
頭部外傷後の視床下部下垂体神経分泌の消長に就て

京都大学医学部外科学教室第 1講座（指導：荒木千里教授〉

南 部 正 敏

〈原稿受付：昭和34年5月18日〕

THE DELAYED NEUROSECRETORY RESPONSE TO 
HEAD INJURY IN THE RATS 

by 

MASATOSHI N UMBU 

From the 1st Surgical Division, Kyoto University Medical School 
(Director : Prof. Dr. Ca1sATO ARAKI) 

1719 

In 1949 BARGMANN showed that GoMORI’s chrome-alum-hematoxyJinphloxin 
method was excellent in demonstrating granular inclusions all over the neurosecretory 
neurons in the hypothalamo・hypophysialsystem. Since then this staining method 
has been widely used for the study of the response of the hypothalamo-neurohypo-
physial system to various stresses, such as dehydration, injuries, heat and cold etc. 
However, almost all studies concerning the response to injuries have been mainly 
concerned with the acute reaction to injuries which were not to h回 d. Thus, there 
are few reports on the neurosecretory response to head injuries, especially, in the 
later stage after head injuries. This problem, however, seems to be very important 
in relation to the post-traumatic sequelae, especially traumatic neurosis. 

In the present study, therefore, I studied the change of the amount of the 
gomor旬hil su.bstances in the hypothalamo・hypophysialsystem following mere 
craniotomy, pinealectomy and head injuries. 

Sixty rats, all of which were four weeks in age, were divided into four groups, 
so that each group consisted of fifteen rats. In group I for controls no operation, 
in group Il mere craniotomy, in group IlI pinealectomy, and in group N head injuries 
were made. 

Among the rats in group I, control group, five were sacrificed at the age of 
four weeks, five were at six weeks and the remaining five were at eight weeks in 
order to know the normal amount of the neurosecretory materials in the hypothal-
amo・hypophysialsystem. 

In gr.:mp Il, only unilateral parieto・occipitalcraniotomy was made at the age of 
four weeks. Five clays, two weeks and four weeks after this procedure, accordingly 
at 33 days, six weeks and eight weeks in age respecti¥'ely, all rats were sacrificed. 

In group fil, pinealectomy was made at the age of four weeks by the method 
of KAGEYAMA. Five days, two weeks and four weeks after this operation, all rats 
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were sacrificed. 
In group N, head injury was given by shooting tangentially on the midsagittal 

region from the neck, and five days, two weeks and four weeks after injury, all rats 

were killed. 
In all these groups the hypoth~lamo・hypophysial system was taken out as one 

block. soaked in ZENKER’s fluid and embedded in paraffin. 
日serialfrontal sections six microns in thickness, GoMORI's CHP staining was 

done and the amount of the neurosecretory materials in the nucleus paraventricularis, 
nucleus supraopticus and the neurohypophysis was compared microscopically with 

that in controls and the following results were obtained : 
1) Neither increase nor decrease in the gomoriphil substances was noted in all 

rats which were sacrificed five days, two weeks and four weeks respectively after 

mere craniotomy had been made. 
2) Also in all rats in which pinealectomy had been made, there was no diffe-

rence in the amount of the gomoriphil substances as compared with that in controls. 
This fact seems to show that the pineal body has not 加 dowith the neurosecretory 
activities of the paraventricular nucleus, supraoptic nucleus and the posterior lobe of 
the h:;pophysis. 

3) In all of five rats which were killed five d句’safter head injury given at 
the age of four weeks, the remarkable decrease in the amount of the gomoriphil 
substance in the paraventricula,r nucleus was noted. However, in the supraoptic 
m1cleus as well as in the posterior lobe of the hypophysis in any of these 5 animals, 
neither increase nor decrease in the gomoriphil substances was noted. From thesε 
results it might be considered that the neurosecretory materials would be produced 
independently from the paraventricular nucleus and the supraoptic nucleus. In all 
rats which were・ killed two weeks, and four weeks after head injuries, there was no 
particular changes in the quantity of the gomoriphil substances in the paraventricular 
nucleus, the supraoptic nucleus, and the neurohypophysis. 

In short, in the later stage after mere craniotomy, pinealectomy and head inju-
ries, the remarkable decrease in the amount of the gomoriphil substance was noted 
only in the paraventricular nucleus of the animals of the only group which was 
killed five days after head injuries. Otherwise, neither increase nor decrease in the 
neurosecretory substances was found as compared with those of the control group. 
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第 1章緒 言

視＇＊下部下垂体系の神経分（必の研究は Bargmann

(1949）が Gomoriの℃hromalaun-H忌matoxylin-

Phlox in染色法 「1941) を初めて応用して以来包方

面から研究されつ、ある．この神経分泌が水分代議と

密接に関係しており，喝状態，食塩水投与等に伴い変

化するのは勿論の事p 叉疹痛p 火傷3 麻酔p 或は外科

的侵鎖等の所謂 Stressの加わった時にも種々なる変

化を示す事は現在迄に Bargmann,Hild, Schiebler 

(1950 l, Ortmann (1950），渋沢 (1950),Leveque u. 

Scharrer (19531, Rothballer (1953〕等により明か

にされて来た．併し之等の研究は主として頭部以外の

部位に加えられた Stressに対する急性期の神経分泌

の影響に関するものであってF 頭／；j；に対する外科的侵

襲の影響に就ての研究は少し特に頭部外傷後急性期

を過ぎた後に於てもp 視床下部神経核及び下垂体神経

業の神経分I必に果して変化があるかどうかの報告は未

だないようである．併しこれは外傷後遺症，と くに外

傷性神経症に関連して重要なる意味をもっと考えるの

で，著者は当鼠を用い，開頭術p 松果休易日除｛イ：［，及び

頭部外傷を加えた後の視床下部神経核及び下垂体神経

業の Gomori陽性物質の消長に就て検索を試みた．

第2章実験材料及び実験方法

生後4週令の白鼠60匹を用いp これを15匹づつより

成る 4群に分けp 第 I群を対照群p 第 H群を開頭術

群p 第目群を桧果体刻除群，第W群を頭部外傷群とし

Tこ

実験方法としてはp 第 I群の対照鮮は正常時に於け

る白鼠の視床下部下垂体系の神経分泌物質，即ち

Gomori陽性物質の量を知る目的でp 15匹を各5匹づ

訟に分割しP 無処置の健生後4週令， 6週令， 8週令

で断頭屠殺しF 直ちに関頭の上視床下部下垂体を一塊
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第 4章考察

第5章要約

として摘出した（Table!). 

第 II群の関頭術群は本教室景山の松果体別除術式の

骨切開迄の操作 （Fig.1）で，生後4週令にて全例こ

の開頭術を抱行し2 術後5日＇ 2；坦＇ 4週， llPち生後

33日， 6週令， 8週令で夫々断頭尾一殺の上対照群同

様視床下部下垂体を摘出しP 各5例づ〉倹査し た

(Table 2'!. 

第E群松果体易リ除群は本教室長山の松果体別除術式

に従し、p生後4週令で全例に松果体を刻除し術後5日，

2週， 4週で断頭屠殺しP問機に検査した（Table3). 

第W群頭部外傷群は生後4週令で頭蓋笥隆部の正中

矢状線部を空気銃弾丸が滑走するよう銃口を頚部に置

き，後方から頭蓋の切線方向に射撃を行った（Fig.2, 

Fig. 3）.此の際使用せる空気銃は Fig. 4に示す

如きもので，此のエネルギーは 79000ergであった．

そしてこの射撃実験は約50%の死亡率を伴った．頭部

外傷の程度は頭皮の損傷のみならず頭蓋骨折p 骨片:J..

は弾丸による脳挫滅をも合併しP 射撃直後には角膜反

射消失，尾部に於ける疹痛反射消失，一部の例に於て

は痘筆をも伴った．頭皮損傷に対しては縫合を行いp

外傷後5日目P 2週目， 4週目， llPち生後33日＇ 6週3

8週にて夫々断頭屠殺して脳を摘出した 1Table 4). 

The Method of Trepanation 

Fig-. I 開頭術式（景山 (1955）式絵果休

易リ除術骨切開）
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Table 2 Trcpanation Rats 

Group 

Age in Days 

Postoperative Days 

~umber of Rat 

Sex of Rat 

Body Weight at Opぞration
(Gram) ' 

Body Weight when Sacri-I 
ficed 1 Gram 1 

II 

33 Days Group 6 Weeks Group 

5 14 (2 Wccks1 

14 15 16 17 ~J 25 26 27 28 29 

♀ ♀ cs cs i5 -(5 ♀ cs ♀ i5 

55 50 55 60 55 60 12 50 40 48 

60 60 62 68 70 9-l 80 100 80 82 

Table 3 Pinealectomized Rats 

8 Weeks Group 

28 ( 4 Weeks) 

I 2 3 4 7 

♀ 0 i5 cs♀ 

50 55 60 60 52 

140 142 170 178 160 

Group 而
阻

Age in Days 

Postoperative Days 

:¥'umber of Rat 

Sex of Rat 

Body Weight at Operation 
IGraml 

Body Weig-ht when Sacri-
ficed 1 Gram 1 

33 Days Group 6、NeeksGroup 8 Weeks Group 

5 14 (2 Wceks1 28 ( 4 Wee！、sI 

19 21 26 27 28 22 24 32 33 36 2 3 4 38 39 

'Ci ♀♀ -(5 合 δ ♀ 'Ci ♀合 平♀♀合会

55 55 55 53 60 45 55 60 60 60 56 52 55 55 55 

60 60 55 60 70 98 102 93 82 98 112 96 114 160 152 

Fig. 2 頭副射準々法

之等の例にて摘出せる視床 l,,i I rD:fドを可及的小片

としy Zenker液に10時間固定p 脱昇求＇ Jo《lierung 

の操作を行いp パラフイン包埋を行った．切片付全

部前額断 611連続切片となし，脱，pfラフイン後p 脱昇

京p Jodie run且・の操作を繰返し行いp Chromalaun 

(4%）添加 Bouin液に37°Cで－ r，~ f五百固定しp 流水

でピクリン般の色，，i,\Jボ仰ける ~11', ；＼.，而る後 Gomori

CHP染色法を施行した． 著者は変法を用いずp あく

まで GomoriCHP法を行った． 参.！＇；迄に Gomori

CHP '1＇色？tーを記しておく．

Gomori CHP染色法・（1・）2.59o過マンガン酸加里

議
一

Fig・.・3 射撃後の鼠頭部

函・・・圃圃．圃圃圃圃圃圃圃園町

Fig・. 4 頭出射撃パ使用せし進気銃
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Table 4 Head Injury Rats 

Group 

Age in Days 33 Days Group 

Posttraumatic Days 5 

Number of Rat 33 34 36 37 39 

Sex of Rat ♀合♀♀ CS'
Body羽Teightat Head 38 40 42 45 45 lujury (Gram) 

Corneal Reflex (Sec.) 
（ー）（ー）付仲村
5 60 80 60 6 

Pain Reflex in the （ー）（ー）付（ー）←）
Tail (Sec.) 120 90 120 60 30 

Bod~ 羽Teightwhen Sacri-
fice (Gram) 

45 50 50 52 50 

Epicranium ←）（ー）的制的

Fracture of Cranial Bone （＋）仔）制朴）（＋）

Cerebral Contusion （＋）（＋）倒的（＋）

液と 5%litil酸各 20ml.に蒸溜水 160ml.を加えた液

に1分間浸潰す． (2）軽く洗って後3%重硫酸ソーダ

液で脱色する. (3）流水で 5分間水洗する. (4) Chro-

malaun-H忌matoxylinで 1時間染色する． (5）蒸溜

水で洗い余分の色素液を落す． 16) 1 %塩酸アルコー

ルで分別する. (7）洗水で2時間水洗すと． (8) 0.5% 

フロキシン水溶液で5分間染色する． (9）流水で、余分

の色素液を落す． 削 5%燐ウオルブラム酸水溶液に

1分間浸しフロキシン染色を止める． 叫流水で5分

間洗う． 間 95%アルコールで弁色，無水アルコー

ルp キシロールで脱水パルサムに封入する．

第3章組織学的所見

此処に記載する所見は神経分泌物質を光学的定量法

によらず，単に検鏡により比較したものである．勿論

連続切片を通覧し，神経分泌物質量の増減の判定に客

観性がないと思われるものは，全部変化なしと判定

し，著明な変化あるもののみを問題にすることとし

た．

第1節対照群

A. 努脳室核（Nucleusparaventricularis) 

先づ無処置にて生後28日目（ 4週）に屠殺せる 5例

の努脳室核を検するにp 全例を通じて多少の差こそあ、

れP細胞外 Gomori陽性物質及び Gomori陽性細胞が

数多く認められる．之等は Nucleusparaventricul-

arisの外側部に存在する Nucl.p. filiformis mag-

nocellularisの部分に多く存在し， Nucl.p.日ifor-

IV 

6 Weeks Group 8 Weeks Group 

14 ( 2 Weeks) 28 (1 Weeks) 

4 6 7 8 9 10 11 27 28 30 

合合合平合 合会合会♀

50 30 55 53 45 50 40 55 52 50 

付（ー）（ー）←）（→ （ー）（ー）付付←）
30 40 90 60 10 40 60 20 180 5 

（ー）（ー）（→（ー）（ー） ←）（→（→←）ト）
60 180 180 120 30 180 180 180 300 180 

98 75 108 92 100 155 130 165 160 170 

朴）（吋件）（＋）帥 帥（刊件）（＋）（竹

（＋）（＋）朴）（＋）帥 帥朴）（＋）倒的

（竹（竹 t十）（＋）朴） 制（＋）刷版）併）

mis parvocellularisの部分には余り認められない．

分泌機能を有するのは magnocellularisの一部の神

経細胞でp parvocellularisの細胞には分泌機能は無

いと云われている．従って Fig.5 l4pに示すま口〈三

角形を呈する Nucleusparaventricularis外側部，

即ち第三脳室壁を底辺とする三角形の頂点に近い部分

に多く Gomori陽性物質が認められる．又此の部分は

特に毛細血管に富める部分である． 之等の Gomori

陽性物質は Nucleusparaventricularisの大型神経

細胞内及び其の周辺の細胞間質に，微細頼粒状のもの

から短棒状乃至は珠数状（perlschnurartigeAnord-

ung）のもの迄種々の形態を呈するものが実に多数に

認められる. Gomori陽性細胞の一部は双極性，一

部は偽双極性である．細胞外頼粒及び Gomori陽性

細胞内の穎粒はその一つ一つを比較的容易に識別し得

る（Fig.5 l4p）.此の様に多数の Gomori陽性物質

が存在する為弱拡大にてその存在を容易に知る事が出

来る．

次で正常白鼠生後42日（ 6週）屠殺例に於ては，微

細頼粒状p 短昨伏，珠数状（perlschnurartigeAn-

ordung）或は Herring小体に至る迄の種々の形態の

Gomori陽性物質が magnocellularis域の血管に富

める部分から努脳室核の外側に向う血管周囲に非常に

多く認められる．勿論之輔問胞外の間質組織内に認め

られる Gomori陽性物質のみならずp 細胞内 Gomori

陽性物質，即ち Gomori陽性細胞をも各切片に於て認

めた．これらの所見より盛に神経分以活動が営まれつ
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》ある事が察知出来る（Fig.5 I6p）.生後28日目（14

週）屠殺例に於てもP 多くの Gomori陽性物質を認、め

得たがp 生後42日目（ 6週令）屠殺例と比較すればp

全般的に観て後者の方が Gomori陽性物質が多く存

在する．従って同種動物に於てもF 生長過程に於て或

程度の生理的変動があるものと考えられる．

生後8週無処置の芳脳室核に於ても，生後4且， 6 

週屠殺例と同様p magnocellularisの毛細血管に富

める部分及び芳脳室核より外側に走る血管周囲にp 微

細頼粒状，棒状乃至は珠数状の種々なる形停のGomori

陽性物質を細胞間質に認める．此の他 Gomori陽性

細胞， Herring小体をも認めた．生後8週例と 6週

例との Gomori陽性物質の形態及び量は殆んど同ー

でありp Gomori陽性細胞F Herring小体等につい

ても差を認め得なかった（Fig.5Isp). 

叉努脳室核より外下方に向う血管の周囲間際及び

Tractus filiformis lat巴ralisの中にも Nucleuslate-

ralis hypothalami fこも Gomori陽性物質を認める．

併し Gomori陽性物質の血管内侵入及び第三脳室内侵

入の像は何れの例に於ても認める事が出れなかった．

B. 視東上稜 1::¥ucleus supraopticus) 

無処置生後28日目（ 4週）屠殺の 5例に就て視東上

核を検するに，背側p 腹側共に Gomori陽性頼粒か

ら短棒状乃至は珠数状（perlschnurartigeAnnrd回

ung）の Gomori陽性物質に至る迄の種々段階のも

のが認められる．併し全般的に背側部には紐状 Gorn-

ori陽性物質が多く息られ，腹側には微細頼粒状のも

の及び珠数状のものが多く存在しP 全切片を通じて腹

側の方が Gomori陽性物質が多いようである．之等細

胞外 Gomori陽性物質のみならずP 細胞内（Gomori

険性細胞内）にも Gomori陽性頼粒が充満しF これ

は細胞の突起内にも認められる（Fig.5 I1s1.全速続

切片を通じて観察するにp 視東上核に於ける Gomori

陽性物質は芳脳室核に於けるそれよりも一般に梢々少

いようである．

リくに生後6週の正常白鼠5例の視来上核ではp 生後

4週例と同様の Gomori陽性物質及び Gomori陽性

細胞を認める事が出来た．そして生後6適例と生後4

週例との聞に差を認める事が出来なかった．

正常白鼠生後8週の5例の視束上核を検するにp 背

側部腹側部共｝こ（；omori~陽性物質が存在しP 形態的
にも 4週例のものと同様でありp 量的にも全切片を通

じて略々同程度で為った．その他岡本（1956）が記哉

せる如し視51~：／：叉を 1 ～ 2列をなして背腹に貫通す

る血管に添って分l！必細胞及び Gomori陽世物質が存

在しp その；＇；i；にも Gomori陽性物質の下降する所見が

認められた．

℃ 下霊体神経葉（Neurohypophysis)

芳脳室核p 視束上核より Tractusparaventriculo-

hypophyseus及びTractussupraoptico-hypophyse・

usを伝いy 下垂体p 特に下垂体神経葉へ導かれp そこ

に瀦溜された Gomori陽性物質を検するに生後28日

(4遁）無処置屠殺例に於てはp 後葉全体に非常に多

くの同物質の集積を認める．微細頼粒状のものより

Herring小休に至る迄種々の大きさのものがありp

Herring小体も円形p 楕円形或は短棒状のもの等種

々の形態のものがあり，非常に多種多様である．之等

の Gomori陽性物質は Romeis(1940）の云う Ver・

dichtungszoneに一致してp 即ち血管周囲組織に一致

して非常に多く瀦溜している像を認める（Fig.5 l4h). 

次に生後6週の下垂体神経薬を検するにp 生後4週

例と同様p 微細頼粒状Gomori陽性物質及びHerring

小体の集積を認める．これ等 Herring小体も大型の

ものから小型のものに至る迄種々の段階のものが存在

し，その形態も種々である．

生後d週無処置例に於ても＇ 4週F 6週例同様，大

型より小型迄の種々の Herring小体，及び微細頼粒

の集積を認める．特に大型 Herring小体が多いと

かp 小型 Herring小体が多いというような所見は，

各週令の各5例を通じて認める事が出来ずp 各週令と

も同様同程度の Gomori陽性物質及ぴ Herring小体

の存在を認めた．勿論各例共各切片に於ける Herring

小休の分布には差があった．

即ちある切片に於ては中心部に Herring小体が多

〈存在し，叉ある切片に於ては中葉への移行部近くに

多く存在することがあった．併し Herring小体の分

布は勿論動物種により相違するのみならず，同じ動物

に同じ固定法を行って検査しても個体によってその分

布が同一でない事は既知の事実であり，従って Her・

ring小体の分布如何を云々する事は意味がない．

その他 Tractusparaventriculo・hypophyseus及

びTractussupraoptico-hypophyseusを下降して下

垂体茎部に達した Gomori陽性物質を観るにp 微細頼

ト！＇！＇＇ のものが非常に多く存在しP その中に大型小型の

Herring小体等を認める．此の部位に於ける Gomori

陽性物質も各週令の全例に於て差異は無かった．

第2節関頭術君羊

関頭術fえに視床下部下垂体系の神経分泌物質に如何
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Fig. 5, Fig. 6 説 f

I. Ill. JV. ：群を表はす． 4. 6 . .8. ; 生後の週令を表はす． 2・2.：術後5日p 術後2週を表はす

h; :-.Jeurohypoph>・sis, p: :¥!uckus paraventricularis, s: Nucleus supraopticus. 

Fig. 5 

t,p：正常対照芳脳室後（生後4逓） :¥!uclcus p. filiformis magnoc巴llularisに Gomori陽性物質，

Gomori陽性細胞． （× 150) 
l,p ：正常対照努脳室核（生後4週） Nucleus p. filiformis magnocellularisの Gomori陽性物質，

Gomori陽性細胞． （× 600) 

l6P・正常対照努脳室伐（生後6週）努脳室核の外側に｜匂う血管周囲の多数の Gomori陽性細胞， Gomori

陽性物質． （× 600) 

Lp 正常対照努脳室慢（生後8週）微細穎粒状のものから棒状乃至は紐状 Gomori陽性物質及び Go-
mori陽性細胞． （× 600) 

l1s ：正常対照視］~~ 土絞（生後 4 週）細胞内 Gomori 陽性物質及び細胞外 Gomori 陽性物質．（× 600)
l,h：正常対照下垂休神経葉 f生後4週）微細頼粒状 Gomori陽性物質より Herring小休に至る迄非

常に多くの Gomor、I陽性物質の瀦溜． ( " 600) 

IV5p：頭部外傷後5日芳脳室核 Gomori陽性物質消失（× 150)

IV5p：頭部外傷筏5日芳脳室核 Gomori陽性物質消失（× 600)
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なる変化が生ずるであろうか．術後5日＇ 2週， 4週

に於て調べた．

A. 5号目当室核 （Nucleusparaventricularis) 

生後4週令にて関頭術を施行し，術後5日目に屠殺

せる 5例では magnocellularisの部分の組織間質及

び一部の神経細胞に Gomori陽性物質が認められた．

これら Gomori陽性物質は微細頼粒状のものから紐状

のものに至る迄種々の形態のものがあった. 'J.. Gorn-

ori陽性頼粒を胞体内に蔵している細胞もあった．こ

れ等の所見を対照群生後 4週令の夫と比較しても量的

に全く変化を認める事が出来なかった. Gomori陽

性細胞の核割責増大，核偏在，核仁肥大等の機能充進

像も認められなかった．

術後2週屠殺群を同週令の対照群と比較しでもp

Gomori陽性物質の形態，量に差違を認めなかった．

術後4週の 5例の努脳室核に於ける m時 nocellul-

aris域血管周闘の Gomori陽性物質及び Gomori陽

性細胞の所見を対照群の生後同一週令のものと比較す

るに，形態的にも量的にも何等差違を認める事が出来

なかった．

B. 視東上稜 （Nucleussupraopticus) 

関頭術後5自の 5例にて視束上核を観るに，その背

側部も腹側部も共に Gomori陽性物質の形態に於て

も量に於ても対照群との差違を認める事が出来なかっ

た．

次に関頭術後2週，及び 4週の各5例に於て もp 苅

照群との差違を認める事が出来なかった．

c. 下垂体神経葉（Neurohypophysis)

術後5日間の 5例に!7.tき下垂体神経業を精査し対

照群と比較するもp 微細頼粒状 Gomori陽性物質よ

りHerring小体に至る迄の種々なる形態の Gomori

陽性物質の瀦溜を認めp 全く対照同様の所見であっ

た. Gomori陽性物質の血管内侵入の如き特異なる

所見は無かった．

術後2週及び 4週の各5例の下主体神経葉も同週令

の対照群と異る所はなかった．

D.所見小括

関頭術後5日＇ 2週， 4適の各5例に於て努脳室

核p 視東上核及び下手休神経葉の Gomori 陽性物質

量には全〈差違を認める事が出来なかった．叉神経分

泌核に於ける血管拡張及び神経分泌物質の消失，血管

内への Gomori 陽性物質の侵入及び神経分泌細胞の

核容積の地大，核仁肥大p 核の偏在等の機能充進像は

何れの例に於ても司、める事が出来なかった．

第3節松果体別除群

A. 51?脳室稜 （NucleusparaventricularisJ 

生後4週令にて桧果体別除を行い，術後5日目に屠

殺しP 生後4週の対照群と比較した．第3脳室より離

れた Nucleusparaventricularisの外側部の mag-

noce II ularisの神経細胞内及び細胞間質に徴主Ill頼粒状3

短梓状，珠数状の Gomori陽性物質を認めたが，之

等は全く対照群と同様であった．叉分泌細胞に於ける

絞＇fHi'1泊九核仁肥大，核の偏在等の機能克進像や努

脳室核の変形p 委言縮等は一切認められなかった＜Fig.

6 III s p). 

Fig・. 6 : III s P松果体別除後5日努脳室核（x 600) 

次に術後2週及び 4週の各3例に就て同一週令の対

照群と Gomori陽性物質量を比較したが， これ え全

く差違を認める事が出来なかった．

B. 視東上核（Nucleussupraopticus) 

松果体刻除後5日の 5例で視束上核を検するに，背

側部腹側部共に Gomori陽性物質が存在しP 背側部

には短樗状3 珠数状Gomori陽性物質p 腹側ぶには微

細頼粒状，棒状 Gomori 陽性物質が認められ，之等

の組織所見は形態的にも量的にも対照群の所見と全く

同ーであった（Fig.6 JI[ s s). 

Fig. 6 III:; s松果体刻除後5日視東上核（× 600)
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術後2週の5例の全連続切片に於てもp 微細粒子状

の不規則な形態の Gomori陽性頼粒及び輪廓の明瞭

なる不整形 Gomori陽性物質が腹側部背側部ともに

存在しp これ叉対照例と異るところはなかった．

このことは術後4週の 5例の視点上核に於ても同様

である．

c. 下霊体神経葉 1Neurohypophysis) 

わ；~ F.!l: f 1、別除後5日の 5例の下重体神経葉を倹索する

に，不整形沈状 Gomori陽性物質より微粒子状 Gom-

ori陽性物質に至る種々段階の Gomori 陽性物質及

Herring小体の集積を認める． これらの所見を対照

群のそれと対比するに両者に甲乙を附け難い（Fig.6 

lllsh人

Fig. 6 : Ill _ih桧果休別除後5日下電休神経蛇

（× 600) 

次に術後2週のものに就て神経業を調へるlふ中心

部：p 周辺部共にクローム・アラウ ン・へマトキシリ ン

に濃染せる滴状或は不定形の Gomori 陽性物質より

球形或は不定形微細頼粒状、Gomori陽性物質に至る

迄密にヰJi'lする．前に対照群の項で述べた如く p 中心

部に大型 Herring 小（ j；のある切片も！－， ~ L ii，周辺部

特に中間業への移片山こ夫等の存在する切片もある

がp 全切片を通覧して対照例と比較すれliGomori陽

性物質の形態，量p 分布等に於て何等特別な差違を認、

めなかった．

術後4J!4の5例の場合も術後5日＇ 2週の包5例の

場合と同様である．

D. 所見小結

快県（1~別除術後 5 日 I 2遁， 4週の各5例を対照伊l

と比較検査するも，苦手脳室核p 視点上核及び下登休神

経業にIi：＇ける Gomori陽性物質の分（［i, 形態及び量

に於て何等の差違をも認める •1，·が JIHそなかった．その

他松町HU除後の組織像にp 血管拡張p 血管内への神

経分泌物質の付人， Gomori 陽性物質の第3脳室内

侵入等の特異なる所見を証明出来なかった．

第4節実験的頭部外傷群

頭部外傷を契機として複雑多彩なる内分1必ドif書p 代

謝障害を招うれした症例の報告は非常に数多く見られ，

又尾形及び著者 (1959）の臨床的観察でも明らかに示

されている所であ乙．従って頭部外傷が視床下部の神

経核及び下垂体神経業の神経分，・！＇.物質に如何なる影響

を及ぼす ものかを実験的に検討した．

A. 努脳室根（Nucleusparaventricularis) 

頭；＇，j；外j}，＼（を5日目の 5例の努脳室絞を検するに共通

約に Gomori 陽性物質の著明なる減少が見られ，全

連続切片を通じて綿密に検するも， Gomori陽性物質

は殆んど見られず，たとえ探し得たとしてもp それは

各例ともに 2～3切片の小数に於てでありp 巨つ微細

なる Gomori陽性頼粒及び極く少数の糸状の Gomori

陽性物質だけであってp 而も夫等は強拡大で辛うじて

認められる程度のものであった．対照群に於て認めら

れた様な magnocellularisの血管周囲組織に於ける

大きな短棒状乃至珠、以状 （per!schnurartige Anor-

dung）の（；川川l'i陽性物質及び Gomori陽性細胞は

全然存在しなかった． 又微細頼粒状 Gomori陽性物

質も絶対数が著明に減少していた．従って対照群では

100倍程度の弱拡大で以て容易に Gomori陽性物質の

存在を認め得たのに，頭部外傷後5日の 5例に於ては

400倍程度の強拡大で以てはじめて認め得た．その他

Gomori陽性物質の保管内侵入3 第 3脳室内侵入y 細

胞形態の変化p 機能充進像p 穿脳室核白休の変形等の

特異な変化は証明されなかった rI♂ig.51¥'spl,

外傷後2週の 5例に於て努脳室核を観るに，対照群

の如き微細！！！Ji粒状p 短事早状p 長樗状不規則な形態の

Gomori陽性物質及び Gomori陽性細胞を magno-

cellularisの毛細血管に富める部分に認めるがp 対照

群と比較して梢々少いかと思われる程度でy 顕著な変

化ではなかった（Fig.6 lViP'. 

見.1:;1；外｛勾後 4週の 5例に於ても対照群と特に異ると

ころはなかった． 又神経分泌物質の血管内侵入，脳室

内侵入等の所見をも認めなかった．

B. 視東上稜 （Nucleussupraopticus) 

頭部外傷後5日間の 5例の視束上核では， ヨ号脳室核

よりも Gomori陽性物質の少いこと対照群と同様で，

対照群との問に形態的P 量的に有，口、の －~：＇： を認める事が
出~＇々かった（ト1且＂ 6 IV s s). 

｛）；に外（引を2週の 3f列に於ても全切片ーを通じp G<r 
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Fig・. 6: N .z. p頭部外傷後2周期悩室核（ x 600) 

Fig＂.’.6 : N ss頭部外傷後5日視束上核 （x 600) 

mori陽性物質の形態の上にも，量的にもp 対照群と

甲乙をつけ難かった．

叉外傷後4週の 5例に於ても同様であった．

c. 下垂体抑経葉（Neurohypophysis)

頭部外傷後5目の下垂体神経葉を調べるに3 微粒子

状，滴状p 或は不整形塊状の Gomori陽性物質の集

積を認める．大型から小型の Herring小作迄各種の

ものが混在し，中には個々のもの h 形態を識別出来ぬ

のもある．之等の所見は全く対照例と同一である．そ

の他 Gomori陽性物質の血管内侵入p 血管拡張等の

変化は証明出来なかった（Fig.6 N sh). 

頭部外傷後2週P 4週の下垂体神経葉 Gomori陽

性物質， Herring小川、に就ても，形態的，量的に対

照群と義異はなかった．

D. 所見小措

実験的頭部外傷後5日の努脳室核に於ては Gomori

陽性物質の著明なる減少及び Gomori 陽性細胞の消

失を認めたるもp 視来上核p 下垂体神経葉に於ては変

化らしきものは観られなかった．外傷後2週， 4週の

例に於ては努脳室核p 視東上核，下垂休神経業の何れ

Fig-. 6 : IV~ h頭部外傷後5日下垂休神経薬（×600)

の部位にも変化はなかった．其の他頭部外傷後に第3

脳室変形p 神経分泌核の変形，空胞形成，血管拡張，

細胞形態の変化，其の他特異形態の Gomori 陽性物

質の出現等を証明し得なかった．

第 4章考 察

神経分泌物質が種々の刺戟に反応して変化する事

は， Ortmann(1950), Scharrer (1950), Hild (1950) 

等の渇状態にした動物の視床下部，下垂体後葉に於け

る Gomori陽性物質の激減p Stutinsky (1953）の

食塩水投与による伸経分泌物質の増加p Roth baller 

(1953）のダイコク鼠の尾部疹痛刺戟による Gomori

陽性物質の著減等の実験により明かである．叉神経分

泌の時間的消長に関する研究としてはp 例えば Roth-

baller (1953）はダイコク鼠の尾部に疹痛刺戟を加え

て後 1～2分後にp Pars nervosa, Pars anterior 

及び Parstuberalisに於ける Vasodilatationや神

経分泌物質の消失，そして 4～6分後には Infundib-

ular stem, Median eminence, Nucleus supraop-

ticusや Nucleusparaventricularisの神経細胞周

辺に於ける神経分泌物質の血管内侵入像を認めp これ

らの変化は 5～12分頃迄持続して後，次：1・＼に依復し，

正常状態に達する迄に約3～4時聞を要したと報告

し，渋沢 (1957）は外科的侵襲直後より神経分泌物質

は可成り著しく減少しはじめ， 4時間以内に Nucleus

paraventrieularis, Nucleus supraopticusの神経細

胞は Gomori陽性物質を失い，周辺市4こ僅かに微細

頼粒として残存するに過ぎねかp 或は全く .Neuros-

ekretを失ぃ， Herring小11~は Gomori 着染性を

失いp 下垂体後葉よりは Gomori着染コロイドが全く

消失し＇ 24時間頃より快復にI司って Gomori陽性物

質を豊富に持つ細胞が現れるようになり，大休72時間
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で依~！：！ すると報告している．併し此のような従来の報

告は頭部以外の身体部位に刺殺或は外科的侵襲を加え

た場合についてでありy 而も急性期に於て神経分i>f＇.に

著しき変化を示す事を明かにしたものである．私の研

究は頭部に外科的侵襲や外傷を加えp その直接的変

化p RPちシ司ツクp出血y脳挫傷等による全身的乃至局

所的変化が一応消失したと思われる 5日li, 2週， 4 

週に於て観察したものであるがp 関頭術例に於てはp

術後各時期の全例共に Nucleusparaventricularis, 

Nucleus supraopticus，う~（＇ Lil叫】ypor》hys i sの Gomori

陽性物質に対照例と異るところがなかった．之は，単

なる関頭術では~製，7：小さし従って手術当初には渋

沢（1957）の云う如き変化が一旦起ったであろうが， 5

日後即ち 100時間以上経過した後ではそれらの変化は

全く快復したものと考えねばならぬ．

｛欠に除l果 （＇｝別；：r：術の諸「手ljに~ても y 視床下部神経分

協核及び下垂休神経業には対照群と殆んど差異が認め

られなかった．従 ！＇：桧果休易日除術の死亡率は大きかっ

たが，著者の用いた絵果体刻除術（景山法 1955）は従

来の方法に比し同甥;j＞小さ いので， 術後5日では既に

手術の影響が消失したものと考えられる．併し一方松

果体は内分泌臓器のーっと考える人もあり，叉動物種

により桧果体自作に神経分泌の証明される場合も少く

ない様である．例えば Bargmann(1954）はハリネズ

ミに於て桧巣体 Epiphysiscerebri の中央部に細い

Gomori l<f-'I金之、二判i；線維を認め，西国 (l955）は牛の

桧果休に CHP法好染物質を見出しており p え Quay

(1956）も White-footedmouseの松果休に於てCHP

法好染の granularcellを認めてい乙．併し著者が

犬， Jr'li，’~： 兎， モルモ ット ， ラ y テ，ハムスター，マ

ウス， ~＇J等に就て松果イドの Gomori 陽性物質を探索

したところでは＇ {i可れの1捌勿の桧ー果休にも Gomori陽

性物質を見出し得なかっt~. 尚 Bargmann (1954）は

桧果休の神経支配の問題が仁だ確定していない現在で

はp 桧果作に Gomori好性物質を認めたとしても，

桧果休神経分泌が視床下部と一つの分泌糸を形成する

とは断定し得ないと述べているが，著者の松泉休刻除

実験の結果から云えばp 視床下部・ 絵果体系と云う よ

うな神経分泌性連絡は無きものと思われる．

頭部外傷後2週＇ 4週にはうれ1elC'usparaventric-

ularis, :"Jucleus supraopticus, Neurohypophysis"2 

何れに於ても殆んど対照群と差違を認めなかったが，

頭部外傷後5日間の症例は全例に於て Nucleuspar-

a、cnlricu!arisに於ける Gomori陽性物質の著明な

る減少を認、めた．

之は我々の頭部外傷が脳の剖検所見より見て可なり

高度のものであるのでP 体の他の部位に加えられた外

科的侵襲の場合よりは影響が大きし外傷後5日目に

於てすら尚変化を浅しているものと思われる．従って

頭部外傷に於ては一見ショ ック状態等の急性期の変化

が去ったと恩われる時期に於ても，尚視床下部の神経

分泌には可成り著しき変化が相当期間残っている事を

知るのである．尚5日目の症例では視東上核，下垂体

神経理：の神経分Jじには殆んど変化を認め得なかった．

このよ うに外傷の杉響が神経分泌核といっても主とし

て努脳室核に現われるのは如何なる理由か．これは今

後の問題として残しておこう．渋沢 (l954）は視床下

部の分泌、と後楽分泌とを或程度解離出来ると報告して

いるが，著者の~：駄ではそれに加えるに更に視床下部

の視東上核と努脳室核との分泌の聞にも或程度の解離

が認められた．尚 Barnett(1951）の染色学的研究に

よれば Gomori陽性物質は Vasopressin,Oxytocin 

らしいとパわiL,Hild & Zetle1・ (]951），渋沢(l954) 

の報告では？、＇ue!C'usparaventricularisに Oxyto-

c:in, Nucleus supraopticusには Vasapress inが多

く含まれるという ．果してそうであれば Nucleus

paraventricularisの Gomori陽性物質の減少は即

ちOxytocinの減少を意味するものであるからp 結局

頭部外傷後には Oxytocinの障害が長く続くとい

うことになる．又このような状態では下垂体後葉の

Gomori陽性物質中の Oxytocin も減少している筈

で，その結果伐艇の Gomori 陽性物質総量に於ても

減少を米していなけ1Ll，まならないが，著者の実験では

~っと見たとこ ろ i支出Eには殆んど変化はなかった．此

の事はどう理解したらよいか． これも今後の問題とし

て残しておこ 弓．

次に頭部外傷後2週p 4週の例に於ては Nucleus

paraventric:ularis, Nucleus supraopticus, :¥'.ruro-

hypophysisの Gomori 陽性物質に変化が認められ

なかった．臨床的経験からみ ると頭；＇；j；外傷後相当時日

を経過した後に代前Ji:;示室が数多く 現われるので2週p

4週後の↑!11トハ仰11：、下部下垂体糸に或程度変化が残存す

ることは当然予想出来るが，本実験ではそれを証明す

ることはti＇，来なかった．

第 5章要 約

1. 関頭術， J除果休易rwuよ11 頭部外傷等のl直後の急

性変化即ちシヲ ゾア，出血等の影響が一応消穴Lたと
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思われる術後5日， 2週， 4還に努脳室核（Nucleus

paraventricularis），視東上核（Nucleussupraopti-

cus）及び下垂休神経業 （Neurohypophysis）の神経

分泌物質を正常対照動物のそれと検鏡的に比較した．

2. 関頭術後5日＇ 2週＇ 4逓の各5｛列の努脳室

核，視来上核，及び下垂体神経葉に於ける Gomori

陽性物質は対照例と比較し増減を認めなかった．

3. 桧果休刻除後5s, 2週， 4週の各例と対照例

の視床下部伸経分泌核及び下垂体神経 楽に於ける

Gomori陽性物質量を比較した場合にも何等差違を認

める事が出来なかった．此の事実より桧果体と視床下

部の努！脳室核，視束上核p 及び下垂体後業とが伸経分

泌的に関係ありとは恩われない．

4. 生後4週に頭部外傷を加え其後5目闘に屠殺し

た5例に於て，努脳室核の Gomori陽性物質の著明

なる減少を認めた．但し視束よ核及び下垂体神経楽に

於ける Gomori陽性物質量には認むべき変化はなか

った.flPち努脳室核と視束上核との神経分泌の聞に解

離が認められたのである．

5.頭部外傷後2週， 4週を経たものでは努脳室

核，視来上核及び下垂体神経葉の Gomori陽性物質

量に著明なる変化を証明しなかった．

以上要するに関頭術，桧果休易リ除術，頭部外傷等の

後で神経分泌に変化を認めたのは，頭部外傷後5日の

努脳室核に於てのみであって，其の他の場合には対照

との間に差異を証明し得なかった．
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