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研究成果の要旨 

 がん性因性疼痛（CNP）について、特にがんの治療に伴うものに対する治療法の標準化を行うため

の臨床研究、基礎研究を行い、以下の結果を得た。臨床研究では、１）感覚障害を伴う CNP に対し

てアモキサピンを投与した症例を retrospective に調査し有効率 57%を得、それに基づき

Prospective study を計画した。２）CNP に対するオピオイドの反応性を検討するためにフェンタニ

ルパッチとモルヒネとの等鎮痛量の検討を行い、フェンタニルパッチ 2.5mg がモルヒネ徐放錠 60mg/

日が同等であることを見いだした。３）乳がん術後 CNP に関するアンケート調査を行い、痛みの遷

延が乳がんの術式によらないことを見いだした。４）内因性オピオイドと呼吸困難の関連を検討し、

呼吸困難の解除による多幸感は内因性オピオイドとの関連が低いことが見いだされた。５）オピオ

イドの副作用の個人差に関する遺伝子解析が開始された。６）乳がん患者の化学療法の副作用に対

する認容性に関して検討した。基礎研究においては、７）神経因性疼痛モデルを用い、CNP のオピオ

イド抵抗性は後根神経節細胞におけるμオピオイド受容体の発現の低下が要因であること、また脊

髄後角におけるリゾフォスファジン酸が神経因性疼痛の要因であることを発見した。 
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総括研究報告 

 

１ 研究目的 

 以下の目的で７つの研究が行われた。 

 Ａ）オピオイドの効きにくい CNP に対する治療法の確

立のために、鎮痛補助薬である抗うつ薬のアモキサピン

の有効性を検討する。Ｂ）CNP に対するオピオイドの反

応性を検討するために、オピオイドローテーションにお

けるフェンタニルパッチとモルヒネとの等鎮痛量の検討

を行う。Ｃ）乳がんに対する手術術式と遷延する痛みの

重症度との関連を検討する。Ｄ）呼吸困難解除時の多幸

感と内因性オピオイドとの関連を検討する。Ｅ）オピオ

イドの副作用の出現の個人差を検討するための遺伝子解

析を計画する。Ｆ）乳がん患者の化学療法の副作用に対

する認容性の向上に関する要因を検討する。Ｇ）CNP モ

デルを用い、基礎医学的にオピオイド反応性の低下の要

因、CNP の脊髄内における機序の検討を行う。 

 

２ 研究方法およびその成果、倫理面への配慮 

Ａ）2003 年 1 月より 2004 年８月までの間に、国立がん

センター緩和ケア科において CNP に対して抗うつ薬のア

モキサピンが使用された 30症例を検討した。カルテより

開始後 3日以内に効果があった症例は 17/30 であり、有

効率が 57%であった。これを基に prospective study を

計画した。対象としては、すでにオピオイドが投与され

ている CNP 患者で明らかな神経障害を伴い、それに伴う

痛み、しびれを主訴とした患者である。アモキサン 25mg

投与群とプラシーボ投与群で２重盲検、並行群間、無作

為比較試験を計画した。疼痛時にはいずれの場合でもモ

ルヒネのレスキューが行われるようにした。判定は３日

後に、痛みの評価（numerical rating scale）、患者の痛

みに対する満足度（Patient global impression of 

change）、副作用の種類、出現頻度である。 

（倫理面への配慮）後ろ向き試験は特に患者のプライバ

シーの擁護に気をつけた。前向き試験は国立がんセンタ

ー倫理審査委員会の承認の元に行われる。 

Ｂ）フェンタニルパッチと経口モルヒネの等鎮痛量を比

較するために、フェンタニルパッチ変更前の VAS(Visual 

Analog Scale)が 0から 3の場合には、経口モルヒネ：経

皮的フェンタニル／日＝（150:1 mg）と換算し、VAS が 4

以上の場合には、（100:1 mg）と換算し、フェンタニルパ

ッチ量を選択する。突出痛に対しては適宜レスキューモ

ルヒネを使用する。 

在宅ペインフローシート（痛みの経過表）を毎日記載し、

変更前後で、副作用と痛みの頻度・程度について、評価

を行う。 

「調査項目」 

（背景因子）がんの種類、KPS、先行オピオイド（種類、

投与経路、1日投与量）、NSAIDS・鎮痛補助薬投与の有無、

痛み部位、痛み種類、痛みの修飾因子の有無（放射線、

化学療法など） 

（観察項目）副作用について；便秘､下痢、眠気､吐気、

嘔吐、発汗 

痛みについて；痛みの強さ（VAS）、1 日の有痛時間、レ

スキューの量と回数、を調査する。 

「統計学的解析」 

副作用について；変更前後で、症状の変化（不変・増悪・

軽快）の有無を比較する。 

痛みについて；後期第Ⅱ相臨床試験と同様の判定基準を

もちいて、改善度を算出し、後期第Ⅱ相臨床試験での結

果と比較 

「研究成果」 

本年度の成果は上記の内容に沿った 

“フェンタニルパッチへの変更に関するガイドライン作

成のための研究”のプロトコールが完成し、倫理委員会

への申請を行なうことである。 

（倫理面への配慮） 

本研究は、国立がんセンター倫理審査委員会の承認の基

に行われる。日常臨床で使用されているフェンタニルパ

ッチを用いており、その換算比はドイツにおいて安全性

がみとめられているものである。先行研究からも、疼痛

コントロールが不良の症例では、開始後のパッチのドー

ズアップが指摘されており、有害事象の可能性は少ない

と考えられる。また、症状測定は、適格条件を満たし同

意を得られた患者にとっては、著しい身体的負担になる

とは考えにくい。研究班としては、患者の個人情報であ

るデータシートや調査票の情報を研究に用いる旨を文書

で示し、同意をとるものとする。説明と同意に必要な文

書、および書面での同意書を付表として添付した。 

Ｃ）乳房切断後痛およびその他の苦痛の発生頻度と術式

との相関を、乳がん術後患者へのアンケートによって調

査する 

「対象および方法」 

乳がん術後患者 2000 名に対し事前に了解をとりアンケ

ート用紙を送付した。回答数は 1126 通であり、回答率は

56.3%であった。そのうち再発ありが 152 名、再発なしが

974 名であった。 

「質問項目および結果」 
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a) 術式：乳房全摘（胸壁合併切除）（27%）、乳房全摘（胸

筋温存）（48%）、拡大乳房切除術(2%)、乳房温存術(22%)、

その他であった。 

b)  身体症状の有無では 679 例（70%）があると答え、腕

のつっぱり 300 例、痛み 198 例、ひきつれ 202 例であっ

た。 

c) 症状の程度：強い、中等度、弱いと併せて 43%に苦痛

がみられた。 

d) 痛みの生活への影響：とても影響している、影響して

いるとで合わせて 23%であった。 

「考察およびまとめ」 

1. 乳がんの手術療法後 6 ヶ月以内に 97％の患者が

何らかの身体症状を自覚していた。53％は症状

を辛いまたはとても辛かったと感じ、21％は日

常生活への影響があったと回答した。 

2. 術後の経過期間は 6ヶ月から 10年以上で、現在

も症状の残存があるものは約 70％で、このうち

中等度以上の強さのものが 43％、日常生活に影

響しているものが 23％であった。 

3. 痛みは術後 6 ヶ月以内には 48％、現在まで残存

しているものは 21％であった。 

4. 痛み以外の症状を含めた頻度は術後が 97％、現

在が 81％であり長期間にわたり手術に伴う症状

が残存していると考えられた。 

5. この症状に対して治療を受けているものは 1/3

以下で、約７割は治療を受けたことがない。 

6. この症状に対して、25％の患者は主治医に相談

したこともなく、主治医に相談した患者のうち

25％は対応をしてもらっていないと回答した。 

（倫理面への配慮） 

アンケート調査に当たっては、乳がん患者会に研究の主

旨を説明し了解の上、拒否することができる旨を含めた

アンケート用紙をそれぞれの患者に送付した。匿名化を

行った上で返送し、集計した。 

Ｄ）呼吸負荷は脳内での内因性オピオイド分泌を促し、

この内因性オピオイドが呼吸負荷によって発生する呼吸

困難感や呼吸負荷解除後の呼吸感覚の変化に関与する可

能性がある。この仮説を検証する目的で、本研究では呼

吸負荷中および呼吸負荷解除後の呼吸感覚がナロキソン

投与によってどのような影響を受けるかを検討した。      

a) 研究方法 

健常成人男子を対象として、意識下での呼吸負荷実験を

行った。被験者にマスク、ニューモタコグラフからなる

実験装置を顔面に装着し、マスク内圧、気流速度、一回

換気量、呼気二酸化炭素分圧など呼吸諸量変数を測定し

た。呼吸困難感を息こらえ(breathholding)（図 1）およ

び粘性抵抗に死腔を加えた呼吸負荷（図 2）を与えるこ

とによって発生させた。ナロキソン（0.04mg/kg, i.v.）

およびプラシボ(生食水)を連続する 2日間に二重盲検ク

ロスオーバー法に基づき投与した。息こらえと同時に発

生する呼吸困難感および息こらえ後に発生する恍惚感

(euphoria)を VAS スコア（0:呼吸感覚無し：+100：耐え

難い苦痛；-100：これ以上無い喜び）によって表現した。 

b) 研究結果 

安静呼吸時呼吸変数はナロキソン投与により影響を受け

なかった。ナロキソン投与は息こらえ時間や最低 Spo2値

に影響を与えなかった。また、ナロキソン投与は呼吸負

荷時に発生する呼吸困難感や呼吸諸量変化に影響を与え

なかった。さらに、息こらえ解放後および粘性抵抗負荷

解除後に一過性の恍惚感が発生したが、ナロキソン投与

によって生じた変化は極めて僅かであり、ナロキソン投

与は呼吸負荷解放後に発生する恍惚感に大きな影響を及

ぼさなかった。 

c) 考察 

 ナロキソン投与が呼吸負荷中および急速な負荷解放後

に発生する呼吸感覚変化に及ぼす影響は極めて少ないこ

とが明らかとなった。従って、急性の呼吸負荷やストレ

スによって内因性オピオイドが分泌され、これが呼吸困

難感の緩和に一定の役割を果たすという可能性は小さい

と結論できる。一方、高度の呼吸負荷を急速に解除する

ことで発生する呼吸感覚の変化には内因性オピオイド以

外の物質が中枢内で発生し、呼吸感覚変化に関与する可

能性が示唆された。 

（倫理面への配慮） 

本研究は千葉大学大学院医学研究院倫理審査委員会の承

認の上で行った。研究の協力に当たっては、研究の主旨

の説明を行い、口頭で了承をえた後におこなった。 
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図 1. 息こらえによる呼吸困難感の変化 

   小矢印、白矢印、黒矢印はそれぞれ息こらえ開始、

呼吸困難感発現時点、息こらえ限界点を表してい

る。 

 

図 2. 粘性抵抗および死腔付加による呼吸負荷時の呼

吸困難感の変化 

Ｅ）神経障害性疼痛の疾患脆弱性に関する遺伝子解析： 

遺伝子多型解析用の血液サンプルの収集：国立がんセン

ターを中心とする公立医療機関の緩和ケア科におけるモ

ルヒネ投与中のがん疼痛患者からの遺伝子多型解析用の

血液サンプル合計 25検体採取、臨床症状の評価を行った。 

ヒトμOR受容体遺伝子多型の判定：従来から継続してい

る DNA シークエンサーを用いた塩基配列解析を継続しつ

つ、遺伝子多型解析効率化・簡便化のための PCR-RFLP

法を構築した。この手法は目的遺伝子多型を含む部位を

PCR 法により増幅した後、遺伝子多型部位について制限

酵素により切断されるか否かを検討することにより遺伝

子変異があるか解析する方法であり、よく行われている

方法である。しかし、ヒトμOR受容体遺伝子については、

我々自身が広範にわたって解析したことから新たな構築

を必要とした。昨年度までに、ヒトμOR受容体遺伝子の

連鎖不平衡ブロックを解析し、その結果からそれぞれの

ブロックを代表する４遺伝子多型部位を解析対象部位と

した。解析対象とした４遺伝子多型部位全てについてこ

の PCR-RFLP 法を構築することが出来た。この方法を用い

れば、PCR 装置の他、恒温槽と電気泳動槽、ゲル撮影装

置のみで解析が可能であり、極めて簡便である。以上の

方法を用いて、得られたサンプルについて遺伝子多型を

判定した。現在までに収集した 25サンプルを解析した。

臨床症状との関連についてはサンプル数が十分ではない

ため、次年度以降に収集・解析を継続する予定である。 

（倫理面への配慮） 

本研究計画の実施にあたっては、文部科学・厚生労働・

経済産業省庁合同の「ヒトゲノム遺伝子解析研究に関す

る倫理指針」に従い下記の項目の倫理的配慮を適切に行

うために、東北大学大学院医学系研究科の承認を受けて

いる。1) 試料等は原則として匿名化、個人情報を機関の

外部に持ち出すことを禁止、2) 文書にて研究の目的およ

び方法を十分に説明し了解を得た後、提供者の自由意思

に基づき書面によるインフォームド・コンセントを得て

試料等の提供、3) 遺伝カウンセリングの体制を必要に応

じて用意、4) 研究状況の定期報告・実地調査、半数以上

の外部委員で構成される倫理審査委員会にて研究計画の

事前審査。 

Ｆ）乳癌患者に対して適切なる支持療法と緩和療法を提

供する為に、患者の抱える問題点を把握し、我が国に適

したチーム医療を構築することを検討した。 

a) 研究方法 

①術後化学療法のレジメン別による治療の完遂率の検討 

②医師、看護師、薬剤師を中心に患者への化学療法の説

明、精神的ケアを行う。 

③術式における患者の QOL 評価の為にアンケート調査を

行う。 

④術後の患者心理をアンケート調査によって把握する。 

⑤チーム医療の円滑な運営のためのツールを開発する。 

b) 研究結果 

① ２０００年１１月から２００３年３月までに九州が

んセンターで術後に CMF（サイクロフォスファミド、

メソトレキセート、５－Fu）療法を受けた乳癌術後

患者と AC（アドリアマイシン、エンドキサン）療法

または EC（エピルビシン、エンドキサン）療法（ア

ンスラサイクリン系レジメン）を受けた乳癌患者に

おいて、治療の完遂率を検討したところ、重篤な副

作用が少なく許容性に優れていると考えられている
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CMF 療法において有意に完遂率が低いことがわかっ

た。また中止、延期の理由として CMF 療法は全身倦

怠感が多かったのに対し、アンスラサイクリン系レ

ジメンでは嘔吐、悪心が最も多かった。 

② 副作用がきつい、外来での治療が困難であると認識さ

れているアンスラサイクリン系レジメン患者におい

て、初回に嘔吐や悪心を訴えた患者に対し、二回目

以降、ロラゼパムの投与を行った症例はその後の化

学療法を完遂させることが可能であることが明らか

となった。 

③ また、２００３年９月に院内の乳癌診療に携わる多職

種（１３職種）の代表者でチーム医療を構築する為

の会議を開いた。その結果、今年度より「チーム医

療パス」を作成し、運用開始の予定となった。 

④ 現在、あらたに、術後患者の経時的なアンケート調査

を行っている。 

c) 考察 

 乳癌は予後良好な疾患であるが、罹患率の増加と再発

後の生存期間が長いことなどもあって、癌生存者は非常

に多い。また EBM の普及に伴い、術後化学療法を受ける

患者の割合も増加している。治癒を目的とする術後化学

療法をスケジュール通りに完遂させることは重要なこと

であるが、しばしば副作用などにより中断を余儀なくさ

れる。乳癌術後化学療法において relative dose 

intensity (RDI、推奨標準治療に対する実際の投与量の

割合)の低下は治療効果の減弱につながり、RDI<85%の生

存率は明らかに低下するとの報告もある。比較的副作用

が容認される CMF 療法よりも副作用が強いと認識される

アンスラサイクリン系レジメンにおいて、完遂率は CMF

療法群が低いことがわかった。また、アンスラサイクリ

ン系レジメン群において初回に嘔吐、悪心を認めたもの

にロラゼパムの投与が効果的であったことが検討より明

らかになった。またアンケート調査によって、身体的負

担のみならず、精神的負担も明らかとなり、患者の視点

にたった支援策の構築には精神的支援も有用であること

が明らかとなった。 

 チーム医療の構築については、多職種での会議により

各々の職種の役割を明確化し、それを持ち寄って「チー

ム医療パス」を作成することができた。このことにより、

医療スタッフ間だけでなく、乳癌患者、その家族ともコ

ミュニケーションをとることが容易となり、患者の QOL

向上に役立つものと考えられる。 

d) 結論 

 乳癌患者は身体的苦痛だけでなくさまざまな精神的苦

痛も有しており、患者へのアプローチはチーム医療で行

っていくことが必要である。患者自身のみならず、患者

を支える家族も同じ精神的負担を抱えており、患者のみ

ならず家族への支援も今後の極めて重要な課題と考えら

れた。 

（倫理面への配慮） 

本研究は九州がんセンター倫理審査委員会の承認のもと

に行われた。 

Ｇ）CNP モデルを用い、基礎医学的にオピオイド反応性

の低下の要因、CNP の脊髄内における機序の検討 

a) 神経因性疼痛における熱刺激並びに機械刺激誘発性

侵害応答 

 マウスの坐骨神経近傍に MeTH A sarcoma 細胞を接種す

ると、腫瘍が発達・肥大し、坐骨神経を覆うように圧迫

していく様子が観察された。がん細胞接種５日目では侵

害応答閾値の変化は観察されなかったが、接種７日目で

は熱刺激による過敏現象や機械刺激によるアロディニア

現象が観察された。さらに、この現象は接種１０日目で

最大反応を示した。一方で、神経傷害性神経因性疼痛モ

デルとして、坐骨神経を部分結紮したマウスでは、処置

３日目から過敏現象やアロディニア現象が認められた。

両モデルにおける過敏現象誘発に要する時間の相違は、

神経傷害性モデルでは直接神経を傷害させているのに対

し、がん細胞接種モデルでは、がん細胞が接種部位にて

腫瘍を形成し神経を圧迫するまでに時間を要するためか

もしれないと推測される。 

b) 神経因性疼痛モデルにおけるモルヒネ抵抗性機構の

解明 

① モルヒネ抵抗性：がん接種誘発性神経因性疼痛モデル

における熱刺激性過敏応答に対し、全身投与したモル

ヒネは低感受性を示すことを見出した。その効果は対

照群と比較して、１０倍高用量を必要とすることが判

明した。同様のモルヒネ抵抗性は神経傷害性モデルマ

ウスにおいても観察された。 

 さらに、がん接種誘発性神経因性疼痛モデルに認めら

れたモルヒネ抵抗性に関わる分子機構を明らかにする

目的で、まずモルヒネ感受性低下に大きく寄与する部

位の同定を試みた。モルヒネの鎮痛効果は、主に脳、

脊髄後角、末梢知覚神経末端に発現するモルヒネ受容

体（MOR）を介していることが知られている。そこで、

局所投与を用いて各部位でのモルヒネ感受性を、熱刺

性過敏応答に対する鎮痛効果を評価することにより比

較検討した。脳室内投与によるモルヒネ鎮痛効果は、

対照群と同程度であった。一方、末梢皮下投与による
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モルヒネでは、対照群では鎮痛効果を発揮するものの、

がん接種誘発性モデルにおいては全く鎮痛効果を発揮

しなかった。また、神経傷害性モデルマウスにおいて

も同様に脳室内投与したモルヒネは十分な鎮痛効果を

発揮するものの、末梢皮下投与したモルヒネは全く鎮

痛効果を発揮しなかった。この結果は、末梢皮下投与

したブラジキニンの侵害応答に対して末梢皮下投与に

よるモルヒネは鎮痛効果を示さなかったことからも支

持される。従って、末梢知覚神経がモルヒネ抵抗性に

関わる責任部位であることが明らかとなり、末梢知覚

神経におけるモルヒネ受容体（MOR）の機能低下が推測

された。 

② モルヒネ抵抗性機構：末梢性のモルヒネ抵抗性が観察

されたことから、脊髄後根神経節(DRG)におけるモル

ヒネ(MOR)受容体の発現レベルを免疫組織化学的手法

にて評価した。その結果、がん細胞接種１４日後、対

照群に比べて MOR 発現細胞が著明に低下していた。従

って、末梢性モルヒネ抵抗性機構としては DRG におけ

る MOR 発現量の低下が一部関与していることが推測さ

れた。同様に、神経傷害性モデルにおいても、DRG 細

胞における MOR 発現低下が観察され、さらに、神経傷

害性モデルにおいては、有髄 A線維の機能亢進（疼痛

伝達神経のスイッチング）が生じることを見出してい

る。すなわち、神経傷害時の痛みの多くは、モルヒネ

作用を受容しない有髄 A線維を介する反応であるため

に、モルヒネによる鎮痛効果が得られにくいことが示

唆される。現在、がん細胞接種モデルにおいても疼痛

伝達神経のスイッチングが観察されるかを、行動薬理

学的、組織化学的解析から、検討しているところであ

る。 

c) 神経因性疼痛における責任線維の同定 

 がん細胞接種モデルと神経傷害性モデルにおける侵害

伝達線維を同定するため、我々が独自に開発した高感度

末梢性疼痛試験法を用いて解析した。この高感度末梢性

疼痛試験法は作用機構の明らかな侵害性分子刺激による

応答を評価することで、無髄Ｃ線維や有髄 A線維の混在

する侵害性線維を各々で評価できる有用な方法である。

この試験法を用いることで、薬理学的に３つのタイプの

神経線維に分類することができた。各タイプ線維応答を

神経傷害性モデルで比較したところ、無髄Ｃ線維を介す

るタイプ１侵害応答は完全に消失する、いわゆる知覚鈍

磨応答を示し、無髄Ｃ線維を介するタイプ２反応は無変

化であり、有髄 A線維を介するタイプ３反応は１００か

ら１０００倍もの過敏応答を示した。一方、がん細胞接

種モデルにおいては予備的な解析ではあるが、タイプ１

反応の消失、タイプ２反応の過敏現象、及びタイプ３反

応の無変化が認められた。この点については更なる追加

実験が必要であるが、がん細胞接種モデルにおける過敏

応答が、神経傷害性モデルと異なる作用機構を含むこと

が示唆された。 

d) 神経因性疼痛時の新規治療標的の解明 

①Ca チャネル：神経の伝達物質遊離に関わる・２・-１

タイプの Caチャネルの DRG 細胞における発現が、坐骨神

経傷害７日後には顕著に増加していることを免疫組織化

学的手法ならびにウェエスタンブロット法により見出し

た。このタイプの Caチャネルは DRG 細胞において、正常

時、小型細胞にわずかに観察されるが、神経傷害時には、

中型から大型細胞に発現が観察された。これらのサイズ

の細胞は、有髄 A線維の細胞に相当するが、神経傷害時

の痛み伝達も有髄 A線維を介する反応であることを様々

な解析から見出していることから、傷害時の痛み伝達の

亢進に、この Caチャネルが大いに関わっていることが推

測された。また、ギャバペンチンはこの Caチャネルを標

的にした薬物として報告されており、臨床において、あ

る種の神経因性疼痛に有効であることが既に報告されて

いる。このギャバペンチンの鎮痛効果は、この神経傷害

性モデルにおいても認められた。このことは神経傷害に

おける Ca チャネルの重要性をさらに強める知見である

といえる。 

 同様に、がん接種１４日目に DRG 細胞において、・２

・-１タイプの Caチャネルの発現上昇が観察された。こ

の発現上昇は、神経傷害時に比べると若干弱いものの、

有意な発現上昇であった。今後、がん細胞接種モデルに

対し、ギャバペンチンを用いた解析を行うことで、異な

る種の神経因性疼痛モデルに対する有効性を比較検討す

る予定である。 

②リゾホスファチジン酸：我々は、傷害時に産生される

脂質メディエーター、リゾホスファチジン酸(LPA)が神経

傷害性神経因性疼痛の原因分子であることを発見した。

すなわち、神経傷害性モデルにおける痛覚過敏やアロデ

ィニア現象、さらに上述した DRG 細胞における Caチャネ

ル発現上昇や脊髄後角において、痛みの記憶固定に関わ

るとされるプロテインキナーゼ Cの発現上昇、さらに、

神経間の混線や神経のスプラウティングを誘引する脱髄

現象のすべてが、LPA の作用する LPA1 受容体遺伝子欠損

マウスによって完全に消失することを見出した。さらに、

LPA 単回投与により、神経傷害時に認められるすべての

可塑的変調が再現された。現在、がん細胞接種モデルに
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おける過敏現象、アロディニア現象に対し、LPA1 受容体

拮抗薬や遺伝子欠損マウスの使用を検討し、がん細胞接

種モデルにおける形成機構における LPA の関与を検証す

る予定である。 

c) 抗がん剤誘発性神経因性疼痛モデルの確立 

抗がん剤パクリタクセルの使用により、末梢神経系の知

覚異常が生じ、臨床的に問題になっていることが知られ

ている。そこで、その分子機構を解明するため、抗がん

剤誘発性神経因性疼痛の動物モデルの確立を行った。パ

クリタクセル(4 mg/kg)をマウスの腹空内に単回投与し

た。投与１週間後において、熱刺激に対する閾値は対照

群と変わらなかった。しかしながら、機械刺激に対する

閾値の低下が観察された。一方、投与２週間後には熱誘

発性過敏現象と機械刺激誘発性アロディニアが共に観察

された。投与４週間目には両試験において、閾値の回復

が観察された。今後、抗がん剤誘発性モデルにおける責

任線維の同定、LPA の関与、可塑的な遺伝子変化など他

の神経因性疼痛モデルと比較して検討していく予定であ

る。 

(倫理面での配慮) 

本研究はすべて長崎大学医師薬研究院の動物倫理委員会

の承認のもとに行われた。 
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