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｝ 3 哺乳類におけるホ ル モ ン と行動

オ ル ガ ナ イ ザ ー
： 高杉　暹 （東大 ・理 ・

動）

　出生 直後の 性 ホ ル モ ン が間脳 ・視床 ト部一脳 下 垂

体系に 持続的変 化 を 起 こ させ る こ と は 多数 の 実験 で

証明 され て い る 。
こ れ に 対 して ，近年，出生 直後 の

endOgenOUs ，　 eXOgenOUS の 性 ホ ル モ ソ が 成熟後 に も

持続す る 「行動」 の 変化を起 こ させ る こ と が 明 らか

に され た 。 矢崎 は 出生 直後 に 去勢し た 雄 ネ ズ ミで 自

発活動が 雌 型 又 は 偽 雌 型 に 変 る こ と を明 らか に す る

と共 に ， 交尾行動 で も早期去勢に よ って 雌型 化す る

こ とを認 め た 。こ の 誘 導 に は critical 　peTiOd が あ っ

て こ の 期間内 に 精巣 を 摘出 しな ければもは や 雌化 す

る こ とは ない 。

　新 井 は 出生 後 早 期 に 与 え られ た性 ホ ル モ ソ が 成熟

後 の 雌雄 の 性行動 に 不可逆的変化を起 こ さ せ るが ，

そ の 誘導 と性行動の 様式決 定 の 要因 に つ い て 生理 学

的 考察を行 っ た。川 島 ・
篠 田 は 出生直後 の 性 ホ ル モ

ン 処理が 自発活動の み な らず 「形」識別 の 学習 能 力

を も永 続的 に 低 下 さ せ る こ と を 明 らか に し た。 こ れ

ら の 発表 と 討論は出生後 の 短期問に 与 え られ た性 ホ

ル モ ン の 不可逆的作 用 と critical 　periGd の 問題を中

心 テ ーマ と し て 取 り上 げ たが ，生 体 発 生 に お け る 将

．来 の 行動様式を 決定 ず る特定 の 時期に ホ ル モ ン が 密

接 に 関与 す る こ とを 明 らか に した 点 で 重要な 意味 が

あ っ た 。

出 生直後去勢 と雄ネズ ミ の 行動

矢崎 幾蔵 （新潟大 ・理 ・生 ）

　雄 ネ ズ ミ が 出生 直後去 勢に よ っ て 雌型化す る こ と

の 証 明 は ， 卵巣 お よ び 膣 の 併置移植とい う実験形態
・
学的方法 に よ る。出生 直後 の 有効去勢の 期間 に つ い

て は ネ ズ ミ の 系統 に よ っ て 異な り，生 後24時間以内

か ら数 日 に わ た る は ば が あり，こ れ らの 事は英米諸

家 に よ っ て 追試 さ れ て い る 。 雌 型 化 し た 雄 を 自発運

：動測定用回転 カ ゴ に 入 れ ると性周期を 示 す こ と に気

が つ い た が （1963），こ れ は Harrisの 論 文 （1965）

に もの べ られ て い る。ま た わ れ われと別 に 独 立 の 実

験 で Grady
，
　 Phoenix と Young （1965） は雄 ネ ズ

ミ を 早期去勢 （第 5 日齢 以 前） す る と き，性行動 が

雌化す る こ と を し め した 。 即 ちこ の よ うな ネ ズ ミは

成長後 に ， 正常雄 の mounting に対し て ， 雌 の 性行

動 で あ る lerdosis（脊柱前 轡反 応） を しめ す。こ の

よ うな 性行動を み る方法 は ， わ れ わ れ の 実験形態学

的方法の うけ る制約を こ え て ，ネ ズ ミ以 外 の 他 の 哺

乳動物 に おけ る雄の 雌 型化を テ ス トす るみ ちを開 く

もの で ， われ わ れ を 大 い に 力 づ け る。

　つ ぎの 仮説 は 間題 提 起 で あ る 。 有胎盤哺乳動物

で，雄は胎 内で 母 体起原の estrogen と，胎仔睾丸

androgen との 平 衝 の 下 で 発育 し ， 分娩時 に estmgen

の 影響 が 消失 して ，い わ ゆ る有効去勢期間中の 睾丸

内分泌 の 影響下 で 視床下 部 ・脳下垂体系 の 雄 型 化 を

起 こ す と想定 さ れ る 。 幼 睾丸 内分泌 が 十分 の 期聞に

わ た っ て影響を お よ ぼ さぬ うちに 去勢す る と雌 型 化

が お こ る。 も し そ うで あ れ ば分 娩 時 の 幼 動 物 の 感覚

運動器官 の 発育程度か らみ て ， ネ ズ ミ ・ネ コ な どの

未熟仔を分娩 す る動物と，ウ マ ・ウ シ ・サ ル な ど の

あ る程度 自立 で き る成 熟 仔を分娩す る動物とで は ，

分疑時の 幼動物体内 の 性 ホ ル モ y 平衡状 態 が異な る

こ とが 考 え られ ，未熟仔分娩動物 の 雄 に お い て 特 に

有効 去勢 に よ る雌 型 化が み られ る可能性があ る よう

に 思わ れ る。 こ の よ うな 雄 動 物 の 雌 化 の デス トに

は ，去勢勤物 に 対 す る卵巣移植法 よ りも， 性 ホ ル モ

ソ 投与 に 対す る性行動上 の 反応 を 観察す る 方法が ，

利 用 で きや す い で あ ろ う。

ス テ n イ ドホ ル モ ン と性行動

籍井康允 （順天堂大
・
医 ・解剖）

　性行動 の 発現過程 で も っ と も重要な 役割は脳 と内

分 泌学的環境 の 相互作用 で あ り，視覚，聴覚 お よ び

嗅覚 な どの 知覚路を 通 して 十分 と思われ る刺激が中

枢 に 送 りこ ま れ て も， も し内分泌学的環境が十分備

わ って い な い 場合性行動 は 発 現 しな い 。ネ ズ ミを 例

に と っ て 述ぺ る と， 9 で は雙 ス ミア の 発情前期 か ら

発情期 の 前半 に の み δ を 受け入 れ交尾す る。こ の 時

期 は 排 卵 の 前 後 で あ って ，血 中 の エ ス ト ロ ジ ェソ

（E ） の 最高 の 時 で あり， 同 時に プ ロ ジ エ ス テ ロ ン

（P ） の 分 泌 の あ る時 で もあ る。 去勢で は外か らの

E −P 処理 に よ っ て 内分 泌 環境を お き か え て や る と性

行動を誘発出来るが ，そ の 時 6 と一
緒 に す る と典 型

的な ロ ードーシ ス （lordosis）を示す。　Lisk（1962）
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