2 0 .8 ±1 . 1
,
2 6 .3

±5 . 1 , 4 2 .8 ±4 3 , a n d 4 2 .5 ±3 .2 m g f o r th e g r o u p t r e at e d w i t h D H A - A c , E T , h C G . a n d t he

c o n t r ol g r o u p r e s p e c ti v ely . T h e r el ati v e w ei g h t o f t h at p e r l O O g ･ O f b o d y w ei g h t w as

8 .1 ± 0 .l
.
1 8 .1 ±2 .0

, 1 5 . 6 ±1 . 7
,
a n d 1 5 .6 ±1 .O m g r e s p e cti v el y . D H A s e e m e d t o i n hibit

g r o w t h i n a d r e n al .

T h e a r e a of z o n a r eti c ul a ri s i n m a x i m u m s e c ti o n of a d r e n al w a s 9 . 6 , 1 6 .8 , 1 9 .7 , a n d

1 4 .5 ×1 0
5

FL
2

r e s p e cti v el y . T h at of z o n a f a s ci c ul a t a w a s 4 .1 1 , 5 . 3 6 , 5 .
4 7

, a n d 5 .9 1 × 10
6

F L
2

.

a n d t h at of z o n a t r a n sit .
w a s 2

.7 3 , 3 .2 5
,
5 . 2 5

.
a n d 5 .6 4 ×1 0 6

〟
2

r e s p e c ti v e l y . T h at of z o n a

g l o m e r ul o s a w a s 6 .1 6
,
3 .6 9

,
5 .4 1

,
a n d 8 .1 3 ×1 0

5

FL
2

,
a n d t h a t o f m e d u l l a w a s l ･ 9 2 , 1 ･9 7

,

2 .0 4 , a n d l .8 4 ×1 0
6

FL
2

r e s p e c ti v el y , T h e t o t al a r e a o f t h e s e c ti o n w a s 1 0 ･4 , 1 2
･6 , 1 5 ･2

,

a n d 1 5 .7 ×1 0
8

[L
2

r e s p e c ti v ely .

T h e a r e a a n d t h i ck n e s s of z o n a f a s c ic u l at a , r e ti c u l a ri s a n d t r a n si t
,

W e r e d e c r e a s e d

b y a d m i n i s t r a ti o n of D H A .

U lt r a s t r u ct u al o b s e r v ati o n s w e r e a s f o ll o w s :

S m a11 t u b u l a r t y p e a n d n a r r o w t u b ul a r t y p e of s m o o t h e n d o p l a s m i c r e ti c u l u m

(S .E . R .) w e r e r e m a r k ab l y o b s e r v e d i n z o n a r e ti c u l a ri s a n d i n z o n a t r a n si t . o f a d r e n al

c o rt e x i n D H A - A c t r e at e d r at s . T h o s e S .E . R . s s h o w e d r o u g h m e s h w o r k . N u m e r o u s g i a nt

li p i d d r o p l ett s a p p e a r e d i n z o n a r e ti c ul a ri s a n d f a s ci c u l a t a . I t w a s s u g g e s t e d t h at t h e

fi n d i n g s s h o w e d h y p of u n cti o n o r c h r o ni c p h a s e i n t h e f u n cti o n o f a d r e n al c o rt e x ･

E nl a r g e m e n t of S .E . R . , I n c r e a s e i n t h e n u m b e r of h i g h d e n s e g l a n ul e s a n d of

i n cl u s i o n b o d i e s i n m it o c h o n d ri a ( M it .) w e r e r e m a r k a b l y o b s e r v e d i n z o n a r eti c ul a ri s of

E T t r e a t e d g r o u p . N o g i a n t li p i d d r o p l et t w a s o b s e r v e d
-

a n d li p i d d r o p l e tt s w e r e

d e c r e a s e d i n n u m b e r .

S m all t u b u l a r t y p e of S .E . R . i n c r e a s e d i n z o n a r e ti c ul a ri s o f h C G t r e at e d g r o u p ･

C h r y s t a ll oi d s t r u ct u r e s w e r e sli g h tly i n c r e a s e d .
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