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持続的な光刺激 に 伴 うメ ラ ト ニ ン お よ び

下垂体 ホ ル モ ソ 分泌 の 変化

　　　 　　 　　愛媛 労 災病 院産婦 人科
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Effects　of 　Continuous　Lighting　on 　Secretion　of 　Melatonin
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概要 　我 々 は 不規則な月経を訴え る 婦人 の 割合 を職種 別 に 検 討 し，月経周期 の 恒常性に 対 し て 夜間勤務
が 大 きな影響を及 ぼ して い る こ とを既 に 報告 した ．今回 は 夜間就労時の 持続的な 照明 （光刺激）が ホ ル

モ ン 環境に 及 ぼ す影響を観察す る 目的 で ，17時30分よ り22時ま で （N ＝27）ある い は 2 時ま で （N ＝17）
通常 の 作業環境下（SOO〜SOOノレ ク ス ）で 光刺激を受け た 女性 の メ ラ トー＝ ソ 〔MLT ），プ ロ ラ ク チ ン （PRL ），
LH お よ び FSH の 血 中濃度 を 測定 した．持続的 な光刺 激 を受け た 女 性 の 22時お よ び 2 時の 血 中 MLT 濃

度 は 18，8± 2．4（Mean ± S．E ，），
36．1± 4．lpg ／ml で あ り ，

21時以降暗闇で 安静を保つ て い た 対照女性 （N ＝

9 ） の MLT 濃度 （22時 54．1± 9 ．4
，

2 時 101．4± 9，9pg／ml ）よ り有意に （p く 0．  1）低値を示 し た，ま

た ，持続的な光刺激を受け た 結果覚醒 し て い た 女性 の PRL 濃度 は 対照 女性 に 比 し 2 時に は 有意 に （pく

  ．D1）低値を （8 ．7± 0．7vs ．13．2± 0．9ng／ml ） 示 した ．一
方，持続 し て光刺 激 を 受 け た 女 性 の FSH 濃

度 は 対照 と 比較 し て 2 時 に は 有意 に （p ＜ 〔］．05）高値 を （7．1± 0．4vs．5．8± 0．4mlU ／ml ）示 した．な お，
血 中 LH 濃度 は 22時 お よ び 2 時 ともに 夜間 の 光刺激あ る い は 覚醒状態 の 影響 を認 め る こ と は で きな か

つ た ．持続的 な光刺激 と光刺激 に 伴 う覚醒状態 に よ りMLT お よ び PRL 分泌 は 抑制 さ れ，　 FSH 分泌 は

促進 され る こ と よ り，夜間労働 は こ れ らの ホ ル モ γ の 日 内 リズ ム に 影響 を 及 ぼす可能性 を 示 し た．

Synopsis　Effects　of　light　exposure 　on 　the　serunl 　concentrations 　of　melatonin ，　prolactin，　LH 　and 　FSH 　were

studied 　in　53　women 　during　their　fQllicular　phases ．　 Twenty　seven 　women 　were 　exposed 　to　light（500〜800

1ux　at　eye 　leveD　fr〔｝1n 　1ア；30h　to　22 ：00h，　and 　17　women 　received 　the　sanle 　light　intersity　from 　17 ：30h　to
2 ：00h，　while 　g　women 　stayed 　jn　a　dark　room 　from 　21 ；00h　to　2 ：00h　as 　 control 　subjects ．

　The 　light　 exposure 　suppressed 　 a　 nocturnal 　increase　in　the　 serum 　 cDncentrations 　of　melatonin 　both　 at

22 ：00h　and 　 at　2 ：  Oh．　 The 　light　exposure 　and 　awake 　condition 　suppressed 　the　serum 　prolactin 　concentra −

tions 　and 　increased　the 　serum 　FSH 　concentrations 　at 　2 ：00h，　while 　the　influence　on 　the　serum 　LH 　concentra −

tions　was 　rlot　clear 　because　 of 　LH 　pulsatility．

　These　 results 　 show 　 that　the　 circadian 　 rhythm 　 of 　 rne 】atonin ，　 prolactin　 and 　 FSH 　 is　af「ected 　 by　 light
exp   sure 　and 　wakefulness ，　and 　the　effects 　of 　1三ght　exposure 　would 　become 　more 　evident 　if　light　exposure
was 　continued 　over 　a　longer　perlod．
Key 　words ： Melatonin ・Light　stimulatlon ・Circadian　rhythm ・Night　 shift

　　　　　　　　　 緒　 　言

　夜間労働 は 女性 の 性周期 の 恒常性 に 影響を及 ぼ

し，夜間に 就労する婦 人の 月経異常率は 昼間 に 限

つ て 就労す る 婦人 の 異常率 よ り高 い こ とを既 に

我 々 は報告 した
2）S）．と こ ろ で ，暗闇で 安静を保 つ

た女性 に 3，000ル ク ス の 光刺激 を 当 て る と，本 来な

らば夜間生理的に 亢進す る メ ラ ト ニ ン （MLT ）分

泌が抑制 され，
一

方 プ ロ ラ ク チ ソ （PRL ）分泌 は

一時的 に亢進し た
1，
．こ の 時 ， 光刺激を 行な つ て い

た 80分間 の 血 清中 LH お よ び FSH 濃度 の 平均値

は 光刺激前 70分間 の それ よ りも有意に 増加 し た ．

こ れ らの 結果か ら夜間 の 急性 光刺激に よ り MLT

の み な らず
「
ド垂 体 か ら分泌 され る LH ，　 FSH ，

PRL も影響を 受け る こ とが明 ら か とな つ た．しか
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530 光刺激 に 伴 うメ ラ ト ニ ン ， ド垂 体 ホ ル モ ン 分 泌 の 変化 日産婦 誌43巻 5．号

し，夜間労働時の 持続的 な照明 （光刺激）に よ る

効果 に つ い て は い まだ不 明で ある ，そ こ で ，今回

は 日の 入か ら22時ま で ある い は 2 時 まで 通常 の 作

業環境 と同様 な500〜800ル ク ス の 光刺激を受 けた

女性 の MLT ，
　 LH ，

　 FSH ，
　 PRL 濃度を測定 し ， 夜

間 の 持続的光刺激 に よ リホ ル モ ソ 分泌が 影響 され

る可 能性を観察 した の で 報告す る．

　　　　　 　　 対象お よ び方法

　 17時30分 よ り持続 し て 500〜800ル ク ス の 照明を

受け て い る 女性27名 よ り22時 に （22時採血群）， ま

た別 の 17名 よ り 2 時に （2 時採血 群）採血 し た ．

こ れ ら44名か ら の 採血 は 北緯 33度55分東経 131度

17分 の 地点で
，

1989年 1 月 24 日 か ら 3 月 6 日の 間

に 行 な つ た ． 1 月24日の 日 の 出は 7時 18分，日の

入 は 17時39分で あ り， 3月 6 日の 日 の 出 は 6時39

分 ，
日 の 入 は 18時 16分で あつ た ．採血 時の 44名 の

月経周期 は 月経開始後 7 〜11 冂 目の 卵胞中期 で あ

り，夕方 よ り採血 ま で テ レ ビ，読書，食事 な どを

許可 した が
， 睡眠は 禁止 した ，な お

， 22時 に 採 血

し た 27名中 17名は 規則的な 月経 を，ほ か の le名は

最短 18日最長 90日の 不規 則 な月経を有 して い た ，

ま た ， 2 時に 採血 し た 17名中 IO名 は 規則的な 月経

を ，
ほ か の 7 名 は 最短26 口最長 45 日 の 不 規則な月

経を有 し て い た ．22時採血 群27名 の うち 19名ば看

護婦， 8 名は 大学生で あ り， 2 時採血 群 17名 の う

ち 10名 は看護婦， 7名は 大学生 で あ つ た ．看護婦

の 採血 に 際 して は 夜間就労 の 影響を避け る た め ，

最後 の 準夜ある い は 深夜勤務 日 よ り 3 日以上 経過

した 日勤 日 の 夜に 行 なつ た ．

　夕方 よ り持続 し て 照 明を受け て い た 44名 の ホ ル

モ ン 濃度を比較す る た め ，21時以降暗闇の 中に い

た 9名の 女性 よ り22時お よび 2時に 採血 し ， 対照

と した． 9名 の 女性 は ベ
ッ ド上 で 安静を保ち，睡

眠ぽ 自由と し た ． 9名 の 女性は 規則的 な月経 周 期

を有 し．採血時は 月 経 開始 後 8 〜12 日 日 の 卵胞中

期で あつ た ，対照 群 の 9名は 全 負大学 牛で あ り，

規則正 し い 生活 を行な つ て い た 、

　表 1 に 53名の 年齢，身長な どを示 した が
， 対照

群 の 年齢 と22時採血群 の 年齢 と の 間，お よ び対照

群 の 年 齢 と 2 時採 血 群 の 年 齢 と の 間 に 有 意差

（p＜ 0．05）を認め た 以外 に ば
，

3 群 の 条件 は 等し

か つ た．な お
， 彼女達 は 全員採血 前 の 1年間 に 急

激 な体重減少や 体重増加を経験し て い なか つ た．

　 rf［1vaは 採血 後血 清に 分離 し
， 測定 まで

一・20℃ で

保存 し た ，MLT は ユ
ー

ロ ダ イ ア グ ノ ス テ ィ ク ス

社製 RIA キ ッ ト を用 い て 測定 し，血 中濃度 を pg／

m1 で 表 した．また ，　 LH ，　 FSH お よ び PRL は い

ずれ も ス ク ロ セ ッ プ 社製 RIA キ ッ トを用 い て 測

定 し，1st．　IRP −LH （68／40）， 2nd．　IRP・FSH 〔78／

549），NIBSC ・PRL （81／541）を それ ぞれ 標準品 と

して mIU ／ml あ る い は ng ／ml で 表 した．

　有意差 の 検定は ANOVA と unpaired 　t　testあ

る い は multiple 　range 　test を用 い て 行 なつ た ．

　 　 　 　 　 　 　 　 結 　 　果

　夕方 よ り光刺激 を 持続 し て 受げ た 女 性 の 22時 お

よび 2時 の 血 清 MLT 濃度 は 18．8± 2．4 （Mean ±

S．E ．）， 36．1士 4．1pg／ml と21時以 降暗闇 で 安静を

保 つ て い た 対
’
照女性 の MLT 濃度 （22時 54，ユ±

9．4， 2 時 101．4± 9．9pg／ml ）よ り有 意 に （p く

0．01）低値 を示 した．また，持続 し て 光刺激 を受

け た 女 性 の PRL 濃 度 は 2 時 に は 有 意 に （p く

0．Ol）低値を （8．7± 0．7vs ．13，2± O．9ng／ml ）示

し た ．一・方，22時 お よ び 2 時 の 血清中 LH 渡度ば

夜間 に 光刺激を受 けた 女性 と暗闇 の 中に い た 女性

表 1　 対象者 の 採 l！11条件

採 血 群 人 数 年 齢   ⊥ 壁 躙   身 　艮

対照婦 人

被験婦人

　22時採 血群

　 2時採 血群

9

27＃

17‘

詑 ・2± °・準 i8・8±°・7

28 ．1± 0．9b
28．S±1、2b

　 　 　 　 　 i

：：1圭1：1
．L蠶

158、1

1568

艮 （cm ） 体 　重 （kg ）

48．9± 1．4

51．4± 1．4
52．7± ユ，9

＃27名 中ユ7名 は 規 則的 な月 経 周 期 を，］O名は 不 規 則 な月経 周期 を 有 し て い た，
ホ17名 中10名 は 規 則 的 な月 経 周 期 を，7名 は 不 規 則 な 月経 周期 を 有 し て い た ．

a・ha
お よび h 群間 に は 有意差 〔p＜ O．05） を 認め る ．
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図 1　 夜 間 の 光刺 激 が 血 中 メ ラ ト ニ ン お よ び プ ロ ラ ク

　チ ソ 濃 度 に 及 ぼ す 影 響．21時 よ り暗闇の 中で 安静を

　保 つ た 対 照 婦 人 9名 か ら22時 と 2 時 に 採 ［tlLし，そ の

　血 中濃度 を 図 中 に DARK で 表 した，
一

方，17時 30分

　 よ り500〜800ル ク ス の 照 明
．
トに い た 被験婦人 27名 か

　らは 22時に 採 血 し，また 17名 か らは 2 時に 採血 し，

　そ の 血 中 濃 度 を HGHT で
．
表 し た ．　 DARK 群 と

　LIGHT 群 との 有意差 は 図中に p 値 で 表 し た．

mtu ／mI

10

5

179922
：00　　 2： O

　 　 LH

mlU ！ ml

10

5

P く O．05

22 ：00　　　2 ； DO

　 　 FSH

匚コ DARK

圃 UGHT

図 2　夜間 の 光 刺 激 が 血 中 LH お よ び FS｝1濃度 に 及

　ぼ す 影 響 ．対 照 婦 人 の DARK 群 お よ び被験婦人 の

　LIGHT 群の 条件 は 図 1 と全 く同様 で あ る．

と の 間 に 有意 の 差を認め な か つ た．他方 ， 持続 し

て 光刺激 を受 けた 女性 の FSH 濃 度は 対照 と比較

して 2時に は有意に （p〈 0．05）高値を （7．1士 0．4

vs ，5．8± 0．4mlU ／ml ）示 した．つ ま り，持続的な

光刺激 とそれ に 伴 う覚醒状態 に よ り MLT お よ び

PRL 分泌は 抑制 され，　FSH 分泌は 促進 され た ．な

お ， 持続 的 な光刺激 を受 けた女 性 に お い て も ， 対

照群 の 女性 と同様 に ， 2 時 の MLT 濃度は 22時 の

値 よ り有意 に （p ＜ 0．01）上 昇 した，
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　　　　　　　　　 考　　察

　我 々 は 不 規則 な 月経を訴 える婦人 の 割合を職種

別 に 検討 し，昼 間だ け の 勤務の 教員に お け る 月経

異常率が最 も低 く，
．一方夜間勤務 の ある看護婦や

ホ ス テ ス の 月経異常率は 高か つ た こ と か ら ， 月経

周期 の 恒常性 に 対 し て 夜間勤務が 大 きな影響を及

ぼ し て い る と推測 した
2）3〕

．菅原 も夜間勤務に 就 い

て い る婦人の 月経不順 の 頻度 （22．5％） は夜間勤

務を有しな い 勤労婦人 の頻度 （12．9％） よ り有意

に 高値 を示す と報告 し
5｝

， 我 々 と同様の 現象 を観

察 し て い る ，

　 こ の よ うな夜間労働が 月経周期 に 及 ぼす影響に

つ い て ，我 々 は 特 に 夜 間労働 時 の 照 明に 注 目 し た ．

22時 ま で あ る い は 2 時 まで 通常 の 作 業環境
1
ドで

500〜800ル ク ス の 光刺激を受け る と血 中 メ ラ ト ＝

ン 濃度が低下 す る こ とを我 々 は パ イ ロ
ッ ト研究 で

観察 し
2），今 回 の 実験を行 な うこ と と した ．夜間労

働時 の ホ ル モ ソ 環 境 に 近 い 状 態 を得 る た め に

500−−800ル ク ス の 持続的光刺激を行なつ た が，睡

眠 以 外 の 行 動 は 制 限 し な か つ た ．そ の 結 果

500〜800ル ク ス の 照明に よ り44名の 健康 婦人 （実

験群） の 血 中 メ ラ ト ニ ン 濃度 は暗闇に い た 9 名 の

婦人 〔対照群 ）よ りも減少 し た ，な お
， 今回 の 我 々

の 検討で は ，実験群 に 比較 して 対照群は 約 6歳若

か つ た が
，

こ の 年齢差 が夜間 の 血 中 メ ラ ト ニ ン 濃

度 の 差を もた ら し た と は 考 え難 い ．Iguchi　et　a1．

は 1歳か ら92歳 の 健康人 の 昼間 の 血 中 メ ラ ト ニ ソ

濃度 を比較 し加齢 と ともに 血 中 メ ラ トニ ン 濃度は

減少す る ， また老人群 （84、0± 1．8歳）で は夜間の

メ ラ ト ニ ン の 上 昇が 認め られ な い と報昏 し て い

る
11）．しか し ， 加齢 に 伴 う減少速度 は極め て緩や か

で あ り （女性で は 20歳で 約 1pg／ml 減少す る）， ま

た 閉経前婦入 の 血 中濃度 と閉経後婦人 の 濃度 との

間に 有意差 は 認め られ て い な い な どの 観察結果 よ

り，今回我 々 が検討対象 とした範囲 内で の影響は

ない もの と推測 し た ．

　我 々 の 実験で は 500〜800ル ク ス の 光刺激 を受け

た婦人は 覚醒 し て お り，一方対照婦人は 暗闇の 中

で 多 くは 睡 眠 し て い た こ とか ら，夜 間の 血 中 メ ラ

ト ニ ソ 濃度 の 減少が 持続的光刺激 に よ る もの か あ

る い は 覚醒 と睡眠 状態 の 差 に 由来す る も の か が 間
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題 となる．Salin−Pascual　et　al．19 〕は 300ル ク ス の ，

また Strassman　et　 a1．22｝は 100ル ク ス の お ぼ ろ な

照 明下 で 覚醒 し て い た 人達か ら夜間採 血 し
，

血 中

メ ラ ト ニ γ 濃度 は 覚醒 して い て も睡眠状態 に あっ

た対照群 の 血 中 メ ラ ト ニ ソ 濃度 と同
一

で あつ た と

報告し て い る．つ ま り， 血 中 メ ラ ト ニ ン 濃度は 明

暗 の リズ ム の 指標で あつ て
， 陲眠や 覚醒な どの 影

響 を受けな い もの と推測 され る．

　生 理的 に 夜間上 昇す る メ ラ ト ＝ン 分泌 は ， 1，500

ル ク ス ある い は それ以 上 の 強い光刺激 で 抑制 され

る との 報告は 数多 く認め られ る
L）：4）2］）22 ）．し か し，

通常 の 作業環境 で 用 い られ て い る 5 ｛〕ル ク ス 程度

の 光刺激 の 影響 に つ い て は い まだ意見 の
一致をみ

て い な い ．つ ま り，健康成 人 に 500ル ク ス の 照 明を

当て る と Strassman　 et　aL22
｝は メ ラ ト ニン

・
分泌 は

有意に 抑制 され た と報告し ，

一一方 Lewy 　et　aL14
）は

抑制 を観察す る こ と は で きな か つ た と報告 し て い

る ．我 々 お よ び Strassman　et 　al ．の 成績
22〕と Lewy

et　al．の 成纃 4）
との 違 い は   被験者が住 ん で い る

地域 の 日照条件 の 差
12 ）13 ），ある い は   人種 に よ る

差
24 ）

に よ る も の と推測 され る ．我 々 は 北緯34度で ，

Strassman　et　aL22）は 北緯35度で 50〔｝ル ク ス の 光刺

激 が メ ラ ト ニ ン の 分泌 を抑制 す る こ とを観察 し

た ，Lewy 　et　al．
i4 ）は 北緯39度で 抑制 効果 を観察 し

て い な い ．

　本実験 で は 50〔〕ル ク ス の 持続光刺激 を受 けた 婦

人 の 2 時の 血 中 PRL 濃度 は ， 暗闇の 中で 多 くは

睡眠 して い た対照婦人に 比較 し て 有意 に 低値を 示

し た ．血 中プ 巨 ラ ク チ ン 濃度は 通常 の 生活 に お い

て もまた昼夜逆転実験 に お い て も睡眠中に 分泌が

高 ま る こ とか ら ，
プ ロ ラ ク チ ン 分泌は 明暗 の リ ズ

ム と は 関係な く睡眠に 依存 し て い る と考 え られ て

い る
1°）2°）

．した がつ て ， 光刺激 を受 けた婦人 の 低 い

血 中 PRL 濃度は
， 光刺激 に よ り プ P ラ ク チ ン 分

泌が抑制 され た の で は な く，対照婦人が 睡眠 して

い た ため に 両群間に有 意差が発現 した もの と考 え

られ る．な お ，
Brzezinski　et 　al．s）は 夜間 の メ ラ ト

ニ ソ 動態 とプ P ラ ク チ ン 動態 との 間に は 2 時間 の

位相差が あ り， 両者 に は 何 ら か の 関係が ある もの

と推測 し て い る．し か し ，
メ ラ ト ニ ソ を経 口

16｝23 ｝あ

る い は 静脈 内
ユ5 〕

に 投与す る と．血中 プ 卩 ラ ク チ ソ 濃

度 は増加 した とす る報告 と， 他方変化 しな か つ た

と の報告 跏 もあ り， メ ラ ト ニ ソ とプ ロ ラ ク チ γ と

の 間 に い ま だ ．一・
定 の 見解は 得 られ て い な い ． と こ

ろ で ， ラ ッ ト に メ ラ ト ニ ン を投与す る と血 中プ ロ

ラ ク チ ソ 濃度 は 上 昇す る もの の ，こ の 上 昇は 松果

体摘 出 に よ り消失する こ とか ら， メ ラ ト ニ ソ の プ

ロ ラ ク チ ン 上 昇作用発現に は 正 常な松果体が存在

し なければ な らない と Cardinali　et　al ．は 考察 し

て い る
9｝． メ ラ ト ニ ソ が プ P ラ ク チ ン 分泌 に 及 ぼ

す 作用 は 間接的 で あ る と考えれ ば
，

メ ラ ト ニ ン の

効果が
一
淀 し ない こ と お よ び効果発現 に 時間を要

す る こ とも説 明で きる が，現在 の と こ ろ メ ラ ト ＝

ソ 分泌 と プ ロ ラ ク チ ン 分泌 との 詳細 な関係は 不 明

で あ る，

　 プ ロ ラ ク チ ン と同様 に LH も睡 眠 に よ つ て 分

泌 勤態が変化す る こ とが知 られ て い る．睡眠に 伴

う日内変動は 月経周 期の 中で も卵胞期初期に 特徴

的で あ り，覚醒時 に は low　 amplitude ＆ high

frequencyを示 す LH の パ ル ス 状分泌 は 睡眠 に よ

り high　amplitude ＆ low　frequency に 変化す る

と報告され て い る
17 ）18 ）．今回 の 我 々 の 実験 で は 22

時 ，
お よび 2時 の それ ぞ れ 1回 の 採血 だ けで あっ

た た め に ， こ の よ うな LH の パ ル ス 状 分泌 の 覚

醒 ，睡眠 に 伴 う変化を観察す る こ と が で きなか つ

た ．

　 FSH 分泌 の 日内変動，ある い は 睡眠 に 伴 う変化

は い まだ 明 らか で は ない ，既 に我 々 は
，
FSH に も

H 内 リ ズ ム が あ り夜 間 は 昼 間 よ り低値 を 示 す こ

と， ま た 3，000ル ク ス の 光刺激に よ り血 中 FSH 濃

度が上 昇す る こ とを報告 し た
1 ）．今回 の 検討で も，

夜間 の 生理 的減少 （睡眠 に 伴 うもの か ど うか の詳

細 は 不 明で あ る が）は 持続的な光刺激 に よ り抑制

され， 2 時 に覚醒 し て い た 婦 人の 血 中 FSH 濃度

は 暗闇 の 中 で 睡眠 し て い た 女性 の 血 中濃度 よ りも

高値を 示す こ とを観察 し た ，FSH の 日内 リズ ム が

一
日の 明暗条件に よ つ て 形成 されて い る の か ，あ

る い は 睡眠 ，覚醒周期 に よ つ て 形成 され て い る の

か は 興味深 い ．Bonnefond　et　al ．は ・・ ム ス タ
ー

に

お い て
， 松果 体摘出や照 明時間 の 延長 に よ り血 中

FSH 濃度は 上 昇す る こ と を観察 し て い る
7 ）．さ ら

に 彼 らは ，松果体摘出 ラ ッ トで メ ラ ト ＝ ン を 4 時
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間点滴投与す る と血 中 FSH 濃度 は 対照 と 同様 に

正常な分泌 パ タ
ーソ を示す もの の ，10時間点滴投

与す る と 血 中 FSH 濃度 は 完全 に 抑制 され た と報

告 し， メ ラ ｝・ニ ン が高値を呈 す る持続時閻 が血 中

FSH 濃度を決定す る と推測 し て い る
7 ）．こ の よ う

に 下垂体 か らの FSH 分泌は LH と異 な り睡 眠よ

りもむ し ろ 明暗の リズ ム に よ り調節 され て い る と

考 え られ る が
， 日内 リ ズ ム 調節機構の 詳細は 不 明

の 点が 多く残 されて い る ．

　 今回の 我 々 の 実験に よ り， ヒ トに お い て 夜間の

MLT 分泌 は500ル ク ス 程度 の 光刺 激 に よ り抑制

され ， 夜間 の 持続的な 光刺激 と そ れ に 伴 う覚醒状

態 に よ り FSH お よ び PRL 分泌 も変化 す る こ と

を 明 らか に し ， 夜間労働に よ りホ ル モ ソ の 日内 リ

ズ ム が影響 され る 口／能性 を示 し た ．

　夜間労働が 労働者 の 健康 に 及ぼす影響に つ い て

は，胃，十 二 指腸潰瘍の 罹患率が高 い
6｝
，脳 血管障

害や急性 心 不 全 の 促進要 因 に な り うる
4 ｝な ど と報

告 さ れ て い る が，夜間労働が月経 周期 に 及 ぼ す影

響 に つ い て 詳し く検討した報告 は 現在 の と こ ろ認

め られ な い ．今回我 々 は 夜間労働時の 照 明に 注 目

し，光刺激が 月経周 期や ホ ル モ ソ 環境に 及ぼ す影

響 を検討 した が
， 夜間労働時 の 精 神的 ス ト レ ス や

夜 間労働 に 伴 う生活 リズ ム の 変化 と睡眠調整 な ど

が 月経周期 に 影響を及ぼす可能性 もあ り ， 今後検

討 され る べ き問題 と考え る ．

　 本研究は 労働福祉事業団 の 昧学研究 計画 に よ つ て 行 なわ

れ た ．

　 　　　　　　　　 文　 　献

　 1．宮内文 久，南條和 也，加 藤　紘 ：光刺激 に 対す る

　 　　メ ラ ト ニ ン ，LH ，　 FSH ，プ ロ ラ ク チ ソ の 動態．日

　 　 内分泌 誌，66 ； 737，199  ，

　 2．宮内文久，南條和也，大塚恭
一 ：夜 間照明が メ ラ

　 　　 ト・＝ソ 分泌 に 及ぼ す影響．愛媛県 医 師 会 報，636：

　 　 32，1990．

　 3．宮内文久，南條和也，大塚恭
一 ：夜間労働婦 人 に

　 　　お け る 月経異常．日災医 誌，38 ： 324，1990．

　 4．日本 産業衛生学 会交代勤務委貫会 ：夜勤 ・交代勤

　 　 務 に 関 す る 意見 書．産業医学，20 ： 308，1978．

　 5．菅原 　卓 ： 勤 労婦 人 の 妊娠 ・分 娩 に 関 す る 疫 学的

　 　 研究．北海道医 学雑 誌，62： 605，1987、

　 6．AngersbacJt，1）．．　 Knauth．　P．，　 Loshant．　 H ．，　 Kar−

　 　　vonen ，　M ．f．，　 Undeutsh，　K 　 and 　Rt｛tertfranε，1．　tt
　 　 Aretrospective 　 cohort 　study 　 compairing 　com ・

宮内 他 533

　 plaints 　and 　diseases　in　day　and 　shift 　workers ．

　 1nt．　Arch ．　Occup ．　 Environ ．　 Health，45 ； 127，
　 　 1980，

7．BonnOfond，　C，，　 uralket； ／1，P．，　Stut2，み4，，　 Ma．

　 即 o θゴ．E．．ノZtss，　 T．s．，　 Uerbert，　f．　and 撫 〜tings，

　　44．H ．’　The 　hypothalamus 　 and 　 photoperiodic

　 control 　of　FSH 　secretion 　by　melatonin 　in　the

　 male 　Syrian　harnster．　J．　EndocrinQL ，
1221247

，

　 　 1989．

8．B 彫 珈 8鉱 A ，　Lynch ，　H ．J．，　Seibel，　M ．　M ．，　Deng ，

　　M ．　H ．，N αder，　 T．　M ．　 and 　 Wurtman ，　R ．／．： The

　 circadian 　rhythrn 　 of 　plasrna　 melatonin 　durir19

　 the　normal 　Inerlstrual 　cycle 　and 　in　amenorrheic

　 women ．　J．　 Clin．　 Endoc 血 ol．　 Metab ，，66： 891，
　 　1988，

9，Cardinali，　D ．P．，　 Faigon，　 M ．R．，　Scaccki．　P．α鋸

　　Moguigevsky，　 Z ’　Failure　 of 　 melatonin 　to

　 increase　serum 　pro】actin 　levels　in　 ovariectom ・

　 ized　rats 　subjected 　to　superior 　cervical 　 gang −

　 lionectomy　or　pinealectomy ．J．　Endocrinol．，82：

　 315，1978．

10．Fπ襯 ε，　 A 　G．’ Prolactin．　 N ．　 Eng1，　 J．　 Med ，，

　 298：201，1978．
11．卸 ‘謝 ，H ．，κ伽 ，κ and 　Ibayashi，　 H ．’ Age−

　 dependent　reduction 　ln　 serum 　 melatonin 　 con −

　 centrations 　in　healthy　human 　 sublects ．　J．　Clin，
　 Endocrinol．　Metab ．，55 ：27，1982．

12．∬llnerova，∬ ，　 Zvolsky　 P．　 and 　Venecefe，」．：

　 The 　 circadian 　 rhythm 　 in　 plasma 　 melatonin

　 concentration 　of 　the　urbanized 　man ：The 　effect

　　of　sunlmcr 　 and 　 winter 　tilne．　 Brain　Research ，

　　328； 186，1985．
13．Kauppila，　 A ．，　 Kivela，　 A ．，　 PahaTカ2en，！ユ．αnd

　　Vafehκ一r　l　O．；　 Inverse　seasonal 　relationship

　 between 　rnelatonin 　and 　ovarian 　activi 仁y　in

　　humans　 in　 a　 region 　 with 　 a　 strong 　 seasonal

　　contrast 　in　luminosity．　 J．　 Clin．　 Endocrino1，

　　Metab ，，65：823 ，玉987．

14．Leu・y，ノ4．み 馳 厩 T．A ．，　 Goo伽 加，　 F．　K ，　 N 脚 一

　　some ，1）．A ．　 and 　ルゑα 沈 9ツ，　S．P．’　 Light　suppres −

　　ses　 melatonin 　 secretion 　 in　 humans，　 Science，
　 　210： 1267，1980、

15．Lisoni，　P．，　Re∫entini，ル4，，　Maun 　 R．，ノ）e 漑 84癖，

　　c，，iVorabito ，　F ．，E 　s
’Posti，　D ．，ヱ）i　Be 〃，　L．，　EsPosti，

　　G．，Rossi，ρ，，　Parravicini，ゐ．，　Legname，　G．　and

　　Franschini，　F．：　Effect　of　an 　acute 　injection　of

　　melatQnin 　 on 　 the　 basal　 secretion 　of　 hypo−

　　physeal 　horm   nes 　in　prepubertal 　and 　pubertal

　　healthy　 subjects ．　 Acta 　 Endocrinol．（CQpenh，），
　 　111 ： 3e5，1986．

16．MaJlv，（］．，　 Zaidan，　 R ．，　 Faure，　 A ，　 Brun ．」．，

　　CJtazot．　G．　 and 　ClaZtstrat．　B．’　 Effects　of 　a

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japan Society of Obstetrics and Gynecology

NII-Electronic Library Service

JapanSociety  ofObstetrics  and  Gynecology

534 )V.- ptU tw e･/1 ec 5]7  ]･ =7,

   four-dav nocturnal  melatonin  treatment  on  the

   24 h plasma  rnelatonin,  cortisol  and  pro]actin

   profiles in humans.  Acta  Endocrinol. (Copenh.),
    l19 : 474, 1988.

17. Ross7nant'th, PV(;., Mbrtola, !E  and  Ybn, S.S.

    C.: Effects of  dopaminergic  blockade  on  the

   sleep-associated  changes  of  luteinizing hor-

   mone  pu]satility in early  follicular phase

   women.  Neuroendocrinology,  48 : 634, 1988.

18. Rossmanith, PVLG, and  Yien, S.S.C.: Sleep-

   associated  decrease in luteinizing hormone

   pulse  frequency during the early  follicular

   phase  of  the  menstrual  cycle:  Evidence  for an

   opioidergic  mechanism  J. Clin. Endocrinol.

   Metab., 65 : 715, 1987.
19. ,Slalin-R2scua4 R.J, Ortegtz-Soto, U., Hheerto-

   De4gadillo, L., Camacho-Arro.vo, Z, Rolclan-

   Roldan, G. and  7izmarkin, L,: The effect  of

   t,otal sleep  deprivation on  plasma  melatonin

   and  cortisol  in healthy human  volunteers.

   Sleep, 11: :l62, 1988,

20. Stzssin, fE, Fmntz, A.G.. Kapen, S, and

    LVbit2man, E,D.:  The nocturnal  rise of

   human  prolactin is dependent on  sleep, J. Clin.

   Endocrinol. Metab., 37 : 436, l973.
21. Strnssm-an, R.J, kake, G.71, Qualts, C.R. and

"F
 it tai .F. 7v  

;t
 7  fetrWoUIt N ce ra :･ 

,,S,43U
 5 -ny･

        Lisansnj E.1. : A  model  for the study  of  the

        acute  effects of melatonin  in man.  J. Clin.
        Endocrinol. Metab., 65 : 847, 1987.

    22. Stmssman,  R,.L Pealee, G.T:, Quatls, C.R. and

        Lisansdy, E.L ; Lack  of  an  acute  modulatory

        effect  of  melatonin  on  human  nocturnal

        thyrotropin  and  eortisol  secretion,  Neuroendo-

        crinology,  48 : 387, 1988,

    23, VPlaltlhausex E, Liebernzan, H/R., Lynch, N/!,

        YV2zgdhausen M., Ilbrkneny K,  Fn'sch, H., Vier-

        JimpPeny H/, HJaJdhausL VZ, Sche,mpez M.,

        IVurtman. R.1. and  CrowleM W.F,: A  phar-

        macological  dose of melatonin  increases PRL

        levels in males  without  altering  those of  GH.

        LH,  FSH, TSH,  testosterone or  cortisol.  Neur-

        oendocrinology,  46: IZ5, 1987.

    24. LVetterberg, L., Nhtberg  E.  1'avauini. B,.

        Clezgnoni, M., HLzus. E. Gnjth, K., Kazvasaki,

        Z, VVQ211ach, I.-A., Cleno, M., (lezo. K.. Mdtsuo-

        ha, M/, KuzeL M., Hkelberg E. and  Omae. 71 :

        Circadian variation  in urinary  melatonin  in

        clinically  hea]thy women  in Japan and  the

        United  States of  America.  Experientia, 35 ] 416,

        l979.

                     CNo.  6944 -･if･3･2･4el,D


