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1. 緒言 

 大麻乱用者は世界的に増加傾向にあり、それに伴う刑事犯罪や医療費、薬物規制に

関する司法関係経費が増大し、深刻な社会問題となっている。わが国でも、インター

ネットの普及によってネットワークを介した大麻の密売買が横行し、若年層への大麻

汚染は拡大し、憂慮すべき状況にある。大麻の乱用は、その主成分である Δ
9
-テトラ

ヒドロカンナビノール(Δ
9
-THC)による幻覚作用をはじめとし、多様な有害作用を発現

させる。特に、抑うつや不安を主症状とする精神障害は、断薬時の退薬症侯として表

れ、精神依存を強化させるため問題視されている。また、近年、若年期の精神障害は、

統合失調症やうつ病の発症を高めることが報告され、公衆衛生の観点からも Δ
9
-THC

惹起性精神障害に対する有効な治療法の開発が求められている。これまでに、Δ
9
-THC

による精神障害は、カンナビノイド受容体(CB1)を介したドパミン神経系の機能低下

や線条体領域のドパミン受容体の機能異常が原因と考えられてきた 1)。しかしながら、

未だその分子メカニズムの解明や責任因子の同定には至っていない。 

 一方、ヒトをはじめ地球上の多くの生物には、体内時計が存在し、地球の自転に伴

う外部環境の周期的変化に生体機能を自律的に同調させることで恒常性維持を図っ

ている。近年、体内時計の本体は、時計遺伝子と呼ばれる一連の遺伝子群が形成する

転写・翻訳のフィードバックループ機構であることが明らかになってきている 2-6)。

時計遺伝子 CLOCK/BMAL1ヘテロダイマーは、同じく時計遺伝子である Per, Cryの

各遺伝子の転写活性調節領域における特定の塩基配列(E-box)に結合することで、その

遺伝子発現を促進させる。これにより生じた PER, CRY の蛋白は複合体を形成し

CLOCK/BMAL1による自らの転写活性を抑制し、自身の発現に約 24時間周期の増減
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を引き起こしている。さらに、CLOCK/BMAL1 ヘテロダイマーは他の遺伝子の転写

活性調節領域に存在する E-boxにも結合し、その発現に約 24時間周期の変動(日周リ

ズム)を生じさせる 7)。哺乳動物の生体リズムの中枢は脳の視交叉上核(suprachiasmatic 

nuclei; SCN)に位置し、神経伝達物質や液性因子を介して末梢組織における体内時計

のリズムを制御している 8- 10)。この階層的な制御システムによって、肝臓や小腸など

の末梢組織に発現している受容体や代謝酵素、トランスポーターなどの機能分子の発

現リズムを制御することが明らかとなっている 11-12)。 

 近年、遺伝子改変動物を用いた解析や疫学研究から、体内時計が様々な疾患 (睡眠

障害、循環器疾患、がん、関節リウマチなど)の発症リスクに関わっていることが明

らかとなってきた 11-15)。精神疾患領域においては、精神疾患患者で、体内時計の周期

短縮や外部環境との脱同調を示すことや、症状に日周リズムが認められることから、

体内時計の異常が指摘されている 16-17)。そのため、体内時計は精神障害の病態解明お

よび創薬ターゲットの新たなアプローチとして期待されている。しかしながら、

Δ
9
-THC惹起性精神障害と体内時計との関連性は不明である。 

 そこで本研究では、体内時計の観点から Δ
9
-THC惹起性精神障害発症メカニズムを

解明することを目的として、Δ
9
-THC 慢性投与の体内時計に及ぼす影響について検討

した。 

 

2. 方法 

1)実験動物  

 4週齢 ICR雄性マウス (Charles River Japan, Kanagawa, Japan)を用いた。自由摂食・

摂水、明暗周期 (明期: 7:00-19:00)、恒温 (温度: 24±1 ℃) 条件下で飼育した。Δ
9
-THC

は、1% Tween80および saline で懸濁調製し、3週間、毎日 9時に腹腔内に投与した。 

 

2)RNA の定量 

 線条体から RNAを抽出し、β-actinを内部標準として、Real-time PCR法により RNA

の発現量を測定した。 

 

3)自発行動量の測定 

 自発行動は、赤外線ビーム方式運動量測定装置 ACTIMO-10 (Shinfactory, Fukuoka, 

Japan)を用いて解析した。行動量を 30分間ごとに算出し、マウスをケージに入れてか

ら 1週間の行動量の測定を行った。ケージは横; 291 mm、縦; 487 mm、高さ; 206 mm

の透明ケージを用いた。測定匹数は 1匹につき 1ケージとした。 

 

3. 結果および考察 

ドパミン受容体の発現に及ぼす Δ
9
-THCの影響 

 ドパミン受容体 D2 は、Δ
9
-THC による精神障害の発症に寄与していると考えられ
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ている。そこで、Δ
9
-THCを 1mg/kg, 10mg/kg に調製し、3週間腹腔内に投与した後の

D2 発現量におよぼす影響について検討した。その結果、vehicle 群では明期に低値、

暗期に高値を示す有意な日周リズムが認められた。一方、Δ
9
-THC 投与群では、D2

の日周リズムが低値を示す 13 時に測定を行ったところ、いずれの濃度においても有

意な差異は認められなかった。さらに、同時刻におけるカンナビノイド受容体 CB1、

各時計遺伝子の発現量においても両群間に有意な差異は認められなかった。 

 

行動量に及ぼす Δ
9
-THC の影響 

 続いて、Δ
9
-THC 慢性投与による自発行動量におよぼす影響について検討した。自

発行動量は、Δ
9
-THCの投与終了後、1週間測定した。その結果、vehicle群、Δ

9
-THC

投与群ともに暗期に高値を示す行動リズムが認められた。明期における自発行動量に

は両群間で差異は認められなかったが、暗期では、vehicle 投与群と比較して Δ
9
-THC

投与群で濃度依存的に増加した。 

 今回の検討では、13 時における自発行動量および各遺伝子の発現量に、vehicle 投

与群および Δ
9
-THC投与群間で変化が認められなかった。しかし、線条体に発現する

D2 が行動制御の一因であることを考慮すると、暗期における Δ
9
-THC 投与群で認め

られた自発行動量の増加は、D2 を含む各遺伝子の発現変化に起因している可能性が

考えられる。今後の検討課題としては、1日を介した、特に暗期における各遺伝子の

発現および機能評価を行う必要がある。 

 本研究は、まだ始まったばかりで課題も多く残っているが、本研究で行っている研

究手法は、従来までの脳の器質的な変化に主眼を置いたメカニズム研究と大きく異な

る。今後、体内時計の観点から Δ
9
-THC惹起性精神障害に関わる因子の同定や病態発

症のメカニズムを明らかにし、薬物依存症に対する新たな治療法の開発や創薬ターゲ

ットの同定につなげることを目指していきたい。 
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