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Ⅰ	 課題名	

日本膜性増殖性糸球体腎炎/C3 腎症コホート研究	

Japan	 Membranoproliferative	Glomerulonephritis	/	C3	Glomerulopathy	Cohort	Study	

(J-MPGN/C3-CS)	

	

Ⅱ	 研究組織	

１	 研究責任者（所属・職名・氏名）	

名古屋大学大学院医学系研究科腎不全システム治療学寄附講座	

	 寄附講座教授	 	 	 	 	 	 水野	 正司	

	

２	 研究分担者（所属・職名・氏名）	

名古屋大学大学院医学系研究科総合医学専攻病態内科腎臓内科	

	 教授	 	 	 	 	 	 	 丸山	 彰一	

名古屋大学医学部附属病院腎臓内科	

	 講師	 	 	 	 	 	 	 石本	 卓嗣	

名古屋大学大学院医学系研究科附属医学教育研究支援センター特任研究部門	

	 特任講師	 	 	 	 	 	 加藤	 佐和子	

	

３	 共同研究者（所属・職名・氏名）	

旭川医科大学循環呼吸神経病態内科学講座（腎臓内科）	 中川	 直樹	

	

日本腎臓学会	

大阪大学大学院医学系研究科腎臓内科学	 	 	 猪阪	 善隆	

	

日本補体学会	

旭川医科大学医学部微生物学講座	 	 	 	 若宮	 伸隆	

大阪府立成人病センター研究所	 	 	 	 井上	 徳光	

信州大学医学部小児医学教室		 	 	 	 日高	 義彦	

	

	 患者登録を行う共同研究機関は別紙１のとおり	

	

Ⅲ	 研究等の概要	

＜研究の目的・意義・背景＞	

腎病理診断における膜性増殖性腎炎（Membranoproliferative	Glomerulonephritis;	

MPGN）は、しばしば難治性ネフローゼ症候群を呈し、最終的に末期腎不全に陥ることを

経験する。特に原因不明な primary	MPGN については、他のネフローゼ症候群の治療に
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抵抗を示し予後不良である。	

近年、補体活性化の制御異常が、様々な疾患の発症・進展に関与していることがわかっ

てきている。非典型溶血性尿毒症症候群（aHUS）は血栓性微小血管症(TMA)をきたす多

彩な疾患を含み、高度の腎障害を合併するが、そのうち一部の症例では補体活性化制御

因子の遺伝子異常によることが分かってきた。Primary	MPGN の中にも、その一部が C3

腎症として補体異常活性化が原因として注目されている。	

	 C3 腎症の多くは、組織学的には MPGN の形をとることが多く、primary	MPGN	

[type	1,	type	3 と dense	deposit	disease	(DDD)]の一部を占めていると考えられる。

しかし、C3 腎症については、発生頻度、発症機序の詳細、診断方法、治療方法、予後

などの点や、腎病理変化と補体異常との関連について不明な点が多い。特に日本での研

究は少なく多くの点が不明である。	

	 そこで今回の研究では、日本腎臓学会難治性ネフローゼ症候群ワーキングルー

プ、日本補体学会と協力し、primary	MPGN、特に補体活性化異常を伴う C3 腎症に注目

しコホート研究を行うためのレジストリーシステムを立ち上げることになった。	

本研究では、J-MPGN/C3-CS を構築し、日本における primary	MPGN、特に補体関連疾患

である C3 腎症の診断、発生頻度について調査するとともに、生体試料を収集し当疾患

の機序解明を行うことを目的としている。	

	

＜研究の科学的合理性の根拠＞	

膜性増殖性糸球体腎炎（MPGN）、および C3 腎症は希少疾患であり、腎予後不良である。	

この疾患の原因を究明するためには、日本腎臓学会、日本補体学会が協力し、レジスト

リーシステムを構築し広く症例を集積する必要がある。また、これにより現在原因不明

とされていた腎疾患、腎不全の病態が明らかになる可能性がある。	

	

＜研究の対象＞	

１	 研究対象者の選択基準	

・本研究参加施設で腎生検を施行し、病理組織学的に膜性増殖性糸球体腎炎（MPGN）、

および C3 腎症を含む類縁疾患に分類されるもの。	

・文書による同意が得られた方。	

・年齢、性別は問わない。	

	

２	 除外基準	

・２次性の MPGNであることが明らかなもの。	

	

３	 目標症例数	

目標症例数は設定しない。	
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設定根拠	

膜性増殖性糸球体腎炎（MPGN）、および C3 腎症は希少疾患であり、日本において発症す

る膜性増殖性糸球体腎炎（MPGN）、C3 腎症の可能な限り多数の登録を目指すレジストリ

ーであるため。	

	

４	 取得する試料・情報	

A.	人体から取得される試料	

■血液材料	

利用目的：分離した血清、血漿より以下の補体活性化産物等蛋白の測定を行う。	

白血球成分から DNAを抽出し遺伝子解析を行う。	

l 補体活性化産物、関連自己抗体（sC5b-9,	 C3,	C4,	C3a,	C5a,	H因子、プロパ

ジン、C3	nephritic	factor,	抗 C3 関連抗体、抗 H 因子抗体、抗プロパジン抗

体）等の測定	

＊将来、本研究目的でさらに検査項目が追加される可能性があるが、その際には改

めて倫理委員会の承認を得る予定である。	

	

採血量：10	 mL/例	 	 	

採血回数：登録時に検体提出を行う。その後必要に応じて（補体活性化産物蛋白

の異常が確認され、経時的変化を見る時など）追加採血が行われることがあるが、

２回/年を超えない。	

採血方法：診療上採血が必要な際に、通常の採血法にて採取する。	

侵襲性の有無とその理由：侵襲性はない。	

	

■その他（	 	 	 尿	 	 ）	

利用目的：上記補体活性化産物等、尿中蛋白の測定	

数量：	 10	mL/例	 	 	

採取回数：登録時に検体提出を行う。その後必要に応じて（補体活性化産物蛋白

の異常が確認され、経時的変化を見る時など）追加採尿が行われることがあるが、

２回/年を超えない。	

採取方法：自然尿を提出していただく。	

侵襲性の有無とその理由：侵襲性はない。	

	

・上記材料の採取期間	 	 	 研究実施承認日〜	 	 2030 年	 12	 月	 31	 日	

・試料の保管場所	 名古屋大学大学院医学系研究科腎不全システム治療学寄附講座	

・新規採取試料	
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B.	収集する診療情報等	 	

■カルテから転記する項目	

1)	 患者背景	

a.	性別、年齢	

b.	家族歴、既往歴、合併症	

c.	治療内容		

2)	 臨床所見および検査	

a.	腎生検（腎組織所見）	

b.	体格、身体所見	

c.	尿所見	 随時尿：沈査、定性、定量（蛋白濃度、生化学、電解質など）、	

蓄尿:尿量、定量（蛋白濃度、生化学、電解質など）	

d.	血液検査	 末梢血、生化学、免疫学的検査、血液ガス分析	

e.	画像診断	

3)	 評価項目	

a.	透析導入、死亡（死因）入院率	

	

・上記診療情報等の収集期間	 	 研究実施承認日〜	 	 2030 年	 12	 月	 31	 日	

・診療情報等の保管場所	 大学院医学系研究科腎不全システム治療学寄附講座	

	

C.	対象とする遺伝子名	

補体関連遺伝子（72 遺伝子）、凝固・線溶系関連遺伝子（43遺伝子）	

別紙１の通り	

＊日本補体学会にて進められている「新しい補体検査システムの構築による補体関

連疾患の包括的登録と治療指針確立」研究にて解析されている遺伝子に準ずる。	

＊遺伝子解析を行わず、症例登録のみ、症例登録、血液・尿中蛋白測定のみで共同

研究機関として参加する場合も可能とする。	

	

＜研究期間＞	

実施承認日から 2032 年 1 月 30日まで	

	

＜研究方法＞	

１	 研究方法	

多施設共同の中央登録による前方向+後向きコホート研究	

登録方法	

1)	研究分担施設は、各施設の倫理委員会に研究計画実施の承認を得る。	
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2）承認がえられたら研究事務局へ承認証の写しを提出する。プロトコールの承認を事

務局で確認した後に、登録が可能となる。	

<連絡先>名古屋大学院医学系研究科腎不全システム治療学寄附講座	 水野正司	

（FAX:(052)	744-2209、mail:	mmizu@med.nagoya-u.ac.jp）	

3)	本研究参加施設で腎生検を施行し、病理組織学的に膜性増殖性糸球体腎炎（MPGN）、

および C3 腎症を含む類縁疾患に分類された方で、コホートへの同意を取得する。	

a 適格患者が発生する度に登録を行う。登録時に症例の個人情報は連結可能匿名

化する。	

b 生物検体の提供の同意が得られた患者については血液、尿を採取し、名古屋大

学へ送付する。	

c 血液、尿の補体関連蛋白の異常（活性異常、制御因子異常等）が確認された患

者は、補体関連遺伝子（72 遺伝子）、凝固・線溶系関連遺伝子（43 遺伝子）の

遺伝子変異について解析を行う。	

4）その後半年ごと、登録例の臨床情報を追跡データとして登録する。	

研究事務局は収集されたデータを解析し公表する。	

	

２	 業務の委託	

□	 なし	

n あり	 （遺伝子解析：ファルコバイオシステムズ（株））	

	

＜使用する研究費＞	

本研究体制の確立の為、一般社団法人日本補体学会が、委託研究費、共同研究費として

集めた資金を使用する。	

	

＜共同研究機関＞	

患者登録を行う各医療施設（共同研究機関）は、各施設の倫理委員会に研究実施計画の

承認を得る。患者登録を行う共同研究機関は、日本腎臓学会、日本補体学会を通じて参

加を呼びかけ、適宜追加される。	

	

＜外部委託＞	

遺伝子解析：ファルコバイオシステムズ（株）	 解析責任者：森木甲子郎	

	

各施設内で連結可能匿名化され名古屋大学院医学系研究科腎不全システム治療学寄附

講座に送付された検体は、名古屋大学院医学系研究科腎不全システム治療学寄附講座に

保管される。	

遺伝子解析が必要な症例は、ファルコバイオシステムズに送付し、遺伝子解析を行う。	
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Ⅳ	 研究の実施場所	

１）患者登録は、腎生検が行われた各医療機関（共同研究機関）。	

２）尿、血液の蛋白の解析は名古屋大学。	

３）遺伝子解析はファルコバイオシステムズに委託。	

４）コホート研究全体は名古屋大学。	

	

Ⅴ	 実施に際しての倫理的配慮について	

Ⅴ－１＜インフォームド・コンセントについて＞	

倫理委員会によって承認された説明文書による説明を行い、文書による同意を得る。	

	

研究実施についての情報公開を行う。	

	

同意取得時には特定できない研究（データおよび検体の二次利用）	

本研究に登録されたデータは、日本補体学会が行っているコホート研究のデータと連結

し、解析を行う可能性がある。	

さらに、本研究に登録されたデータおよび検体は本研究終了後も保存され、現在特定さ

れていない新たな研究に用いられる可能性がある。将来の研究に使用される可能性につ

いては、説明文書に記載されており同意を得る。	

本研究に登録されたデータおよび尿検体を新たな研究に用いる場合には、その目的が本

研究に関連があると判断され、改めて本学医学倫理審査委員会の承認を得た上で実施す

ることする。なお、その際には、本院の院内掲示やホームページ上の掲示により研究内

容を広く世間に公表するが、患者より改めて同意を得ることはしない。	

	

Ⅴ－２＜個人情報の取り扱いについて＞	

１	 個人情報保護の具体的方法	 	

連結可能匿名化を登録施設にて行う。	

連結表は各施設の倫理委員会の指示に合わせて保管する。	

書面は施錠できる棚に保管し、データを保管するパソコンにはパスワードロックをかけ、

盗難、持ち出し、損壊を防止するための対策を講じる。	

	

２	 個人情報管理者	

氏名：加藤	 規利	

資格：医師	

個人情報管理補助者	
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氏名：浅野直子	

資格：臨床検査技師	

	

Ⅴ－３＜同意の撤回＞	

いつでも主治医に申し出ることによって、同意を撤回することが出来る。研究途中での

同意の撤回の申し出があった場合は、試料・資料を廃棄する。しかし、すでにデータベ

ース化されてしまい報告されている場合など撤回できないケースがあることは事前に

説明書に明記されている。	

	

Ⅴ－４＜対象者が未成年又は成人でも十分な判断力がないと考えられる場合への対処

方法＞	

□A	 下記特例を対象にしない。	

■B	 未成年者	

□C	 十分な判断力がない成年者	

□D	 意識のない成年者	

□E	 病名に対する配慮が必要な成年者	

□F	 その他（	 	 	 	 	 	 	 ）	

	

具体的な対処方法：	

■インフォームド・アセントを取得する。	

■保護者・代諾者の署名入りの同意書を保管する。	

	

代諾者の選択方針：親権者	

	

Ⅴ－５＜情報公開遺伝子解析結果の方法＞	

蛋白質学的ならびに遺伝子学的検査の結果は、事務局から、各医療機関の主治医に連絡

する。蛋白質学的検査の結果は主治医より、各施設で参加者に説明される。	

遺伝子解析については、現在、本疾患に特異度が高く、遺伝病として取り扱う十分なデ

ータが存在しない。また、現在疑いのある変異も今後本疾患と関係が無くなる可能性も

ある。この様にあくまで研究レベルの調査であるため、研究参加者が自ら結果の開示を

求めない限り、個々に説明は行わない。	

ただし、自身の結果につき求められた場合は解析結果を開示する。また、自らの意思で

開示を求められた場合にも参考データである旨を伝える。	

	

Ⅴ－６＜遺伝カウンセリング＞ 
本研究の遺伝子解析結果は、原則、遺伝子提供者個人には開示しない。しかし、自らの
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希望により開示した場合、必要に応じて、当該担当者（名古屋大学の場合は、腎臓内科

の遺伝子カウンセリング担当者）が、遺伝カウンセリングを行う。	

 
Ⅴ－７＜地域及び集団への影響＞ 
□あり 
■なし 
	

Ｖ－８＜謝礼・手当＞	

研究参加にともなう謝礼や手当等はない。	

	

Ｖ－９＜費用負担＞	

研究目的で実施する検査について、患者負担は発生しない。	

	

Ⅵ	 既存試料・情報の利用	

利用しない。	

	

Ⅶ	 期待される研究成果あるいは予測される利益	

期待される研究成果：膜性増殖性糸球体腎炎（MPGN）、および C3 腎症の病因病態が明ら

かになり、有効な治療法が開発される。	

	

研究対象者が得られると期待される利益について：この研究の参加にて直接得られる具

体的な利益は期待されない。今後の治療法開発のための社会的貢献のため。	

	

Ⅷ	 予測される危険と不利益とそれに対する配慮・補償	

Ⅷ－１＜研究等によって対象者に生じうる危険と不快に対する具体的配慮＞	

採血のため血管穿刺を行うが、研究用の血液は診療上必要な時に同時に採取されるため、

心理的・身体的負担は極めて少ない。	

	

Ⅷ－２＜対象者に健康被害が生じた場合の補償の有無及び具体的な措置＞	

採血のため血管穿刺を行うが、研究用の血液は診療上必要な時に同時に採取され、万一

健康被害が生じたとしても保険診療の範囲で適切に対処する。	

	

Ⅸ	 研究終了後の試料・情報等の取扱い	

■保管する。 

ア	 試料・情報の名称：血液(DNA、血清)、尿、臨床データ	

イ	 試料・情報の保管場所及び保管方法：名古屋大学院医学系研究科腎不全システム治
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療学寄附講座	

ウ	 試料・情報の管理責任者：水野正司	

エ	 研究対象者等から得た同意の内容：将来にわたって試料・情報を解析する可能性に

ついては、設営文書に記載し同意を得る。	

オ	 保管期間：研究終了より５年間（将来の研究によっては、倫理委員会の承認をへて

さらに延長もある。）	

カ	 使用方法：その目的が本研究に関連があると判断される観察研究に使用される可能

性がある。	

	

匿名化の方法（「廃棄する。」を選択した場合は、削除すること。）	

■連結可能匿名化（理由：	 	 	 臨床情報と照合する可能性があるため	 	 	 ）	

	

バンクへの提供の有無（「廃棄する。」を選択した場合は、削除すること。）	

なし	

	

Ⅹ	 モニタリング・監査	

１	 モニタリング	 	 	

■	 実施しない	

２	 監査	 	 	 	 	 	 	

■	 実施しない	

	 	

ⅩⅠ	 利益相反	

本研究には、企業等との利益相反、特許申請等の利害関係にある団体等は存在しない。	

本研究を統括・運営・データ解析を行う大学院医学系研究科腎不全システム治療学寄附

講座は、製薬会社 Baxter 社がスポンサーとなっている。しかし、本研究は、観察研究

であり、本研究のデータ収集、検体管理、データ解析、報文化などのプロセスにおいて、

その企業とは独立した研究実施体制を確立している。このような体制により特定の企業

に有利な結果が恣意的に誘導されたり、被験者の権利、利益が損なわれたりすることは

ない。	

	

ＸⅡ	 研究対象者等及びその関係者からの相談等への対応	

名古屋大学院医学系研究科腎不全システム治療学寄附講座	 ・	 腎臓内科	

寄附講座	 教授	 水野	 正司	

〒466-8550	 名古屋市昭和区鶴舞町 65	

TEL:(052)744-2205／FAX:(052)	744-2209	

mmizu@med.nagoya-u.ac.jp	
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別紙１	

患者登録施設	

施設名	 研究責任者	

名古屋大学大学院医学系研究科腎臓内科学	 水野	 正司	

旭川医科大学循環呼吸神経病態内科学講座（腎臓内科）	 中川	 直樹	

大阪大学大学院医学系研究科腎臓内科学	 	 猪阪	 善隆	

富山大学第二内科	 山崎	 秀憲	

千葉東病院	 今澤	 俊之	

藤田保健衛生大学腎臓内科	 湯澤	 由紀夫	

愛知医科大学腎臓リウマチ膠原病内科	 伊藤	 恭彦	

公立西知多総合病院腎臓内科	 浅野	 昌彦	

一宮市民病院小児科	 中村	 泰久	

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科腎・免疫・内分泌代謝内科学	 和田	 淳	

熊本中央病院	 永野	 幸治	

あいち小児センター腎臓科	 服部	 義	

山梨大学医学部附属病院	 澤登	 恵美	

聖隷浜松病院	 山本	 雅紀	

市立旭川病院小児科	 中嶋	 雅秀	

京都大学	 遠藤	 修一郎	

八幡製鉄	 山口	 佐歩美	

京都府立医科大学	 玉垣	 圭一	

徳島大学	 香美	 祥二	

名古屋第二赤十字病院	 後藤	 芳充	

茨城県立こども病院	 鈴木	 竜太郎	

杏林大学医学部	 楊	 國昌	

新南陽市民病院	 岡本	 匡史	

北野病院	 遠藤	 知美	

沖縄県立中部病院	 宮里	 均	

獨協医科大学埼玉医療センター	 吉野	 篤範	

淀川キリスト教病院	 吉田	 俊子	

京都山城総合医療センター	 浅井	 修	

神戸大学	 西	 愼一	

倉敷中央病院	 浅野	 健一郎	

群馬大学	 廣村	 桂樹	

埼玉県立小児医療センター	 藤永	 周一郎	



 - 12 - 

順天堂大学医学部附属順天堂医院	 鈴木	 祐介	

東北大学	 宮崎	 真理子	

岩手県立中央病院	 中屋	 来哉	

九州大学	 四枝	 龍佑	

東京都立小児総合医療センター	 幡谷	 浩史	

北海道大学	 西尾	 妙織	

宮崎大学	 藤元	 昭一	

金沢医科大学腎臓内科	 横山	 仁	

東京女子医科大学腎臓小児科	 三浦	 健一郎	

和歌山県立医科大学腎臓内科	 重松	 隆	

昭和大学腎臓内科	 黒木	 亜紀	

静岡県立総合病院	 田中	 聡	

浜松医科大学	 安田	 日出夫	

名古屋市立大学	 濱野	 高行	

山形大学第一内科	 市川	 一誠	

新潟大学	 成田	 一衛	

大阪市立大学第二内科	 仲谷	 慎也	

福岡大学腎臓膠原病内科学	 升谷	 耕介	

東海大学内科学系腎代謝内科学	 和田健彦	

市立四日市病院小児科	 牛嶌克実	

長崎大学病院腎臓内科	 西野友哉	

湘南鎌倉総合病院	 松井賢治	

小松市民病院小児科	 金田尚	

立川相互病院	 杉田悠	

市立砺波総合病院	 作村直人	

大分大学	 池内真代	

熊本中央病院小児科	 永野幸治	

虎ノ門病院分院腎センター内科	 乳原善文	

患者登録を行う共同研究機関は、日本腎臓学会、日学会を通じて参加を呼びかけ、適宜

追加される。	


