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研究成果の概要（和文）：GPR55は、1999年にクローニングされたGタンパク質共役型の受容体であり、リゾリン脂質の
一種であるリゾホスファチジルイノシトール（LPI）に対する特異的な受容体である。今回の研究で、GPR55は免疫系の
臓器や消化器系組織に比較的高い発現が観察された。リンパ球においては、T細胞及びB細胞において高い発現が見られ
た。また、LPIは、抗体分泌を促進させた。これらのことからLPIは、GPR55を発現している免疫担当細胞に作用して、
免疫応答の調節等に関与している可能性が示唆された。

研究成果の概要（英文）：GPR55 is an orphan G protein-coupled receptor and a putative novel type of 
cannabinoid receptor. Its endogenous ligand is lysophosphatidylinositol (LPI). This study revealed that 
high levels of GPR55 mRNA were observed in the immune organs such as spleen and lymph nodes and the 
digestive organs such as small intestine and large intestine. The expression of GPR55 mRNA in the immune 
cells was next examined. High levels of GPR55 mRNA expression were observed in T and B cells. LPI 
enhanced the IgG secretion from B cell lines via a GPR55 dependent manner. It seems possible that GPR55 
plays important physiological and/or pathophysiological roles in the function of the immune system.

研究分野： 医歯薬学

キーワード： 脂質生化学　リゾリン脂質　Gタンパク質共役型受容体
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体分泌促進効果の抑制 
 
以上のことから、LPI は、GPR55 を発現して
いる免疫担当細胞に作用して、抗体分泌の調
節等に関与している可能性がある。 
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