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抄録 

デルタ型グルタミン酸受容体サブユニット（GluD1，GluD2）は，アミノ酸配列の相同性からイオ

ン透過型グルタミン酸受容体に分類されてきたが，GluD サブユニットにはグルタミン酸結合能がな

く，イオンチャネルとして通常機能しない．それゆえ，その生理機能は長い間不明であったが，近年

シナプス接着因子として脳内で働くことが報告されたユニークな分子群である．2 種のサブユニッ

トは脳内において特徴的なパターンで発現しており，特に GluD2 は小脳プルキンエ細胞に強く発現

し，平行線維シナプスの形成と維持に必須であることが示されている．ヒトのゲノム解析や変異マ

ウスから得られた知見より，GluD サブユニットが脳の高次機能に関与している可能性が示唆される

が，小脳以外の脳部位での各サブユニットの機能的重要性は明らかとなっていない．接着因子とし

ての機能とタンパク質存在量は密接な関連があると考えられるため，キメラタンパク質を用いた定

量的なウェスタンブロット法を用いて，脳内における GluD1 と GluD2 の存在量比を測定した．その

結果，大脳皮質，海馬の各画分における GluD サブユニット量は GluA2 の 10％以下程度であった．

また，小脳の各画分の GluD1 は GluA2 の 7.6%-16.1%と大脳皮質や海馬と比べて大きく変わらないの

に対し，GluD2 は GluA2 の 127%-255%と突出して多かった．GluD サブユニット間の発現比は，小

脳では GluD2 は GluD1 の 10-22 倍と多いが，大脳皮質や海馬ではその差は 1-2 倍と小さかった．興
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味深いことに，大脳皮質や海馬では GluD2 が GluD1 に匹敵するレベルで発現していることが明らか

となった．さらに，免疫沈降法によりそのサブユニット構成を調べた結果，大脳皮質や海馬では

GluD1 と GluD2 がヘテロメリックな構成でも存在していることが強く示唆された． 

 

緒言 

デルタ型グルタミン酸受容体(GluD)は GluD1 と GluD2 の 2 つのサブユニットから構成され，アミ

ノ酸配列の相同性からイオン透過型グルタミン酸受容体(iGluRs)に分類されてきた．GluD1 と GluD2

は 56%のアミノ酸の相同性を有し，他の iGluRs である AMPA (a-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-

isoxazolepropionate)型やカイニン酸型，NMDA(N-methyl-D-aspartate)型とは 14-24%の相同性を有する

1)-3)．しかしながら，GluD サブユニットはグルタミン酸に対する結合能がなく 1)3)，その機能は長ら

く不明だったが，最近になりシナプス接着因子という他の iGluRs とは異なるユニークな機能をもつ

ことが明らかとなった．小脳平行線維－プルキンエ細胞シナプスにおいて，GluD2 はプルキンエ細

胞のポストシナプスに集積し，分泌タンパク質である Cbln1 を介して，プレシナプスのニューレキ

シンと結合することで，シナプス形成と維持に重要な役割を果たすことが報告された 4)5)．GluD2 を

欠損したマウスは重篤な運動失調，小脳 LTD の消失，シナプス形成異常といった顕著な表現型を呈

する 6)-10)．また，小脳より発現レベルは低いものの GluD2 が大脳皮質や海馬，線条体，視床などに

発現することや 11)，ヒト GluD2 欠損では重篤な運動失調に加え認知機能障害を呈するという報告か

ら 12)，小脳以外で GluD2 が高次脳機能に関与していることが示唆される．一方，GluD1 は大脳皮質

や海馬をはじめ脳全体に広範に発現し 3)11)13)，その欠損マウスには社会性の低下やうつ様行動，認知

機能障害やシナプス形成異常が認められる 14)15)．さらに，GluD1 も Cbln と結合しシナプス形成能を

もつことが報告されているが 4)16)17)，GluD1 と GluD2 に機能的な差異が存在するのかは明らかとなっ

ていない．GluD サブユニットの役割を明らかにする上で，各サブユニットのタンパク質量を知るこ

とは重要であるが，これまで GluD1 と GluD2 を量的に比較した報告はなかった．そこで本研究にお
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いては，キメラタンパク質を用いた定量的なウェスタンブロット法を用いて 18)-20)，脳内における

GluD1 と GluD2 の存在量比を測定し，さらに免疫沈降法を用いてそのサブユニット構成を調べた． 

 

材料と方法 

 

抗体 

ウサギ抗 GluD2 抗体はマウス GluD2 の C 末端 38 アミノ酸残基（897-934 aa, NM_008167）に対し

て作製した．GluD1 の C 末端 38 アミノ酸残基（895-932 aa, NM_008166）を認識する抗ウサギ GluD1

抗体 13)，GluA2 の N 末端の 256 アミノ酸残基（175-430 aa, NM_013540; Millipore Corporation, Bedford, 

MA, USA）を認識する抗マウス GluA2 抗体を用いた． 

 

キメラタンパク質の作製 

抗 GluD1 抗体および抗 GluD2 抗体の抗体力価を算出するために，キメラタンパク質を作製した．

キメラタンパク質は AMPA 型グルタミン酸サブユニットの GluA2(1-833 aa)の C 末端側細胞内領域

を GluD1(851-1009 aa)または GluD2 (851-1007 aa)に置換したものである （図 2A）．これらの領域を

コードするマウス cDNA は，pKCR2421), pYA91-51), pA37-312)からそれぞれ PCR で増幅後 pEF-BOS ベ

クター22)に連結し，Lipofectamine LTX and plus regents (Thermofisher Scientific Inc., Waltham, MA, USA)

を用いて HEK293 細胞に導入した．20-24 時間後，細胞を SDS サンプル溶液（2% sodium dodecyl sulfate 

(SDS), 62.5 mM Tris-Cl, pH 6.8, 10% Glycerol, 0.002% BPB）にて可溶化し，超音波破砕機(TERA 
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CLEANER 500, TERAOKA, Tokyo, Japan)により 1 分間処理後，12,000 x g で 10 分間遠心分離した上

清を標準キメラタンパク質試料とし，SDS-PAGE に使用した． 

 

マウス脳の細胞分画 

動物を用いたすべての実験は，新潟大学動物実験倫理委員会と遺伝子組換え実験安全委員会の許

可のもと，そのガイドラインに沿っておこなった． 

細胞分画は 4℃で行い，Carlin らに準じた方法で行った 23)．8-12 週齢の C57BL/6N 系統マウス

(Charles River Laboratories Japan)および GluD1-KO，GluD2-KO マウスの大脳皮質，海馬，小脳を摘出

し，ホモジネート溶液(0.32M ショ糖 5 mM EDTA, complete Mini (Roche, Mannheim, Germany))により

ホモジナイズ後，1,000 x g, 10 分間遠心分離した得られた上清をホモジネート画分(S1)とした．S1 を

12,000 x g, 10 分間遠心分離し，上清(S2)と沈殿(P2)に分離した．S2 を 200,000 x g, 90 分間遠心分離し

て得た沈殿を，溶解液(40mM Tris-Cl, pH 8.0, 1% SDS)で溶解しマイクロソーム画分(P3)とした．P2 画

分をホモジネート溶液に懸濁後，0.8M および 1.2M ショ糖の密度勾配遠心(90,000 x g, 2 時間)により

シナプトソーム画分(Syn)を得た．シナプトソーム画分を等量の Triton 溶液(1% Triton X-100, 0.32M 

ショ糖, 12mM Tris-Cl, pH 8.0)で 15 分処理後，200,000 x g, 1 時間遠心分離し得られた沈殿を溶解液で

溶解したものを PSD 画分とした． 
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ウェスタンブロッティング 

調整した試料のタンパク質濃度は BCA protein assay kit (Thermofisher Scientific Inc., Waltham, MA, 

USA)により測定した．1% メルカプトエタノールを添加した SDS サンプル溶液に試料を添加し，

100℃，5 分間加熱した．8% 分離ゲルで SDS-PAGE を行い，分離したタンパク質をニトロセルロー

ス膜 (GE Healthcare, Piscataway Township, NJ, USA)に電気的に転写した．メンブレンは 5% スキムミ

ルクを含む TBS-T (20 mM Tris-Cl pH 7.6, 137 mM NaCl, 0.1 % Tween 20)で 1 時間ブロッキング後，

TBS-T で 10 分間 3 回洗浄した．1 次抗体を 1g/ml になるよう TBS-T で希釈し，室温で 3-4 時間メ

ンブレンと反応させた．メンブレンを TBS-T で 10 分間 3 回洗浄後，ペルオキシダーゼコンジュゲ

ート 2 次抗体に室温で 1 時間反応させた．TBS-T で 10 分間 3 回洗浄後，ECL-prime ウェスタンブロ

ッティング検出システム (GE Healthcare, Piscataway Township, NJ, USA)を用いて発光させ，冷却 CCD

化学発光イメージアナライザー(EZ capture MG; ATTO, Tokyo, Japan)で検出した．得られたバンドの

シグナル強度を CS Analyzer ver.3.0 (ATTO, Tokyo, Japan)により定量した． 

 

免疫沈降 

全長の GluD1 および GluD2 cDNA を pCAGGS ベクターにサブクローニングした発現ベクターを

Lipofectamine LTX and plus regents により HEK293 細胞に導入し，24 時間培養後，complete Mini を添

加した 1% NP40 溶液(1% Nonidet P40 (NP40), 50 mM Tris-Cl, pH 7.4, 250 mM NaCl, 5 mM EDTA, 50 mM 

NaF, 1 mM Na3VO4, and 0.02% NaN3; Thermofisher Scientific Inc., Waltham, MA, USA)にて可溶化した．

1 時間回転混合後，10,000 x g, 10 分間遠心分離し，上清を得た．マウス脳の大脳皮質と海馬を併せて
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調製した P2 画分を，complete Mini を添加した 1% NP40 溶液で可溶化し，4℃で 1 時間回転混合後，

540,000 x g, 30 分間遠心分離し上清を得た．脳試料の上清のタンパク質濃度は BCA Protein Assay 

Reagent で測定し，1mg/ml となるように調製した．Protein G Dynabeads (Thermofisher Scientific Inc.)に

コンジュゲートした Normal rabbit IgG，GluD1，GluD2 抗体を，濃度が HEK293 細胞で 1.3g/ml, 大

脳皮質海馬P2画分で 2.7g/mlになるよう添加し 4℃で 1時間反応させた．抗体ビーズは洗浄液(0.05% 

Triton X-100, 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 100 mM NaCl)で 6 回洗浄後，SDS サンプル溶液で溶出し免疫沈

降物とした． 

 

結果 

抗 GluD 抗体の特異性 

抗体の特異性はノックアウトマウスを用いて確認した(図 1)．大脳皮質，海馬，小脳のホモジネー

ト画分において，抗 GluD1 抗体により野生型では GluD1 のバンドが予測分子量位置(113 kDa)に検出

され，GluD1-KO マウスではそのバンドは消失した．抗 GluD2 抗体により野生型では GluD2 のバン

ドが予測分子量位置(114 kDa)に検出され，GluD2-KO マウスでそのバンドは消失した．これら特異的

な抗 GluD1 抗体および抗 GluD2 抗体を用いて，以下の実験をおこなった． 

 

キメラタンパク質を用いた抗 GluD 抗体の抗体力価の測定  

ウェスタンブロット法でタンパク質の量を比較するためには，抗体の抗体力価を考慮する必要が

ある．そこで，抗 GluD1 抗体と抗 GluD2 抗体の力価を標準タンパク質に抗原ペプチドを融合したキ
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メラタンパク質により決定した．キメラタンパク質は，AMPA 型グルタミン酸サブユニット GluA2

の C 末端側細胞内領域を GluD1 または GluD2 に置換したものである（図 2A）．抗 GluD1 抗体およ

び抗 GluD2 抗体は C 末端側を，抗 GluA2 抗体は N 末端側を認識するため，これらキメラタンパク

質を標準物質として用いることで抗 GluA2 抗体を基準とした抗 GluD 抗体の抗体力価を測定するこ

とが可能となる．各キメラタンパク質を抗 GluA2 抗体，抗 GluD 抗体で検出し，そのシグナル値か

ら標準曲線を作製した．キメラタンパク質に対して抗 GluA2 抗体と抗 GluD2 抗体のシグナル値が同

程度になるようにキメラタンパク質の濃度を調整し，そのタンパク質量とシグナル値が直線的であ

ることを確認し定量に用いた．図2Bを例にとると，各抗体のシグナル値の傾きから得られた抗GluD1

抗体および抗 GluD2 抗体の抗体力価は GluA2 に対してそれぞれ 14.4 および 30.8 であった． 

 

マウス脳における GluD サブユニットの存在量 

ウェスタンブロット時に検出されるサンプルのシグナルは，複雑な実験工程を経るごとに変化す

るため，キメラタンパク質と脳試料の標準曲線は実験毎に作成した．図 3 に測定例を示す．小脳 PSD

画分における GluD1 の存在量を測定するために，キメラタンパク質 GluA2D1 および小脳 PSD 画分

を抗 GluA2 抗体および抗 GluD2 抗体により検出し，バンドのシグナル値から標準曲線を作成した．

各抗体で検出されたシグナル値が同じシグナル強度になるようタンパク質濃度を調整した（図3B）．

これら標準曲線から得られた傾きの比を抗体力価で補正することで，GluA2 に対する GluD1 の存在

比率を求めた．GluD2 も同様に，キメラタンパク質 GluA2D2 を用いて各脳試料中の GluD2 の存在比

率を測定した． 
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内在の GluA2 タンパク質を基準として，大脳皮質，海馬，小脳のホモジネート画分，マイクロソ

ーム画分，シナプトソーム画分，PSD 画分における GluD1 と GluD2 の存在比率を算出した（図 4）．

ホモジネート画分は総タンパク質量，マイクロソーム画分は小胞体やゴルジ体を多く含む画分，シ

ナプトソーム画分はプレおよびポストを含むシナプスを多く含む画分，PSD 画分はシナプトソーム

画分から興奮性のポストシナプスに特徴的なシナプス後肥厚(PSD)を多く含む画分である．GluA2 を

100％とした時の GluD1 と GluD2 の存在比率は，大脳皮質のホモジネート画分ではそれぞれ 7.1 ± 

0.8%, 3.4 ± 0.3%，マイクロソーム画分では 8.2 ± 0.9%, 3.3 ± 0.3%，シナプトソーム画分では 9.7 ± 0.6%, 

4.4 ± 0.6%，PSD 画分では 2.5 ± 0.3%, 2.5 ± 0.2%であった(n=3，数値 ± SD)．同様に，海馬のホモジネ

ート画分ではそれぞれ 5.0 ± 0.2%, 2.5 ± 0.5%，マイクロソーム画分では 8.3 ± 0.5%, 3.6 ± 0.8%，シナ

プトソーム画分では 7.6 ± 0.7%, 2.7 ± 0.3%，PSD 画分では 3.1 ± 0.3%, 1.8 ± 0.4%であった(n=3-5)．同

様に，小脳のホモジネート画分では 16.1 ± 1.6%, 168 ± 27%，マイクロソーム画分では 10.4 ± 1.8%, 127 

± 15%，シナプトソーム画分では 11.6 ± 1.0%, 255 ± 46%，PSD 画分では 7.6 ± 0.1%, 163 ± 12%であっ

た(n=3)．各脳画分の GluD1 と GluD2 は，それぞれ GluA2 の 16%以下と少なく，小脳 GluD2 は GluA2

より多いことが明らかとなった．GluD1 と GluD2 の存在量を比較すると，小脳では各画分の GluD2

は GluD1 の 10-22 倍と非常に多く発現していた．大脳皮質や海馬では，各画分では GluD1 は GluD2

の 1-2 倍発現しており，小脳に比べると GluD サブユニットは等量に発現していることが明らかとな

った． 

次に，脳領域間の GluD サブユニットの存在比を決定した．まず，各脳領域間の GluA2 の発現比

を測定した．図 3A に示した GluA2 抗体で検出したバンドのシグナル値を用いて，キメラタンパク
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質 GluA2D1 を基準に各脳試料中の GluA2 の存在比を算出した．大脳皮質ホモジネート画分の GluA2

を 1.0 とした時の，各脳領域細胞画分の GluA2 の発現パターンを示す（図 5A）．大脳皮質ではホモ

ジネート画分，マイクロソーム画分，シナプトソーム画分，PSD 画分の GluA2 は 1.0 ± 0.39，0.9 ± 

0.09，1.7 ± 0.27，6.1 ± 0.42，海馬ではそれぞれ 1.9 ± 0.33，1.6 ± 0.43，2.1 ± 0.15，5.1 ± 0.05，小脳で

はそれぞれ 0.4 ± 0.06，0.4 ± 0.07，1.7 ± 0.19，2.6 ± 0.29 であった(数値 ± SD)．この数値を各脳領域

の細胞画分に当てはめ，大脳皮質の GluD1 を 1.0 としたときの GluD サブユニットの相対的な量比

として算出した(図 5B)．大脳皮質ではホモジネート画分，マイクロソーム画分，シナプトソーム画

分，PSD 画分の GluD1 は 1.0，0.9，2.0，1.9 であり，GluD2 は 0.5，0.4，0.9，1.9 であった．海馬で

はそれぞれの画分で GluD1 は 1.1，1.1，2.0，2.0 であり，GluD2 は 0.6，0.4，0.7，1.2 であった．小

脳ではそれぞれの画分で GluD1 は 0.7，0.5，2.4，2.4 であり，GluD2 は 7.7，5.6，53.5，52.0 であっ

た．GluA2 および GluD1，GluD2 ではマイクロソーム画分への濃縮が認められなかったことから，

これらの分子は細胞内プールの存在する GluN1 などと異なり 18)，細胞内から細胞膜表面へと比較的

滞りなく輸送されることが示唆される．GluA2 は各脳領域においてシナプトソームから PSD に濃縮

しているのに対し，GluD1 はいずれの領域においても PSD への濃縮がみられなかった．GluD2 も

GluA2 に比べるとシナプトソームから PSD への濃縮の程度が弱かった．このことは，GluD サブユニ

ットがエキストラシナプスにも豊富に存在する可能性を示唆する． 
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免疫沈降法による GluD サブユニットの構成 

GluD サブユニットが大脳皮質や海馬で同程度に発現することが明らかとなったことから(図 5)，

GluD サブユニットの存在様式にヘテロメリックな構成があるか免疫沈降法を用いて検証した．

HEK293 細胞に GluD1 および GluD2 を強制発現し，各 GluD 抗体を用いて免疫沈降した．その結果，

抗 GluD1 抗体で免疫沈降すると GluD2 が共沈し，抗 GluD2 抗体で免疫沈降すると GluD1 が共沈し

た(図 6A)．GluD1 と GluD2 がヘテロマー形成する性質をもつことが in vitro で示唆された．次に，マ

ウスの大脳皮質と海馬の粗膜画分（P2 画分）を抗 GluD1 抗体で免疫沈降すると，野生型では GluD2

が共沈し，GluD1-KO マウスではそのバンドは消失した．同様に抗 GluD2 抗体で免疫沈降したとこ

ろ野生型では GluD1 が共沈し，GluD2-KO マウスではそのバンドは消失した．抗ラビット IgG 抗体

でも非特異的なバンドは認められなかった(図 6B)．以上のことから，GluD サブユニットがヘテロメ

リックな構成でマウス脳内に存在することが示唆された． 

 

考察 

本研究では，キメラタンパク質を用いた定量的ウェスタンブロット法によりマウス脳内における

GluD サブユニットの相対的な量比，ならびに免疫沈降法によりデルタ型受容体のサブユニット構成

を明らかにした． 

キメラタンパク質を用いたウェスタンブロットは，複数のタンパク質の量を比較するために有用

な方法の一つである 18)-20)．脳内に広範に発現する GluA2 を標準物質として選択し，成体マウスの大

脳皮質，海馬，小脳における GluD サブユニットの存在量を定量した．その結果，大脳皮質，海馬の

各画分における GluD サブユニット量は GluA2 の 10％以下程度であった．また，小脳の各画分の
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GluD1はGluA2の 7.6%-16.1%と大脳皮質や海馬と比べて大きく変わらないのに対し，GluD2はGluA2

の 127%-255%と突出して多かった．GluD サブユニット間の発現比は，小脳では GluD2 は GluD1 の

10-22 倍と多いが，大脳皮質や海馬ではその差は 1-2 倍と小さかった．興味深いことに，大脳皮質や

海馬のホモジネートにおける総発現量をみると GluD2 は GluD1 より少ない傾向にあるものの，PSD

画分では GluD2 が GluD1 に匹敵するレベルで発現していることが明らかとなった．グルタミン酸受

容体を含む，シナプスに集積する膜タンパク質の多くが細胞内領域での MAGUKS 等との結合によ

りその局在が決定される 24)25)．また近年，カイニン酸受容体の海馬 CA3 領域におけるシナプス局在

化は Cbln ファミリーの類縁分子である C1ql2/3 に依存的であることが示された 26)．GluD1 と GluD2

の細胞内結合分子は異なっていることも知られており，シナプス局在化の効率が異なっていること

を反映しているのかもしれない． 

カイニン酸受容体(GluK2-5)の存在量を同様の手法で測定した報告によると，海馬の PSD 画分で

は，GluA2 に対する GluK サブユニット(GluK2-5)の量は少ない順から GluK4(0.47%)-GluK2 (7.0%)で

あり，小脳の PSD の画分では，GluK4(1.1%)-GluK2 (9.9%)であった 20)．本研究から，海馬の PSD 画

分では，GluD1 は 3.1%と GluD2 は 1.8%，小脳 GluD1 は 7.6%であり，興味深いことに，GluD サブ

ユニットの発現量はカイニン酸受容体とも同程度であることが明らかとなった．小脳における

GluD2 を除き，GluD サブユニットの発現量は GluA2 より少なく，カイニン酸受容体と同レベルであ

ることが示された．高等哺乳動物の中枢神経系における興奮性シナプス伝達を担う主要な受容体で

ある AMPA 型 GluA2 サブユニットの約 1 割，その伝達の調節因子として多様かつ重要な生理機能を

有するカイニン酸型と同程度の量で GluD サブユニットが大脳皮質や海馬に発現していることは，

これらサブユニットが有する分子機能を発揮するに十分な発現量であることが推測される．さらに，

小脳における GluD2 の非常に高い発現量は，平行線維―プルキンエシナプスという脳内で最も多数

存在する特殊なシナプス結合の制御が GluD2 依存的であることを反映していると考えられる．本研

究で開発された GluD サブユニットの定量法を用いることで，より限局した脳部位や神経核におけ
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る GluD サブユニット発現量の詳細を調べることが可能である．このような情報は今後，特定の脳領

域や神経回路における GluD サブユニットが担う生理機能を解明するために有用であると考える． 

大脳皮質や海馬で GluD1 と GluD2 が量的に十分に発現することから，次に，GluD サブユニット

にヘテロメリックな構成をとりうるか調べた．通常，iGluRs はホモあるいはヘテロ 4 量体を形成し，

AMPA 型(GluA1-A4)，NMDA 型(GluN1, GluN2A-2D)，カイニン酸型(GluK1-4)の各サブユニットの構

成がチャネルの性質を決定づける 27)-31)．各 iGluR サブユニットの構成は in vitro 発現系と電気生理学

を組合せた手法や免疫沈降法などにより証明されている 32)-37)．小脳では GluD2 は GluD1 より多く発

現し，4 量体で存在するという報告からも 38)，GluD サブユニットは主にホモメリックな構成をとる

ことが示唆されている．しかし，GluD サブユニットが他の iGluRs のようにヘテロマーを形成し得る

かどうかこれまで検証されていなかった．そこで， HEK293 細胞を用いた強制発現系および大脳皮

質海馬の膜画分でのサブユニット構成を調べた結果，その両方において，GluD1 と GluD2 が共沈し

た．大脳皮質や海馬において GluD1 と GluD2 を共発現する細胞の存在がシングルセル解析でも示さ

れていることからも 11)，両者が部分的にヘテロマーを形成し脳内で機能している可能性は十分考え

られる． 

GluD1 は脳に大脳皮質や海馬，線条体，扁桃体といった情動や記憶学習に関わる領域に発現して

おり 3)11)13)，本解析結果からもカイニン酸受容体と同程度と豊富に発現していることが示唆された．

また GluD1 遺伝子が統合失調症や自閉症などのリスクファクターといったヒトの報告や 39)-43)，その

欠損マウスが社会性や認知機能の低下や情動異常を示すことなどが報告されている 14)15)．一方，

GluD2 はこれまで小脳に着目した研究が主だったが 2)3)6)-10)，本研究から明らかとなった大脳皮質や

海馬における GluD2 の高い発現量は，GluD2 を欠損したヒトにおいて運動失調とともに認められる

認知機能障害 12)の原因が，小脳以外の GluD2 によるものであることを示唆する．高次脳機能に果た

す GluD サブユニットの役割の詳細，ならびに GluD1 と GluD2 の組み合わせに機能的な差異がある

かは今後の研究課題の一つといえるだろう． 
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結論 

デルタ型グルタミン酸受容体サブユニット GluD1 および GluD2 のマウス脳内における発現量を定

量的ウェスタンブロット法により測定した結果，小脳では GluD2 は GluD1 より 10-22 倍と多く発現

した．一方，大脳皮質や海馬では GluD1 は GluD2 の 1-2 倍程度の差であり，GluD2 が GluD2 に匹敵

するレベルで発現していることが明らかとなった．さらに，免疫沈降法によりサブユニット構成を

調べた結果，GluD1 と GluD2 はヘテロマーを形成することが in vitro，in vivo で確認できた．本研究

で開発した定量法を含めた生化学的情報は GluD サブユニットの高次脳機能に果たす役割を解明す

る足がかりとなりうる． 
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図の説明 

図 1 抗 GluD 抗体の特異性の確認 

野生型と各ノックアウトマウスの大脳皮質，海馬，小脳のホモジネート画分(20g/lane)を抗 GluD1

抗体，抗 GluD2 抗体，抗 Actin 抗体で検出した． 

 

図 2 キメラタンパク質を用いた抗体力価の測定 

(A) キメラタンパク質(GluA2D1, GluA2D2)の模式図．GluA2 を基本骨格とし，細胞内 C 末端を GluD1

または GluD2 に置換し作製した． 

(B) 抗 GluA1 抗体を基準にした各抗 GluD 抗体の抗体力価測定法．各キメラタンパク質のタンパク

質量とウェスタンブロットのシグナル値から標準曲線を作成した． 

 

図 3 脳試料中の GluD サブユニットの定量法 

(A) GluA2D1 と小脳 PSD 画分を同一メンブレン上にブロットし，抗 GluD1 抗体および抗 GluD2 抗体

で検出した． 

(B) 各バンドのシグナル値をプロットし作成した標準曲線．GluA2D1 の標準曲線(□ GluD1，■ GluA2)，

脳試料の標準曲線(○ GluD1，● GluA2). 

(C) 抗体力価の計算式（上段）および，脳試料中の GluA2 に対する GluD1 の存在量の計算式（下段）． 
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図 4 GluA2 に対する各領域画分における GluD サブユニットの発現比率 

大脳皮質，海馬，小脳のホモジネート画分，マイクロソーム画分，シナプトソーム画分，PSD 画分

において，GluA2 を 100%とした時の GluD1 と GluD2 の発現比率． 

 

図 5 各脳領域画分間の GluA2 および GluD サブユニットの発現量 

(A) 大脳皮質ホモジネート画分を 1 としたときの各脳領域画分における GluA2 の発現比． 

(B) 大脳皮質ホモジネート画分の GluD1 を 1 としたときの各脳領域画分における GluD1 および

GluD2 の発現比． 

 

図 6 免疫沈降による GluD サブユニットの構成 

(A) HEK293 細胞に GluD1 および GluD2 を強制発現し，各 GluD 抗体で免疫沈降した(10% input)． 

(B) 大脳皮質海馬の粗膜画分を各 GluD 抗体で免疫沈降した(5% input)．GluD1-KO マウスおよび

GluD2-KO マウスをコントロールとして用いた． 
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図 1 抗 GluD 抗体の特異性の確認 
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図 2 キメラタンパク質を用いた抗体力価の測定 
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図 3 脳試料中の GluD サブユニットの定量法 
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図 4 GluA2 に対する各領域画分における GluD サブユニットの発現比率 

  



28 
 

 

 

図 5 各脳領域画分間の GluA2 および GluD サブユニットの発現量 
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図 6 免疫沈降による GluD サブユニットの構成 

 


