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ヒナ に対 す る合成 女 性 ホ ル モ ン投 与 の影響(IV)

Diethylstilbestrol注 射 と ヒ ナ の 肝 臓 に お け る グ ル コ ー ス

お よ び 脂 肪 酸 の 酸 化,な ら び にcoenzymeA,

diphosphopyridinenucleotideと の 関 係

和 田 正 太

   Effects of synthetic estrogens on chicks (IV) 

Effect of  diethylstilbestrol injections on oxidation of glucose 
  and fatty acids, and coenzyme A and diphosphopyridine 

          nucleotide content in liver of chicks 

               Masahuto Wada

前報 まで の 実験 で 明 らか な よ うに ヒナ のdiethylstilbestro1(以 下DESと 略 記)の 処 理

に よつ て腹 腔 脂肪 組織 の急 激 な 発 達 や 各 組 織 で 脂肪 の 蓄積 増 加 が 認 め られ る.こ の よ うな

体 内 の脂 肪 の増 加 の原 因 と して は,1)動 物 体 の エ ネル ギ ー消 費 の減 少,2)体 内 に お け る

脂 肪合 成 の増 加,3)体 内 に お け る脂肪 分解 の減 少,4)そ れ らの協 同作 用 が 考 え られ る.

1)に つ い て はDES処 理 に よ り甲状 腺 の 機 能 抑制 に よ る基 礎 代 謝 率 の 低 下 が 考 え られ

る.DES処 理 の ヒナで 基 礎 代 謝 率 の低 下 は 確 認 され て い な い が,こ れ と深 い関 係 にあ る こ

とが 認 め られ て い る.2,3・8・9・27,28,34・3"」)前報 で40)甲状 腺 機 能 はDESに よ る肥 育効 果 に 対 して 副

次 的 な立 場 に在 る こ とを認 め た.

DESに よ る肥 育 効 果 に 対 して 甲状 腺 の み な らず 他 の 内分 泌 腺 の機 能 との 関 係 も未 だ 明 ら

か で な い.】8・23・37)

また 従 来DES処 理 に伴 つ てlipemiaの 発 現 す る こ とが強 調 され た7・23・24・38・39)が,1ipemia

の程 度 と体 脂 の 蓄積 程 度 との 間 に並 行 関係 が な い こ とは 前 報,40)その他22)で認 め られ た.

2)に つ い てはDESに よ る1ipemia反 応 の研 究 か ら血 中燐 脂 質 は肝 臓 燐脂 質 に 由来 す

る こ と16・31)や肝 臓 に お け る燐 脂 質 の合 成 増 加 が 明 らか に され た.10・11・30・32・33)また前 報 ま で の実

験 に お い て も肝 臓 脂肪 の増 加 が 体 内各 組 織 で の脂 肪 増 加 に伴 うこ とが 屡 々認 め られ た.

肝 臓 は 糖 質 の脂 質 へ の転 換 を行 な う重 要 な 場 で あ り,ま た 貯 蔵 脂 肪 の代 謝 を 受 け る場 で

も あ るか ら,肝 臓 に お け る脂 質 の 合 成 お よび 分解 に対 してDESの 直 接 作 用 が 考 え られ る.

肝 臓 にお け る脂 質 代 謝 に対 す る ホ ルモ ンの 作 用 に つ い て は,インシュリン,成 長 ホ ル モ ン

等 の作 用 が よ く研 究 され て い るが,22)DESの 作 用 につ い ては 上 記 の燐 脂 質 に つ い て合 成 促

進 が し られ て い る外 未 だ 充 分 明 らか で な い.

DES処 理 に よ る体 内 脂肪 蓄 積 の機 構 を 明 らか にす るた め に,肝 臓 に お け る脂 肪 酸 サ イ ク

ル を 中心 と して,1)glucoseの 酸 化,2)脂 肪 酸 の酸 化,3)脂 酸サイクル に 関係 の深

いcoenzymeA(CoA),diphosphopyridinenucleotide(DPN)な どに 対 す るDES



の影 響 に つ い て 研 究 を 行 な つ た.

1.DES処 理 ヒ ナ の 肝 臓 に お け る グ ル コ ー ス の 酸 化

1.実 験 方 法

1)実 験 動 物

体 重 約5009の 白 色レグホン 種 の雄 ヒナ を 用 い,対 照 区 お よび ホ ル モ ン区 各3羽 と し

て,第III40)報 と同 じ基 本 飼 料 を用 い て 飼 育 した.ホ ル モ ン剤 は 前 報 と同 じ くオイ ベ スチ

ン ・ゾル で,水 性 懸 濁 液1ml中 にDES27mg,そ の誘 導体オイベスチン3rngを 含 む.

DES注 射 区 は,オ イ ベ ス チ ン ・ ゾル を 初 日に1mt,30日,60日 目に各0.5ml,90日 目に

1mlの 計3mlを 後 頭 頸 部 に 皮 下 注 射 し,飼 育97日 目に 解 体 した.

2)R.Q.の 測 定

一 夜 絶 食 させ た ヒナ の 肝 臓1 .5～29を と り,0.1Mphosphatebuffcr(pH7.4)5ml

でhomogenateを 作 り,そ の0.5mlを 用 い,反 応 全 量3.Omlと して,30℃ で10分子

振 し,空 気 気 相 の下 に30分 間 ガ ス代 謝 をWarburg直 接法17)で測 定 した.Mediumは0.1

MphosphatebufferO.5m1,0.015MATPO.2mi,0.1MMgC120.1m1,3×10""4M

cytochromecO.2ml,1MKC10.1m9,0.1MglucoseO.5ml,H200.5mlと し,側

室,副 室 に は それ ぞれ0.2mlの3NH2SO,,20%KOHも し くは 水 を 入 れ た.

2.実 験 結 果 な らび に考 察

1)成 長 量,臓 器 重 量

97日 間 の成 長 量 は 表1の よ うでDESに よ る成 長 効 果 は 認 め られ な か つ た.脳 下 垂 体 前

葉,甲 状 腺 重 に著 変 な く,副 腎 重 はDES区 が や や 大 で あ つ た.睾 丸,ト サ カ重 量 か らみ て

DES効 果 が 発揮 され て い る こ とが 認 め られ,腹 腔 脂 肪組 織 は著 し く発 達 し,肝 臓 ・腎臓 重

も また増 大 した.

2)肝 臓 ・脚 肉 の組 成

表2の よ うに対 照 に比 べDES処 理 に よつ て肝 臓 ・脚 肉 の脂 肪 量 を増 加 して いた.

3)グルコース の酸 化

ワル ブル グ 検 圧 計 で 肝 臓 ホ モ ジェ ネ ー トに よ るグ ル コー ス の酸 化 を検 した 結 果 は 表3の

示 す とお りで あ つ た 。 肝 臓 のR.Q.は 対 照 区 の0.97に 対 し,DES区o.95で 有 意 差 は 認

め られ なか つ た.ま た肝 ホ モ ジエ ネ ー トの 呼 吸代 謝 能 はDES処 理 区 で は 対 照 に 比 べ て 高

い傾 向 に あ る こ とが 認 め られ た.

脂質 合 成 には 多 量 の エ ネル ギ ーを 要 し,こ れ は 糖 質代 謝 に 求 め ね ば な らな い.肝 臓 の グ

ル コー ス酸 化 能 はDES処 理 に よ り変化 を うけず,こ れ か らTCAサイクル に異 状 の な い こ

とが 推 測 され る.

TCAサ イ クル に 関 連 して 前II報40)に お い て肝 臓 のsuccinoxidasesystemが ヒナ の

DES筋 注 に よつ て影 響 が 殆 どな い こ とを認 め た.ま たDES筋 注 ヒナ で 血糖,ア セ トン体

が 対 照 と変 りな い こ とを認 めた.こ れ らか らDES処 理 の ヒナ で は 肝 臓 に お け る糖 質 代 謝,

脂 酸 酸 化 の最 終 過 程 に 阻 害 の な い こ とが うかが わ れ る.



Table 1. Weight gains and weight of organs.

Table 2. Composition of liver and leg muscle.

Table 3. Oxidation of glucose by liver homogenate.

II.DES処 理 ヒナの肝 臓 にお け る脂 酸の酸 化能.CoAお よびDPN

1.実 験 方 法

1)実 験 動 物

3カ 月令体重6409内 外の白レグ雄中ヒナ各6羽 の対照区,DES区 を設けた.前III報40)



の基 本 飼 料 を1羽 当 り1日80gを 朝 夕2回 に分 与 し,時 々 青 葉 を 与 え た.前 実 験 同 様DES

(オ ィ ベ ス チ ン ゾル)1m'を 後 頭 頸 部 に 皮 下 注 射 し,12日 後 に各 区 か ら3羽 つ つ を 解 体 し

た(実 験A群).

前 記2区 の 残 りの ヒナ 各3羽 は さ らに1カ 月間 飼 養 し,飼 養 当初 か ら43日 日 に解 体 した 、

この 間DES(オ イ ベ スチ ソ ゾル)を 初 日に1ml,30日 目に0.5ml,計1。5mlを 後 頭 頸 部

に皮 下 注 射 した(実 験B群).

実 験A,B両 群 の ヒナ に つ い て,肝 臓 の脂 酸 酸 化 能,CoA景,DPN/DPNH比,肝 臓 ・

脚 肉 の一 般 組 織 を 対 照 と比 較検 討 した.

2)分 析 ・測 定

(1)肝 臓 ・脚 肉 ・血 清 の 一般 組 成,脂 質 組 成 は 前III報40)に 従 つ て 分 析 ・測 定 した.

(2)脂 酸 酸 化 能 の 測 定

肝 臓 の脂 肪 酸 酸 化 能 の測 定 に は ワル ブル グ検 圧 計 で02消 費 を 計 測 す る こ とに し,反 応 条

件 は 次 の よ うに した.

解 体 直後 の肝 ホモ ジェ ネ ー ト(1:5等 張 シ ヨ糖 溶 液)の0.5m1を 用 い,反 応 液 全 量 を

3.Om1と し,空 気 気 相 中37℃30分 の02消 費 の 測 定 を行 な つ た.フ ラス コ内 容 は0.1M

phosphatebuffer(pH7.4)0.5ml,0.1MMgCl20.1mi,1MKCIO.1ml,3×10-"4M

cytochrome-cO.2m1,0.015MNa-ATPO.2ml,お よび 水 で,側 室 に は基 質 と して0.01

M酢 酸,カ プ リル酸,パ ル ミチ ン酸 のNa一 塩 を0.3m1,副 室 に は309/d1NaoHO.2ml

を入 れ た.

(3)CoAの 測 定

CoAに つ い ては 総 量 お よび 還 元 型CoAを 測 定 した.総CoA量 は スル ファ ニル ア マ イ

ドの ア セ チ ル 化 を 応 用 す るKaplan&Lipman法19)に よ り測 定 した.還 元 型CoAは

Boxer法5)に よ り肝 臓 をCO2下0.05%verseneで 抽 出 し,ヨ ー ド酢 酸 でCoA-SHの ア

ル キ ル化 を 行 な つ た もの につ い てKaplan法 でCoAを 測定 し,総CoAと の 差 か ら算 出

した.測 定 に あた つ ては 各 実 験 連 毎 に 肝 抽 出 標 品 の一 つ をCoA標 準 と し,ま ず そ の肝 抽

出液 につ い て種 々 濃 度 をか え た もので 標 準 曲 線(CoA一 ア セチ ル化 曲 線)を 作 り単 位 を き

め,各 供 試 ヒナ の 試 料 抽 出 液 に つ い て 一定 稀 釈 度 の も ので 上 記 標 準 曲 線 か ら相 対 的CoA濃

度 を 測 定 した.CoA飽 和 で 加 え た ス ル フア ニ ル ア マ イ ドの約70%が ア セチ ル 化 され た.

(4)DPN/DPNHの 測 定

ヒナ の断 頭 放 血後 速 か に肝 臓29を とつ てSpirtes&Eichell法36)に よ りDPN,DPNH

の 同 時 抽 出 を行 な い,Racker法29)で それ ぞれ を 定 量 した.屠 殺 後肝 臓 試 料 を 抽 出 用 熱溶 媒

中 に入 れ る まで の時 間 は3分 以 内 と した.ま た25,000rpm15分 で清 澄 な上 層 を得 たが,

浮上 層 の あ る場 合 に は 中 層 の 清澄 部 分 を採 つ て測 定 用 とした.

2.実 験 結 果 な らび に 考 察

1)成 長 量

表4に 示 す よ うにDES注 射 後12日 間(実 験A群)で 成 長 遅 退 が 認 め られ,43日 後(実

験B群)で は 成 長 抑 制 が とけ,成 長量 を増 加 した ・ こ の こ とは 第1報40)で 若 令 の ヒナ で は



Table 4. Weight ganis and weight of organs.

DES処 理により成長の抑制がおこるが,成 長の進むにつれて成長促進効果のみられたこと

と一致した.

2)臓 器 重 量

表4に 示すよ うに中ヒナのDES注 射12日 後(実 験A群)で は脳下垂体前葉,副 腎重

は対照 と変 らないが,甲 状腺重はDES注 射でやや小 となつた.睾 丸,ト サカとも未だよ

く発達しないが,DES注 射により抑制された.腹 腔脂肪組織もやや増し,肝 臓 ・腎臓 もま

たやや大なる傾向を示 した.

さらに1カ 月後の43日 目では(実 験B群),脳 下垂体重は対照 と変 りないが,副 腎重,

甲状腺重はDES処 理によりやや低下 した.

睾丸は未発達であるが,ト サカの発育は抑制され,DES効 果が認められた.こ れに対応

して腹腔脂肪組織重を著しく増加し,対 照の7倍 となつた.肝 臓 ・腎臓重は実験A群 同様

にやや大なる傾向を示した.

3)肝 臓 ・脚肉の一般組成

表5に 示すように実験A群 では肝臓 ・脚肉中脂肪量に増加の傾向がみられたが,実 験B

群 ではこれ が明らか になつた.両 実験群で肝臓 ・脚肉中の燐脂質,コ レステロール量に

DESの 影響はみ られなかつた.



Table 5. Composition of liver and leg muscle.

血清中燐脂質は実験A群 では対照と変 りないが,実 験B群 ではすでにlipemiaを 呈す

るものもあらわれ,こ れに伴い肝中脂肪を増し,腹 腔脂肪組織が発達した.

4)肝 臓における脂酸酸化能

酢酸,カ プ リル酸,パ ルミチソ酸に対するDES処 理肝ホモジェネー トの酸化能を02消

費量でしらべ対照のそれと比較した.(表6)

Table 6. Oxidation of fatty acid by liver homogenate. 
             02 uptake,  1-11/rng N/hr.

実験A群 では酢酸,カ プリル酸,パ ル ミチン酸の添加によつて対照区での02消 費はそ

れぞれ0,5,9%を 減少し,DES区 では4,9,9%を 減少 し,両 区でほぼ同程度の02消

費を示した.こ れに対して実験B群 では対照区での02消 費は無添加の場合に比べ,酢 酸,

カプリル酸,パ ル ミチン酸を基質とした場合それぞれ,+4,-1,+1%,DES区 で0,

-6 ,-99・ の変動があ り,DES区 では阻害作 用の傾向がやや大きく現われた.こ の時

DES区 で肝脂肪を増し,腹 腔脂肪組織の著しい発達を伴つていた.す なわち各脂酸に対

して肝の02消 費か らみればDES処 理後期で多少 の変化があるが,前 後期を通 じての

DES処 理による明らかな差は認められなかつた.ま た酢酸以外,殊 にパル ミチン酸で02

消費がもつとも阻害されたが,こ れは脂酸濃度が比較的高いためそのsurfaceeffectsに



よ る こ とも 考 え られ る.川 田 。細 谷 ら20)はネ ズ ミ肝 ホモ ジエ ネ ー トを 用 い てestradiolが

octanoateの ア セチ ル 化 を 促 進 す るが,octanoate添 加 に よ る02消 費 を 減少 す る こ とを

認 め,こ れ は 脂 酸 酸 化 最 終 過 程 で のestradio1の 影 響 に よ る もの と考 え た.上 記 結 果 は こ

れ が 明 らか で ない.し か しinvitroでDESの 阻 害 作 用 が判 然 と して い る脱 水素 酵 素 な ど

に対 して,DES筋 注 に よ るinvivoで のDESの 阻 害 作 用 が 明 らか で ない こ とを 前II報40)

で認 め た.上 記 結 果 は これ と似 て い る.

5)肝 臓 中CoA量

CoA測 定 の項 で 述 べ た よ うに 同 一濃 度 の肝 抽 出液 につ い て 測 定 した 各 試 料CoAの 相 対

的 濃 度 は 表7に 示 す よ うに か な りの個 体 差 が み られ る.CoA単 位 と年 令 との関 係 をみ る と,

実 験A群 で40～60単 位,実 験B群 で30単 位 で,若 令 の も の に 多 い.Boxer4)は ヒナ

3,5週 令 の もの で90単 位,7週 令 の ヒナ で65単 位 の 平 均 値 を 得 て い るが,臼 令 の 進 む

につ れ 低 下 す る こ とは 同傾 向 で あつ た.モ ル モ ッ ト肝1)で は約40%が 還 元 型 で あ り,実 験

A群 の還 元 型 が30～40%で これ に近 い.

Table 7.  CoA content in liver. (Lipman units per g of fresh liver.)

組 織 中 のCoAの 分 布19)を み る と脂 酸 合 成 にacetategroupを 利 用す る組 織 で は,筋 肉

の よ うに 脂 酸 の 合 成 が 殆 ん どな く,acetateの 大 部 分 はTCAサ イ クル で 利 用 され る組 織

よ りもCoAは は るか に多 い.乳 腺 で は 特 に 多 い と考 え られ る.ま たB12欠 乏 の場 合 に は著

し く増 加 す る4).

DES処 理 に よつ てCoA量 は実 験A群 で増 加 し,実 験B群 で は 対 照 と大 差 が な かつ た.

CoAの 保 留,再 生産 はDES投 与 初期 に は 影響 を うけ る よ うで あ る.

CoA総 量 中結 合 型 は60～90%を 占め,DES処 理 に よ りA群 で は11%を 減 じ,B群

で は6%を 増 加 して,一 定 しな い.

脂酸 サ イ クル でCoA還 元 型 を少 な く してacety1-CoAを 増 し,DPNHを 供給 す る こ

とが 脂 酸 の 合 成 に 有 利 で あ る こ とを,糖 尿 病 にお け る脂 肪 代 謝 の 研 究 か らLynen25)が 述 べ

て い るが,肝 臓 中CoA量 と ヒナ の腹 腔 脂 肪 組 織 の発 達,肝 臓,肉 中含 脂 量 の増 加 の点 か

らみ て,こ の場 合CoAに つ い て 脂 肪 合 成 に有 利 な条 件 は 明 らか で な か つ た.

6)肝 臓 中DPN/DPNH

実 験A,Bを 通 じて 多 くはDPNは350～440r/9,DPNHは130～170r/9,こ れ ら

の 和 は500～580r/9で,DPN/DPNH比 は2.2～3.2の 範 囲 に あつ た.DES処 理 に よ り



Table 8. DPN and  DPNH content in liver. 
          (r per gr of fresh liver)

* Experimental conditions were detailed in the previous report (II) .90)

肝 臓 重 量,肝 中の 含 脂 量 を 増 す 傾 向 に あ り,ま た腹 腔 脂 肪 組 織 は 著 し く発 達 した が,DPN,

DPNH,DPN/DPNH比 の い ず れ に お い て も前後 期 を通 じて はDES処 理 に よ り… 定 の 変

化 を 示 さず,こ れ ら とDESに よ る肥 育 作 用 との 問 に 一 定 の 関 係 は 認 め られ な か つ た.

Lynen25)の 脂 酸 サ イ クル か ら もわ か る よ うにpyridinenucleotideがcoenzymeと し

て脂 酸 の酸 化,合 成 に 関 与 し,ま たacetyl-CoAは 糖 質 お よび 脂 質 の代 謝 の 合 流 点 で あ る

と共 にsolublecytoplasmお よびmitochondriaの 代 謝 的 接 点 で もあ る.

McLean26)は ネ ズ ミの乳 腺 でpyridinecoenzymcsの 濃 度 変 化 を 認 め た.す なわ ち泌 乳

期 間 にpyridinenucleotideの 濃 度 が 著 し く高 ま り,乳 腺 の 復 故 問 に は著 し く減 少 し,泌 乳

期 にお け る上 昇 はDPN酸 化 型 お よびTPNの 還 元 型 が 大部 分 で あつ た.ま たDPN/DPNH

比 は そ の 意 味 は 不 明 で あ るが種 々の病 的状 態 で上 昇 す る こ とが し られ て い る12・14,17・36).

ネ ズ ミの肝 臓 各 分 画 でDPN,DPNHの 分 布15)を み る と,solublefractionに 最 も 多 く,

DPNの 大 部 分 は こ こに 在 り,酸 化 型 が 大 で あ る.rnitochondriaで はpyridinecoenzymes

総 量 の10%が あ り,TPNHが 多 く,TPNは 少 な い.DPNはDPNHよ り 多 い.し か

し鳩 肝 のmitochondriaで はDPNH,TPNHが 痕 　 程 度 で 酸 化 型 が 多 い と され る.

ネ ズ ミに イ ン シュ リンを注 射 す る とDPN,DPNHと もに増 加 し そ の比 は低 下 す るが13,

糖 尿病 の ネ ズ ミでは この比 は 上 昇 し,そ の変 化 はDPNHの 減少 に 因 る もの で あ つ た.こ



れ に対 し て成 長 ホ ルモ ン の注 射 ではDPNHを 増 し,こ の 比 を 減 少 した.

今 回 の実 験 で は 圧刊蔵中DPN/DPNH比 を み る とDES処 理 の 初 期,後 期 に お い て も,

またDES処 理 に加 え てthyroprotein,thiouracilの 添 食 を 行 な つ た ヒナ(前III報40))で

も肝 中DPN/DPNH比 に 一致 した著 変 が認 め られ な か つ た.DES処 理 の結 果,肝 脂 肪,

体 脂 肪 も増 したが,こ れ とDPN/DPNH比 の 問 に 一定 の 関 係 は 認 め られ な か つ た.

またGreenbaum13)が 述 べ て い る よ うにLynenの 脂 酸 サ イ ク ル で はDPN/DPNH比

の低 い こ とが 脂 酸 合 成 に必 要 ら しい が,こ の 比 の低 い こ とはC鎖 を の ば す に 有 利 な よ うに

脂 酸 サ イ クル の方 向 を きめ る と拡 張 解 釈 す る こ とは 妥 当 で な く,Hの 利 用 性 以 外 の 因子 が

脂 酸 サ イ クル の 回 転 方 向 の 決 定 に 関 係 す る と思 わ れ る.

III.要 約

1)体 重5009の 白 レグ 雄 ヒナ にDES(オ イ ベ スチ ン ゾル)の 皮下 注 射3カ 月後 で肝

ホモ ジエ ネ ー トに よ る グ ル コー ス酸 化 をinvitroで し らべ た.肝 臓 のR.Q.はDES処

理 に よつ て影 響 され な かつ た.

2)体 重6309の 白 レグ 雄 ヒナ に同 様 にDESの 注 射 を 行 な い12日,43日 目 に肝 臓 の

脂 酸 酸 化 能 を 酢 酸,カ プ リル酸,パ ル ミチ ン酸 を基 質 と して,02消 費 を 対 照 と 比 べ た 。

DES処 理 に よつ て著 変 は な い が,注 射 後 期 で 多少 酸化 を 阻 害 す る傾 向 が あ つ た.

3)DES注 射 初期 で は 肝 臓 のCoA量 は 対 照 区40単 位 に対 し て,DES区 は60単 位 で

高 く,還 元 型 は それ ぞ れ30,40%でDES区 で 高か つ た.注 射 後 期 で は肝 臓 のCoA量 は

約30単 位 で 両 区 で 大 差 が な く,還 元 型 は約10%を 占めDESで や や低 か つ た.

4)DES区,対 照 区 を 通 じてDPN,DPNH,そ の和 は それ ぞれ350～440,130～170,

500～580剛9の 範 囲 に 変 化 し,DPN/DPNH比 は2。2～3.2の 範 囲 で 変 化 した.

5)DES注 射 に よ り肝 重 を 増 し,肝 中 脂肪 を 増 す傾 向 に あ り,腹 腔 脂 肪 組 織 は 著 し く発

達 した が,こ れ らDESに よ る反 応 とCoA量,DPN/DPNH比 との問 には 一 定 の関 係 は

認 め られ なか つ た.

終 りに臨み終始御懇篤な る御指導を頂いた岩田久敬教授 に深謝の意 を表す る.ま た実験 に協力 された

渡辺保 人,菅 野道広,柏 旧圭一,大 村貞文の諸君に厚 く御礼 申上げ る.
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                               Summary 

   1. White Leghorn male chicks of about 500 gr of the body weight, were in-
jected, subcutaneously near the neck, with  diethylstilbestrol (DES) suspension, 
and killed after 3 months. R. Q. of liver homogenate for glucose oxidation was 
little affected by the DES treatment. 

   2. White Leghorn male chicks of about 630 gr of the body weight, were 
treated with DES, similar to the above chicks. They were slaughtered after 
12 and 43 days from the start and tested for the following items. 

   3. Fatty acid oxidative ability of liver, estimated from the 02 uptake of 
liver homogenate, using acetate, caprylate, and palmitate as substrate was not 
so influenced by the DES injection, but inhibited in some degree in later stage. 

   4. In earlier stage, reduced form of CoA was 40 % of the total 60 units/g 
of liver in the DES group, in contrast with 30 / of the total 40 units/g in 
the control. In later stage, CoA amounted about 30 units in total, of which 
about 90 % was oxidized form in both groups. 

   5. The amount of DPN, DPNH, and sum of them in chick liver in both 
stages was 350-440, 130-170, 500-580 r/g, respectively, and DPN/DPNH ratio 
varied from 2.2 to 3.2. 

   6. In later stage DES injection caused the increase of liver weight, and of 
liver fat, and the remarkable development of abdominal adipose tissue. Neither 
amount and form of CoA nor DPN/DPNH ratio was related to the fattening 
effect of DES treatment.


