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実験的胃潰瘍 の 治癒経過 と情動性と の 関連性 に つ い て

金沢 大学 医学部内 科学 第三 講座 (主 任 : 服部純 一 教授)

横 田 哲 夫
( 昭 和5 5 年5 月2 2 日受付)

消化性潰瘍の 発生 や経過 に 対 して
, 情動 的因子が密

接に 関係す る こ と は
, 臨床的 ,

.
あ る い は実験 的研究 に

より 次第 に 明 らか と な っ て き た .
ヒ ト に お い て は

, 並

太ら
Ⅰ
旭 , 急性潰瘍の 発生と そ れ に 関与 す る情動 ス ト レ

スの 存在と を , フ ァ イ バ ー ス コ ー プ と面接 に よ り明 ら

か に し た . 奥瀬 ら
2)
は , 最 近, 胃潰瘍 の 治癒経過 に お よ

ぽす精神神経要因の 影響 を調 べ
, 比較的大 き い 横癖 の

場合に は発症 に 先 向す る 精神的 ス ト レ ス や自律神経機

能失調が 治癒遷延 因子 と し て 大 きく 影響 し て い る と報

告し た ･ 以上 の よ う な臨 刺勺研究 に 対 し , 動物 を使用

した実験値瘍 に関す る研究 は近年活発 に 行 なわ れ る よ

うに な っ て き たが , ヒ ト の 潰瘍と の 間 に はま だ 大き な

へ だた り が あ る .

疾患モ デ ル と して 実験潰瘍を 応用 し
,

そ の 日的を 果

たす た め に は
, 第1 に 憤瘍の 生成 法が ヒ ト の 場 合の 発

生経過 と類似性を も っ こ と , 第2 に 生 成さ れ た 潰瘍 の

局所所見が と 卜 の そ れ に 近似し て い る こ と が必要 と な

る . と こ ろが , こ の 両者を 同時に 満足 する実験潰瘍 は

まだ開発さ れ て い な い . そ の た め動物 に よ る実験潰瘍

の 研究 は
, 潰瘍 の 発生 に 関す る実験 と

,
い っ たん 生成

され た潰瘍 の 治癒 経過 を み る実験の 2 っ に 分 けて 行な

われて い る の が 卿 犬で あ る . 前者の モ デ ル と して は
.

拘 軋 水浸 な ど に よ る急性潰瘍 , 後者 の それ は
, 酢酸

潰瘍 , Cl a m pi n g
-

C O r ti s o n e 潰瘍な どの 慢性潰瘍 が

用い られ て い る .

こ れ ま で に 情動因子 と消化性潰瘍 と の 関連性 に つ い

て お こ なわ れ た研究 は , 先に 述 べ た急 性潰瘍を 剛 ､ た

場合が ほ とん どで あ る . 例え ば , B o n fil s ら
3}
は ラ ッ ト

の探索行動を 調 べ
, そ れ に 固定法 に よ る潰療生成 を お

こな っ たと こ ろ . 探索 行動の 低 い 群 は 高い 群 に 比 べ て

損壊の 発生率が 高か っ た と 報告 して い る . S i n e s は
, 選

択的交配 に よ っ て 拘 束潰瘍 を発生 しや す い 系 ,
つ ま り

r e s t r ai n e d ul c e r
-

S u S C e p ti b l e r a t と い う特殊 な 系

の 作成 に 成功 し
4}

, その よう な 遺伝的背景を も つ ラ ッ ト

の O p e n fi el d t e s t で の 行動上 の 特 徴 と し て . n o v el

Si t u a ti o n ( 新奇状態) で の d e f e c a ti o n ( 脱糞行動) お

よ び a m b u l a ti o n ( 歩行行動) の 冗進を 報告 した
5
1 ま

た . 上野 は
6一

, 拘束潰瘍の 発生と
,
O p e n fi el d t e s t に よ

る 一 般宿動性 と の 関連性に つ い て の 実験を お こ な い
t

墳瘍発生を み た ラ ッ トは そ う で なか っ た ラ ッ ト に 比 べ

て , d ef e c a ti o n が 高く a m b ul a ti o n が 低 い と い う 結 果

を得 ∴ 潰瘍の 発生 しや す い ラ ッ ト はf r e e z i n g ( 絶対 に

静止 し沈黙す る
7
りと い う個 体の 基本的な情動性 の 特徴

を有す る と報告 して い る .

こ れ に 対 して 慢性潰瘍 の 治癒経過と の 関連性 を検討

し た報告 は は と ん ど見ら れ な い . わ ず か に
,
O k a b e ら

削

が
, 酢酸潰瘍の 治癒過程 に 水浸拘束に よ る負荷 を加 え

て も潰瘍の 治癒経過に は影響 し な い と報告 し て い る の

み で あ る . 著者 ら
9I

も こ れ ま で
, 酢酸潰瘍 を用 い

, 心 理

的拘束法, 反復固定法 ,
シ ャ ト ル ボ ッ ク ス に よ る回避

条件づ け な ど の 種々 の 情動 ス ト レ ッ サ ー に よ る負荷 を

試み た と こ ろ , こ れ ら の ス ト レ ッ サ ー に よ っ て 潰瘍の

治癒 日 数が左右 さ れ ると い う 成績は得 ら れ なか っ た .

そ こ で
, 今回は , 以 上の よう な 外的な刺激の 負荷か

らの 分析 で は な く ,
む し ろ それ ぞ れ の 個体が も っ て い

る 内的な情動 の 特異性 に 着目 し , 潰瘍 の 治癒 日数の 長

短と こ の 個体特性 と の 間 に 何 らか の 関連性が み られ る

か を知 る目的 で , 以 下の 実験を お こ な っ た
. ま ず 実験

l で は
, 潰瘍作成前後 に 測 定 した

一 般活動性か ら推 測

す る情動性が
, 潰瘍治癒の 早 い ラ ッ ト と遷延 す る ラ ッ

ト との 間に どの よう な 差異 を も つ か を検討し , つ い で
,

実験Ⅲ で は
t 実験的に 情動 過多 を惹起 し , そ れ の 潰瘍

治癒経過 へ の 影響 に つ い て 調 べ る こ と と した .

対象お よ び方法

1 . 実験 対象

E m o ti o n a l eff e ct s o n t h e h e a l in g p r o c e s s of g a s t ri c ul c e r i n r a t s ･ T et s u o Y o k o t a
,
D e p a r ･

t m e n t of I n t e r n a l M e dici n e ( III) ( D ir e c t o r: P r o f∴K . H a tt o ri) ,
S ch o ol of M e di ci n e

,
K a n a z a w a

U ni v e r si t y .
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実験 対象と し て
I 実 験 Ⅰ で は 体 重 200

～

2 50 g の

W i s ta r 系 ラ ッ ト 10 4 頭( 雄 52 , 雌 52 ) , 実験 Ⅱ で は生

後約5 0 日 体重 150 g 前後 の W i s t a r 系雄 性 ラ ッ ト 70

頭を 用 い た . こ れ らは離乳直後 よ り 群居飼育 で 育て ら

れ た もの で あ る .

2 . 飼育条件

実験 Ⅰ で は
. 3 5 × 3 0 × 18 c m の 不 透明 な プ ラ ス チ ッ

ク ケ ー ジ ( 日本 ク レ ア 製 エ コ ン ケ
ー ジ) を用 い

, 1 ケ ー

ジ 4
～

5 頑 づ っ の 群居飼育を 行 な っ た .

実験Ⅲ で は , 隔離飼育 に は , 1 区画 14 × 2 1 × 1 5 c m

の 5 連ケ
ー ジ ( 隣室 と の 隔壁 は ス テ ン レ ス 製 の 板 で 隣

室が み え な い よ う に な っ て い る) を使用 し , 1 区画 の な

か に 1 頭づ っ 入 れ た
. 群居飼育 は実験 Ⅰ と 同様 に お こ

な っ た .

食餌 は オ リ エ ン タ ル 固形飼料 を 使用 し , 食餌お よ び

水 は ad li b . で 与え た . 動物 飼育 室 は常に 22 ℃前後 に

保 た れ . 照明 は午前6 時点灯 し, 午後6 時に 消灯す る

よ う に 日内 の 明暗周期が 自動 調節さ れ て い る .

3 . 実験方 法

1 ) 情動性 の 測定

情動性 の 測定 は
,

H a11
川

の O p e n fi el d t e s t に よ る

一 般活動性 .
お よ ぴ B r a d y

l l )
らの 採点法 を

一 部改良 し

た 五 味田
川

の 方 法に よ る披刺激性 の 2 方法 で お こ な っ

た . 実験Ⅰ で は ,

一

般活動性 を指標 と し , 実験 Ⅱ で は
,

一

般活動性と と もに , 被刺激性 も と り あ げた .

i) o p e n fi el d t e s t

こ れ は金属性の 円筒形 の 装 置で t 床面の 直径 60 c m ,

上縁 の 直径8 0 c m
, 垂直高47 c m で , そ の 内面 は 灰白色

に 塗装 さ れて
, 床面 は赤 ペ ン キ で 19 区画 に 分け られ て

い る . さ ら に 床面 の 中JL ､か ら8 0 c m の 高さ に 10 0 ワ ッ ト

の 白熱電灯 を設置 し , 装置の 内面が 均等 に 頗明 さ れ る

よ う に し た .

O p e n fi eld t e st の 施 行 に あ た っ て は , ラ ッ ト を

h o m e c a g e よ り静か に とり だ し
, 床 の 一 定 の 部 位 に

静か に お き .
そ の 時か ら3 分間 に 示 す 行動 を観察 し た .

一 般活動性 の 測定 の た め の 観 察 項 目 と L て は ,

a m b u l a ti o n
,
d ef e c a ti o n

,
r e a ri n g ( 立上 り 行動) お よ

ぴ p r e e n i n g ( 洗顔行 動) の 4 項 目 を と り あ げ た
.

a m b u l a ti o n は , ラ ッ ト の 体 の 半 分以 上が 床に 画 か れ

た 区画 を 横 切 っ た 回 数 を そ の 値 と し て 表 わ し
,

d ef e c a ti o n は糞の 数で
.

r e a ri n g お よ び p r e e n i n g は

行動 の 出現回数 で 表わ した .

ii ) 披刺激性

披刺激性 の 観察 は , 次の よう な項目 に つ い て お こ な

っ た . ①棒 を鼻先 に さ し出 し た時の 反応( a tt a c k ) ② マ

ウ ス に 対 す る反応 ( m u ri ci d e) ③尾を 相子 で は さん だ

時の 反応 (S t a rtl e )

採点 は , 以 下 の 通 り に お こ な っ た . ① の a tt a c k に つ

い て は , 0 : 無反 応. 1 : 棒か らの 逃避 的行動 . 2 : 棒 へ の

防禦的行動 , 3 : 棒 へ の 中等度の 攻撃的行動 . 4 : 棒 へ の

激 し い 攻 撃的行動 . ② の m u ri ci d e に つ い て は
, 0 : 無

反応 . 1 : わ ず か に 関JL ､を 示す . 2 : 中等度 の 関心 , 3 : 攻

撃 的行動 , 4 : 激 しく 噛み 殺す , ③ の S t a r tl e に つ い て

は
, 0 : 無反 応 , 1 : わ ず か な 関心 , 2 : 中等度 の 関心 , 3 :

驚情 , 4 : 激 し く驚愕 , と い う基準 で 採点 し た .

2 ) 潰瘍作成法

潰瘍作成法 は , 高木 ら
1 3 切 開発 し た酢酸潰瘍 を用 い

た . こ れ は N e m b u t a1 3 0 m g / k g を ラ ッ ト腹腔内 に 注

入麻酔 し開腹 , 胃を と り だ し , 胃前壁郎 の 胃休部と幽

門部の 境界部位 に 15 % 酢酸液0 .0 1 5 山 を マ イ ク ロ シ

リ ン グ を用 い て 奨腹下 に 注入す る方 法で あ る .

3 ) 胃の 剖 検

胃の 剖検 は
, 所定の 期 日 に エ

ー

テ ル 麻酔下 に 断頭,

充 分に 鴻 血右施 した 後開腹 し , 胃を とり 出し た . 潰瘍

の 治癒 状態を 正 確 に 観察 し数値化す る た め に
. 胃に 1

% ホ ル マ リ ン を 注入 し , 1 0 分間胃壁 を軽 く固定 した の

ち , 大攣 に 沿 っ て 切開 し た
. 潰瘍 の 大 き さ は , こ こ で

は 潰瘍 の 縦 と横 の 積 で 潰瘍係数 ( u l c e r i n d e x
1 4 }

) と し

て あ ら わ し た
.

4 実 験手続 き

1 ) 実験 Ⅰ

潰瘍 作成前 3 日 間に 1 日1 回の O p e n fi el d t e s t を

連続施 行 し , 手 術の 影響 が も っ と も少な く な っ て い る

時期 . す な わ ち 手術後第 17 , 18 ,
お よ び 19 日目に それ

ぞ れ o p e n fi el d t e s t を 1 日 1 試行お こ な っ た . o p e n

fi e l d t e s t は , 午後 1 時 より 午後 4 暗 ま で の 間 に お こ

な っ た . 胃の 剖検 は潰瘍作成後20 日日 と し , 前 日午後

6 時以 後 は絶食 と し た .

2 ) 実験 Ⅱ

群居 飼育群 (以 下 G r ラ ッ ト と略 す る) 3 6 頭隔離飼

育群 ( 以 下I s ラ ッ ト と 略す る) 34 頭 の 2 群に 分けた .

o p e n fi el d t e s t は , 隔離飼育開始 前3 日 間連続. 隔離

飼育開始後 第3 7 .38 , 39 . 5 7 ,5 8 お よ び 59 日 目 に そ れぞ

れ 1 日 1 回午後 1 時 より 5 時ま で の 間に お こ な っ た .

披刺激 性は . 隔 離飼育開始前 . 開始後第 37 お よ び57

日目 に , 午 前9 時 より 11 時ま で の 間 に 観察 し た . 潰瘍

作成 は , 隔離飼育開始後第 40 日目 に
, 胃 の 剖検 はその

2 0 日 後 に お こ な っ た .

5 . 実験 成績の 統計学 的処 理

分散分析
1 5)

, M a n n
- W h i t n e y U t e s t

1 6 )
, M e d i a n

t e s t
1 7 )

, S p e a r m a n r a n k c o r r el a ti o n c o e ffi c i e n t
I 8 )

を

用 い た
.
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成 績

1 . 胃剖検所見 ( 図 1 )

肉眼所 見 で は
, 図 1 a , b の 様 に , 胃潰瘍 は胃休部前壁

の体郡と幽門部 の 境界部位 に 存在 し , 明白 な円形潰瘍

を認める も の ( 図 1 a) か ら退 色域を 残 し て 治癒 して い

るも の ( 図1b ) ま で さ ま ざ ま に 分布 し た
.

2 . 潰瘍係 数の 性 差 ( 図2 )

図2 の よう に , 潰瘍 係数 は, 経 で は 5 . 4 6 ± 6 ■ 6 3 ( M

± S D ) , 雌で は1 0 . 7 8 ± 1 1 .1 8 ( M ± S D ) で あ っ た .

b

F ig . 1 . G r o s s a p p e a r a n c e of a c e ti c a cid u l c e r s i n

r a t s 2 0 d a y s af t e r th e i nj e c ti o n o f 15 % a c e ti c

a cid (0 ･0 1 5 m l) i n t o st o m a c h w a ll . a . L a r g e

ul c e r c a n b e s e e n i n th e gl a n d ul a r p o rti o n ･o f

th e s t o m a c h ･ b ･ T h e ul c e r w a s c o m pl e t el y

h e al e d .
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両者 を M e d i a n t e s t で 検定し て み る と
, 雌の 潰瘍係数

は雄 に 比 べ て 有 意 に 大 き か っ た ( r
a

= 1 3 . 8 8 p <

0 . 0 01 ) .

3 .

一 般活動性 の 性差 ( 国 3 . 表1 上段)

1 ) a m b u l a ti o n

表1 に 示 し た よう に
. 雄性 ラ ッ ト の a m b u l a ti o n は

雌性 ラ ッ ト に 比 べ て
, 有意に 低 い 値を 示 し た

. ( F =

1 7 . 5 8 d f l ｡

1 0 2 p く 0 . 01 ) . ま た 両 群 の

a m b u l a ti o n の 反復試行 に よる 経時的な減少 パ タ ー ン

に も 有 意 差 を 認 め た ( F = 19 . 1 2 d f l ｡ 1 0 2 p <

0 . 0 1 ) . さ ら に 各試行 ご との 差を比較 す ると , 図 3 に

示し た よ う に
, 雄性 ラ ッ ト は雌性 ラ ッ ト に 比 べ て , 潰

瘍作成前 の 試行 で は差 は認 め られ な い が
, 作成後の 試

行で あ る第4 , 第 5 , お よ び第 6 試行に お い て
, 有意 に

低い 値 を示 し た (第 4 試行 方
2

= 2 4 .0 4 p < 0 . 0 0 1 , 第

5 試 行 ズ
2

= 1 8 . 6 4 p く 0 . 0 01 , 第 6 試 行 ズ
2

=

1 6 .9 6

p く 0 . 0 0 1 ) .

n

U

(

叩

き
】

し

〓
2
･-

巳
U

｣

コ

M A L E S F E M A I E S

( N ≡ 5 2 ) ( N
三
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2 ) d e f e c a ti o n

分散分析で は 両群の 問に は差異 は 認め られ な か っ た

が . M e d i a n t e s t に て 各試行 ご との 差を 比較す る と , 雄

性 ラ ッ ト の d ef e c a ti o n は雌性 ラ ッ ト に比 べ て t 第 1 お

よ び 第4 試行 で 有意 に 高 い 値 を示 し た( 第 1 試行 X
2

=

7 .6 8 p く 0 . 01 , 第 4 試行 が = 3 . 8 5 p < 0 . 0 5 ) .

4 . 情動性 と潰瘍係数 と の 関連性

1 ) 雄性 ラ ッ ト の 場合 ( 図 4 , 表 1 中段)

→ 般清 動 性 に つ い て 潰 瘍 作 成 前 後 の 相 関 を

S p e a r m a n r a n k c o r r el a ti o n c o effi ci e n t で 比較 し

T a bl e l . S u m m a r y of r e s ul t s o f a n al y si s o f v a ri a n c e ･ T h i s t a b l e s h o w e s th e diff e r ･

e n c e of g e n e r al b e h a v i o r i n o p e n fi el d t e s t b e t w e e n m al e a n d f e m al e r a t s
,
a n d b e t w e e n

l a r g e a n d s m a ll u l c e r g r o u p s i n e a c h s e x ･

D e f e c a t j o n Åm b u1 8 t l o n

d f M S F S うg n j f . M S F S i g n †f .

S e x d j f f e r e n ⊂e
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H S
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て みる と , a m b u l a ti o n およ び d e f e c a ti o n と も に 有意

の相関が み られ た ( a m b u l a ti o n r s
= 0 . 4 2 t = 3 .3 1

p < 0 . 0 0 1 ･ d ef e c a ti o n r s
=

0 ･4 7 t = 3 ･ 8 0 p <

0 . 00 1 ) . ま た 潰 瘍 作 成 前 の 3 試 行 で 得 ら れ た

d ef e c a ti o n の 総和 と潰瘍係数と の 間に も 有 意 の 相 関

が認 め られ た ( r s
=

0 .39 t =

3 .0 1 p < 0 . 0 1 ) .

さ ら に , 潰瘍係数が 1 0 よ り 大き い 群を大 潰瘍群( N

= 9 ) , 潰瘍係数 0 を 小潰瘍群 ( N = 1 3 ) の 2 群に 分

け , 両群 の 一 般活動性を 検討 した ( 両群の 分類は 人為

的に M ± S D を 利用 し た) .

i) a m b u l a ti o n

図4 に 示 し た よう に , 大潰瘍 群の a m b u l a ti o n は 小

潰疾群に 比 べ て , 第 4 , 第 5 お よ び 第6 試行で 有意に 高

かっ た( 第 4 試行 U = 26 p く 0 .0 5 ∴窮5 試行 U = 2 7

p < 0 .0 5 . 第6 試行 U = 22 p く 0 . 0 2 ) . さ ら に 両群

の a m b u l a ti o n の 経時的な 減少 パ タ
ー

ン に も 有意差 を

認 めた ( F = 5 .1 9 d f l ･ 2 0 p く 0 . 0 5 ) . ま た 両群 の

a m b u l a ti o n の 第1 試行と 第6 試行 と の 差 を 変動差 と

して 比 較 して み る と . 大潰瘍群 の 変動差 は小潰瘍群 に

比べ て 有意 に 小さ か っ た ( U = 19 p く 0 . 0 2 ) .

ii) d ef e c a ti o n

大潰瘍群の d e f e c a ti o n は小潰瘍群 に 比 べ て 有 意 に

大き い 値を 示 した( F =

7 . 5 8 d f l ･ 2 0 p < 0 .0 5▼) . さ

ら に各試行 ごと に 比較 す る と , 大旗瘍群 の d e f e c a ti o n

は小潰瘍群に 比 べ
, 第 1 , 第 2 お よ び第 4 試行 で 有意 に

高い値を 示し た (第 1 試行 U =

23 p < 0 .0 5 , 第 2 試

行ロ = 23 p < 0 . 0 5 , 第 4 試行 U =

2 3 . 5 p < 0 . 0 5 ) .

2 ) 雌性 ラ ッ ト の 場 合 ( 図 5 , 衰1 下段)
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一

般活動性 に つ い て 潰瘍作成前後 の 相関を み る と .

a m b u l a ti o n お よ び d ef e c a ti o n と も に 有 意 の 相 関 を

認 め た ( a m b u l a ti o n r s
=

0 . 4 8 t = 3 .8 7 p <

0 . 001 , d e f e c a ti o n r s
= 0 .7 1 t =

7 .1 3 p < 0 .001 ) .

L か し d e f e c a ti o n と 潰瘍係 数と の 間 に は
, 有意の 相関

は認め られ な か っ た .

さ らに 雄性 ラ ッ ト の 場 合と同様 に
, 潰瘍係数 が 2 2 .0

よ り 大き い 群を 大潰瘍群( N = 7 ) 2 .0 よ り小 さ い 群

を 小額瘍 群 ( N = 7 ) と し て
一

般活動性を比較 し た
.

( M ± S D を利 用)

i) a m b u l a ti o n

図5 に 示 し た よ う に , 各試行 ごと に 比較 する と
, 大

潰瘍群 の a m b u l ati o n は′ト潰瘍群に 比 べ て
, 第 1 試行

に お い て 10 % 水準 の 危険率で 低 い 傾向が認 め ら れ た

( U
=

1 4 p
= ひ. 1 0 4 ) . また 両群の a m b u l a ti o n の 反

復 試行 に よ る経時的 な減少 パ タ
ー

ン に も有意差を 認 め

た (F
= 6 . 1 9 d f l ･ 1 2 p < 0 .05 ) . さ ら に 両 群 の

a m b u l a ti o n の 第 1 試行と 第6 試行と の 差を 変動差と

し て 比 較す る と
, 大横瘍群の 変動 差は小潰瘍群に 比 べ

有意 に 小さ い 値を 示 した ( U =

7 . 5 p く 0 . 02 ) .

ii) d ef e c a ti o n

両群の 間 に は , なん ら 差異を認 め なか っ た .

5 . 隔離飼育群 と群居飼育群 との 潰瘍係数 ,

一

般活

動性 お よ び被刺激性 の 比較

1 ) 潰瘍係 数 (図6 )

図 6 に 示 す よ う に , I s ラ ッ ト の 潰瘍 係数 は 8 .6 1 ±

6 . 3 5 ( M ± S D ) , G r ラ ッ ト の そ れ は 5 .7 1 ± 5 . 03

( M ± S D ) で あ っ た . M e d i a n t e s t に よ り , 両群 の 間
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に 有 意差が 認 め られ た ( ズ
2

= 4 . 6 3 p < 0 . 0 5 ) .

2 ) o p e n fi el d t e s t ( 図 7 )

i) a m b u l ati o n

図 7 に 示す よ う に , I s ラ ッ ト の a m b u l a ti o n は G r

ラ ッ ト に 比 べ て , 隔離飼 育前 の 試 行に は 差が な い が
,

潰瘍作成前 の 試 行お よ び 胃剖 検前 の 試行で 有意に 低い

値 を示 し た ( 潰瘍作成前 ズ
2

= 4 . 5 9 p く 0 . 0 5 . 胃剖検

前 ズ
2

=

5 .69 p < 0 .0 2 ) .

ii ) d ef e c a ti o n

両群 の 問 に 何 ら差異を 認め なか っ た .

i ii) r e a ri n g

I s ラ ッ ト の r e a ri n g は G r ラ ッ ト に 比 べ て
. 隔離飼

育前の 試行 で は差異 は認 め ら れ な い が
, 潰瘍作成前の

試行 で は有意 に 低 い 値 ( ズ
2

= 4 , 59 p < 0 . 05 ) を , 胃

剖検前 の 試行 で は低 い 傾 向 (ズ
2

= 3 .6 4 p く 0 . 1 0 ) を

示 し た
.

i v ) p r e e n i n g

I s ラ ッ ト の p r e e n i n g は G r ラ ッ ト に 比 べ て , 隔離

飼育後 の 試行す べ て に お い て 有意 に 低 い 値 を 示 し た

(潰瘍 作成前 ズ
2

= 2 0 . 59 p < 0 . 0 01 , 胃 剖 検 前 ズ
2

=

20 .6 5 p < 0 .0 01 ) .

3 ) 被刺激性 ( 図 8 )

i) a tt a c k

隔離飼育後第3 7 お よ び 57 日目 の 観察 で は ,
I s ラ ヮ

ト はそ れ ぞ れ 1 . 7
. 3 . 0 で あ る の に 対し , G r ラ ッ ト は

0 . 2 , 0 と低 い 値 い を示 し, 両群の 間に 有意差を認 めた

( 第3 7 日目 方
2

= 2 5 . 2 8 p < 0 .0 01 , 第 5 7 日 目 ズ
2

=

量
葛

..

重
義
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66 .0 5 p く 0 .0 0 1 ) .

ii) m u ri ci d e

I s ラ ッ ト で は , 第37 日 目1 . 8 , 第 57 日冒 1 .8 で あ

るの に 対 し ,
G r ラ ッ トで は0 . 5 お よ び 0 .4 とI s ラ ッ

ト が 有意に 高 い 値を 示 した (第3 7 日目 方
2

= 5 1 .66 p

< 0 ･ 00 1 , 第5 7 日 目 ズ
2

= 46 .0 4 p < 0 . 00 1 ) .

iii) s t a rtl e

隔離飼育後 の 試行で
,
I s ラ ッ トが 有意 に 高 い 値 を示

し た(第 37 日目 ズ
2

=

20 .89 p く 0 .0 0 1 , 第 57 日日 ズ
2

= 4 4 .96 p < 0 . 0 0 1 ) .

6 . 隔離飼育群 に お ける 大潰瘍群 と 小 潰 瘍 群 と の

一 般活動性お よび 被刺激性 の比較

隔離飼育群内 で 潰瘍係数14 以 上 の 群を 大潰瘍群( N

=

8 ) t 潰瘍係数 2 以 下の 群を小 潰瘍群 ( N =

8 ) と し

て 2 群 に 分 け ( 人 為的に M ± S D を利用 した) 各行動

に つ い て 比 較検討し た .

1 ) o p e n fi el d te s t ( 図 9 )

i) a m b u l a ti o n

図 9 に 示 す よ う に
, 大潰瘍群の a m b u l a ti o n は小潰

瘍群 に 比 べ て , 隔離飼育前 の 試行に は 差が な い が
, 潰

瘍作成前の 試行 で は有意 に 高 い 値( U = 1 4 p < 0 . 0 5 )

を示 し . 胃 剖検前 の 試行で は高 い 傾向( U = 1 0 . 5 p く

0 . 0 8 ) を 示 し た . ま た両群の a m b u l a ti o n の 隔離飼育

前の 試行と 胃剖検前の 試行と の 差を変動差と して 比 較

す ると
, 大潰瘍群の 変動 差は小 潰瘍群 に 比 べ

, 有意 に

小さ か っ た ( U =

1 4 . 5 p < 0 . 0 5 ) .

ii) d e f e c a ti o n
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大潰瘍群 の d e f e c a ti o n は小潰 瘍群に 比 べ て . 隔離飼

育前 の 試行 に お い て 高 い 傾向 ( U =

1 7 . 5 p < 0 . 1 0 )

を 示し た が . そ の 後 の 試行 で は差 を認 め な か っ た
.

ii i) r e a ri n g

大 横瘍群 の r e a ri n g は小潰瘍群 に 比 べ て . 潰 瘍作成

前の 試行 で 有意 に 高 い 値( U = 7 p < 0 .0 5 ) を 示 した

が
,

そ の 他の 試行 で は差異 を認 め な か っ た .

i v ) p r e e n i n g

両群の 間に は何 ら差異 を認 め な か っ た
.

2 ) 披刺激性 (図 10 )

図10 の よ う に
,
す べ て の 項目 お よ び試 行に お い て

t

両群に 差を 認 め な か っ た .

考 察

1 . 酢硬 潰瘍 治癒経過 と情動性 と の 関 連 性 に つ い

て

O p e n fi e l d t e s t か ら み た情動性 に つ い て の 研究 は,

試 行 の く り 返 し に よ る ラ ッ ト の d ef e c a ti o n と

u ri n ati o n ( 排尿行動) の 漸減現 象が 存在す ると い う

193 4 年の H a ll
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の 報告 に はL: ま り ,
その 後彼 は o p e n

fi e l d 内で , ラ ッ ト の d e f e c a ti o n と u ri n a ti o n の 頻度

が 高い と 摂食量が減少 す る事実 か ら , こ れ らの 行動の

増加は 情動瓦進状態 を表 出し て い る と指摘 し た . さ ら

に こ れ らの 行動 を観 察す る こ と に より , 情動性の 個体

差を み 分け る こ と が 可能 で あ る
1 0) こ と を報告 し た

. 以

後 , 動物 行動 学上 .
d e f e c a ti o n は情 動性 の 適確 な指標
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実験的胃潰瘍の 治癒経過と情動性 との 関連性

と して 広く利用 さ れ て き て い る . a m b u l a ti o n に つ い

て は ,
d ef e c a ti o n と の 関係 を検討す る こ と に よ り . そ

の 行 動 学 上 の 意 味 が 研 究 さ れ て き て い る .

H a11
2 0)

, B r o a d h u r s t ら
21

怯 両行動 間に は 負の 相関 ,

つ ま り個々 の ラ ッ ト に つ い て い え ば , d e f e c a ti o n が 高

く情 動 性 の 高 い ラ ッ ト で は a m b u l a ti o n が 低 く ,

d ef e c ati o n が 低 く 情 動 性 の 低 い ラ ッ ト で は

a m b u l a ti o n が 高く な る と報告 して い る . こ れ に 対 し

て ,
O p e n fi el d t e st の 反復試行に よ る経時的 な行動 の

変化 に つ い て も 考 慮 に 入 れ た 実 験 と し て は
,

W h i m b e y ら
2 2

は a m b u l a ti o n と d e f e c a ti o n と の 関

係を因子分 析 す る こ と に よ り , O p e n fi e ld 内 で の

a m b u l a ti o n に は e m o ti o n ali t y と e x pl o r a ti o n と い

う2 つ の 独立 し た因 子が 関与 し , さ ら に a m b u l a ti o n

は , 第1 試行 で は e m o ti o n alit y と 正の 相関を
, 第2 試

行以 後 で は 負 の 相 関 を 示 す と 報 告 し た .

一 方 ,

W el k e r
2 3 }

は , n O V el si t u a ti o n に お け る探索行動 に 関

する実験 をお こ な い
, O P e n fi e ld t e s t の よ う な 強制探

索場面 で は大部分が 逃避行動 で あ る と し た . 北中 ら
2 4】

も こ の 見解を 支持 し
,
O P e n fi el d t e s t の 反復 試行 に よ

る最初の a m b u l a ti o n の 減少 は , 新奇刺激 に対 す る恐

怖の 減弱の た め逃避行動 の 低下 で あ る と報告 し た

以 上の よ う に a m b u l a ti o n に は , e m O ti o n aIi ty と

e x p l o r a ti o n と の 2 っ の 側面か らの 解 釈 が 存 在 す る

こと を念頭 に お く べ き で あ り .

一 般活動性 の 評価 に あ

たっ て は , d ef e c a ti o n の 成績と の 関連性 の も と に , 経

時的な行動の 変化も 含め て 解釈 す る こ と が必 要 で あ る

と考え られ る .

1 ) 雄性 ラ ッ ト の 場合

大潰瘍群 の d ef e c a ti o n が小潰瘍群 に 比 べ て 高 い こ

とばt 大境瘍群の 情動性が 小潰瘍群の そ れ より も 高 い

こと を示唆 して い る . ま たそ の 行動 の 経時的な 変化を

みて み ると , 大潰瘍群の d ef e c a ti o n が 第1 , 第 2 試 行

で 有意 に 高く , 第3 試 行で 漸 減し た後 ,
さ ら に 3 週 間

後の 試行で あ る第 4 試行 に お い て 再 び有意 に 高く な っ

て い る ･ こ の こ と は , こ の 群 の ラ ッ ト は O P e n fi el d と

い う新奇刺激 に き わ めて敏感 に 反応 して 情動元逓状態

を惹起 L や す く t か っ そ の 情 軌
･

〔進状態 は試行 の く り

返 しに より , す み や か に 滅弱 す る と い う特徴 を も っ て

いると 考え ら れ る
. ま た 第4 試行 で d ef e c a ti o n か 再 び

増加した こ と ば ▼ 3 週 間 の 試行休 止 に より 新奇性 に 対

する恐怖 水準 が 再び も と に も ど っ た た めと 思 わ れ る .

a m b u l a ti o n に つ い て は
. 大潰瘍群 は小潰瘍群 に 比

べ て
･ 第 1 試行で 低く t 第 2 I 第3 試行 か ら 次第特高く

なる 傾向が み られ , 第 4 , 第5 お よ び第 6 試行に お い て

有意に 高 い 活動性 を示 した ･ 両群 の a m b u l a ti o n の 値

37 7

の 変動 に 対す る分散分析の 結果. t ri al との 交互 作用で

有意差が み られ た こ とは . 両群 が試行 に 応じ て
.

そ れ

ぞ れ 独得の 活動 性の 減少 パ タ ー

ン を示 した こ と を意味

して い る ･ ま た a m b ul a ti o n の 第 .1 試行 と第 6 試行 と

の 差に よ る変動 差が
, 大潰瘍群 に お い て 有意 に 小 さ い

値を示 し た こ と は , W el k e r
2 8 )

. 北中ら
2 4)

の 報告を 参考

に す れ ば
, 大旗瘍群 は試行の く り返 し に よ っ て も逃避

行動 の 減少が お こ り に く く , 環境 の 新 奇 性 に 対 す る

ad a p t a ti o n の 形成が 低下 して い る と推察で き る .

こ こ で 提 出 さ れ る
一

つ の 疑 問 点 は , 大 損 瘍 群 の

a m b u l a ti o n が 潰瘍作成後 の 試行 に 高い の は , 大漁瘍

を 持 っ と い う 肉体的障害 に よ る二 次的な影響 で は な い

か と い う 問 題 で あ る
. しか し こ れ に対 し

, 第 1 に ,

両群の a m b u l a ti o n お よ び d ef e c a ti o n は潰 瘍 作 成 前

後の 試行 で 有意 の 正 相関を も っ こ と , 第2 に , 大潰瘍

群 の d ef e c ati o n は潰瘍作成後の 試行 に お い て も
, 作成

以 前の 試行 と同 じ よう な パ タ ー

ン を と っ て い る こ と な

どか ら考え る と
,

こ れ ら の 行動変化 は
, 身体的変化 の

結果 と い う よ り も大漁療群 に み られ る情動 の 行動的特

性で あ る と 推察さ れ る .

以 上 は t 潰瘍係数 か ら分 けた 両極端 の 個体の 持 っ 情

動性 の 差 を考察 し て き たが
, 残り の 中間群を 含め た 解

析で も
, 潰瘍作成前 の d ef e c a ti o n の 総和 と漁瘍係 数と

が有意の 正相関 を も つ こ とか ら
, 情動性が 高い ラ ッ ト

は ど潰瘍治癒 は遷 延す る こ と が わか る .

以 上の 成績 より , 潰瘍 治癒 の 遷延す る個体 の 情動性

の 特性は , 第1 に , 新奇刺激 に 対 して 情動冗進状態 を

惹 起 し や す い こ と . 第 2 に
. 新 奇 刺 激 に 対 す る

a d a p t a ti o n 形成 が低下 し て い る こ と の 2 つ が 特 徴 と

し て あ げ ら れ る .

2 ) 雌性 ラ ッ トの 場合

情動性の 直接的 な桔梗で あ る d e f e c a ti o n で は . 大 潰

瘍群 と小潰瘍群 との 間に は明ら か な差異が な く , ま た

潰瘍作成前の d ef e c a ti o n の 総和 と潰瘍係数 と の 問 に

も有意な相 関 は認 め ら れ ず , こ の 面か ら は , 情動性と

潰療 治癒経過 と の 関連性 は見 い 出す こ と が で き なか っ

た ･ 他方 ▼ a m b u l a ti o n に お い て
, 第1 試行で 大潰瘍 群

が小潰癌群 に 比 べ て 10 % の 危険率で 低 い 傾 向 を 認 め

た こ と は t 上野の 報告
6

堰 参考に すれ ば
, 大漁瘍群 は小

潰瘍群 より も新奇刺激に 対し て 情動克進状態 を惹起 し

やす い と い う特 徴を 有す る 可能性が 示唆さ れ る . ま た

分 散 分析 の 結 果 , 両群 の 試 行 の く り 返 し に よ る

a m b u l a ti o n の 変動 の パ タ
ー

ン が異 な っ て い る こ と
.

お よ び 大潰瘍群 の a m b u l a ti o n の 変動差が 小さ い こ と

は･ 雄性 ラ ッ ト の 場合同 私 大潰瘍群 は環 境の 新奇性

に 対 す る ad a p t a ti o n 形成 が遅延 して い る と考 え ら れ



3 7 8

る .

以 上の 成績 よ り . 潰瘍治癒 の 遷 延す る 個体 は , 雌性

ラ ッ ト に お い て も . 雄性 ラ ッ ト 同様の 情 動性 の 特徴を

有 して い ると 考え られ る . し か し , 潰瘍治癒経過 と情

動性 との 関連性 は . 雄性 ラ ッ ト は ど雌性 ラ ッ ト の 場合

は斬着 で はな い よう に 思 わ れ る .

2 . 酢酸潰瘍治癒経過 と性差 に つ い て

酢酸潰療治癒経過と 性差 に つ い て
,

T a k e u c h i
2 5 )

ら

は , 潰瘍作成後2 0 日 目 に は
, 雌 の 潰瘍 は雄 に 比 べ て や

や大 き い が
, 治癒経過全般 に わ た っ て は , ほ と ん ど同

じ経過 を 示す と報告 して い る . 今回 の 成績 で は . 潰瘍

作成後20 日冒 に は , 雌 の 潰瘍係数 は雄 に 比 べ て 有意 に

大 き い値 を示 した . 両実験成績 の 相異 の 理 由に つ い て

は
, 著者の 成 績の よ う に 酢 酸潰瘍 の 治 癒経 過に は個休

差 が大き い こ とを 考慮 す る と
,

T a k e u c h i らの 実 験 で

は , 情動性が 考慮さ れ て い な い こ と
,

お よ び対象 と し

た個体数が 少 な い こ とな どに よ るの で は な い か と推察

さ れ る .

こ の よ う な潰瘍治癒経過 の 性差 に つ い て , 情動性 の

側面か ら考 え て み る と , 今回 の 成績 は , 雌性 ラ ッ ト は

雄性 ラ ッ ト に 比 べ て d ef e c a ti o n が 低 く a m b u l a ti o n

は高く , した が っ て 雌性 ラ ッ ト の 方 が情動性 が低 い と

い う 諸家の 報 告 粋 2 81 と 一 致 す る もの で あ っ た . 以 上 の

こ と は , 情動性の 高い ラ ッ ト は ど潰瘍 の 治癒が 遷延す

る と述 べ た先の 成績 と 矛盾 す る 結果で あ る .

しか し
, 潰瘍の 治癒に お け る性差の 問題 は , 単 に情

動性 の 問題 の みで な く , 内分泌学的お よ び神経生理 学

的立場か ら の 追求を は じめ
, 胃局所 の 病変の 解明 な ど

,

今後 の 研究 が必要 と考え られ る .

3 . 酢酸潰瘍 の 治癒過 程 にお よ ぽす 長 期 隔 離 飼 育

の 影響 に つ い て

実験Ⅰ で は
, 特定 の 人為的操作 を加 え な い 場合 に み

られ る 一 般活動性 か ら み た情動性と潰瘍治癒経過 と の

関連性を 観察 した が . 実験 Ⅱ で は , これ らの 行動 特性を

裏づ け る
一

つ の 方法 と し て t 長期隔離飼育に よ り 人為

的に h y p e r e rn Oti o n alit y ( 情動過 多) を 惹起 し
,
そ れ の

潰瘍治癒経過 へ の 影響 に つ い て 調 べ た .

長期隔離飼育 に よ る窟菌類の 行動変化 に つ い て は t

Y e n
2 9 )

は
,

マ ウ ス を 3 ～

4 週単独隔離飼育 し た後 , 2 匹

一 緒 に す る と 闘 争 行 動 を お こ す こ と を 示 し ,

S e w o r d
3 0)

は
,

ラ ッ ト に お い て も各刺激 に 対す る攻 撃

性 が 出現し , さ ら に マ ウ ス を殺す 行動 が 出現す る こ と

を 報告 した .

S te r n ら
3~り

は ,
こ の よ う な動物 に 対 し て

, 攻撃性 だ け

で な く , h a n d li n g に対す る 反 応 ,
お よ び e n c l o s e d

fi el d にj引ナる｢ 股活動性も朝顔 し
, 隔離飼育 ラ ッ ト は 群

居 飼 育 ラ ッ ト に 比 べ
, r e a C ti v i t y の 冗 過 と

a m b u l a ti o n お よ び r e a r i n g の 低下 を 認 め
, 隔離飼育

ラ ッ ト に よ り情動性 が 高い と報 告し た
. さ ら に , 五味

田
1 8)

も 同様 の 実験 を お こ な い
. 情動性の 安定の 指標 で

あ る P r e e n i n g や g r o o m i n g も著明 に 減少 し
. 隔離飼

育 に よ り h y p e r e m o ti o n ali t y ( 情動過 多) が 惹起され

る と 述 べ て い る .
こ の ほ か

, 隔離飼育 ラ ッ ト の 行動変

化の 神経生理 , お よ び生化学 的機構 に つ い て も次第に

明 らか に なり つ つ あ る が
2 卜 3 4l

, 今回は こ れ らの 側面に

は触れ ず , も っ ぱ ら現 象と し て の 行動 の み か ら考える

こ と と す る
.

隔離飼育 を潰 瘍と の 関連 性に お い て とり あ げた報告

は ,
C o n g e r ら

計別
の コ ン フ リク トで誘発きれ る潰瘍は , 群

居飼育 ラ ッ ト よ り も隔離飼育 ラ ッ ト に 発生 しや すい と

い う報 告 , A d e r
3 8)

, S t e r n ら
3 = の 拘束潰瘍 は隔離飼育 ラ

ッ ト よ り も群居飼育 ラ ッ ト に 発生 し やす い と い う報告

な どが こ れ ま で 知 ら れて い る が
,

こ れ を慢性潰瘍の 治

癒経過 との 関連 か ら とり あ げ た研究 は報告 さ れて い な

い
.

こ こ で 本実験 で の 隔離飼育 ラ ッ ト の 行動 を 要約 して

み る と , ･
一 鵬

般活動性 で は a m b u l a ti o n
,

r e a ri n g の 減

少 ,
お よ び p r e e n i n g が著 明に 低下 す ると い う特徴 が

み られ た . 被刺激性 で は , m u r i c id e . a tt a c k , S t a r tl e な

ど の 反応 の 出現 が高 く r e a cti v it y の 九遷 が み ら れた
.

以 上 の 結 果は , S te r n ら ,
A d e r

, 五 味田 の 報告と 一 致

し て お り , 長 期 隔 離 飼 育 に よ っ て 惹 起 さ れ る

h y p e r e m o ti o n ali t y の 状態を よく 表わ して い る .
こ

れ らの 行動上の 特徴 を も っ た ラ ッ ト に 潰瘍 の 治癒 が遷

延 し た こ と は
, 人為的 に 惹起 さ れ た h y p e r e m o ti o n ･

ali t y と い う個体の 情動状態 が
, 潰 瘍 の 治癒 に 遷延的

に は た ら い た と考え られ る
.

さ ら に 本実験 で 得 ら れ た も う
一

つ の 興 味 あ る 成績

は
, 隔離飼育 に よ り も た ら さ れ た h y p e r e m o ti o n ali ty

の なか で , さ ら に ど の よ う な 情 動状態が 潰瘍の 治癒遷

延 に よ り 大き な要因 と なっ て い るか を 検討 する 目的で ,

隔離飼育群を 潰瘍の 大 き さ に よ り 2 群 に 分け て 各行動

を比較 し
, 得 ら れ た結果 で あ る . す な わ ち

, 潰瘍の 治

癒が より 遷延 し た ラ ッ ト はそうで ない ラ ッ トに 比 べ
. d e

-

f e c a ti o n が隔離飼育前 の 試行 で 高 い 傾 向を認 めること ,

a m b u l a ti o n が 隔離飼 育 後 の 試行 で 有意 に 元遷 しかつ

そ の 変動差が 有意 に 少 な い こ と ,

一 方被刺激性に は両群

の 間に 全く 差異 を 認 め な い こ と で あ る .
こ の こと は ,

隔離飼 育群内 で の 潰瘍治癒 遷 延 化は 隔離飼育に より出

現す る 攻 撃 性 の 強 弱 よ り も,
む しろ 実験 Ⅰ で 述 べ た

と 同様 に 新奇刺激に 対 して 情動先 進状 態を 惹起しやす

い こ と や ad a p tムti o n の 形 成が 低下 して い る と い っ た
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個体の 基本的な情動性 に 影響 さ. れて い る可能性 を示唆

して い る .

以上の 成績 は , 実験 Ⅰで の 推 察を 支持す る と と も に ,

個体の 基本的 な 情動 性 お よ び 人為 的 に 惹起 さ れ た

h y p e r e m o ti o n alit y の 両者 が , そ ら ぞ れ潰瘍 の 治 癒

に影響を 与え て い る と 考え ら れ る .

結 論

W i s ta r 系 ラ ッ ト を用 い 酢酸潰瘍を 作成 し そ の 治 癒

経過と情動因子 との 関係 に つ い て
,

一 般活動性お よ び

披刺激性 を測定す る こ と に よ っ て 行動 学的な 観点 か ら

調べ
, 以 下 の 成績を 得 た

.

1 . 雌性 ラ ッ ト の 方が 雄性 ラ ッ ト よ り も 潰 瘍 の 治

癒が より 遷延 して い た
.

2 . 潰瘍の 治 癒が遷 延し た ラ ッ ト の 行 動 特 性 と し

て は ∴雄性 ラ ッ ト の 場 合 d ef e c a ti o n の 冗 進 お よ び

ad a p ta ti o n 形成 の 低下 が み ら れ
, 雌 性 ラ ッ ト で は

ad a p ta ti o n 形成 の 低下 が み られ た
.

3 . 長期隔離飼育 ラ ッ トの 行動上 の 特 徴 と し て . ,

a m b u l a ti o n
,

r e a ri n g , p r e e n i n g の 低 下お よ び披刺 激

性の 元進が み られ た
. 隔離飼育 ラ ッ ト に 溝瘍の 治癒 が

遷延 し た こ と ば , こ の よう な情動過 多 と い う特徴 も潰

瘍の 治癒に 遷延的に 働 らく と推察 され た .

4 . 長期隔離 飼育 ラ ッ ト の なか で 潰 瘍 の 治 癒 が 遷

延し た ラ ッ ト の 行動上 の 特徴 と して
,
d ef e c a ti o n の 冗

進 お よび ad a p t a ti o n 形成 の 低下が み られ た
. こ の こ

と から 人為的 に 情動過多 を惹起 さ れ た 状 態 に お い て

も , な お か つ 本来 その 個体が 持 っ 基本的な 情動性の 特

性が
, 債瘍の 治癒 に 遷延的に 働ら い て い る 可能性 が 示

唆さ れ た
.

5 ･ 以 上の 成績か ら . ラ ッ ト に お け る慢性演瘍 の 治

癒機転 に
, 個体の も つ 基本的な情動特性 が関与 す る こ

とが明 らか と な っ た
.
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本論文の 要旨は 第19 回 お ･よ び第2 0 回心 身医学 会総 会 . 第
5 匝慣 験潰瘍懇 話会に お い て 発表 し た .
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T h e r o l e o f s o ci al e x p e ri e n c e i n th e p r o d u c ti o n

o f g a s t ri c u l c e r s i n h o o d e d r a t s p l a c e d i n a

c o n fl i c t s it u a ti o n . J . A b n o r m . S o c .
P s y c h ol ･

,
5 7

,

2 1 4 - 2 2 0( 1 9 5 8) .

3 6) A d e r
,

R . : E ff e c t s o f e a rl y e x p e ri e n c e a n d

d iff e r e n ti al h o u si n g o n b e h a v i o r a n d

s u s c e p ti b ili t y t o g a s t ri c e r o si o n s i n th e r a t ･ J ･

C o m p . P h y si o l . P s y c h o l .
,
6 0

,
2 3 3

-

2 3 8 (1 9 6 5) ･
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E m o ti o n al E 鮎 c ts o n 也e H e 血 g P r o c ess of G a sせ血 Ⅶc e『in R 且tS T e ts u o Y ok ot a
,
D e p ar t m e n t

of I n t e r n al M e di c in e (ⅠⅠⅠ) (D i r e ct o r : P r o f . K . 馳t t ori) S ch o ol o f M e di ci n e , K an a Z a W a U niv er sity ,

K a n a z a w a 9 2 0 , J ap an . J . J u z e n M e d . S b c . , 8 9 , 3 69 - 3 8 1(1 9 8 0) .

A b s 触a c電 I n a n a tt e m p t t o e l u ci d a t e t h e e m o ti o n al e ff e c ts o n t h e h e a 血 g p r o c e s s o f g a st ri c

u l c e r
,

C h r o n i c g a st ri c u l c e r w as p r o d u c e d b y s u b m u c o s al i nj e c ti o n o f a c eti c a cid i n r a t s a n d t h e

e m o ti o n al l e v el i n t h o s e r at s w a s e v al u a t e d b y m e a n s o f H all
'

s o p e n 丘e ld t e st .

( 1) F e m al e r at s s h o w e d a sig n ifi c an t d el a y i n t h e h e ali n g o f g a stri c u l c e r a s c o m p a r e d w it h

m al e o n e s .

( 2) T h e d el a y o f u l c e r h e a 血 g w a s as s o ci a t e d w it h hi g h d e f e c ati o n sc o r e in m al e r a t s a n d

P e r Si st e n tl y e l e v a t e d a m b u l a t o r y a c ti v it y i n b o t h m al e a n d f e m al e r at s i n t h e o p e n 蔦el d t e st . T h e

f o r m e r i s w i d el y a c c e p t e d a s an i n d e x o f h igh a n x i e t y l e v el a n d t h e la tt e r i n d i c at e s t h e p o o r

a d a p t a ti o n t o a n o v el e n vi r o n m e n t .

( 3) H y p e r e m o ti o n al ( a g g r e s si v e a n d i mi t a bl e) st at e w a s i n d u c e d b y p r ol o n g e d i s o l ati o n o f a

r at f r o m it s n o r m al s o ci al g r o u p . S u c h i s o l at e d r a ts
,

a S a g r O u P ,
Sh o w e d a sig n ifi c a n t d el a y i n

u l c e r h e al in g a s c o m p a r e d w i t h t h e g r o u p 血 o u s e d r at s .

( 4) A m o n g t h e i s o l at e d r a t s
,
t h e s a m e r el ati o n s h ip s a s d e s c ri b e d i n p a r a g r a p h ( 2) w e r e o b ･

S e r V e d b e t w e e n u l c e r h e a 山 I g a n d b e h a v i o r al p a r a m e t e r s i n t h e o p e n 鮎1d t e st .

( 5) T h u s
,
i t is a p p a r e n t t h a t b o t h n a ti v e e m o ti o n al t r ai t an d e x p e ri m e n t all y i n d u c e d c h a n g e i n

e m o ti o n al st at e h a v e st r o n g in fl u e n c e o n t h e h e ali n g p r o c es s o f g a s t ri c ul c e r .


