
（大学院大学の）医学部医学科における	

「発生学」の勉強とは？	

	

何を，�何のために��知るべきか？�

26年度　「人体器官の構造（発生学）」 
　（第１回　12/18　３限）　 
担当：　宮田卓樹　（細胞生物学） 

内部講師 による講義では， スマホ や デジカメ�での撮影，  	


認めます（ただし電信，�アップロード等は�禁）．�	


外部講師の講義では撮影禁�

http://ocw.nagoya-u.jp/index.php?lang=ja&mode=c&id=248&page_type=index �



・「発生学」は毎年，最も劇的に，研究成果が教科書の修正や加筆に
つながっている分野である．	

・再生医療や生殖医療など，社会的な討論のタネとなる話題もきわ
めて豊富である．つまり，みずみずしく生きている．	

・また，「発生」はじつは「ガン」の「知恵袋」であるので，その営みを知
ることが「ガン」の「悪知恵」を暴きその営みを封じることにつながる．�	

・加えて，医学科学生が学ぶ「発生学」には，発生過程をひとつの「正
常モデル」として仰ぎつつ，のちに病理学，産婦人科，小児科，外科を
はじめ，どの診療科でも対象となるであろう細胞レベル分子レベル
での病態について学習するという側面もある．	

・組織学，生理学，生化学などで学んだはずの基本概念が発生現象
の理解のため極めて重要である．	

・2年次の締めくくりとして，�細胞たちの出会いと別れが織りなす	

「大河ドラマ」を堪能されたし．�

（新聞沙汰にアンテナ立てよう	

）�



達成目標：�
�
（1）自分達が2年次半ばまでに解剖した臓器あるいは検鏡した組織の構造がいか
にして形成されたかを，各人の頭脳内にアニメーションが展開されるごとくに，説明
ができること．�
�
（2）また，対象によってはそうした形成原理を遺伝子やタンパク質の機能に基づい
て説明でき，さらに場合によってはガンやその他の病態と発生現象との共通点に思
い至ることができること．�
�
（3）発生過程の障害に起因する疾患および「受精卵診断」「羊水穿刺」などの意図・
方法を説明できること．�
�
（4）再生医療に関する基本的なことがら（例えば「幹細胞」「ES 細胞」「クローン胚」
「細胞治療」など，新聞紙上の常連的用語の意味と周辺情報）について発生学と関
連づけて説明できること．�
�
（5）種々のモデル動物を使った発生生物学的研究の成果がどのように人体の発生
の理解に役立てられているか，またいかなる技術革新が研究を発展させるのに役
立ってきたかについて，説明できること．�

�

「妊娠」の診断とは？�

最近では「iPS細胞」．�

将来のために：研究史，知的好奇心 ---> 応用・革新�

いろいろな分泌性（細胞外）因子， シグナル経路�



岡野ラボ由来の現物，	

12/22, 12/24 に供覧予定．�



ES 細胞（ ……..    ……..   cells）	

	

・何か？	

・課題は？	

	

	

	

iPS 細胞（ …….    ………..   ……..   cells）	

	

・何か？	

・ES 細胞に勝る点は？	

・どんな問題が？	




先生�

運転手さん�

お医者	

�さん�

プロ野球選手�

赤ん坊�

「分化」differentiation�

undifferentiated�
未分化�

違う．	

Differentだ．�

分化しつつある．�

Differentiating.�

Proliferation�
増殖�

「．．．が．．．になる」�

「立派な．．．ができる」�
神経細胞・ニューロンの分化．�

未分化細胞から ニューロンへの分化．�

幹細胞が，(分裂して）ニューロンをつくる．�

ニューロンが分化する．�

幹細胞が，ニューロンへ分化する．�

into�

幹細胞が，分化する ＝ 専門化する・特化する．�

幹細胞の気持ちが，「ニューロン作り専門化」に傾く．�

「分化する」differentiate�

Neuronal differentiation�

committed to�
個性化� 成熟�

成長�

分化したニューロン．�

幹（みき） 
stem 小学生�



Potential to become a medical doctor

                        a pro baseball player

                        a lawyer

                          ………

                          ………

                             


Unipotent �一心不乱 ,一意専心!
Bipotent  2方向への分化,!
!
Multipotent/multipotential  (having multiple potentials),!
P…..potent (plural ! singular)�多能性，�多分化能をもつ!
!
Totipotent  (toto = whole,  cf. total)��全能性!

Progenitor cells!
	

Progeny， 次世代	

 を生み出す�









シリーズ全体を通じて必要な視点．	

1/26 の「頭頚部」の話にも深く関わる．�

この本，講義室で供覧予定．�



http://embryology.med.unsw.edu.au/ �

ゼブラフィッシュ �

ニワトリ �

マウス�
講義シリーズを通じて!
いろいろなステージの!
標本の供覧あり．�

12/22 に�生きたゼブラフィッシュの胚，!
供覧予定�

講義シリーズを通じて!
いろいろなステージの!
標本の供覧あり．�

12/22 に�生きた!
ニワトリ胚，!
供覧予定�





講義の日程	

	

12月18日（木） �3：宮田�（医学部で発生学を学ぶわけ，�各種「胚」供覧）��	

���������������������� 4：川口（初期胚，着床，妊娠，診断技術，胎盤，体腔, ES細胞, iPS細胞など）�	

	

12月19日（金） �3：宮田�（体の「軸」形成， イメージングなど）	

�������������������   �4：広島大�� 鈴木 厚 先生（中・外胚葉誘導）��	

	

12月24日（水）� 3：宮田（心臓・血管の発生）	

                         4：基礎生物学研究所�野中 茂紀 先生（体の「左右」の決定）	

	

1月9日（金）��  3：宮田（神経系の発生その1：領域化など）	

�������  ������������  4： 首都大学東京�� 福田公子 先生 （消化管の発生， 細胞間相互作用）	

	

1月14日（水） �  3：川口 （幹細胞：非対称分裂， Notchシグナリング，リプログラミングなど）	

��������  ����������    4：宮田�（神経系の発生その2： 層形成， 回路形成 +血管の発生など）	

	

1月17日（水）�   3：宮田（泌尿器・生殖器の発生など）������������������	

��������  ����������   4：�京都大�  高橋淑子 先生 （体節形成， 管づくり， 体づくり全般のドラマ）	

	

1月25日（金）�   3:宮田（頭頚部：エラ派生物，主要動脈，神経堤，脳神経，感覚器など）	

                        4:名古屋大�理学部� �黒岩 厚 先生（四肢の発生，�ホメオボックス）�	

	


内部講師 による講義では， スマホ や デジカメ�の�使用，  認めます	

（ただし電信，�アップロード等は�禁）．�外部講師の講義では撮影禁�



妊娠13.5日目マウス	

（ヒトの妊娠第7~8週相当か）	

	

・徐々に進む解剖過程ごとに何が見えているかを理解すべし．	

	

������まず何をちょきちょき切っているか．��A と B�とは？	

	

������見えてくるものたち，�どこまでが母の？どこまでが子の？	

	

������風船様構造は何か．  何が溜っているか．	

	

������赤黒い構造体は何か．	

������������それと胎仔（ヒトなら胎児と呼ぶ）の関係は．	

�	

��



受精13.5日目マウス胎仔	

（ヒトの第7~8週相当：参考書によってまちまちではあるが）	

	

・腹部の臓器はどうなっているか，�概要をつかむべし．	

����������������何か見慣れぬものはあるか．	

	

・胸郭内：�心臓とおぼしきものはあるか．	

�����������������������もしイエスならそれはどういう様子か．	

���������������肺とおぼしき構造体はあるか．	

�����������������������あるとするならそれはどういう様子か．	

���������������何か見慣れぬものはあるか．	



