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研究成果の概要（和文）：　アルツハイマー病患者の脳では微小管形成阻害が起こっていると考えられる。神経細胞モ
デルであるPC12細胞培養培地に脂質過酸化物（PO)を添加した結果、細胞生育や微小管形成が阻害されることを確認し
た。この事実は、アルツハイマー病発症原因として脂質過酸化物が考えられることを示しており、その予防のための食
品成分として抗酸化物質が有効であろうと推察される。そこで、PC12細胞を脂質過酸化物で劣化させたのち、抗酸化物
質を添加して、細胞増殖の確認を行い、抗酸化系酵素の変動を観察した。その結果、アスコルビン酸やエピカテキン・
β－カロテンの添加は生細胞数を増加させたし、抗酸化酵素活性を元に戻した。

研究成果の概要（英文）：The impairment of the microtubule systemis important to explain the pathogenesis o
f Alzheimaer's disease(AD). We have reported on the inhibition of microtubule formation by phosphatidylcho
line hydroperoxides(PO) in PC12 cells, which may be a good model of brain cells in the early stages of neu
rodegenerative diseases. This fact indicates that PO may be one of the cause for AD. The microtubule assem
bly system was dependent on the antioxidative enzyme system in cells exposed to oxidative stress.  It is s
uggested that antioxidant agents may be effective in preventing AD. In our experiments, PC12 cells were us
ed after deterioration by PO. The additon of ascorbic acid, epicatechin or beta-carotene made increase of 
alive cell number, and made to recover the activities of antioxidative enzymes.
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