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研究成果の概要（和文）：重症パーキンソン病患者に対し、10名を目標に両側視床下核脳深部刺激術を施行、術
前及び術後6ヶ月にドパミン神経系障害の評価として [11C]CFT-PET 、セロトニン神経系障害の評価として[11C]
DASB-PET撮影を進めている。CFT-PETの結果より、 ドパミントランスポーター密度は、術前と比較し、症状優位
側と対側の被殻前腹側部、尾状核腹側部においは有意な上昇を認め、その上昇率はオフ時の運動症状の改善率と
有意に相関していた。STN-DBSのneuromodulation効果の一端を示している可能性がある。今後、セロトニントラ
ンスポーターの解析、更なる症例の集積と検討が必要である。

研究成果の概要（英文）：Our result showed that deep brain stimulation (DBS) of subthalamic nucleus 
(STN) in patients with Parkinson's disease (PD) increases dopamine transporter density in the 
ventral striatum, which is different from natural course of PD. The ventral striatum 
(anterior-ventral putamen and ventral caudate) ipsilateral to the clinically more affected side was 
significantly correlated to the the degree of motor improvement(%improvement of Unified Parkinson’s
 disease Rating Scale Part III) after STN-DBS. This dorsal-to-ventral shift of dopamine transporter 
density may indicate the compensative and neuroprotective effect of STN-DBS on the presynaptic 
dopaminergic systems of PD.

研究分野： 機能的脳神経外科
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研究成果の学術的意義や社会的意義
薬物コントロール不良のPD患者に対し、DBSは有効かつ安全な治療法として定着している。DBSの作用機序につい
ては大脳基底核を中心としたループ回路の理論が取り入れられ、さらに我々の研究から側坐核、尾状核における
ドパミン増加への関与が明らかとなった。しかし、長期効果の観点ではDBSの作用機序には未だ不明な点が多
い。ドパミントランスポーター、セロトニントランスポーターのPET定量測定と症候学的パラメータの比較研究
は、 ドパミン神経系、セロトニン神経系に対するSTN-DBSの効果発現の有無、術後の歩行機能改善と増悪、意欲
などの精神作用の変化におけるセロトニン神経系の関係を調べる有力な手段となる。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属されます。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
重症パーキンソン病(PD)に対して行われる視床下核脳深部刺激療法(STN-DBS)は、PD の 4 徴
(安静時振戦、無動・寡動、筋固縮、姿勢 反射障害)を著明に改善するが、その詳細な機序は明ら
かでない 1)。また、歩行機能については STN-DBS 術後に一旦改善するものの、5 年程度で再び
増悪する症例が少なからず認められる。PD の主な症状はドパミン神経系の障害に起因すると考
えられているが、歩行の制御についてはノルアドレナリン神経系やセロトニン神経系の関与が
推定されている 2)。  
 
 
 
 
 
２．研究の目的 
Positron Emission Tomography (PET)を用いて PD 患者のドパミン神経系、セロトニン神経系
を同時に評価し、STN-DBS 術後の歩行障害改善、その後の増悪とドパミン神経系、セロトニン
神経系の関係を調べ、STN-DBS の作用機序をドパミン神経系及びセロトニン神経系の観点から
解明する。  
 
 
 
 
３．研究の方法 
重症パーキンソン病患者（Hoehn and Yahr stage Ⅲ〜Ⅳ、年齢 75 歳以下、認知障害なし、うつ
病の既往なし）に対し、10 名に両側視床下核脳深部刺激術（STN-DBS）を施行、術前及び術後 6
ヶ月にドパミン神経系障害の評価として [11C]CFT-PET 、セロトニン神経系障害の評価として
[11C]DASB-PET 撮影を進める。関心領域は中脳、側坐核、尾状核頭、被殻(腹側、背側)、 視床、
前頭皮質、眼窩前頭皮質、側頭皮質、頭頂皮質、島皮質、帯状皮質として結合能を測定する。ド
パミントランスポーター、セロトニントランスポーターの密度を定量的に測定し、ドパミン神経
系、セロトニン神経系に対する STN-DBS の影響の有無を検討する。画像解析ソフトとして PMOD 
ソフトウェアと SPM 法を用い、定量画像の作成、トレーサー結合能の定量的な解析および統計的
画像解析を行う。 
 
 
 
 
４．研究成果 
STN-DBSを施行した患者の[11C]CFT-PET結合能の結果を解析し、ドパミントランスポーター(DAT)
の密度は、術前と比較し症状優位側と対側の被殻後背側部においては有意な低下を認めたが、症
状優位側と対側の被殻前腹側部、尾状核腹側部においては有意な上昇を認めた。一般に PD にお
ける線条体 DAT 密度は病期の進行とともに低下する 3)4)。STN-DBS 術前術後に DAT シンチグラフ
ィー検査を行った過去の報告においても DAT の上昇は確認されていない 5)。シンチグラフィーと
比較し解像度の高い PET を用いて STN-DBS 術前後に DAT を測定した報告はなく、今回が初めて
である。加えて、これらの部位における DAT 密度の上昇率はオフ時の運動症状(Unified 
Parkinson’s disease Rating Scale Part III)の改善率と有意に相関していた。今回確認され
た被殻前腹側部、尾状核腹側部における DAT 密度の上昇はパーキンソン病の自然経過とは異な
る所見であり、STN-DBS の作用機序、neuromodulation 効果の一端を示している可能性がある。
今後、セロトニントランスポーターの解析も進め、更なる症例の集積と検討が必要である。  
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