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序章 

 

１． リーシュマニア症 

リーシュマニア症は、サシチョウバエという小型の節足動物によって細胞内

寄生性の寄生虫であるリーシュマニア原虫（Leishmania spp.）が媒介されるこ

とにより引き起こされる。人獣共通感染症であるリーシュマニア症は、熱帯・

亜熱帯を中心に約 88 カ国での流行が認められており、死亡者は 6 万人、感染者

は 1200 万人、そして 3 億 5000 万人が感染と隣り合わせであるといわれている

[1]。ヒト免疫不全ウイルス（Human Immunodeficiency Virus; HIV）との重複

感染が起きている地域も多く、治療や予防に緊急の対策が求められている。世

界保健機関（WHO）が緊急に対策を要するとしている‘顧みられない熱帯病’

（Neglected Tropical Diseases）（リーシュマニア症、フィラリア症、住血吸虫

症）の 1 つでもある[1]。体内への原虫侵入によってもたらされる病型はリーシ

ュマニア原虫の種類により分類されており、皮膚型リーシュマニア症を引き起

こす Leishmania (L. ) major 、L. tropica、L. mexicana、皮膚粘膜型リーシュ

マニア症を引き起こす L. brazilinensis、内蔵型リーシュマニア症を引き起こす

L. infantum、L. donovani、L. chagasi が知られている[2]。 
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２． リーシュマニア原虫と宿主 

リーシュマニア原虫はその生活環の中で二つの形態をとっており、サシチョ

ウバエの中腸内では鞭毛を 1 本有するプロマスティゴート型と呼ばれる形態で

増殖するが、哺乳類に感染すると鞭毛のない卵形のアマスティゴート型と呼ば

れる形態となり、大食細胞（マクロファージ, 以下 MΦ）の細胞内に感染し、増

殖する（図 1, 2）。リーシュマニア原虫に感染した MΦ は破壊され、放出された

原虫がさらに感染局所に遊走した MΦ に感染することで病変が拡大してゆき、

感染 MΦ の集簇を伴う病変が形成される。 

現在、リーシュマニア症の治療には 5 価のアンチモン製剤が主に使用されて

いるが、近年、第 2 世代治療薬としてアンフォテリシン B やイトラコナゾール

などの抗真菌薬も用いられている[3, 4, 5]。しかし、薬剤耐性原虫の出現が報告

されていること[6]や、治療薬が高価であること、そして、薬剤の副作用等が問

題となっている。このことから、薬剤に頼らない、ワクチンを用いた予防法や

免疫の活性化を促す治療法の研究が進められており[7, 8]、未感染者または感染

者の免疫力を強化することによる感染防御や症状の治癒が期待されている。 
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３． 宿主の免疫応答 

病変部の治癒と悪化には細胞性免疫（Th 1 型免疫応答）と液性免疫（Th 2 型

免疫応答）という２つの免疫系のバランスが重要であることがマウスリーシュ

マニア症モデル用いた検討から分かっている[9, 10]。体内にリーシュマニア原虫

が侵入すると、原虫を貪食した抗原提示細胞によって原虫の情報が T 細胞（Th 

0 細胞）へ伝達される。その情報とともにサイトカインによる分化刺激を受け

た Th 0 細胞は Th 1 細胞、または Th 2 細胞へと分化する [11]（図３）。 

 In vivo において、これらサイトカインに注目した検討は多数行われている。

リーシュマニア症抵抗性マウス（C57BL/6 マウス）の病変部では、抗原提示細

胞からの IL-12 の刺激を受けた Th 0 細胞が Th 1 細胞へと分化し、IFN-を放

出するようになり、Th 1 型免疫応答を体内に誘導する。その結果、MΦ が活性

化されることで細胞内の原虫を殺傷し、病変が治癒することが分かっている[9]。

一方、リーシュマニア症感受性マウス（BALB/c マウス）の病変部では、抗原

提示細胞から IL-12 の刺激を受けなかった Th 0 細胞が Th 2 細胞へと分化し、

IL-4 を放出するようになり、Th 2 型免疫応答を体内に誘導する[9]。IL-4 によ

って B 細胞が活性化し抗体産生が起こるが、細胞内へ寄生しているリーシュマ

ニア原虫には抗体の効力が及ばず、その結果 MΦ 内で原虫増殖が起き、病変が

悪化する[9]（図 3）。しかし、BALB/c マウスに対する IL-12 の投与は、病変の



4 

 

縮小を促すが、IL-12 と共に抗 IFN-抗体を投与することで病変が再び悪化する 

[9]。これらは、IL-12 や IFN-が感受性マウスを防御するために必須であるこ

とを示している。また、BALB/c マウスに対する抗 IL-4 抗体の投与によって病

変の縮小が起こること[12]や、C57BL/6 マウスに対して抗 IFN-抗体を投与す

ることにより病変の悪化が起こることも知られている[12]。これらのことは、

IL-12 および IFN-がリーシュマニア感染制御に必須であることを示している

が、一方で、IFN-mRNA が、抵抗性の C57BL/6 マウス感染皮膚病変からだ

けではなく、感受性の BALB/c マウス感染皮膚病変からも検出されている[11]

ということから、IFN-の単独産生は制御に十分ではなく、in vivo における

IFN-と IL-12 双方の存在が、リーシュマニア症の制御に必要であることが伺わ

れる。 

In vitro においては、IL-12 と IFN-はそれぞれに単独でリーシュマニア原

虫の宿主となった MΦ を活性化し、原虫感染後期（感染 72 時間後）には MΦ

内に一酸化窒素合成酵素（iNOS）誘導されることで、一酸化窒素（NO）によ

る細胞内原虫の殺傷が起き、原虫感染率を低下させることが報告されている[14, 

15]。また、IFN- が MΦ に感染したリーシュマニア原虫の活性を直接抑制する

という効果も報告されている[15]。NO により、原虫は効果的に殺傷されるもの

の、宿主におけるリーシュマニア感染制御をより安定的に行うためには、NO に
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よらない殺傷機能を相乗効果として加えることが理想であると推測される。当

研究室の太田らは、in vitro において IFN-と IL-12 を同時に前処置（IFN-/ 

IL-12）したマウス腹腔 MΦ が、まだ NO 産生が誘導されていない原虫の接着侵

入直後である感染初期（感染 4 時間後）に原虫感染率の低下を示すということ

を報告した[16]。また、iNOS によって原虫感染後期に合成される NO 産生は、

サイトカイン単独の場合よりも IFN-/ IL-12 前処置の方が効果的であることも

確認された[16]。ここで注目したいことは、in vitro において、サイトカインの

処置を行うことで原虫感染後期に細胞内原虫殺傷の因子として機能する NO 以

外に、原虫感染初期に細胞内原虫殺傷を行う因子がある可能性が示されている

ことである[16]。さらに、in vitro において MΦ に対して IFN-および LPS で

処置をすることで、原虫感染 24 時間後に NO および活性酸素（ROS）によって

細胞内原虫殺傷が起きるとの報告もある[17]。In vitro における原虫感染初期の

原虫感染率低下は、感染後期における細胞内の原虫量にも影響すると考えられ

ることから、感染初期の段階での感染抵抗性が重要な意味を持つことが推測で

きる。しかしながら、IFN-/ IL-12 処置がもたらした原虫感染 4 時間後の感染

抵抗性メカニズムはいまだ不明であった。 
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４． 目的 

そこで本研究では、in vitro において MΦ への IFN- / IL-12 前処置によって

見られた原虫感染初期の原虫生残率低下のメカニズムを解明し、そのメカニズ

ムを利用したヒト生体内での原虫感染制御（細胞内生残原虫の減少）を目標と

した。 

第 1 章では、IFN-/ IL-12 前処置 MΦ の原虫感染率低下の要因として（１）

MΦ の細胞表面に変化が起こり、原虫の MΦ への接着や侵入を阻害し、MΦ 自

体の原虫貪食の低下によって MΦ 細胞内に取り込まれる原虫数そのものの個数

が減少し、感染率の低下が起きた。（２）MΦ 細胞内部での殺原虫効果が高まり、

活発な貪食と NO 以外の因子による原虫の殺傷と消化が起こることで感染率の

低下が起きた。という二つの可能性を想定し、MΦ への原虫侵入に着目した検

討を行った。 

第２章では、第１章で得られた結果から、IFN-/ IL-12 前処置を行った MΦ

細胞内において活性酸素種（ROS）の産生が起きている事を推察し、サイトカ

イン処置後および原虫感染後の ROS 産生検討を行った。また、IFN-/ IL-12 前

処置の殺原虫効果が ROS に依存するかを確認するため、ROS 阻害剤である-

トコフェロールをサイトカインと同時に前処置した場合の MΦ への影響を検討

した。 
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第３章では、最終目標がヒトにおけるリーシュマニア感染の制御を行うこと

であることから、マウス腹腔 MΦ だけではなくマウス細胞株およびヒト細胞株

に対して IFN-/ IL-12 前処置を行った際の細胞内原虫侵入率、細胞内原虫生残

率、NO 濃度の検討を行った。さらに、MΦ の由来する組織や環境要因により、

IFN-/ IL-12 に対する反応性が低い場合を想定し、IFN-/ IL-12 以外の刺激によ

って ROS の産生を補完的に促進することのできる物質として、Toll Like 

receptor (TLR) 4 を介した Th1 活性を起こす LPS もしくは IP-PA1 を用いたと

きに、マウス脾臓 MΦ が MΦ 細胞内原虫生残率低下を示すのか検討を行った。 

 

 

５． 図説明 

 

図１ リーシュマニア原虫 

リーシュマニア原虫はサシチョウバエの中腸内においては、鞭毛を 1 本有する

プロマスティゴート型と呼ばれる形態で増殖する。哺乳動物に感染すると鞭毛

のない卵形のアマスティゴート型となり、MΦ内で増殖する。 

 

図２ リーシュマニア原虫の生活環 
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リーシュマニア原虫はその生活環の中で二つの形態をとっており、その形態は

図１で示した通りである。MΦの細胞内に感染した原虫は増殖し、MΦが破壊さ

れ、放出された原虫がさらに感染局所に遊走した MΦに感染することで病変が

拡大してゆき、感染 MΦの集簇を伴う病変が形成される。出典：CDC 

 

図３ サイトカインによる T 細胞の分化 

体内にリーシュマニア原虫が侵入すると、原虫を貪食した抗原提示細胞によっ

て原虫の情報が Th 0 細胞へ伝達される。その情報とともに IL-12 による刺激を

受けた Th 0 細胞は Th1 細胞へ分化し、IL-4 による刺激を受けた Th0 細胞は Th 

2 細胞へと分化する。Th1 細胞は IFN-等の炎症性サイトカインを放出するこ

とでを活性化し、細胞内原虫の殺傷へと導かれる。Th 2 細胞は B 細胞を活

性化し抗体の産生を促すが、細胞内に寄生する原虫に対して抗体が機能できず、

原虫の排除をすることができない。 
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６． 図 

 

 

 

プロマスティゴート   アマスティゴート 

 

 

 

図 1 リーシュマニア原虫 
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図 2 リーシュマニア原虫の生活環 

（CDC ホームページより） 
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図 3 サイトカインによる T 細胞の分化 

 

 

 

 



12 

 

論文の内容の要旨 

 

途上国において広がりをみせるリーシュマニア症の原因微生物であるリーシ

ュマニア原虫は、哺乳動物体内においてマクロファージ（MΦ）に寄生し増殖

する。感染 MΦの細胞内部における殺原虫因子を誘導することが、リーシュマ

ニア症の発症防御に重要であると考えられている。先行研究において、Green

らはマウス腹腔 MΦに対してサイトカインを前処置した場合に、原虫感染 72 時

間以降において一酸化窒素（NO）による細胞内原虫殺傷が起こり、細胞内原虫

の生残率が低下することを報告した。その時点では、活性酸素種（ROS）等の

NO 以外の殺原虫効果はほとんどないと考えられていたが、当研究室の太田らは、

マウス腹腔 MΦ に対して IFN-及び IL-12（IFN-/IL-12）を前処置した場合に、

NO 産生の見られない原虫感染４時間にすでに原虫生残率が低下することを示

した。in vitro において、MΦ が原虫感染 4 時間という早い段階で細胞内原虫

生残率の低下を示したことによって、従来から知られていた NO を介した殺原

虫効果と相乗的に機能することが期待される。 

そこで本研究では、IFN-/IL-12 前処置によって Leishmania major （原虫）

感染初期（感染 4 時間）に見られた原虫生残率低下のメカニズムを解明し、ヒ

ト治療への応用を念頭に置きヒト細胞を用いた解析を行った。 
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第一章 蛍光染色原虫を用いた原虫感染の新規解析方法の確立 

原虫感染初期に見られた細胞内原虫生残率低下のメカニズムとして、（１）MΦ

への原虫侵入量が低下した、（２）MΦ 細胞内での NO 以外による原虫殺傷が起

きた、という 2 つの可能性を考えた。これら 2 つの可能性を判別する方法とし

て、MΦ 内に侵入した原虫量の差に注目した。そこで、「生残した原虫を持つ MΦ

であること」をギムザ染色像から判別する従来法では判別不能であった、「原虫

を貪食して殺傷した MΦ」を検出する新規の解析方法として、原虫細胞膜表面

を PKH26 を用いて蛍光標識する手法を確立した。この手法を用いて、

IFN-/IL-12 前処置をした MΦ へのリーシュマニア原虫 in vitro 感染を行い、

蛍光陽性細胞をもって MΦ への原虫侵入率、及びギムザ染色細胞から原虫生残

率を測定した。その結果、IFN-/IL-12 前処置 MΦ と未処置 MΦ は共に同レベ

ルの原虫侵入率であり、上記（２）であると考えられた。原虫生残率は、

IFN-/IL-12 前処置 MΦ が無処置 MΦ よりも有意に低いことが先行研究と同様

に示された。このように、細胞内に原虫侵入が起きているが生残原虫が減少す

ることから、in vitro において、マウス腹腔 MΦ が IFN-/IL-12 前処置により原

虫感染 4 時間以内に殺原虫効果を持つことが示唆された。また、本検討におい

ても NO 産生測定を行った結果、IFN-/IL-12 前処置 MΦ は原虫感染 24 時間以
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降で NO 産生が起っていたことから、原虫感染 4 時間以内に働く殺原虫因子は

NO ではないことが示唆された。 

 

第二章 in vitro においてリーシュマニア感染初期に原虫殺傷因子として働く

活性酸素種（ROS）の検証 

 第一章で示唆された、原虫感染初期に働く原虫殺傷の因子として、活性酸素

種（ROS）である可能性について検討した。IFN-/IL-12 前処置を行い原虫を添

加した MΦ の細胞外 ROS を Luminol 法で、細胞内 ROS を DCFH 法で測定を

行った。その結果、細胞外 ROS は時間を追うにつれて、IFN-/IL-12 前処置 MΦ

が未処置 MΦ に比べて高い傾向を示すようになり、原虫感染 1 時間後に有意に

高い値を示した。一方、細胞内 ROS も原虫感染 1 時間後に、IFN-/IL-12 前処

置 MΦ の方が有意に高い傾向を示した。このことから、IFN-/IL-12 前処置に

よってMΦ細胞内ではROSの産生が増強されている可能性が示唆された。次に、

ROS の阻害剤（抗酸化物質）である-tocopherol （-TOC）を MΦ に対して

IFN-/IL-12 前処置の際に同時に作用させた場合の ROS 産生量の変化の度合い

を検討したところ、細胞内 ROS 及び細胞外 ROS は-TOC の添加によって有意

に低下した。その際、原虫侵入率は-TOC 非添加時と同様、-TOC＋

IFN-/IL-12 前処置 MΦ と-TOC 前処置 MΦ 共に同レベルであったが、原虫生
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残率は非添加時に認められた IFN-/IL-12 前処置による生残率の低下は認めら

れず、-TOC＋IFN-/IL-12 前処置 MΦ と-TOC 前処置 MΦ 共に同レベルを示

した。以上のことから、IFN-/IL-12 前処置をすることによって原虫感染初期に

ROS による原虫殺傷が増強される事が示唆された。 

また、ROS の一種であるスーパーオキサイドを産生するために必要となる

NADPH oxidase complex （NOX）とその一部である p67phox の分布状態を

anti-NOX/p67phox を用いて検討したところ、原虫感染 4 時間後の IFN-/IL-12

前処置 MΦ と未処置 MΦ 共に同程度分布していることが分かった。NOX/67phox

は、ファゴソーム及びファゴライソソーム上に分布していると考えられること

から、この結果は、細胞内原虫侵入率が IFN-/IL-12 前処置 MΦ と未処置 MΦ

で差がないことを支持する結果であると考えられた。 

  

第三章 ヒト細胞を用いた基礎検討 

第二章までに示された結果は、全てマウス腹腔 MΦ を用いた検討によるもの

である。最終目標は、ヒトにおけるリーシュマニア症の発症防御に活かすため

である。そのため本章では、マウス細胞だけではなくヒト細胞株に対して

IFN-/IL-12 前処置を行った際の細胞内原虫侵入率、細胞内原虫生残率、NO 濃

度の検討を行った。まず、マウス MΦ 様細胞株 RAW264.7 と J774A.1 に対して
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IFN-/IL-12 を前処置後もしくは未処置で原虫感染を行ったところ、マウス腹腔

MΦ と同様に原虫侵入率は両処置群で有意な差はなかったが、細胞内原虫生残

率の前処置群における有意な低下が示された。NO 産生量は感染直後および 4

時間では IFN-/IL-12 前処置群と未処置群の間に有意な差はなく、感染 72 時間

で IFN-/IL-12 前処置群に有意な上昇が見られた。また、ヒト単球由来細胞株

U-937 と THP-1 に対して IFN-/IL-12 を前処置後もしくは未処置で原虫感染を

行った。その結果、U-937 の細胞内原虫生残率は IFN-/IL-12 前処置群が未処

置群よりも有意に低下することが示されたが、THP-1 の細胞内原虫生残率は、

IFN-/IL-12 前処置群と未処置群の間に有意な差は見られなかった。なぜ THP-1

と U-937 で IFN-/IL-12 前処置による反応性に差がみられたのか現段階では不

明であるが、分化の到達度や細胞株の由来の違いなどが要因であると推測した。

ヒト細胞株 U-937 においてマウス腹腔 MΦ に見られたような IFN-/IL-12 前処

置による細胞内原虫生残率低下を示したことから、ヒトにおいても IFN-/IL-12 

前処置による細胞内原虫殺傷増強の効果が認められる可能性が示唆された。

U-937 は、今後 IFN-/IL-12 前処置効果の分子機構をヒト細胞株を用いて解明

する際に有用であると考えている。 

本章ではさらに、IFN-/IL-12 が高価であることから、IFN-/IL-12 の補完を

する物質として、Toll Like receptor (TLR) 4 を介して貪食細胞を活性化する細
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胞壁リポ多糖である LPS もしくは IP-PA1 を用いたときに、マウス脾臓 MΦ が

MΦ 細胞内原虫生残率低下を示すのか検討を行った。マウス脾臓 MΦ に対して

LPS もしくは IP-PA1 を前処置し原虫感染を行ったところ、原虫感染 4 時間後

において原虫生残率が未処置群よりも有意に低下した。また、NO 産生量を経時

的に測定したところ、原虫感染直後、4 時間では未処置群、LPS もしくは IP-PA1

前処置群ともに低値を示しており、感染 24 時間以降に LPS もしくは IP-PA1

前処置群において有意な上昇が見られた。原虫感染 4 時間時点では LPS もしく

は IP-PA1 前処置群において NO 産生が低い値を示していることから、NO 以外

による因子、ROS による細胞内原虫殺傷などが機能したと推察された。今後は、

LPS もしくは IP-PA1 処置によりもたらされる細胞内での原虫生残率低下の機

構解明およびヒト細胞での再現が急務であると考えている。また同時に、TLR

を介した免疫腑活を起こすCpGやPolyI:Cなどを用いて同様の検討を行い、MΦ

細胞内で IFN-/ IL-12 の補完を行い、原虫生残率低下を促進することができる

物質のスクリーニングが重要であると考えられる。そして、原虫生残率低下促

進が認められた物質を用いて in vivo での原虫感染抑制検討へ応用し、生体への

影響評価が行われることに期待したい。 

以上から、本研究により、in vitro において MΦ に対して IFN-/ IL-12 処置

をすることによって、MΦ 細胞内での ROS 産生が増強され、原虫感染初期に細
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胞内原虫の殺傷が起こることが示された。原虫感染初期に ROS による細胞内原

虫殺傷能が誘導されることは、原虫感染後期に見られる NO による殺原虫効果

との相乗効果により、病変形成を抑制し、治療薬の軽減や治療期間の短縮、さ

らにはワクチン効果の増強などを期待でき、リーシュマニア症治療を行う上で

問題となっている、治療薬の副作用や金銭的な問題を解決する糸口となる可能

性を秘めていると考えられる。 
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総括・展望 

 

リーシュマニア原虫はサシチョウバエによって媒介され、人獣共通感染症で

あるリーシュマニア症を引き起こす。内蔵型リーシュマニア症は重篤になれば

死に至る感染症であり、皮膚型リーシュマニア症は皮膚病変部が痕として残る

ため差別の対象となることもある。また、HIV との重複感染が起きている地域

が多いこともあり、治療や予防に緊急の対策が求められている。現在、リーシ

ュマニア症の治療には 5 価のアンチモン製剤が主に使用されているが、近年、

第 2 世代治療薬としてアンホテリシン B やイトラコナゾールなどの抗真菌薬も

用いられている[3, 4, 5]。しかし、薬剤耐性原虫の出現が報告されていること[6]

や、治療薬が高価であるために流行地である開発途上国において薬剤が広まり

にくいこと、そして薬剤の副作用等が問題となっている。このことから、薬剤

に頼らない、ワクチンを用いた予防法や免疫の活性化を促す治療法の研究が進

められており、未感染者または感染者の免疫力を強化することによる感染防御

や症状の治癒が期待されている。本研究は、リーシュマニア症の感染防御や治

癒に関して開発が期待される、「免疫力を強化することによるリーシュマニア症

の制御」の一端を担っていると考えている。 
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まず本研究の特色として、第 1 章で示した、MΦに対する新たな解析方法を

考案した点がある。L. major を赤色蛍光色素 PKH26 を用いて染色をすること

で、従来法では目視することができなかった MΦへの原虫の総侵入量（細胞内

生残原虫および、侵入後に貪食殺傷された原虫）を知ることができるようにな

った。GFP を導入した L. major も作出されており、蛍光検出による高感度の抗

原虫薬スクリーニング等に応用されているが、本研究においては MΦへの侵入

後に酸化ストレスを受けることによって GFP 蛍光が消失するため、‘侵入後に

貪食殺傷された原虫の痕跡’を追うことが困難であった。しかしながら、PKH26

染色 L. major を用いることでその難点を克服することができた。また、蛍光観

察による原虫の侵入率と、ギムザ染色後の明視野観察による原虫の生残率の２

つの指標を、同一の細胞を用いて測定できる点も大きな利点である。 

ところで、本研究においては PKH26 染色 L. major を in vitro 感染実験に用

いたが、in vivo 感染実験においても使用できることが当研究室での検討によっ

て確認されており、L. major が貪食細胞に感染し感染部位からリンパ節へ流入

する様子等が観察されている。生きている原虫と殺傷された原虫、両方を目視

することができる利点を用いることで、in vivo における原虫動態の更なる解析

を行うことができるようになったと考えられる。これらのことから、PKH26 染
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色原虫を用いた検討は、in vitro、 in vivo どちらに対しても様々に応用をする

ことができる検討方法であると言える。 

第 2 章では、IFN-/ IL-12 前処置によって MΦ細胞内 ROS の産生増強が起こ

ることを推察し、ROS 産生量や ROS 産生に関与するタンパクに注目した検討

を行った。その結果、MΦへの IFN-/ IL-12 前処置は L. major 感染後の ROS

産生増強を促すことが示され、細胞内原虫殺傷へ寄与している可能性が強く示

唆された。 

第 3 章において、IFN-/ IL-12 前処置がヒト由来細胞株 U-937 においても細

胞内原虫感染率低下へ寄与することが分かった。また、IFN-/ IL-12 への反応

性の低いマウス脾臓 MΦに対しては、TLR4 を介した Th1 活性を起こす LPS も

しくは IP-PA1 を用いた際に、マウス脾臓 MΦ が MΦ 細胞内原虫生残率低下を

示すことが分かった。原虫感染 4 時間時点では LPS もしくは IP-PA1 前処置群

において NO 産生が低い値を示していることから、NO 以外による因子、ROS

による細胞内原虫殺傷などが機能したと推察される。このことから、IFN-/ 

IL-12 以外の ROS 産生増強の補完をする物質として TLR リガンドの有効性が

示唆された。 

現在までに、in vivo におけるサイトカインを用いた治療や予防の研究はマウ

スリーシュマニア症モデルを用いて行われている（表１）。例えば IL-12 をアジ
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ュバントとして使用し、治療薬のペントスタムやアンホテリシン B または原虫

由来の SLA を用いて感染前や感染後に投与し、病変部の原虫減少効果や病変の

退縮効果、または血中の IFN-濃度などを検討している。共投与群は病変部に

おける原虫殺傷率が高く、主に iNOS の誘導による原虫殺傷の効果が得られて

いる。しかしながら IL-12 単独投与群は、殺傷効果が低い結果となっている。

これら研究からは、体内において効率的に Th1 型免疫を誘導すること、IFN-

産生を誘導することが病変の退縮、病変部の原虫量減少へ繋がることが示唆さ

れている。このことから、病変部における IL-12 と IFN-の存在が、原虫感染

前および原虫感染後で重要となることが分かる。 

本研究において得られた、IFN-/ IL-12 前処置による ROS 産生誘導による殺

原虫効果を、ヒトの治療へ応用する方法として考えられるのは、病変部を標的

とした直接投与である。全身投与や筋肉注射などでは IFN-/ IL-12 の濃度が希

釈され、病変部における効力が弱まると推測されるためである。また他の方法

としては、病変部にワクチンを接種し、IFN-/ IL-12 産生を誘導させる方法、

もしくは TLR リガンドを接種することで ROS 産生誘導する方法などが挙げら

れる。ROS 産生を誘導することができれば、NO に加えて相乗的に原虫殺傷を

行うことができ、治療効果としての期待も高くなると考えられる。ヒト細胞株

を用いた検討結果から、ヒトにおいても効果を得られることが示されたことか
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ら、組織による反応性の違いなどに関する更なる解析を行われることで、ヒト

に対する治療法へと応用することが期待できる。 

以上から、本研究は、ROS という本来貪食細胞が持つ殺傷因子をより効果に

誘導し増強することで、リーシュマニア感染制御を行うことができることを示

し、現在リーシュマニア症治療を行う上で問題となっている、治療薬の副作用

や金銭的な問題を解決する糸口となる可能性を秘めていると考えられる。 
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サイトカイン 薬剤・ 

抗原など 

投与時期 病変部の 

原虫殺傷率 

文献 

IL-12 ペントスタム 感染後 約 50-80% [44] 

IL-12 アンホテリシン B 感染後 約 80% [45] 

IL-12 

IL-12 

IL-12 

IFN- 

－ 

SLA 

－ 

 

感染後 

感染前 

感染前 

 

約 30% 

約 60% 

約 10% 

 

[45] 

[46] 

[46] 

 

 

 

表１ マウスリーシュマニア症モデルを用いた、 

サイトカインの in vivo 治療・予防への応用例 
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