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怡 土 良 三

緒 言

巷 間 ニ所 謂 通 経 剤 ト シテ 用 ヰ ラ ル ル モ ノ ノ中 ニハ,其 ノ主 成 分 トシテ,蘆 薈 又 ハ 其 ノ誘 導 體 ヲ含 有 スハ モ

ノ多 シ.而 シテ 之 等 藥 劑 ハ,特 ニ大 腸 壁 ニ作 用 シテ 其 ノ蠕 動 ヲ亢進 セ シム ル ノ ミナ ラ ズ,大 量 ナ ル 時 ハ,該

作 用 ハ 小腸 竝 ニ胃 ニ及 ビ,更 ニ女 性 ニ在 リテ ハ 生 殖 器 ニ影 響 シテ 月 經 ヲ増 シ,妊 婦 ハ 爲 メニ流 産 ヲ 來 ス コ ト

ア ルハ 周 知 ノ事 實 ニ シテ(1), Prochnow (2)ガMeerschweinchenノ 子 宮 ニ就 キテ ノ實 驗 ニ ヨル モAloeノ 主

成 分 ナ ルGlukosid Aloinハ 明 カ ニ子 宮 ノ收縮 ヲ來 ス モ ノナ リ.

然 レ ドモ 之 等 藥 劑 ガ 動 物 體 ニ與 ヘ ラレ タル場 合,如 何 ナ ル 状態 ニ於 テ,如 何 ナ ル時 間的 關係 ニ於 テ,更

ニ如 何 ナル 量 的 關 係 ニ於 テ,尿 中 ニ排 泄 セ ラル ルモ ノナ リヤ ニ就 キ テ ハ,未 ダ 闡 明 セ ラ レザ ル所 多 シ.特 ニ

Anthrachinonderivate及 ビ其 ノGlnkosideガ 生 體 内 ニ於 テ 被 ム ル べ キ變 化 ニ 就 テハ 猶 ホ明 瞭 ナ ラザ ル所 極

メテ 多 シ.

Mnrfori (3)ハChrysophansaure内 服 後,之 ヲ尿 中 ニ其 ノ儘 證 明 シ タル事 ヲ報 告 セ ルモ, Emodin及 ビ

Oxyanthrachinonモ 亦Chrysophansaureト 同 様 ナ ル反 悪 ヲ呈 スル モ ノナ レパ,果 シテ 此場 合 ニChrysophtin-

saureガ 變 化 セ ラ レズ シテ 排 泄 セ ラ レタル モ ノナ リヤ 否 ヤ ハ 不 明 ナ リ.

Hagena (4)ハ 犬 ニ6.0g(?)ノPeristnltinヲper osニ 與 ヘ タル ニ,尿 ニBorutrager氏 反 應 ヲ見 ズ, 5.0g

ヲ靜 脉 内 ニ注 射 シタ ル時,反 應 ノ陽 性 ニ現 ハ ル ル事 ヲ實 驗 シ,犬 ハ コ ノRhamnosidヲ 少 ク トモ ー 部 分 ハ 分

解 シ得 ルモ ノチ リ ト言 ヘ リ.

Garino (5)ハ2-3ノRhamnoside (Rutin, Quercitrin, Hesperidin etc.)ハ 犬 ノ體 内 ヲ,大 部 分 ハ 變 化 セ

ズ ニ通 過 ス ル モ ノハ シテ,之 等 ハ 生 體 内 ニテ 殆 ドHydrolyseヲ 起 サ ズ,或 ハ痕 跡 ノ ミ之 ヲ起 ス モ ノナル ペ シ

ト報 告 シ タル モ,之 ハ 果 シテAnthrachinonderivuteノRhamnosid例 之Frangulinニ 適 用 シ得 ル ヤ 不 明 ナ

リ.

斯 ノ如 ク, Anthraglukosideハ 變 化 セ ラ レズ シ テ吸 收 セ ラ ル ル モ ノ ナ リヤ,或 ハ先 ヅ分 解 セ ラ レテ然 ル後

吸 收 セラ ル ル モ ノナ リヤ ハ未 ダ 明 瞭 ナ ラザ ル所 ナ レ ドモ, per osニ 與 ヘ ラ レ タル モ ノ ガ,後 述 ス ル如 ク,尿

中 ニ排 泄 セ ラル ル 事 ヨ リ考 フル 時 ハ,吸 收 セ ラル ル事 ハ 事實 ナ リ.只,其 ノ吸 收 タル ヤ,極 メテ緩 漫 ニ シテ

而 モ 不完 全 ナ ル ニ ヨ リ,糞 便 中 ニモ 之 ヲ謹 明 シ得 ルモ ノナ リ.但 シ糞 便 中 ニ謹 明 セ ラル ル モ ノ ノ中 ニハ 吸 収

セ ラ レ タル後 再 ビ腸 管腔 内 ニ排 泄 サ レ タル モ ノア ル ヲ否 定 ス べ カ ラズ.

今,之 等藥 物 ノ排 泄 ニ關 ス ル業 績 ヲ見 ル ニ, Dittrich (6)ハ0.5gノBarbados-Aloinヲ 猫 ニ與 フ ル時 ハ,糞

便 ハBorntrager氏 反 應 陽 性 ナ ル モ,尿 ニ之 ヲ見 ズ, 1.0gヲ 與 フル 時 始 メテ 爾 者 ニ之 ヲ読 シ得 タ リ ト報 告 シ,

此 際 肝 臓 モ亦 明 カ ニ同 反 應 ヲ呈 ス ト言 ヘ リ.
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Balster (7)ハ0.4-0.5gノBarbados-u. Natalaloinヲ,人,犬,猫 ニ 内 服 セ シ メタ ル ニ,多 クハ 尿 中 ニ之 等

物 質 ノ出 現 ヲ見 ザ リシ ニ ヨ リ,只 共 ノ痕 跡 ガ吸 收 セ ラ レテ 尿 中 ニ排 泄 サ ル ル モ ノ ナ リ ト言 ヘ リ.

Meyer (8)ハAloin 0、4-0.5gヲ 内服 セ シ ム ル時 ハ 糞 便 ニハ 之 ヲ證 明 シ得 タル モ,尿 中 ニ ハ只1回 其 ノ痕

跡 ヲ證 セ シ ノ ミニ シテ,即 チAloinハ 極 メ テ少 量 ガ吸 收 セ ラ ル ル モ ノ カ,或 ハ 消 化 管 ノ上 部 ニ於 テ 吸 收 セ ラ

レテ 下 部 ニ於 テ再 ビ排 泄 セ ラル ル モ ノナ ル ペ シ ト稱 上セ リ.

之 ニ反 シ, Vieth (9)ハ0.5gノAnthrapurpnrinclinoetat (Purgatin)攝 取 後 糞 便 ニ稀 薄 「ア ル カ リ」液 ヲ注

加 ス ル時 ハ,赤 色 ヲ呈 シ,尿 モ同 様 ノ關 係 ア ル事 ヲ報 告 シ, Pietsoh (10)ハPeriptaltin 1.0gヲ 家 兎 及 ピ犬 ニ

奥 フ ル時,「 アル カ リ」性 尿 ハ 強 ク黄 染 シ,コ ノ色 素 ハAtherヲ 以 テ 浸 出 スル 事 ヲ得,該 浸 出 液 モ 「ア ル カ リ」

注 加 ニ ヨ リテ 黄 色 ヲ呈 スル ヲ見, Impens (11)ハDioxynnthrnchinon (Isthizin)ヲ 人 ニ0.1-0.5g内 服 セ シ

ム ル 時 ハ 尿 ハ赤 色 ヲ呈 シ,「 ア ル ガ リ」附 加 ニ ヨ リテ 赤 色 ノ度 増強 ス ル事 ヲ報 告 セ リ.

Heffter (12)ハAnthrachinonderivateノ ー部 分 ハgepaarte Glukuronsaureト シテ 排 泄 セ ラル ル コ トヲ,

尿 ガ 左 旋 性 ナ ル コ ト, Fehling及 ビNylander氏 液 ヲ選 元 ス ル コ トー ヨ リテ 可 能 ナ リ ト認 メ タル モTsohgrch

 (13)ハ 之 ニ 反 シ, Emodin投 與 後 尿 ニEmodinesterノ 現 出 ヲ證 スル コ ト能 ハ ザ リキ.

要 ス ル ニ, Anthrnchinon又 ハ 其 ノDerivate投 與 後 尿 ハ 多 クハ 赤 色 ヲ呈 シ, Borntrager氏 反 應 陽 性 ナ ル

コ トハ 以 上 ノ文 献 ニ テ 略 ポ證 明 セ ラ レ タ リ ト言 ヒ 得 べキ モ,其 ノ排 泄 ノ状 態,時 間 的 關 係 竝 ニ 量 的 關 係 等 正

ニ吾 入 ガ知 ラ ン ト欲 ス ル所 ニ向 ヒテ ハ,未 ダー モ明 白 ニ説 明 セ ラ レタル モ ノナ シ.而 モ之 等 ノ點 ヲ明 瞭 ナ ラ

シム ル 事 ハ,之 等 ノ藥 劑 ガ.他 ノ方 ニ於 テ ハ故 意 ニ乱 用 セ ラ レテ 屡 々妊 婦 ニ妊 娠 ノ早期 中絶 ヲ招 來 ス ル 事 ア

ル ヲ以 テ,藥 物 ノ生 體 内 ニ於 ケル變 化 ヲ一 層 明 カ ナ ラ シム ル ト共 ニ,裁 判 醫學 上 ニ モ亦 寄 與 スル 所 無 シ トセ

ズ,是 レ予 ガ本 研 究 ヲ企 テ ダル所 以 ナ リ.

飜 ツテ生 體 内 ニ致 サ レ ダル 藥 物 ノ體外 排 泄 ノ状 況 ヲ按 ズル ニ,一 定 ノ藥 物,例 之Kampfer (14), Chlora

lhydrat (15), Phenol (16)等 ハ 體 内 ニ於 テGlukuronsaureト 抱 合 シ,各 々特 異 ノgepaurte Glukuronsaure

トナ リテ尿 中 二排 泄 セ ラル ル コ トハ 既 ニ古 ク ヨ リ知 ラ レ タル所 ナ リ. 1876年Wiedemann (17)ガKampfe

rfutterungノ 後,犬 ノ尿 中 ニ特 異 ナル 酸 ノ存 在 ス ル事 ヲ發 見 シ, 1878年Jaffe (18)竝 ニSchmiedeberg u. 

Meyer (19)ニ ヨ リテ同 時 ニGlukuronsaureト シテ記 載 セ ラ レテ 以 來,之 ニ關 ス ル業 績 ハ 實 ニ枚 擧 ニ逞 ナ キ

マ デ ニ發 表 セ ラ レタ リ.

就 中, mehrgliedige Ringaystemニ 屬 ス ルNaphthalinニ 關 シテ ハNeneki u. Leanik (20)詳 細 ニ之 ヲ研 究

シ,後Edlefsen (21)亦Naphtholglukuronsaureニ 就 テ 報 告 ス ル所 ア リテ, Phenolハ 主 ト シテSchwefelsaure

トpanreuシ, Naphtholハ 主 トシテGlukwronsaure卜paarenス ル コ ト明 白 トナ レ リ. Sohuller (22)ハ

phlorhizin u. Phtoretin-Glukuronsaureニ 就 テ精 密 ナ ル研 究 ヲ途 ゲ, Cremer (23)亦 之 ニ關 シテ報 告 ス ル所

ア リ.又Anthrazeuト 異 性體 ナ ルPhenwnthrenノ 排 泄 ニ關 シテ ハBergell u. Pschorr (24)及 ビHildebrandt

 (25)諸 氏 精 細 ニ之 ヲ研 究 シ, Phenanthrenハ 髄 内 ニ於 テOxyphenanthren即 チphenanthrolト ナ リテGluku

ronsanreトpaareuシ 尿 中 ニ排 泄 セ ラ ルル コ ト明 瞭 トナ レ リ.

是 ニ由 リテ 之 テ 考 フ ル ニ, Heffter (26)ガ 述 ペ タ ル 如 ク, Anthrachinou及 ビ其 ノ 誘 導 體 ガ動

物 體 内 ニ 於 テGlukuronsaureトpaarenシ テ 尿 中 ニ 排 泄 セ ラ ル ル モ ノ ナ ラ ン コ トハ 蓋 シ容 易
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ニ想 像 シ得 ラル ル所 ナ リ.即 チ予 ハAnthrazen及 ビ其 ノ誘 導 體 二 三 ニ就 キ,其 ノ尿 中排 泄 状 態

ヲ觀 察 シ,且 上 記 ノ想 像 ニ基 キAnthrazenハGlukuronsaure抱 合 體 テ純 梓 ナ ル形 ニ於 テ分 離

セム ト試 ミタ リ.後 者 ハ未 ダ成功 セ ザル モ先 ヅ今 日 マ デ ニ得 タル結 果 テ次 ニ報 告 セ ン トス.

實 驗 方 法

本 實 驗 ニ先 チ.予 ハ 次 ノ方 法 ニ依 リテAnthrazen内 服後,尿 中gepaarte Glukuronsaureノ 存 否 ヲ檢 セ リ.

即 チ健 康 強 大 ナ ル家 兎 ニ毎 目Anthrazen 5.0g宛 ヲ數 日間 持 續 シテ 内 服 セ シム.此 際,尿 ハ美 麗 ナ ルFluore-

szenzヲ 現 ハ シ,「 ア ル カ リ」性 ノ時 ハ帶 赤褐 色 ニ シテ,之 ヲ酸性 トスル 時 ハ赤 色 褪 セ,再 ビ「ア ル カ リ」性 ト

爲 ス時 ハ 赤 色 度 増強 ス.醋 酸 ヲ以 テ 弱 酸 性 トナ シ,減 壓 ノ下 ニ濃 縮 ス.該 濃 縮 尿 ハFehling氏 液 ヲ蓮 元 シ,

 Orzin-u. Phlorogluzin-Salzsaure-Probe竝 ニNaphthoresorzin-Probe共 ニ陽 性 ナ リ.之 ヲBleizuckerニ テ 所

置 シ,濾 液 ヲBleiessigニ テfallenシ テ 沈澱 物 ヲ水 ニ混 ジ,硫 化 水 素 ヲ通 ジテ 破 壊 シ其 ノ清 澄 ナル 濾 液 ヲ旋

光 鏡 ニテ 檢 ス ル ニ左 旋 ス.同 様 ニ所 置 セル 濃 縮 常 尿 ハ 斯 ノ如 キ所 見 ヲ呈 セ ズ.

以 上 ノ實 驗 ニ ヨ リテAnthrazenハ 尿 中gepaarte Glulcuronsaureヲ 著 シク 増加 セ シム ル事 ヲ確 知 シ得 タル

ヲ以 テ,予 ハ次 ノ實 驗 ヲ施 行 セ リ.

實 驗 ニ ハ總 テ2kg以 上 ノ強 健 ナ ル 雄 家 兎 ヲ使 用 シ,實 驗 前 數 日乃 至十 激 日間 一 定 ノ食 餌(多 クハ 豆 腐 糟

250g)ヲ 與 ヘ テ,體 重 ノ動 搖 尠 ク ナ リ,略 ボ窒 素 平 衡 状 態 トナ リタル モ ノ ニ就 キ テ,尿 中 ニ,糖,蛋 白質 及

ビ其 ノ他 ノ異 常 成 分 無 キ ヲ確 メ タ ル後,初 メ数 日間 普通 ノ状 態 ニ於 ケル 尿 ノ總 窒 素 量 竝 ニgepnnrte Gluku-

ronsaureノ 量 ヲ測 定 シ,次 デSchlundeondeニ 依 リテ 一 定 量 ノ藥 劑 ヲ早 朝 室腹 時 ニ胃 内 ニ送 致 シ,爾 後 前同

様 ノ定 量 ヲ行 ヘ リ.

總窒 素 ハKjeldahl氏 法 ニ依 リ, gepunrte GlukuronsaureハC. Tollens氏 法(27)ニ 從 ヒテ 測定 セ リ.

予 ノ使 用 シ タル 硬 化 濾 紙 ヨ リ生 ズ ルFurfurol-Phlorogluzid量 ハ 定 量 シ得 ザ ル 程微 量 ナ リ シ ヲ以 テ 之 ヲ計

算 ニ加 ヘザ リキ.

實 驗 成 績

尿 中Glukuronsaureハ 遊 離 ノ状 態 ニ於 テ排泄 セ ラル ル 事 ナク,常 ニgepaarte Glukuro-

nsaureノ 形 ニ於 テ排 泄 セ ラル,從 ツテ,本 實 驗 ニ ヨルGlukuronノ 増 加 ハ即 チaepaarte Glu-

kuronsanxeノ 増 加 ナ リ.

次 ニ示 ス表 ニ ヨ リテ 見 ラル ル如 ク, Anthrazen, Anthrachinon, Aloe及 ビAloinラ 家 兎 ニ内

服 セ シム ル時 ハ,何 レモ尿 中gepaarte Glukuronsaureテ 排 泄 セ シ ム.而 シテ該 増加 ハ内 服 後

24時 間 以 内 ノ尿 ニ於 テ最 モ顯 著 ニ シテ(遅 ク トモ48時 間 以 内 ニ於 テ最 高 ニ達 ス)其 ノ後 漸 次

減 少 シテ5日 乃 至10日 ノ後 全 ク平 日 ノ量 ニ復 スル モ,明 カ ニ増 加 テ認 メ得 ル ハ 内服 後 平均5日

間 ナ リ.

尿 ノ反 應 ハGlukuronsaureノ 排 泄 著 明 ナ ル時 ハ酸 性 テ呈 シ,減 量 ス ル ニ從 ヒテ再 ビ「アル カ

リ」性 ニ復 ス.尿 バ一般 ニ著 シク赤 色 テ樽 ビ, Glukuronsaureノ 減 量 ト平 行 シテ赤 色 度 減 ズ レ
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ドモ,夫 レ ヨ リモ梢 々長 期 ニ亙 リテ之 テ認 メ得 ル場 合 多 ク.内 服 後10日 乃 至2週 間 ニ シテ常 色

ニ歸 ス.就 中Aloinノ 場 合 最 モ短 ク, Anthrachinonノ 場 合 最 モ長 シ.

FluoreszenzハAloinノ 場 合 ニハ殆 ド之 テ認 メズ ト雖 モ,其 ノ他 ノモ ノニ於 テ ハ明 カ ニ之 テ

認 メ,特 ニAnthrachinonノ 場 合 ニ於 テ ハ十 數 日 ニ亙 リテ顯 著 ニ之 テ認 メ得 ペ ク,正 シク尿 色

ノ變 化 トー 致 シテ經 過 ス.

何 レノ場 合 ニ於 テ モ尿 中總 窒 素量 トgepaarte Geukuronsaure量 ト ハ間 ニハ 一定 ノ關 係 ヲ認

メ難 シ.

第1表　 Aloe(少 量)家 兎第3號

注 意11/VI欄 ニ記 載 シアル ハ11日 朝 マ デ ノ尿 ノ所見 ニ シテ,尿 採取 後直 チ ニAloeヲ 内 服 セ シメ タ リ,

故 ニ内 服 後 正確 ニ24時 間 以 内 ノ尿 ハ12日 欄 ニ記 載 シア ル モ ノナ リ.以 下 總 テ 之 ニ同 ジ.

第2表　 Aloe(大 量)家 兎 第4號
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第3表　 Aloe(大 量)家 兎第5號

第4表　 Anttunzen家 兎 第7號
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第5表　 Anthrazen家 兎 第9號

第6表　 Anthrachinon家 兎第10號
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第7表　 Anthrnchinon家 兎 第11號

第8表　 Aloin家 兎第15號
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第9表　 Aloin家 兎第17號

結 論

1. Anthrazen, Anthrachinon, Aloe及 ビAloinハ 内服 ハ尿 中gepaarte Glukuronsaure

ハ排 泄 テ激 増 セ シメ,内 服 後 數 日間 定量 的 ニ之 ラ認 メ得,此 際 尿 色 ノ變 化 及 ビ其 ノFluoreszenz

モ亦 診 斷 上 債 値 テ有 スル モ ハナ リ.

2.從 ツテ反 法 的 堕 胎 ノ疑 アル場 合 ニ シテ卵 排 泄 後 尚 ホ 長 時 間 テ經 過 セザ ル モ ノ ニ於 テ ハ 尿

ノ所 見 ハ重 要 ナル モ ノ ノー ナ リ.然 レ ドモ坊 間 ニ知 ラル ル 内 服 劑 ニ シテ稀 ニ堕 胎 テ來 シ,尿 中

gepaarte Glukuronsaureヲ 増 加 セ シム ル モ ノハAnthrazenderivateノ ミナ ラズ,其 ノ他 ニ

Alkohole, Aldehydeニ 屬 スル若 干 ノ藥 劑(例 之Sabina, Kampfer等)ア ル ハ注 意 スペ キ點

ナ リ.(5. 1. 13.受 稿)
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Kurze Inhaltsangabe.

Uber die Harnveranderung nach der Darreichung

 des Anthrazens and seiner Derivate in Tierorganismus.

Von

Ryozo Ido.

Aus dem gerichtsiirztlichen Institut der medizinischen Universitdt zu Okayama.
Eingegangen am 13. Januar 1930.

Unter diesem Thema wurde die Ausseheidungsweise des Anthrazens und seiner 

Derivate im Harn untersucht, die den in N-gleichgewicht gesetzten Kaninchen per os 

gegeben wurden. Zuerst wurden die Versuche mit Aloe, dann Anthrazen, Anthrachinon 

und Aloin ausgefuhrt; in alien Fallen erhdhte sich die Ausscheidung der gepaarten 

Glukuronsaure im Harn deutlich, und dann sanke allmahlich ab zur normalen Menge 

meist in 2 Wochen. Dabei verliefen die Farbenveranderung und der Fluoreszenz des 

Harps pararell mit der Glukuronsaureausscheidung.

Deshalb ist in einem Falle, bei dem die oben genannten Medikamente vorsetzlich als 

Abortivum dem menschlichen Korper verabreicht worden sein konnte, die Untersuchung 

des Harps der betreffendeu Person gerichtsarztlich von Bedeutung. (Autoreferat.)
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