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研究成果の概要（和文）：慢性的なTLR7シグナル活性化が腸内環境を変化させ、その後の自己免疫応答に関与す
るかを検証した。TLR7アゴニスト刺激開始1週後に腸内細菌叢の変化が観察され、2週後がピークに達した。メタ
ゲノム解析を試みたが、変化は刺激前の個体に依存していたため、具体的な菌種の変化を明らかにできなかっ
た。また、抗生剤投与による腸内細菌叢の減少と腸管上皮バリアの保護を試み、自己抗体産生への影響を検証し
たが、自己抗体産生に変化は見られなかった。これらの結果から、TLR7シグナルの活性化は腸内細菌叢を変化さ
せるが、その変化が自己免疫疾患と直接関連しているかはまだ明確ではない。

研究成果の概要（英文）：This study investigated whether chronic activation of TLR7 signaling alters 
the intestinal environment and contributes to subsequent autoimmune responses. Changes in the 
intestinal microbiota were observed one week after the initiation of TLR7 agonist stimulation, 
peaking at two weeks. A metagenomic analysis was attempted, but the changes were dependent on the 
individual prior to stimulation, thus the details could not be elucidated specific bacterial species
 changes. Furthermore, we attempted to reduce the intestinal microbiota by administering antibiotics
 and protect the intestinal epithelial barrier, and examined the impact on autoantibody production. 
However, no changes were observed in autoantibody production. These results suggest that TLR7 signal
 activation alters the intestinal microbiota, but it is not yet clear whether this change is 
directly associated with autoimmune diseases.

研究分野： 医歯薬科学・基礎医学・実験病理学

キーワード： 自己免疫疾患　腸内細菌叢　環境要因　免疫寛容
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研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究では、慢性的なTLR7シグナル活性化が腸内細菌叢を変化させることを明らかにし、ウイルス感染症等が腸
内細菌叢を変化させることが示唆された。さらに、その変化が自己免疫疾患と関連しているかを検証したが、そ
の関連性は明確ではなかった。しかし、この点を解明することは、自己免疫疾患の発症メカニズムを理解し、治
療法を開発する上で重要である。また、腸内細菌叢の変化は個体によって異なるため、腸内細菌叢をターゲット
とした治療戦略は、個々の患者に合わせた個別化医療として検討する必要がある。

※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、研究者個人に帰属します。
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１．研究開始当初の背景 

免疫応答の異常は多種多様な疾病を引き起こす可能性がある。特に、自己免疫疾患は、「自己」
の成分に対する免疫反応が制御不能となり、その結果として発症する。自己免疫疾患の発症や悪
化には、環境要因が深く関与していることが知られているが、その具体的なメカニズムはまだ明
らかになっていない。 

全身性エリテマトーデス (SLE) は代表的な自己免疫疾患であり、その自然発症モデルマウス
の SLE 病態は、飼育環境により異なる。具体的には、環境中微生物やウイルスなどを制限した
清潔な環境での飼育の場合、コンベンショナルな環境と比較して SLE 病態が軽減する。なぜ清
潔な環境下で SLE が発症しにくいのか？この疑問に対する一つの仮説は、環境要因が大きく関
与している可能性がある。もともと、時間経過とともに自己反応性が促進し、自然発症する SLE

モデル動物であるため、この差異には大きく環境要因が関与していることが推測できる。ヒトに
おいてもウイルスなどの感染症、紫外線、外傷、ストレスなどの環境要因や女性ホルモンが SLE

の誘因として知られている。これらの環境要因がどのようにして自己反応性の促進に寄与する
かは、まだ明らかになっていない。このような環境要因が免疫応答の活性化を惹起するメカニズ
ムに関与しうる因子として、Toll 様受容体 7 (TLR7) に着目した。TLR7 は、自然免疫反応のウイ
ルス受容体の一つであり、自己核酸の受容体としても機能する。TLR7 シグナルの慢性的な活性
化は、SLE 発症のリスクであり、腸内細菌叢の変化も引き起こすこともが報告され (Zegarra-Ruiz 

et al. Cell Host Microbe (2019))、我々も実証している。それにもかかわらず、TLR7 活性化に伴う
腸内細菌叢の変化が、自己反応性細胞の出現や自己抗体産生などに代表される免疫寛容の破綻
に至るまでのメカニズムは不明である。 

 

２．研究の目的 

本研究では、TLR7 の活性化に伴う腸内細菌叢変化が、自己反応性細胞の出現や自己抗体産生
などに代表される免疫寛容の破綻に関与すること、さらにその機序を明らかにすることを目的
とした。この研究成果を利用し、腸内細菌叢の制御によって免疫寛容破綻を惹起しない手段を検
討することでヒトに応用、SLE やその他の自己免疫疾患の主に発症予防方法の開発を展望する。 

 

３．研究の方法 

Yokogawa らの手法 (Yokogawa et al. Arthritis Rheumatol (2014)) を利用し、BALB/c マウスに
R848 (TLR7 アゴニスト) を用いて自己免疫を誘導した。このマウスを利用し、以下の項目を検
証した。 

 

(1) 自己免疫誘導モデルの自己抗体と B 細胞活性化因子 (BAFF) 産生の検証 

自己免疫誘導開始後に採取した血清を利用し、自己抗体 (抗二本鎖 DNA (dsDNA) 抗体)、
BAFF を ELISA 法で定量した。 

 

(2) 自己免疫誘導モデルの腸内細菌叢変化の検証 

① 糞便を採取し、便中に含まれるバクテリア DNA を抽出し、定量的 PCR (qPCR) で
Bacteroidetes 門、Firmicutes 門の相対定量を行い、これらの経時変化を検証した。 

② 上記の結果を基に、16S rRNA メタゲノム解析を行った。 

 

(3) 自己免疫誘導モデルのリンパ球活性化の検証 

① (2)-①の結果を基に、脾臓のリンパ球活性化を検証した。 

② 脾臓 CD4＋T 細胞は、RNA-seq 解析も併せて行った。 

 

(4) 自己免疫誘導によって変化した腸内細菌叢が生体へ及ぼす影響の検証 

SLE において腸内細菌叢の体内移行は、症状の発症や悪化に関与する (Manfredo Vieira et 

al. Science (2018))。そこで、自己免疫誘導マウスに対し、抗生物質投与または腸上皮バリア
保護を行い、腸内細菌叢が及ぼす影響を検証した。 

 

 

  



４．研究成果 
(1) 自己免疫誘導モデルの自己抗体と BAFF 産生の検証 

常法に従い、BALB/c マウスに R848 を継続的に塗布し、経時的に血清を採取し、血清中
抗 dsDNA 抗体および BAFF を定量した。抗 dsDNA 抗体は、1 週目から自己免疫誘導群で非
誘導群と比較し、わずかだが有意に増加した。自己反応性 B 細胞の増殖に関与する BAFF

は、4 週目以降の自己免疫誘導群で増加した。 

 
(2) 自己免疫誘導モデルの腸内細菌叢変化の検証 

自己免疫誘導による抗 dsDNA 抗体と BAFF の変
化から、誘導開始から 4 週間までの間の腸内細菌叢
の変化に着目した。まず、簡易的に腸内細菌叢の変
化の有無を検証するため、糞便中に含まれる
Bacteroidetes 門および Firmicutes門の DNAを qPCR

を用いて相対定量を行った。その結果、非誘導群と
誘導群では、誘導 1 週目から Bacteroidetes 門の増
加、Firmicutes 門の減少が見られ、2 週目で最も差
が大きかった (図 2)。 

さらに詳細に腸内細菌叢の変化を解析するため、
2 週目の 16S rRNA メタゲノム解析を行った。α 多様性、主座標分析 (PCoA) によって β 多
様性を視覚化した結果、群間で顕著に変化することを明らかにした。さらに、Lachnospiraceae

科、Ruminococcaceae 科の減少、Lactobacillaceae 科の増加が顕著だった。しかし属以下の変
化は同定できなかった。 

 

(3) 自己免疫誘導モデルのリンパ球活性化の検証 

腸内細菌叢の差が大きかった誘導 2 週目のマウスより、脾臓を採取し、細胞構成と活性化
マーカーの発現をフローサイトメーターで解析した。細胞組成の変化は、特に誘導群におい
て B 細胞、形質細胞、形質芽細胞の増加が顕著だった。T 細胞、特に CD4+T 細胞の動態変
化に着目すると、CD44lo CD62Lhi細胞の減少や CD69、PD-1 の発現が自己免疫誘導群で顕著
だった。B 細胞は抗体産生にシフトしていることが示唆され、CD4+T 細胞は、活性化され
ており、誘導 2 週目の時点で、自己免疫反応が顕著に活性化していることが示唆された。し
かし、この時点では、BAFF 産生は増加していなかったが、誘導期間の延長とともに増加す
ることから、変化した腸内細菌叢が何らかの役割を担っている可能性がある。 

次に自己免疫誘導 2 週目のマウスの脾臓から CD4+T 細胞を分取し、RNA-seq 解析を行っ
た。発現が変動した遺伝子群を抽出し、遺伝子群がどのような機能に関与しているのかをさ
らに解釈するため、ジーンオントロジー解析を行った。その結果自己免疫誘導群では顕著な
細胞の活性化 (接着、移動、傷害活性) を示す遺伝子群の濃縮が見られた。 

 
(4) 自己免疫誘導によって変化した腸内細菌叢が生体へ及ぼす影響の検証 

まず、自己免疫誘導によって体内へのバクテリアまたはバクテリア成分の移行の時期を検
証するため、血清中のリポ多糖結合タンパク質 (LBP) を測定した。その結果、LBP は、自
己免疫誘導 2 週目では非誘導群と差はなかったが、4 週目には有意に増加していた。したが
って、2 週目から 4 週目の間において腸管バリアの破綻が示唆された。次に、実際にバクテ
リアの体内移行を 2 種類のアプローチで阻害した。 

① 抗生物質投与による腸内細菌叢の減菌 

アンピシリン、ネオマイシン、バンコマイシン、メトロニダゾールの 4 種類混合の広域
スペクトル抗生物質の自然飲水投与による腸内細菌叢の滅菌を試みたが、マウスがメトロ
ニダゾールを強く嫌ったため、これを除く 3 種の抗生物質投与で実験を行った。その結果、
血中自己抗体価は、抗生剤投与群でわずかに、しかし有意に増加していた (図 3) 。一方
で、CD4+T 細胞の活性化等の遺伝子発現は、抗生剤投与の有無で変化は見られなかった。 
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図 1 自己免疫誘導による血清中自己抗体 (左図) および BAFF (右図) 

の濃度の経時変化 

図 2 腸内細菌叢の経時変化 



 

② 腸上皮保護剤投与による腸内細菌叢の体内移行阻害 

次に、腸管上皮バリアの保護を行い、菌体成分の体内移行を阻害することで、同様に自
己抗体産生へ影響があるかを検証した。しかし、自己抗体産生に変化は見られなかった。 

 

本研究課題を遂行した結果、TLR7 シグナル活性化による自己免疫誘導によって腸内細菌叢が
変化することを明らかにしたが、その変化が自己抗体産生に与える影響についてはまだ明確で
はない。他の報告から考えると、腸内細菌叢が変化することで、腸内細菌自体 (成分) や代謝産
物がホストへ影響している可能性は高いと推測される。したがって、腸内細菌叢のコントロール
が、自己免疫疾患の発症予防に役立つ見込みがある。しかしながら、本研究結果にもある通り、
腸内細菌叢のコントロールによって自己抗体が増加する可能性もあるため、さらなる研究が必
要である。 
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図 3 抗生物質投与による自己抗体産生への影響 

 **: p < 0.01, ns: not significant, ABS: antibiotics  
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