
	 

様式Ｃ‐１９	 

	 

科学研究費助成事業（科学研究費補助金）研究成果報告書	 
平成２４年	 ５月１６日現在 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

研究成果の概要（和文）： 
	 これまで、放射線細胞がん化経路は、DNA損傷が起源となり生ずる突然変異を介するものが主

経路であると考えられていた。しかし、本研究の成果は、この定説を覆し、放射線発がん経路に

は、DNA損傷を起源とする経路とは別に、染色体異数化を起源とするものが存在し、それが放射

線誘導細胞がん化の圧倒的主経路であることを明らかにした。これらの結果は、放射線による細

胞がん化が、中心体構造異常に起因する染色体配分安定化機構の攪乱によって引き起こされるこ

とを強く示唆する。	 

 
研究成果の概要（英文）：  
  It has been believed that the first target of radiation carcinogenesis is DNA. However, 
this is not proved for radiation carcinogenesis yet. We discovered that frequency of 
aneuploid cell was closely related to that of radiation-induced cell transformation, but gene 
mutation was not. Aneuploidy was seen in high frequency in early process of cell 
transformation. These results strongly suggest that a main target of carcinogenesis by low 
dose radiation is not DNA, but is centrosome, which are the proteins to constitute 
chromosomal homeostasis maintenance mechanism.  
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１．研究開始当初の背景 
	 我々は、これまでシリアンハムスター

(SHE)細胞を用いた細胞がん化実験系を用い
て放射線による細胞がん化誘導機構を追跡

し、Gy あたりの細胞がん化頻度が平均的な
体細胞突然変異頻度の 500~1,000 倍高いこ
とを発見した(Watanabe et al. 1980; 1984a; 
1984b)。さらに、放射線照射された細胞にお
ける突然変異と細胞がん化の出現動態を詳

細に調べた。その結果、突然変異は、被ばく

後１~2 回の細胞分裂を経て固定・発現され
るが、細胞がん化は、被ばく後、10数回の細
胞分裂を経てから現れる遅延的現象であり、

突然変異の出現動態と全く違うことが判っ

た (Suzuki et al. 1989; Watanabe et al. 
1990; 1991)。これらの事実は、細胞がん化が
複数の突然変異の集積で生ずるという“多段
階突然変異説”(Fearon and Vogelstein 1990)
と矛盾するものであり、発がん経路に突然変

異を経由する経路以外の発現頻度が極めて

高い経路が存在することを強く示唆する。そ

の後、ヒトの全遺伝子数がおよそ 2万 5千程
度であることが明らかになった。そして、全

遺伝子のおよそ 10%が発がんに関係する遺
伝子であると想定されている。単独遺伝子の

放射線突然変異率は、10-5/Gy 程度であるこ
とを考えると、我々の研究結果から導いた放

射線による細胞がん化率は、すべてのがん関

連遺伝子が一度に変異を起こすという異常

状況を想定して導かれる頻度よりも大きい

ことになる。このことは、突然変異を経由す

る経路以外の発がん経路が存在するという

我々の推測が正しいことを強く暗示し、発が

んの仕組みを理解するためにその全容を明

らかにすることが望まれる。 
 
２．研究の目的 
	 これまでに、我々を含めて多くの研究者に

よって放射線による細胞がん化の第一標的が

DNAでないことを支持する状況証拠が多く
蓄積されてきた。いまや細胞がん化の起源に

なる第一標的の本体を解明し、「DNA 損傷
→突然変異→細胞がん化」という経路以外の
細胞がん化経路の存在を明らかにすることが

重要な問題となる。 
	 これまでに、我々の研究グループは、マウ

スあるいはシリアンハムスター胎児細胞を用

いた研究によって放射線被ばくした細胞がが

ん化過程の早期に見られる変化は染色体の異

数化であることを発見した。これまで、染色

体の異数化と構造異常を多発するのは、がん

細胞が遺伝的に不安定であることの現れであ

りがん細胞の特性であるとされてきた。しか

し、我々の観察によると、細胞がん化過程に

おいて染色体構造異常が発生する時期は、細

胞ががん化した後で、染色体が異数化する時

期よりかなり遅れる。したがって、染色体数

の変化が、放射線による細胞がん化の第一ス

テップであり、細胞がん化（ひいては個体に

おける発がん）の第一次標的は、染色体数安

定維持装置に関与するタンパクであり、それ

による染色体分配の異常ががん化の第一歩で

あることを強く示唆している。 
	 以上のような状況下にあって、本研究は、

放射線発がんが、“DNA 損傷→突然変異→細
胞がん化”とする古典的な経路（突然変異説）
ではなく、“タンパク損傷→染色体異数化→細
胞がん化”とする経路が主経路であるとする
我々の仮説の是非を検証することを目的とし

た。特に、（１）染色体異数化が生ずる機構

解明、（２）染色体異数化を引き起こす細胞

内標的の特定、（３）染色体異数化がどのよ

うに細胞がん化に関与するかの探索の3項目
に的を絞り研究をおこなった。 
 
３．研究の方法 
	 本研究には、放射線による細胞がん化、突

然変異、および染色体解析を定量的におこな

うことのできるマウス胎児由来(ME)および
シリアンハムスター胎児由来（SHE）細胞を
主として利用した。しかし、結果のヒトへの

応用を念頭においてヒト胎児由来（HE）細胞
を併用した。 
	 本研究では、放射線照射による細胞分裂装

置(染色体分配装置) の構造変化が染色体異数
化を誘導する原因となるかを詳細に調査した。

構造および機能異常が生ずることによって染

色体の異数化の原因となりうる細胞内成分と

しては、10 を下らない成分が知られているが、
我々のこれまでの基礎的な研究結果を考慮し

て、本研究では、セントロゾームに焦点を絞

り、その構造異常が染色体の分配異常に直接

つながるか否かをそれぞれに対する特異的抗

体による免疫染色を行って詳細に調べた。 
 
4. 研究成果 



4.1 放射線照射によって誘導されるがん化に
つながる遺伝的変化は染色体の異数化である 
	 マルチカラーFISH 法を用いて、がん化し
た細胞における染色体異常を調べたところ、

自然がん化細胞も放射線誘導がん化細胞のい

ずれも、染色体に異数化が共通してみられ、

両者で質的な差は見られなかった。細胞がん

化形質は、その発現のために放射線被ばく後、

少なくとも十数回の細胞分裂が必要な典型的

な遅延的影響である。染色体の数的異常も同

様に被ばく後十数回を経てから出現する遅延

的変化であることが判った。放射線照射は、

染色体異数化の出現時期を早める効果がある

ことが判った。 
 
4.2 放射線照射による異数化はセントロゾー
ムの構造異常によって生ずる 
	 これまでに、がん化細胞に最初に普遍的

に見られる変化が染色体の異数化であるこ

とを示した。そうであれば、発がんに関係す

る標的は、染色体異数化を引き起こす細胞内

構造であると推測し、セントロゾーム（中心

体）に注目して検討したが、予想通り、放射

線照射や高密度培養は、中心体数の増減、構

造異常を誘導することがわかった。勿論、こ

うした異常を持った細胞の多くは細胞分裂

がうまくゆかず死を迎える。しかし、異常を

持った細胞のうち、無視できない多くの細胞

が生き残り染色体の異数化を起こしている

と予想される。その経路を図１に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  図 1. メラトリック結合を介した染色体異数化の機構予想図 
 
	 通常、中心体が増加した細胞が多極分裂を

起こすと核分裂がうまくゆかず細胞は死を

迎える（図１中央の経路）。その場合、二個

の娘細胞に受け渡されるべき染色体が、三個

以上の細胞に分散されるので、全ての遺伝情

報が個々の細胞に受け継がれる可能性は極

めて低い。しかし、増えた中心体が二極に集

まって疑似二極分裂を起こすと、複数の中心

体が集合した極から複数の紡錘子が伸び動

原体にメロテリック結合することがわかっ

た（図１右の経路）。メロテリック結合部で

は、染色体分離時に力学的不均衡が生じ染色

体不均等分離が生ずる。そのため、染色体の

取り残しが起き、引き続く細胞分裂時に一方

の細胞に染色体が取り込まれる。 
	 染色体が異数化した細胞では遺伝子発現

が大きく変化し、種々のがん形質を発現する

ようになる。現時点で、我々は、「中心体構

造異常⇒染色体異数化⇒細胞がん化」が、放
射線発がんの主経路であると結論した。 
	 ここで観察するような中心体構造異常は、

放射線照射時に限らず高密度培養など培養

条件の変化でも容易に誘導される。その頻度

は、遺伝子突然変異に比べて極端に大きい。

このことは、放射線による発がんと自然発が

んの経路を区別することを不可能西ており、

言い換えれば、自然放射線レベルの低線量放

射線による発がんは自然発がんの上乗せに

過ぎないことを示唆する。 
 
4.3 染色体異数化はどのようにして細胞がん
化を促進するか？ 
	 染色体異数化はどのようにして細胞がん

化を促進するのであろうか？我々は、マウス

やヒトの胎児由来細胞から三倍体細胞と四

倍体細胞を分離し、それぞれの細胞における

がん形質発現を調べたが、四倍体細胞は無限

増殖能を獲得するものの、基質非依存性増殖

能や造腫瘍性を獲得していないことが判っ

た。一方、三倍体細胞では、トリソミー化し

た染色体に限らず正常数のままである染色

体にコードされた遺伝子であっても、その遺

伝子発現が異常になっていることが判った。

それに伴い、細胞増殖能が亢進し、DNA 損
傷性が増し、かつ、基質非依存性増殖能や造

腫瘍性を獲得している。三倍体化が細胞がん

化を誘導する仕組みはまだ明確ではないが、

三倍体化が細胞がん化の原因であることは

強く示唆される。 
	 我々の成果を総合的に解釈すると、図 2下
段に示す経路(新パラダイム)を辿る可能性が
大きい。まず、放射線は細胞内ミトコンドリ

ア機能を攪乱させ、電子伝達系を不調とする

ため、電子伝達系から電子が漏れだし細胞内

 



酸化ラジカル量を増加させる。我々は、この

ラジカルのうち発がんの主役は、常温で 20
時間以上の半減期を持つ長寿命ラジカルで

あると考えている。この長寿命ラジカルは、

細胞内高分子タンパクに存在するスルフイ

ニル残基に生じたものであり，ビタミン Cや
エピガロカテキンなどで効率よく捕捉され

る特徴を持つ。このことは、放射線による生

体影響が OH ラジカルや O2-ラジカルなどの

活性の高いラジカルであるとする既存の概

念と根本的に異なる。長寿命ラジカルは、中

心体を攻撃し中心体の構造および数的異常

を引き起こし染色体異数化を生じさせる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   図 2 DNA損傷を起源としない放射線発がんパラダイム 

 
	 これらの結果を総合的に判断すると、放射

線防護で問題とされるレベルの低線量放射

線は、自然生理活動のバランスを壊す働きを

しているに過ぎず、それ自体が発がんの原因

損傷を作っているのではないだろう。言い換

えれば、低線量放射線による発がんは自然発

がんを押し上げているに過ぎない。バランス

を壊す要因は、放射線以外のような外来要因

に限らず、通常の生理活動自身も含まれるで

あろう。従って、発がんは避けることのでき

ない現象でありその頻度も桁外れに大きく

なる。加えて、生ずる原因損傷は非 DNA 損
傷である。従って、青写真である DNA が正
常に保たれているので、中心体の機能異常で

染色体の不均等分配が一度生じたとしても、

次の分裂時には、正常な中心体によって正常

な分裂が行われるであろう。 
 
4.4 まとめ 
我々の結果は、放射線発がんの経路には

DNA損傷を起源とする経路以外に、DNA損

傷を起源としない経路が存在することを明

確に示している。そして、今回、新しく発見

した DNA 損傷を起源としない経路が圧倒的
主経路である。このことは、発がんが DNA
損傷を起源とした突然変異の積み重ねで生

ずるとするセントラルドグマを基盤とする

仕組みで生ずるという、現在、主流の考え方

に真っ向から反対するものである。この知見

は、学術的に生命科学に新展開をもたらすも

のとして大いに期待できる。 
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