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研究成果の概要（和文）：我々が新規に合成したビタミンEにタウリンとグルタチオンを結合させたETS-GSというビタ
ミンE誘導体が脊髄損傷の二次的損傷を軽減し、神経学的機能の改善に有効であるのではないかと仮定し、ラットの脊
髄損傷モデルを用いて検証を行った。ETS-GS投与により術後3日目より有意な運動機能の改善が認められ、摘出した脊
髄から抽出したタンパクを分析したところ、myeloperoxidase、malondialdehyde、caspase-3は減少していた。組織学
的にも損傷部位の縮小、アポトーシス細胞減少が認められた。ETS-GSは抗炎症、抗酸化、抗アポトーシス作用により神
経保護作用を持つことが示唆された。

研究成果の概要（英文）：To investigate whether ETS-GS, a novel antioxidant that is a conjugate compound 
of glutathione, taurine, and vitamin E can treat disabilities caused by spinal cord injury and to 
determine the mechanism using rat models. After introducing a contusion injury at Th11 level into rats, 
they were separated into 3-day ETS-GS and saline dose groups. After day 3, the spinal cords were 
extracted for biochemical and histological analysis. A significant improvement in the Basso, Beattie, and 
Bresnahan (BBB) score was confirmed following ETS-GS dose. In addition, an ETS-GS-mediated reduction in 
myeloperoxidase (MPO), malondialdehyde (MDA), caspase-3 was observed along with a decrease in apoptotic 
cells as assessed by TUNEL staining. In conclusion, we observed that ETS-GS can treat disabilities caused 
by spinal cord injury, through suppressing inflammation, lipid peroxidation and inhibiting nerve cell 
apoptosis.

研究分野： 敗血症・炎症性疾患

キーワード： ビタミンE　脊髄損傷　ETS-GS
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(5) 組織学的変化 
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以上の結果より新規ビタミンＥ誘導体であ

る ETS-GS は脊髄損傷による障害を抗炎症、

抗酸化、抗アポトーシス効果により軽減す

ることが示された。細胞内シグナルのうち

Akt、mTOR に有意な変化が認められたこ

とからその保護効果にオートファジーも関

与している可能性も示唆された。 
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