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It is well known that pregnant and lactating females ShOVl vigorous aggressive behaviOl凋 toward

adult conspecifics of both sexes. This type of aggressive behavior， called as maternal aggression， has 

been studied in various rodent species including laboratory mice and rats. 1n this review ar・ticle，we 

have discussed neuroendocrine basis of maternal aggression. 1n the first part， we have overviewed 

studies in 1970's to 1980's focusing on a role played by hormones responsible for maintenance of preg-

nancy and lactation in the expression of maternal aggression. 1n the second part， we have reviewed 

more recent studies on the regulation of maternal aggression by neuropeptides such as oxytocin， vaso-

pressin， and corticotropin releasing hormone. We discussed possible future research directions for bet-

ter understanding of brain mechanisms of maternal aggression. 
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背 旦ロ小

ヒトを含め全てのほ乳類の雌では，妊娠・出産・

授乳の時期に，劇的な生理的・行動的変化が起こ

る。すなわち，妊娠の維持，分娩，乳汁の産生，分

泌などの生殖に産接関わる生理学的変化や，授乳や

子の世話などの行動的変化があり，これらの事象の

適切な発現は，子の生存や発達において極めて重要

である。生殖を支えるホルモンの動態に依存して発

現する社会行動である「養育行動Jの神経基盤の解

明にむけ，今自まで数多くの研究が報告されてきて

いる。その詳細は他稿に譲 j 本稿では，妊娠・授

乳期の雌が示す攻撃行動に焦点をあてる。醤歯類を

1)本論文執筆に際して，科学研究費基盤 (A)23240057 
および、筑波大学学内プロジェクトのサポートを受け

た。

始めとする多くの動物種の雌は，母親，特に授乳期

になると，成体雄を含む他個体に対ーする激しい攻撃

行動を示し他個体によってもたらされうる危害か

ら自身や仔を防衛することが知られている。この行

動の表出に関わる刺激要国，経験の効果，妊娠・授

乳にi宣接関与するホルモンの役割についての心理生

物学的研究が. 1970-1980年代に数多く報告された

ものの，行動の発現を吉}る脳内分子機構について

は，未解決のまま残されていた。 2000年代以降，行

動神経内分泌学研究においても分子生物学的手法を

用いた解析が進むに従い 新しい知見がもたらされ

るようになってきた。そこで，本稿では，授乳期の

母親が示す攻撃行動の行動神経内分泌学研究の動向

と成果について，おおまかに初期研究と最近10年間

の研究とに分けて概説する。
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母親攻撃行動についての初期の研究

1950年代から1960年代にかけて，コロニ一場面で

の観察等において，通常はほとんど攻撃行動を示さ

ない雌が，出産後には仔に近づく他僧体に対して攻

撃行動を示すことが，たびたび報告された (Hafez，

1962; Scott & Frederison， 1951)。このような授乳期

の母親が示す攻撃行動は.Moyer (1968) によって，

OOmaternal aggression (母親あるいは母性攻撃行動)"

と呼ばれるようになった。母親攻撃行動の実験的研

究が行われるようになったのは.Gandelman (1972) 

が. I可種雄個体に対ーする授乳期マウスの攻撃行動の

観察結果を報告してからである。その後，いくつか

の異なる系統のマウスやラットを用いた観察から，

授乳期雌だけではなく，妊娠期雌においても攻撃行

動が発現することが明らかとなった (Hedricks& 

Daniels， 1981; Noirot， Goyens， & Buhot， 1975; 

Ogawa & Makino， 1984)。そこで，ここでは，母親

攻撃行動を“妊娠中および授乳中の母親が示す攻撃

行動"と定義し. 1990年代半ば以前に行われた留歯

類の母親攻撃行動研究に関して概観する。

1970年代から妊娠期および授乳期の各々の時期に

おける攻撃行動発現の研究が進められてきた

(Flannelly & Flannelly， 1987; Hedricks & Daniels， 

1981; Noirot et al.， 1975; Ogawa & Makino， 1984) 0 

その結果，攻撃行動は，交尾後数日で出現し始め，

妊娠の進行とともに増加した後，出産直前-直後に

は一度減少するが，出産後発情の終了と共に再び増

大し授乳期前半でピークを迎えた後に，徐々に減

少し仔の離乳後にはほとんど発現しなくなること

が報告されている (Flannelly& Flannelly， 1987; 

Gandelman， 1972; Hedricks & Daniels， 1981; Mann 

& Svare， 1982， Noirot et al.， 1975; Ogawa & Makino， 

1984; Svare & Gandelman， 1976a; Svare & 

Gandelman， 1976b)。このように妊娠・授乳期を通

した母親攻撃行動の発現レベルの変化の様相が明ら

かになったことから 妊娠・分娩-授乳に伴って大

きく変化するホルモンに注目が集まり，攻撃行動表

出との関係を解析するii3f究カ可子われた。

受精卵の着床と卵巣の黄体化に働くプロゲステロ

ンの血中レベルは，交尾直後の妊娠初期に急激に増

加し妊娠中期で再度大きく増加するが，出産

24-48時間前に急速に減少する。一方，エストロゲ

ンレベルは，妊娠中期から徐々に上昇し妊娠後期，

分娩時には高い値を示すことが知られている。この

ような妊娠に伴うホルモン変化には，ラットとマウ

スで大きな違いはないものの，妊娠期における攻l撃

行動のレベルの変化の様相には，両者で速いがある

ことがたびたび報告された。ラットにおいて，妊娠

後期に攻撃行動の増加が起こる (Albert，Walsh， 

Zalys， & Dyson， 1988; Flannelly， Flannelly， & Lore; 

1986)のとは対照的に，マウスでは，交尾後かなり

早い段階，具体的には妊娠3-5B自に攻撃行動の増

加が見られる (Noirotet al.， 1975; Ogawa & 

Makino， 1984) 0 この時期は，プロゲステロンレベ

ルの急激な上昇と一致することから，妊娠期攻撃行

動にプロゲステロンが促進的に働く可能性が検討さ

れた (Mann，Konen， & Svare， 1984) 。その結果• 1血

中プロゲステロンレベルと妊娠期の攻撃行動レベル

との間には，正のi'13関関係が見出されたものの，妊

娠期雌マウスにプロゲステロンを皮下投与しでも攻

撃行動レベルに変化が見られなかったことから

(Mann et a1.， 1984). プロゲステロンと母親攻撃行

動レベルとの間の因果関係についての確証は得られ

ていない。

妊娠末期から出産にかけて起こるステロイド、ホル

モンの変化，特に，妊娠後期から出産自直前にかけ

て急激に上昇し出産後直ちに減少するエストロゲ

ン動態と授乳期における攻撃行動の「発動 (onset)J 
との関係に着目した解析も報告されている。これら

の研究では，妊娠末期に帝王切開と卵巣除去により

妊娠を人工的に終了させた雌にヱストロゲンやプロ

ゲステロンを投与して一時的に妊娠末期の内分泌状

態にした後に，各々のホルモン投与を中断すること

によって，攻撃行動の発現にどのような影響が見ら

れるかを検討している。その結果，マウスでは，妊

娠後期に一度上昇したエストロゲンが，妊娠末期に

急激に減少することが，授乳期における攻撃行動の

「発動 (onset)Jに必須であるのに対し (Ghiraldi，

Plonsky， & Svare， 1993). ラットでは，むしろ妊娠

末期に見られる高濃度のエストロゲンが，授乳期に

おける攻撃行動の発動には必要であることが報告さ

れている (May町 Monroy，& Rosenblatt， 1990; 

Mayer & Rosenblatt， 1987; Mayer & Rosenblatt， 

1993)。
Svareらのグループは また 授乳期における高

レベルの攻撃行動発現の「維持 (maintenance)Jに

果たすステロイドホjレモンの役割についても検討し

ている (Svare，1980; Svare & Gandelman， 1975) 0 

すなわち，授乳期マウスにエストロゲンや，高濃度

のテストステロンを投与すると攻撃行動が減少する

ことを彼らは報告している O これらのステロイドホ

ルモンの作用機序については，十分な解析が行われ

ていないカエストロゲンはもとより，テストステ

ロンも脳内で酵素アロマターゼによりエストラジ

オールに変換されてエストロゲン受容体を介して攻
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撃行動を抑制したものと考えられる。事実， 2000年

代に入って，エストロゲン受容体のベータサブタイ

プの遺伝子欠損マウスで，授乳期攻撃行動が充進し

ていることを我々は見出している (Ogawa，Nomura， 

Choleris， & Pfa百， 2005)。さらに，プロゲステロン

についても，最近，授乳期雌ラットへの受容体括抗

薬 (RU486) の皮下投与により攻撃行動が増加する

こ と が報告されている (deSousa， Lazzari， de 

Azevedo， de Almedia， Sanvitto， Lucion， & Giovenardi， 

2010)。しかし母親攻撃行動指j御におけるこれら

ステロイドホルモンの脳内作用部位や作用機序につ

いては，未だ不明のままである。

授乳期の攻撃行動は，母親と仔を分離したり，仔

が母親の乳首を吸うことができないようにすると大

きく減少する (Gandelman，1972; Garland & Svare， 

1988; Svare & Gandelman， 1976b) ことから，乳首

への吸い付き刺激の重要性が指摘されてきた。そこ

で，乳)j泉の発育と乳汁分泌を促進する働きを持つプ

ロラクチンが，授乳期に充進する攻撃行動にも促進

的に働くであろうという仮説に基づく実験が1980年

代には数多く報告された。プロラクチンは，下垂体

前葉から血中に分泌された後，脳内に取り込まれて

プロラクチン受容体を介して行動の制御に関与する

と考えられている。授乳期マウスの下垂体切除や，

プロラクチン抑制薬であるエルゴコルニンやブロモ

クリプチンの皮下投与が 母親攻撃行動に及ぼす影

響を検討・した研究では，予想に反して攻撃行動の減

少は全く見られないことが報告されている (Broida，

Michael， & Svare， 1981; Mann， Michael， & Svare， 

1980)。従って， 1990年代}j，11.年，プロラクチンと母

親攻撃行動との関係についての研究は，ほとんど報

告されていない。しかし最近のラットにおける研

究では，プロラクチンレベルが攻撃行動レベルを決

定しているのではなく，むしろ授乳期雌ラットが攻

撃行動テスト中に雄イントルーダーに接触した後に

血中のプロラクチンレベルが変化する可能性も指摘

されている (Consiglio& Bridges， 2009)。さらに，

現在では，プロラクチン受容体のサブタイプの脳内

局在をはじめ，プロラクチンの脳内作用機序に関す

る新知見も数多く報告されていることから，母親攻

撃行動制御におけるプロラクチンの役割についても

再検討ーされる必要があると言える。

母親攻撃行動の神経内分泌基盤

1990年代以降，分子生物学的手法の発展により，

行動制御における神経内分泌基盤に関する研究にも

大きな進展が見られるようになった。なかでも近

年，養育行動，親和行動や攻撃行動などの社会行動

の制御に関与する脳内物質として，オキシトシン

(oxytocin) とバソプレシン (argininevasopressin， 

以下 AVP) が注自されてきている。オキシトシン

とAVPは，主に撹床下部の室傍核 (paraventricular

nucleus) および視索上核 (supraopticnucleus) で

産生され，下垂体後葉から血中に分泌され末梢の標

的器官に作用するペプチドホルモンであるが，同時

に，脳内の諸領域に放出され不安関連行動や社会行

E功を市1J1却していることカf知られている (McCall& 

Singer， 2012; Young & Wang， 2004)。オキシトシン

や AVPの遺伝子発現や受容体結合は，妊娠成立後

徐々に増加し妊娠後期から授乳期を通じて高いレ

ベルを示すことが明らかにされている (Bealer，

Lipschitz， Ramoz， & Crowley， 2006; Van Tol， 

Blowerk， Liu， & Burbach， 1988; Zingg & Lefebvre， 

1988) ことから，'(i):親攻撃行動との関係が注目され

ている。

オキシトシンと AVPと並んで，母親攻撃行動と

の関係がしばしば指摘されている神経ペプチドとし

て，高IjIr奇皮質刺激ホルモン放出ホルモン

(corticotropin releasing hormone，以下 CRI-I) 治宝あ

げられる。 CRH産生産IlIJl包は，脳内に広く分布する

ものの，室傍核に局在する CRHi室生細胞は，視床

下部一下垂体一副腎I!ill! (hypothalamiひpituitar・3刊 dre-

nal axis， HPA I!ilh) の安として，ストレス応答のlIjlJ

訪日に中心的役割を果たしている O 妊娠，授乳期には

HPAI!ill!の働きが大きく変化し i維のストレス反応

性の低下が見られることが報告されている (Brun-

ton， Russel， & Douglas， 2008; Kammerer， Adams， 

von Castelberg， & Glover， 2002; Neumann， John-

stone， Hatzinger， Liebsch， Shipston， Russell， Land同

graf， & Douglas， 1998; Neumann， Wigger， Liebsch， 

Holsboer， & Landgraf， 1998)。さらに， このような

妊娠，授乳期特有のストレス反応性の制御にオキシ

トシン系や AVP系の変動が関与している可能性も

t旨t高されている (Bruntonet al.， 2008; Neumann， 

Wigger， Torner， Holsboeζ& Landgraf， 2000; Slattery 

& Neumann， 2008)。
以上のことから，本稿では，母親攻撃行動のなか

でも特に多くの研究が報告されている授乳期の攻撃

行動に焦点を絞り，その発現制御に果たすオキシト

シン， AVPおよび CRHの役割について，主に2000

年代以降に行われてきた研究の動向と成果について

概説する。

オキシトシン
オキシトシンは乳汁分泌の制御に中心的役割を果
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たしているが，授乳期雌の攻撃行動への関与につい

ても，主にラットを用いた研究において検討されて

いる。

前述したように，オキシトシンは主に視床下部室

傍核で産生され，脳内の様々な部位に局在するオキ

シトシン受容体に作用し行動表出を制御してい

る。授乳期には，室傍核でのオキシトシン産生量が

増大していることはよく知られている (Caldwell，

Greer， ]ohnson， Prange， & Pedersen， 1987; Spinolo， 

Raghow， & Crowley， 1992) 0 Neumannらのグループ

は，母親攻撃行動のレベルの異なる 2群のラットを

用いた解析で，雌のイントルーダーラットに対ーする

攻撃行動テスト中の室傍核のオキシトシンレベル

が，攻撃行動レベルの高いラットでのみ，ベースラ

インの 2倍程に増加することを見出している

(Bosch， Meddle， Beiderbeck， Douglas， & Neumann， 

2005) 0 Neumannらのグループは，これらのラット

を用いて，オキシトシンや，オキシトシン措抗薬の

室傍核投与の影響も評価している (Boschet al.， 

2005)。その結果， もともと攻撃行動レベルの低い

ラットでは，オキシトシンの投与により，攻撃行動

が増大し攻撃行動レベルの高いラットでは，オキ

シトシン搭抗薬の投与により，攻撃行動レベルが低

下することが見出されている。従って，オキシトシ

ンは，母親攻撃行動に促進的に働くと言える O また，

室傍 核ばかりでな く ， 濡 桃 体 中 心 核 (central

amygdala)へのオキシトシン掠抗薬の投与によって

も攻撃行動レベルが低下することが示されており

(Bosch et al.， 2005)，室傍核から分泌されたオキシ

トシンが攻撃行動や情動行動に関与する脳内部位に

作用することによって母親攻撃行動の発現を制御し

ていることが示日長される。さらに， Caugheyらは，

高いレベルの攻撃行動が見られる授乳期前半におい

て，オキシトシンの作用部位のひとつである外側中

間(Jateralseptllm) でのオキシトシンの結合が有

意に増加していることを報告している (Callghey，

Klampf， Bishop， Pfoertsch， Nellmann， Bosch， & 

Meddle， 2011)。

一方，オキシトシンが，必ずしも，授乳期雌の攻

撃行動に促進的に働いているとは限らないという報

告も存在する。すなわち，室傍核の部分的な破壊に

より授乳期雌の攻撃行動が，減少するのではなく，

むしろ充進することが報告されている(Giovenardi， 

Padoin， Cadore， & LlIcion， 1997; Giovenardi， Padoin， 

Cardore， & LlIcion， 1998) 0また、授乳期雌ラット

の攻撃行動は，席桃体中心核や分界条j未核 (bed

nllclells of stria tenτlinalis) へのオキシトシン投与

により減少しオキシトシン指抗薬投与により増加

することも知られている (Consiglio，Borsoi， 

Pereira. & Lucion. 2005: Lubin. Elliott. Black. & 

]ohns， 2003)。さらに，前述したように，オキシト

シンやオキシトシン受容体の遺伝子発現レベルは，

全体として処女期にくらべて授乳期で増大している

が (Zingg& Lefebvre， 1988; Van Tol et al.， 1988)， 

これらのレベルと攻撃行動の発現レベルとは，必ず

しも正の相関を示さないことも報告されている。す

なわち，授乳期攻撃行動レベルの高い経産ラットで

は，授乳期攻撃行動レベルが比較的に低い初産の

ラットに比べて室傍核のオキシトシンおよびオキシ

トシン受容体の mRNAレベルが低いことが定量

PCR法により明らかにされている (Nephew，

Bridges， Lovelock， & Byrnes， 2009)。

以上のことから，室傍核で、j室生されるオキシトシ

ンは，脳内諾領域に作用して授乳期雌の攻撃行動の

制御に関与しているものの，その作用機序について

は，未だ不明な点が多く残されていると言える。ま

た，ラット以外の種でオキシトシンと授乳期攻撃行

動との関係を検討した研究は現在までに報告されて

おらず，今後の研究が期待される。

パソプレシン (AVP)

AVPもオキシトシンと同様に，主に，視床下部

室傍核で産生され，脳内諸領域に局在する AVP受

容体に作用することによって社会行動の期間jに関与

している (McCall& Singer， 2012; Young & Wang， 

2004)0 AVPが雄の攻撃行動に促進的に働くことは

よく知られているが，母親攻撃行動への関与につい

ての研究は，ごく最近になって始められた。

AVPと母親攻撃行動との関係に関する研究は，

未だ数少ないものの，オキシトシンの場合と同様，

AVPが促進的に働くとする報告と抑制的に働くと

する報告とが混在している。すなわち， Nellmann 

らのグループの研究では， AVPの脳室内投与によ

か授乳期雌ラットの攻撃行動が充進することが報

告されている (Bosch& Neumann， 2008)。さらに，

AVP受容体のサブタイプひとつである V1a受容体

(AVP V1a) の括抗薬を，扇桃体中心核や分界条床

核に投与することにより 攻撃行動が抑制されるこ

とが見出されている (Bosch& Nellmann， 2010; 

Bosch， Pfortsch， Beiderbeck， Landgraf， & Nellmann， 

2010)。これらの結果は，雄の場合と!可様，授乳期

雌の攻撃行動にも AVPが促進的に働くことを示す。

一方， Bridgesらのグループは， Neumannらのグ

ループとほぼ向様に，出産産後にカニューレ挿入手

術を行い， 5日目で行動テストを行うという手続き

で実験をしているにも関わらず，大きく異なる結果
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を報告している。すなわち， AVPの脳室内投与は

授乳期ラットの攻撃行動を抑制し， AVP V1a括抗

薬の脳室内投与は攻撃行動を促進することが見出さ

れている (Nephew& Bridges， 2008; Nephew， 

Byrnes， & Bridges， 2010)。
最後に，オキシトシンと同様，ラット以外の種で

は， AVPと授乳期攻撃行動との関係は，現在まで

のところ検討されていない。

部腎皮質刺激ホjレモン放出ホルモン (CRH)

室傍核に局在する CRHニュー口ンは，脳下垂体

前葉ーからの副腎皮質刺激ホルモン (adrenocortico司

tropic releasing hormone，以下 ACTH) の分泌を促

進し高Ij腎からのコルチコステロン分;泌を促すこと

が知られている。 CRHは， HPA軸を介して，妊娠，

授乳期特有のストレスj芯答性の11JIJ御に関与すると向

11寺に，脳内に局在する CRH受容体を介して，母親

攻撃行動の発現を左右している可能性が示唆されて

いる。

CRHやウロコルチン (ur・ocortin，CRHファミリー

に属する神経ペプチド)の脳室内投与により，授乳

期雌マウスの攻撃行動が減少することが報告されて

いる (D'Anna，Stevenson， & Gammie， 2005; 

Gammie， Negron， Newman， & Rhodes， 2004)。

Gammieらのグループは， さらに， CRHによる;受

乳期攻撃行動制御の脳内メカニズムに関する一連の

研究を進めている。第一に， CRHやウロコルチン

の外側中隔投与により，脳室内投与と同様，授乳期

雌マウスの攻撃行動の減少が見られることを確かめ

ている (D'Anna，& Gammie， 2009)。第二に， CRH 

の受容体には， 1型 (CRHRl)と 2型 (CRHR2)の

2種類があることから，攻撃行動制御に関与するサ

ブタイプの特定を試みている。外側中隔に各々のア

ゴニストあるいは措抗薬を投与した結果， CRHに

よる母親攻撃行動の制御は， CRHR2を介したもの

であることをつきとめている(D'Anna& Gammie， 

2009)。すなわち， CRHR1 に特異的なアゴニストや

CRHR1括抗薬は，攻撃行動に全く影響を及ぼさな

いのに対して， CRHR2に特異的なアゴニストは，

攻撃行動を抑制し， CRHR2措抗薬は攻撃行動を促

進させる。しかしながら CRHR2の遺伝子欠損マ

ウスでは，野生型マウスにくらべて，母親攻撃行動

が減少していることが見出されていることから

(Gammie， Hasen， Stevenson， Bale， & D'Anna， 

2005)， CRHが外側中隔以外の部位に作用して， ど

のように攻撃行動を制御するのかについては，今後

の検討が必要であると言える。

これらの解析と平行して， Gammieらは授乳期の

攻撃行動レベルを基に選択交配系マウスを作製し

(Gammie， Garland， & Stevenson， 2006)，分子生物

学的手法により攻撃行動制御の基盤となる脳内物質

の特定を試みている。すなわち，出産後 5日自にお

ける規床下部・内側視索前野の組織を用いて DNA

マイクロアレイ法による解析ーを行い， 5つの遺伝子

の発現が，高攻撃系マウスと通常マウスとの関で有

意に異なることを見出した (Gammie，Auger， 

Jessen， Vanzo， Awad， & Stevenson， 2007)。なかで

も，高攻撃系マウスにおいて通常のマウスより発現

レベルの高い遺伝子として， CRH結合タンパク遺

伝子を向定している。 CRH結合タンパクは， CRH 

に結合することによって， CRHが CRH受容体に結

合することを妨げるタンパク質である。従って，高

攻撃系マウスで CRH結合タンパク遺伝子発現が増

加していたという事実は CRHによる攻撃行動の

tijJ11JI]作用が低下しその結果として攻撃行動の充進

が引き起こされたためと解釈される。

以上述べてきたように，授乳期攻撃行動のflrl]御に
おける CRHの役割については.マウスを用いた研

究のみが報告されており，オキシトシンや AVPと

は対照的にラットについては解析が進んでいない。

しかし， Neumannらの一連の研究では，授乳期ラッ

トの攻撃行動にふ妊娠期・授乳期に特有な CRH

をはじめとする HPA~!llJの変イヒが関与している可能

性を示唆する知見が報告されている。前述したよう

に，授乳期に高い攻撃行動を示すラットでは，攻撃

行動表出 i午iに室傍核のオキシトシンのレベルが増加

していることが報告されている (Boschet a1.， 

2005)が，これらのラットは，不安のレベルも高く，

少なくとも妊娠期には， ACTH及びコルチコステロ

ンレベルが充進していることがわかっている。授乳

期の CRH.ACTHあるいはコ jレチコステロンを直

接検討した研究は今のところ報告されていないが，

これらの結果は，授乳期ラットの攻撃行動の制御に

もCRHが関与している可能性を示唆するものであ

り，今後の検討が期待される。

その他の脳内分子

以上詳述したステロイドホルモンや神経ペプチド

の他にも様々な脳内物質と母親攻撃行動との関連が

検討されてきた。特に，雄の攻撃行動の制御に果た

す役割が確立している脳内物質が，母親攻撃行動に

対しても同様な働きをしているのかについて着思し

た解析が進められている。その代表的な例として，

神経組織に存在する一酸化窒素合成酵素 (neuronal

nitric oxide synthase，以下位~OS) の働きについて
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の Nelsonらのグループの一連の研究があげられる。

すなわち. nNOSは雄マウスの攻撃行動に抑制的に

作用することが知られている (Demas，Eliasson， 

Dawson， Dawson， Kriegsfeld， Nelson， & Snyder， 

1997; Nelson， Demas， Huang， Fishman， Dawson， 

Dawson， & Snyder， 1995) 0 一方. nNOS遺伝子欠損

マウスでは，野生型マウスにくらべて授乳期の攻撃

行動が有意に低下していること，授乳期のマウスに

nNOS阻害斉IJを皮下投与すると，母性攻撃行動が減

少することが見出されている (Gammie& Nelson， 

1999; Gammie， Olaghere-da Silva， & Nelson， 2000)。

これらの結果は，雄の攻撃行動の場合とは対照的

に. nNOSが母性攻撃行動に促進的に働いているこ

とを示唆する。このように，雄と母親雌の攻撃行動

に正反対に作用する物質の脳内作用機序の解析をひ

とつの手がかりとして 母親攻撃行動の脳基盤に関

する研究が進展することが期待される。

この{也にも， セロトニンや GABA. ドーノてミン，

オピオイド等が母親攻撃行動の発現制御に関与して

いることが示唆されているが その詳細は他稿に譲

る (eg.，reviewed by Lonstein & Gammie， 2002) 0 

車寄
号4
5問

本稿では，妊娠・授乳期の雌が示す母親攻撃行動

に関する行動神経内分泌学的研究に焦点をあて，そ

の動向について概説した。これまで述べてきたよう

に，エストロゲン，プロゲステロン等の性ステロイ

ドホルモンや，オキシトシン. AVP. CRH等の神

経ペプチドの各々が，妊娠・授乳期の攻撃行動の発

動や維持に果たす役割については，多くの知見が得

られてきている。しかし これらのホルモンが統合

的に働いてどのように母親攻撃行動を制御している

のかについては，未だ十分に理解されているとは言

い難い。特に，妊娠・出産・授乳を支える性ステロ

イドホルモンが，神経ペプチドや神経伝達物質等の

脳内物質やその受容体の発現を，脳内のどの領域で

どのように制御して この時期に特有な攻撃行動の

充進を引き起こしているのかについては，ほとんど

わかっていない。また，母親攻撃行動の神経基盤が，

“iI:1i型"の攻撃行動の神経基盤とどのように異なる

のか，両者に共通の神経由路が存在するのか否か，

といった問題も未解決のままであり今後の研究課題

である。母親攻撃行動の神経基盤の解明により，妊

娠・授乳期の生理・心理的特性についての理解が進

み，究極的には虐待や育児放棄のような現代社会に

おける問題の解決にも繋がることが期待される。
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