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　 内因性オピオ イ ドベ ブチ ドの中枢神経系に おける

役割は未だ明 らかでない が、neurotransmitter ある

い は neuromodulator として痙攣に 関与 して い る可

能性が示唆きれ て い る．我々は、遺伝性てんかんモ

デル 動物 で あ るEIマ ウ ス を用い て 、脳内の Leucine−

enkephalin 様免疫活性（R −Leu　E）と痙攣と の関係を

検討し taので 、　 r  eptor の変化をもふ くめ報告する。

〈対象と方法〉生後4週より週 1回の ほう り投げ刺激

で全個体に 痙攣を誘発で きる様に な っ た 22−24週令の

Elマウス（El（＋））を用い た。 対照として、同週令の ほ う

り投げ刺激を与えずに飼育し痙攣を発現 しない E】マ

ウ ス（El（一）〉及び ddYマ ウ ス を用い 拒 。
　 IR−Leu　 E 測定

己まRad　i　o　i　numaneassaytこ、　Receptor　asSay 　Iま
Fil七ration 　method に よっ た 。 〈結果＞El（＋）， El（・），

及びddYの 全脳に おけるLeu−E含量 は痙攣前の El（＋）で

低下して お り、El（一），ddVは差がなか っ ta。 こ の 低下

は線条体及 で 有意 で あ っ た 。 痙攣後 120分まで は、全

脳の lR−Leu　E含量に変化はみ られな か っ たが 、 痙撃後

48時間では増加 して い泛 。 視床下部では、痙肇後45分

で IR−Leu　Eの有意の上昇がみ られ た 。 痙撃後48時間の

変化は特に線条体、中脳、視床下部で著明で あ っ だ 。

Receptor の変化としては、痙攣後48時間で 、痙攣前

に比して最大結合能の増加がみ られた 。 ＜結論＞El

（＋）に おけ る痙攣前の IR−Leu　E含量の 低下は、　EI（・）

ではみ られな い こ とから 、 繰り返 し引き起こ され た

痙攣が原因で あり、El（＋）の 痙攣閾値の低下と関係す

るの で はないか と考えられた 。 痙摯後48時間での IR・

Leu　 E含量の 変化、　 k  eptor の 変化は、痙攣の 全般化

を抑制しようとする代償作用と考えた 。 即ち 、 EIマ

ウスで はLeu・Eは 、 痙攣抑制作用を示す可能性が示唆

され たが 、直接的な作用 とい うよ りは 、 他の neuro −

transmitterを介す る間接的なもの と考えるの がよい

ように思われ 泛 。

　けい れん 発現に 関与 して い る物質として 以前 よ りモ ノ ア

ミ ン ，ア ミノ 酸等が報告 さ れて い る 。 最近，神経 ペ プ チ ド

が神経伝達物質 と して，け い れ ん発現 に 何 らかの 役割をは

た して い る 可能性が 示唆 され て い る。こ れ らに は
， β一エ

ン ドル フ ィ ン ，エ ン ケ フ ァ リン 等の 内因性オ ピオ イ ド物質

に 関す る もの が あるが，一
方で は，ソ マ トス タ チ ン（SRIF），

TRH が 関与して い る との 報告がみ られ る よ う に な っ た。

今回我々 は，SRIF が け い れ ん 発 現 に 関与して い る の で は

な い か と考え，け い れ ん 患児 の 脳 脊髄 液 （CSF ）中 ソ マ ト

ス タ チ ン 様免疫活性 （IR − SR 工F ）を検討した 。

　方法 ：対象 は，東京女子医大小児科を受診 し， 神経疾憩

を疑い ，か っ 腰椎穿刺の 承諾を い た だ い た 57例で あ る。内

訳 は，熱性 けい れ ん 1ユ例，て ん か ん （点頭て ん か ん 除 く）

10例t 点頭て ん か ん （ACTH 治療前 ）16例，髄膜炎
・
脳炎

12例，非けい れ ん 疾患 8 例で ある 。 CSF 中 IR− SRIF 測

定は，CSFIDme に ア セ ト ン 2D 認
， 次 い で ジ エ チ ル ・

エ
ー

テ ル 4伽 4で 抽出 し，減圧 乾固後少量 の bufferで 再溶解 し

RIA で 測定 した。用 い た 抗血清 は ，モ ル 比で ソ マ トス タ チ

ン 28（SRIF 圏 ）と 60％交叉 した 。測定感度 は 5pg で あ っ

た 。 CSF 中 の 希釈曲線 は標準曲線と平行関係を示 した。又，

CSF を Sephadex　G −50 カ ラ ム （1．5 × 80en）に か け IN 酢

酸で 溶出す る と合成 ソ マ トス タ チ ン 14 （SRIF14 ）の 位置

に 大きな ピークが み られ た。合成 SRIF28 の 位置に ヒ
’一ク

がみ られなか っ た。

　結果 lCFS 中の IR− SRIFは，熱性 けい れん 99．4± 4．7

pg ん6，て んか ん 80．8±3．6pg んZ，点頭 て ん かん 101．0　i±

4．7pg ん6，髄膜炎
・
脳炎 85．2±4，0pg ん8，非け い れ ん 群

83．0±6．6pg／認 で あ っ た 。　 t検定に よ り各群間の 有意 差を

み る と，亅）熱 性 けい れん
，

点頭 て ん か ん 群 とて ん かん 群 の

間。  点頭 て んか ん群 と髄膜炎
・
脳炎群 の 間。3）点頭 て ん か

ん 群 と非けい れ ん群の 間で 有意 差 が 認 め られ た 。 以 上 より，

けい れん 群，けい れ ん各群間に お い て SRIF の 関与が示唆

され た。
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