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研究成果の概要（和文）：HSV-1皮膚感染マウスモデルでは、ウイルス接種後約半数のマウスに運動麻痺が出現し最終
的には脳炎を起こし死亡してしまう。抗ヘルペスウイルス薬の投与により、運動麻痺と脳炎による死亡を抑制すること
ができれば、帯状疱疹後神経痛に伴う形態学的変化を効率的に検討できる。本研究では、HSV-1皮膚感染モデルを用い
た検討を行うための基礎研究として、新規抗ヘルペスウイルス薬であるヘリカーゼ・プライマーゼ阻害剤ASP2151のHSV
-1複製阻害作用に関する検討を行った。ASP2151はアシクロビルと比較してHSV-1の複製をより強力に抑制し感染性ウイ
ルスの産生量を顕著に低下させた。

研究成果の概要（英文）：HSV-1 infected mouse model of zosteriform spread develops zoster-like skin 
lesions in the lumbar regions after virus infection and exhibits mechanical allodynia and hyperalgesia in 
the plantar aspect of the ipsilateral hindpaw. It is known that about half of the mice cutaneously 
inoculated with HSV-1 die by paralysis and encephalitis. The morphological changes on the zoster-like 
skin lesions can be investigated efficiently if the mouse death due to encephalitis is prevented by the 
administration of anti-herpetic agent.
The anti-herpetic effect of ASP2151, a novel helicase-primase inhibitor, was compared with acyclovir 
(ACV). ASP2151 reduced virus release to the culture supernatants as compared with ACV. In addition, the 
recovery of HSV yields after removal of antiviral drug was significantly more delayed by ASP2151 than by 
ACV. These results indicated that ASP2151 is more effective in the reducing viral load in the 
HSV-infected cells than ACV in the condition used in this study.

研究分野： ウイルス学

キーワード： 水痘・帯状疱疹ウイルス　単純ヘルペスウイルス　帯状疱疹後疼痛　帯状疱疹
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