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は じ め に 

 

 

 東京大学医学系研究科・医学部年報１２８巻（東京医学２０１４年版）を

お届けします。 

 この年報は医学系研究科・医学部及び医学教育国際協力研究センター、東京

医学会の１年間の活動報告で、研究、教育、診療、及び各種事業が記載されて

います。これは私たちの実績の報告であり、また、自己評価、外部評価の資料

として、毎年 CD-Rom による頒布及びウエブで公表しています。 

 

 東大医学部は創立以来、１５０余年の歴史を持ち、常に医学研究、教育と診

療で我が国を牽引してきましたし、いくつかの分野では世界をリードする成果

をあげています。１０００名を越える大学院生を持つ大きな研究科であり、ま

た、１５０名もの外国人研究者、学生を擁する国際教育研究拠点の一つでもあ

ります。 

 

 今後も高い教育、研究と高度な医療を実現する中で、明日の医学、医療を切

り開く人材の養成に力を尽くしたいと思います。 

 

 

平成２６年１０月 

東京大学大学院医学系研究科長、医学部長 宮 園 浩 平 
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沿     革 

 

安政５年 (1858) ５月 江戸市中の蘭医82名の醵金により神田御玉ヶ池に種痘所が設立された。 

   11月 種痘所は、神田相生町からの出火により類焼したが、伊東玄朴の家な

どで業務を継続した。 

安政６年 (1859) ９月 種痘所を下谷和泉通りに新築し移転した。 

万延元年 (1860)  10月 幕府直轄の種痘所となった。 

文久元年 (1861)  10月 種痘所を西洋医学所と改称し、教育・解剖・種痘に分かれ西洋医学を

講習する所となった。 

文久３年 (1863) ２月 西洋医学所は、医学所と改称された． 

明治元年 (1868) ７月 医学所は、横浜にあった軍事病院を下谷藤堂邸に移し、医学所を含め

て，大病院と称することになった。 

明治２年 (1869) ２月 大病院は、医学校兼病院と改称された。 

   12月 医学校兼病院は、大学東校と改称された。 

明治４年 (1871) ７月 文部省が設置され、大学東校は、東校と改称された。 

明治５年 (1872) ８月 学制が布かれ、東校は、第一大学区医学校と改称された。 

明治７年 (1874) ５月 第一大学区医学校は、東京医学校と改称された。 

明治９年 (1876)  11月 東京医学校は、本郷に移転した。 

明治 10年 (1877) ４月 東京医学校は、東京開成学校と合併し東京大学となり、東京医学校は、

東京大学医学部となった。 

明治 19年 (1886) ３月 東京大学が帝国大学となり東京大学医学部は、帝国大学医科大学とな

った。また、大学院が設置された。 

明治 30年 (1897) ６月 帝国大学は、東京帝国大学となった。 

大正６年 (1917) ８月 文部省医師開業試験附属永楽病院が、本学に移管され東京帝国大学医

科大学附属小石川分院となった。 

大正８年 (1919) ４月 学部制が敷かれ、医科大学は医学部となった。 

昭和６年 (1931) ２月 医学部１号館が竣工した。 

昭和 11年 (1936) １月 医学部脳研究室が、堀越久三郎氏の寄付により発足した。 

   11月 医学部２号館(本館)が竣工した． 

昭和 22年 (1947)  10月 東京帝国大学は、東京大学となった． 

昭和 25年 (1950) ４月 看護養成施設が、医学部附属看護学校と改称設置された． 

昭和 28年 (1953) ４月 衛生看護学科が、設置された。 

  ７月 東京大学に新制の大学院が設置され、生物系研究科医学専門課程博士

課程が設けられた。 

   医学部脳研究室が、医学部附属脳研究施設として制度化された。 

昭和 31年 (1956) ４月 医学部附属助産婦学校が、設置された。 
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昭和 33年 (1958) ４月 医学部薬学科が、薬学部として独立の学部となった。 

  ５月 東京大学医学部創立百年記念式典が挙行された。 

昭和 36年 (1961) ３月 医学部総合中央館(医学図書館)が、東京大学医学部創立百年記念事業の

一つとして竣工した。 

  ４月 医学部附属医用電子研究施設が、設置された。 

昭和 40年 (1965) ４月 医学部附属音声・言語医学研究施設が、設置された。 

   衛生看護学科を改組し，保健学科が設置された。 

   東京大学大学院が改組され、生物系研究科医学専門課程は医学系研究

科となった。 

   医学系研究科に保健学専門課程が、設置された。 

昭和 41年 (1966) ９月 医学部３号館が竣工した。 

昭和 46年 (1971) ４月 医学部附属動物実験施設が、設置された。 

昭和 48年 (1973) ３月 医学部動物実験棟が竣工した。 

昭和 58年 (1983) １月 医学部３号館別棟が竣工した。 

昭和 60年 (1985) ９月 医学部国際交流室が、設置された。 

平成４年 (1992) ４月 保健学科が、健康科学・看護学科となった。 

   医学系研究科に国際保健学専攻が設置された。 

  ７月 医学部放射線研究施設が設置された。 

平成７年 (1995) ４月 大学院講座制への移行に伴い、第三基礎医学、社会医学、第三臨床医

学、第四臨床医学の４専攻を廃止し、病因・病理学、社会医学、生殖・

発達・加齢医学、外科学の４専攻に改組された。 

平成８年 (1996) ４月 大学院講座制への移行に伴い、第一臨床医学、保健学、国際保健学の３専

攻を廃止し、内科学，健康科学・看護学、国際保健学の３専攻に改組され

た。 

平成９年 (1997) ４月 大学院講座制への移行に伴い、第一基礎医学、第二基礎医学、第二臨

床医学の３専攻を廃止し、分子細胞生物学、機能生物学、生体物理医

学、脳神経医学の４専攻に改組された。 

   この改組に伴い、脳研究施設、医用電子研究施設、音声言語医学研究

施設の３施設が廃止された。 

平成 11年 (1999) ４月 医学系研究科に医学科・歯学科・獣医学科以外の学部学科卒業者を対

象とする医科学修士課程が設置された。 

平成 12年 (2000) ４月 東京大学医学教育国際協力研究センターが設置された(学内共同教育

研究施設)。 

平成 13年 (2001) ４月 医学部附属病院分院が医学部附属病院に統合された。 

平成 14年 (2002) ３月 医学部附属看護学校、医学部附属助産婦学校が閉校となった。 

平成 14年 (2002) ３月 医学部教育研究棟（第１期）が竣工した。 

平成 15年 (2003) ４月 疾患生命工学センター設立。 

平成 16年 (2004) ４月 東京大学は、国立大学法人東京大学となった。 
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平成 17年 (2005) ３月 医学部教育研究棟（第２期）が竣工した。 

平成 19年 (2007) ４月 医学系研究科に公衆衛生の専門職大学院（公共健康医学専攻）が設置された。 

平成 20年 (2008) ５月 東京大学医学部・医学部附属病院創立百五十年記念式典が挙行された。 

平成 22年 (2010) ４月 医学部健康科学・看護学科が、健康総合科学科となった。 

平成 23年 (2011) １月 医学系研究科に健康と医学の博物館が、設置された。 

平成 25年 (2013) ４月 東京大学医学教育国際協力研究センター（学内共同研究施設）は、医

学系研究科附属医学教育国際研究センターに改組された。 
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組     織 

 （専攻） （講座） （分野） 

 

 

 

H26.3.31 

細胞生物学  

生体構造学 

細胞構築学 

神経細胞生物学 

神経病理学 

神経生化学 

神経生物学 

統合生理学 

細胞分子生理学 

神経生理学 

放射線診断学（臨床） 

放射線治療学（臨床） 

核医学（臨床） 

発達脳科学 

認知・言語神経科学 

システム脳医学 

こころの発達医学 

精神医学（臨床） 

神経内科学（臨床） 

脳神経外科学（臨床）

分子予防医学 

公衆衛生学 

量子環境医学 

分子生物学 

細胞情報学 

代謝生理化学 

免疫学 

臨床免疫学（臨床） 

細胞分子薬理学 

システムズ薬理学 

微生物学 

感染制御学（臨床） 

システム生理学 

生体情報学 

生体機能制御学 

人体病理学・病理診断学 

分子病理学 

外科病理学（臨床） 

法医学 

医療情報経済学（臨床） 

感染病態学講座（国立感染症研究所） 

腫瘍病理学講座（国立がん研究センター） 

分子腫瘍学講座（(公)がん研究会がん研究所）

生化学・分子生物学

循環器内科学 

血管病態学 

呼吸器内科学 

消化器内科学 

腎臓内科学 

器官病態内科学

法医学・医療情報経済学

社会予防医学

臨床神経精神医学

基礎神経医学

統合脳医学脳神経医学 

連携講座

社会医学 

生体物理医学 

免疫学

微生物学

病因・病理学 

分子細胞生物学 

機能生物学 

薬理学

細胞生物学・解剖学

生理学

病理学

放射線医学

医用生体工学



 The Tokyo Journal of Medical Sciences. Vol.128, Oct. 2014 5 

 

 

 

 

臨床病態検査医学 

輸血医学 

老年病学 

老化制御学 

皮膚科学 

形成外科学 

口腔外科学 

整形外科学 

眼科学 

耳鼻咽喉科学 

リハビリテーション医学 

麻酔学 

救急医学 

内分泌病態学 

代謝・栄養病態学 

血液・腫瘍病態学 

アレルギー・リウマチ学 

生体防御感染症学 

ストレス防御・心身医学 

小児科学 

発達発育学 

小児外科学 

小児腫瘍学 

生殖内分泌学 

生殖腫瘍学 

周産期医学 

分子細胞生殖医学 

呼吸器外科学 

心臓外科学 

消化管外科学 

肝胆膵外科学 

泌尿器外科学 

人工臓器・移植外科学 

腫瘍外科学 

血管外科学 

代謝栄養・内分泌外科学 

感覚・運動機能医学

内科学 

臓器病態外科学

生体管理医学

健康科学

健康社会学 

精神保健学 

疫学・予防保健学 

健康学習・教育学 

健康増進科学 

生物統計学 

医療倫理学 

看護体系・機能学 

看護管理学 

家族看護学 

地域看護学 

行政看護学 

臨床看護学

予防看護学

成人看護学 

緩和ケア看護学 

母性看護学・助産学 

精神看護学 

老年看護学 

創傷看護学 

大学院医学系 
研究科 

生殖・発達・ 

加齢医学 

病態診断医学 

産婦人科学

小児医学

生体防御腫瘍内科学

加齢医学

外科学 

健康科学・看護学 
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薬剤疫学 

骨・軟骨再生医療 

軟骨・骨再生医療（富士ソフト） 

臨床分子疫学（田辺三菱製薬） 

免疫細胞治療学（メディネット） 

腎疾患総合医療学 

統合的分子代謝疾患科学 

先端臨床医学開発 

加圧トレーニング･虚血循環生理学 

健康医科学創造 

関節疾患総合研究 

医療経営政策学 

コンピュータ画像診断学／予防医学 

臨床運動器医学 

医療安全管理学（東京海上日動） 

分子循環代謝病学（第一三共株式会社） 

医療品質評価学 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際社会医学

国際生物医科学

国際保健学 

国際保健政策学 

国際地域保健学 

人類遺伝学 

発達医科学 

人類生態学 

生物医化学 

生物統計学 

社会予防疫学 

臨床疫学・経済学 

医療コミュニケーション学(臨床) 

精神保健学 

健康教育・社会学 

保健社会行動学 

健康増進科学 

医療倫理学 

健康医療政策学 

医療情報システム学（臨床） 

臨床情報工学 

法医学・医事法学 

公共健康医学 行動社会医学

分子病態医科学部門 

構造生理学部門 

再生医療工学部門 

臨床医工学部門 

健康環境医工学部門 

動物資源学部門 

放射線分子医学部門 

附属疾患生命工学 
センター 

動物資源研究領域 

放射線研究領域 

医工情報研究領域 

研究基盤部門

医学教育部門 

医学教育国際協力学部門 

疫学保健学

医療科学

寄付講座 

医科学（修士） 

医学図書館 

国際交流室 

ＭＤ研究者育成プログラム室 

健康と医学の博物館 

研究倫理支援室 

ライフサイエンス研究機器支援室 

附属医学教育国際
研究センター 

研究科内施設 
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抗加齢医学 

臨床疫学研究システム学 

臨床試験データ管理学 

薬理動態学 

ユビキタス予防医学 

関節機能再建学 

重症心不全治療開発 

分子脳病態科学 

慢性腎臓病（ＣＫＤ）学 

分子構造・動態学（日本電子・ツァイス） 

分子血管内分泌学 

ゲノム医学 

コンチネンス医学 

分子精神医学 

ライフサポート技術開発学（モルテン） 

総合滅菌システム管理学 

ユースメンタルヘルス 

分子創薬・代謝制御科学 

先端腎臓・再生医学 

超高齢社会 感覚認知運動機能医学 

健康と人間の安全保障(AXA) 

肺高血圧先進医療研究学 

免疫療法管理学 

慢性腎臓病（CKD）病態生理学（協和発酵キリン株式会社） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会連携講座 

附属疾患生命工学センター 事務室 

細胞生物学・解剖学 

生化学・分子生物学 

生理学 

薬理学 

病理学 

微生物学 

免疫学 

放射線医学 

医用生体工学 

基礎神経医学 

統合脳医学 

臨床神経精神医学 

社会予防医学 

医学原論・倫理学 

法医学・医療情報経済学 

器官病態内科学 

生体防御腫瘍内科学 

病態診断医学 

（学科） 
 
医学科 

事務組織 

医学部 

医学系研究科・ 

医学部 

事務部

健康空間情報学 

リピドミクス 

脂肪細胞機能制御学 

アドバンスト ナーシング テクノロジー

総務係 

人事係 

研究支援係 

教務係 

大学院係 

財務係 

契約係 

外部資金係 

経理係 

施設係 

図書受入係 

図書整理係 

情報サービス係 
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老年看護学 

家族看護学 

地域看護学 

基礎看護学 

成人保健・看護学 

精神衛生・看護学 

保健社会学 

保健管理学 

疫学・生物統計学 

人類生態学 

保健栄養学 

母子保健学 

母性看護学・助産学 

健康総合科学科 

一般外科 

胃・食道外科 

大腸・肛門外科 

肝・胆・膵外科 

血管外科 

乳腺・内分泌外科 

人工臓器・移植外科 

心臓外科 

呼吸器外科 

脳神経外科 

麻酔科・痛みセンター 

泌尿器科・男性科 

女性外科 

外科診療部門

内科診療部門

医学部 
附属病院 

皮膚科・皮膚光線レーザー科 

眼科・視覚矯正科 

整形外科・脊椎外科 

耳鼻咽喉科・聴覚音声外科 

リハビリテーション科 

形成外科・美容外科 

顎口腔外科・歯科矯正歯科 

総合内科 

循環器内科 

呼吸器内科 

消化器内科 

腎臓・内分泌内科 

糖尿病・代謝内科 

血液・腫瘍内科 

アレルギー・リウマチ内科 

感染症内科 

神経内科 

老年病科 

心療内科 診療部門 
・診療科 

感覚・運動機能科
診療部門 

産婦人科学 

小児医学 

加齢医学 

臓器病態外科学 

感覚・運動機能医学 

生体管理医学 
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材料管理部 

集中治療部 

病理部 

角膜移植部 

無菌治療部 

光学医療診療部 

血液浄化療法部 

地域医療連携部 

感染制御部 

企画情報運営部 

大学病院医療情報ネットワーク研究センター 

臓器移植医療部 

環境安全管理室 

こころの発達診療部 

組織バンク 

検診部 

がん相談支援センター 

パブリック・リレーションセンター 

国立大学病院データベースセンター 

外来化学療法部 

病歴管理部 

救命救急センター 

緩和ケア診療部 

小児医療センター 

災害医療マネジメント部 

国際診療部 

病態栄養治療部 

臨床研究支援センター 

２２世紀医療センター 

ティッシュ・エンジニアリング部 

医工連携部 

トランスレーショナルリサーチセンター 

ゲノム医学センター 

早期・探索開発推進室 

薬剤部 

看護部 

事務部 

検査部 

手術部 

放射線部 

救急部 

輸血部 

総合周産期母子医療センター 

リハビリテーション部 

医療機器管理部  

中央施設部門

総務課 

管理課 

経営戦略課 

医事課 

臨床研究部門

小児科 

小児外科 

女性診療科・産科 

小児・周産・女性科
診療部門 

放射線科 

精神神経科診療部門

放射線科診療部門

精神神経科 
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入退院センター 

キャンサーボード 

バスキュラーボード

入院診療運営部

外来診療運営部

中央診療運営部

診療運営組織

人事部
地域連携型高度医療
人養成推進センター

企画経営部

研究支援部

運営支援組織

医療評価室 

医療安全対策センター 

感染対策センター 

患者相談・臨床倫理センター 

医療評価・安全部

教育・研修部 総合研修センター 

接遇向上センター 
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職 員 名 簿 

平成２６年３月１６日現在 

大学院医学系研究科 

専攻・講座・分野 教   授 准 教 授 講   師

分子細胞生物学専攻 

細胞生物学・解剖学講座 

細胞生物学 武 井 陽 介

生体構造学 吉 川 雅 英 八 木 俊 樹

細胞構築学 金 井 克 光 本 間 典 子

神経細胞生物学 岡 部 繁 男 岩 﨑 広 英

生化学・分子生物学講座 

分子生物学 水 島  昇 神 野 茂 樹

細胞情報学 間 野 博 行 中 村 元 直

代謝生理化学 栗 原 裕 基 栗 原 由紀子

機能生物学専攻 

生理学講座 

統合生理学 宮 下 保 司 平 林 敏 行

細胞分子生理学 森  憲 作 山 口 正 洋

神経生理学 狩 野 方 伸 喜多村 和 郎

薬理学講座 

細胞分子薬理学 飯 野 正 光 大久保 洋 平

システムズ薬理学 上 田 泰 己 田 井 中 一 貴

病因・病理学専攻 

病理学講座 

人体病理学・病理診断学 深 山 正 久 柴 原 純 二

牛 久 哲 男

  分子病理学 宮 園 浩 平 鯉 沼 代 造  

外科病理学（臨床） 

微生物学講座 

微生物学 畠 山 昌 則 紙 谷 尚 子

感染制御学（臨床） 森 屋 恭 爾

免疫学講座 

免疫学 高 柳  広

臨床免疫学（臨床） 

連携講座 

感染病態学講座 (委嘱 )渡邉治雄

（国立感染症研究所） 

腫瘍病理学講座 (委嘱 )中釜 斉

  （国立がん研究センター）  
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専攻・講座・分野 教   授 准 教 授 講   師

分子腫瘍学講座 (客員 )中村卓郎

（(公)がん研究会がん研究所） 

生体物理医学専攻 

放射線医学講座 

放射線診断学（臨床） 大 友  邦 國 松  聡 森 墾

放射線治療学（臨床） 中 川 恵 一

核医学（臨床） 百 瀬 敏 光

医用生体工学講座 

システム生理学 山 本 希美子

生体情報学 浦 野 泰 照

生体機能制御学 阿 部 裕 輔 磯 山  隆

脳神経医学専攻 

基礎神経医学講座 

神経病理学 岩 坪  威

神経生化学 尾 藤 晴 彦

神経生物学 廣 瀬 謙 造

統合脳医学講座 

発達脳科学 

認知・言語神経科学 坂 井 克 之

システム脳医学 

こころの発達医学 金 生 由紀子

臨床神経精神医学講座 

精神医学（臨床） 笠 井 清 登 山 末 英 典

垣 内 千 尋

神経内科学（臨床） 辻  省 次 後 藤  順

脳神経外科学（臨床） 齊 藤 延 人 中 冨 浩 文

社会医学専攻 

社会予防医学講座 

分子予防医学 松 島 綱 治 上 羽 悟 史

公衆衛生学 (兼)小林廉毅 (兼)豊川智之

量子環境医学 

法医学・医療情報経済学講座 

法医学 (兼) 吉 田 謙 一 (兼)新谷  香

医療情報経済学（臨床） (兼) 大江和 彦 美 代 賢 吾

内科学専攻 

器官病態内科学講座

循環器内科学 小 室 一 成 眞 鍋 一 郎

血管病態学 
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専攻・講座・分野 教   授 准 教 授 講   師

呼吸器内科学 長 瀬 隆 英 大 石 展 也

高 見 和 孝

消化器内科学 小 池 和 彦 伊 佐 山 浩 通

腎臓内科学 南 學 正 臣 藤 乘 嗣 泰

生体防御腫瘍内科学講座 

内分泌病態学 (兼)南學正臣

代謝・栄養病態学 門 脇  孝 植 木 浩二郎 山 内 敏 正

血液・腫瘍病態学 黒 川 峰 夫 南 谷 泰 仁

アレルギー・リウマチ学 山 本 一 彦 竹 内 二士夫

生体防御感染症学 四 柳  宏

ストレス防御・心身医学 吉 内 一 浩

病態診断医学講座 

臨床病態検査医学 矢 冨  裕 池 田  均

輸血医学 岡 崎  仁

 

連携講座  

 

分子糖尿病学講座 (客員)春日雅人  

 

（国立国際医療研究センター）  

生殖・発達・加齢医学専攻 

産婦人科学講座 

生殖内分泌学 藤 井 知 行 川 名  敬

生殖腫瘍学 (客員)矢野 哲

周産期医学 山 下 隆 博

分子細胞生殖医学 大 須 賀  穣

小児医学講座 

小児科学 岡   明 滝 田 順 子

発達発育学 北 中 幸 子 三 牧 正 和

小児外科学 岩 中  督 新 井 真 理

小児腫瘍学 (兼) 岩 中  督 (兼)滝田 順 子

加齢医学講座 

老年病学 秋 下 雅 弘 小 川 純 人

老化制御学 浦 野 友 彦

 連携講座  

  成育政策科学講座 (委嘱)森臨太郎  

  （国立成育医療研究センター）  

外科学専攻 

臓器病態外科学講座

呼吸器外科学 中 島  淳

心臓外科学 小 野  稔
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専攻・講座・分野 教   授 准 教 授 講   師

消化管外科学 瀬 戸 泰 之 野 村 幸 世

肝胆膵外科学 國 土 典 宏 長谷川  潔

泌尿器外科学 本 間 之 夫 久 米 春 喜

西 松 寛 明

人工臓器・移植外科学 菅 原 寧 彦 阪 本 良 弘

腫瘍外科学 渡 邉 聡 明 北 山 丈 二 須 並 英 二

血管外科学 (兼) 渡 邉 聡明

代謝栄養・内分泌外科学 小 川 利 久

感覚・運動機能医学講座 

皮膚科学 佐 藤 伸 一 門 野 岳 史

菅 谷  誠

形成外科学 光 嶋  勲

口腔外科学 高 戸  毅 須佐美 隆 史

森  良 之

整形外科学 田 中  栄 竹 下 克 志 筑 田 博 隆

河 野 博 隆

眼科学 天 野 史 郎 加 藤  聡

永 原  幸

耳鼻咽喉科学 山 岨 達 也 朝 蔭 孝 宏

岩 崎 真 一

リハビリテーション医学 芳 賀 信 彦

生体管理医学講座 

麻酔学 山 田 芳 嗣 張  京 浩

伊 藤 伸 子

救急医学 矢 作 直 樹 橘 田 要 一

健康科学・看護学専攻 

健康科学講座 

健康社会学 (兼)近藤 尚 己

精神保健学 (兼) 川 上 憲 人 (兼) 島津明人

疫学・予防保健学 (兼) 大橋靖雄 (兼) 松 山  裕

健康学習・教育学 (兼)橋本 英 樹

健康増進科学 (兼)李  廷秀

生物統計学 (兼) 松 山  裕

医療倫理学 (兼)赤林  朗 (兼)瀧本禎之

予防看護学講座 

看護体系・機能学 田 中 真 琴

  看護管理学 (兼) 山 本 則 子  

家族看護学 上別府 圭 子
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専攻・講座・分野 教   授 准 教 授 講   師

地域看護学 永 田 智 子

行政看護学 

臨床看護学講座 

成人看護学 山 本 則 子 高 井 ゆ か り

緩和ケア看護学 

母性看護学・助産学 春 名 めぐみ 松 崎 政 代

精神看護学 (兼) 川 上 憲 人 宮 本 有 紀

老年看護学 真 田 弘 美 仲 上 豪二朗

創傷看護学 (兼)真田弘美

国際保健学専攻 

国際社会医学講座 

国際保健政策学 渋 谷 健 司 西 浦  博

国際地域保健学 神 馬 征 峰 安岡(村田)潤子

国際生物医科学講座

人類遺伝学 徳 永 勝 士 馬 淵 昭 彦

発達医科学 水 口  雅 田 中 輝 幸

人類生態学 渡 邉 知 保 梅 﨑 昌 裕

生物医化学 北 潔 渡 邊 洋 一

公共健康医学専攻 

疫学保健学講座 

生物統計学 大 橋 靖 雄 (兼) 松 山  裕

社会予防疫学 佐々木  敏

臨床疫学・経済学 康 永 秀 生

医療コミュニケーション学（臨床） 木 内 貴 弘 石 川 ひろの

行動社会医学講座 

精神保健学 川 上 憲 人 島 津 明 人

健康教育・社会学 近 藤 尚 己

保健社会行動学 橋 本 英 樹

健康増進科学 李  廷 秀

医療倫理学 赤 林  朗 瀧 本 禎 之

医療科学講座 

健康医療政策学 小 林 廉 毅 豊 川 智 之

医療情報システム学（臨床） 大 江 和 彦 (兼) 美 代賢吾

臨床情報工学 小 山 博 史

法医学・医事法学 吉 田 謙 一 新 谷  香

附属疾患生命工学センター 

分子病態医科学部門 宮 崎  徹 新 井 郷 子

構造生理学部門 河 西 春 郎 高 橋 倫 子
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専攻・講座・分野 教   授 准 教 授 講   師

再生医療工学部門 牛 田 多加志 伊 藤 大 知 秋 本 崇 之

臨床医工学部門 (兼)片岡 一 則 宮 田 完二郎

健康環境医工学部門 遠 山 千 春 大 迫 誠一郎

動物資源学部門 饗 場  篤 中 尾 和 貴

放射線分子医学部門 宮 川  清 鈴 木 崇 彦

細 谷 紀 子

研究基盤部門 

動物資源研究領域 (兼)饗場  篤

放射線研究領域 (兼) 宮 川  清

医工情報研究領域

附属医学教育国際研究センター  

  医学教育学部門 北 村  聖 孫   大 輔

  医学教育国際協力学部門 大 西 弘 高

研究科内施設 

医学図書館 (館長・兼)高戸 毅

国際交流室 (室長・兼)瀬戸泰之 GREEN JOSEPH

丸 山 稔 之

HOLMES CHRISTOPHER

MD 研究者育成プログラム室 (室長・兼)吉川雅英

健康と医学の博物館 (館長・兼)大江和彦

研究倫理支援室 (館長・兼)矢冨 裕

 ライフサイエンス研究機器支援室 (室長)北 芳博  

 

医学部附属病院 

診療科・診療部等 教   授 准 教 授 講   師

内科診療部門 

総合内科 (兼)小池和 彦

循環器内科 (兼)小室一 成 (兼)眞鍋一 郎

山 下 尋 史

渡 辺 昌 文

呼吸器内科 (兼)長瀬 隆 英 (兼) 大石展也

(兼) 高見和孝

消化器内科 (兼)小池和 彦 (兼)伊佐山浩通 多 田  稔

立 石 敬 介

腎臓・内分泌内科 (兼)南學正臣 (兼) 藤乘嗣泰

福 本 誠 二

関  常 司

糖尿病・代謝内科 (兼)門脇  孝 (兼)植木浩二郎 (兼) 山 内 敏 正
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診療科・診療部等 教   授 准 教 授 講   師

血液・腫瘍内科 (兼)黒川峰夫 (兼)南谷 泰仁

荒 井 俊 也

アレルギー・リウマチ内科 (兼) 山 本 一 彦 (兼)竹内二士夫

藤 尾 圭 志

川 畑 仁 人

感染症内科 (兼)四柳  宏

神経内科 (兼) 辻  省 次 (兼) 後 藤  順 清 水  潤

寺 尾 安 生

老年病科 (兼)秋下 雅弘 (兼)小川 純 人 (兼) 浦 野 友 彦

山 口 泰 弘

心療内科 (兼)赤林  朗 (兼) 吉 内 一 浩

(兼)瀧本禎之

外科診療部門 

一般外科 (兼) 國土典宏

胃・食道外科 (兼) 瀬戸泰 之 (兼) 野 村幸世 山 下 裕 玄

大腸・肛門外科 (兼) 渡 邉 聡明 (兼)北山丈二 (兼)須並英 二

  石 原 聡 一 郎

肝・胆・膵外科 (兼) 國土典宏 (兼)長谷川 潔 青 木  琢

血管外科 (兼) 渡 邉 聡明 重 松 邦 広

乳腺・内分泌外科 (兼)小川利久 多 田 敬一郎

人工臓器・移植外科 (兼) 國土典宏 (兼)菅原寧彦 (兼)阪本良弘

心臓外科 (兼)小野  稔 平 田 康 隆

齊 藤  綾

呼吸器外科 (兼) 中 島  淳 村 川 知 弘

脳神経外科 (兼) 齊 藤 延 人 (兼) 中 冨 浩 文 辛  正 廣

武 笠 晃 丈

麻酔科・痛みセンター (兼) 山 田芳嗣 (兼)張  京浩

(兼)伊藤 伸 子

折 井  亮

内 田 寛 治

泌尿器科・男性科 (兼) 本 間 之夫 (兼) 久米春喜 福 原  浩

(兼)西松寛明 藤 村 哲 也

鈴 木 基 文

中 川  徹

女性外科 (兼)大須賀 穣 (兼) 川名  敬 織 田 克 利

平 田 哲 也

感覚・運動機能科診療部門 

皮膚科･皮膚光線レーザー科 (兼)佐藤 伸 一 (兼)門野岳史 浅 野 善 英
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診療科・診療部等 教   授 准 教 授 講   師

(兼)菅谷  誠 桑 野 嘉 弘

眼科・視覚矯正科 (兼)天野史郎 (兼)加藤  聡 蕪 城 俊 克

(兼)永原  幸 臼 井 智 彦

柳  靖 雄

間 山 千 尋

整形外科・脊椎外科 (兼) 田 中  栄 (兼)竹下 克志 (兼)筑田 博 隆

(兼)河野 博 隆 門 野 夕 峰

耳鼻咽喉科・聴覚音声外科 (兼) 山岨達也 (兼)朝蔭孝宏 近 藤 健 二

(兼) 岩崎真一 柿 木 章 伸

二 藤 隆 春

坂 本 幸 士

リハビリテーション科 (兼)芳賀信彦

形成外科・美容外科 (兼) 光嶋  勲 吉 村 浩太郎

顎口腔外科・歯科矯正歯科 (兼) 高戸  毅 (兼)須佐美隆史 小笠原   徹

(兼) 森  良之 西 條 英 人

瀬 戸 一 郎

小児・周産・女性科診療部門 

小児科 (兼) 岡   明 (兼)北中幸子 (兼)三牧正 和

  (兼)滝田 順 子 張 田  豊

土 田 晋 也

犬 塚  亮

小児外科 (兼) 岩 中  督 (兼)新井真理

  藤 代  準

女性診療科・産科 (兼) 藤 井 知 行 (兼) 山 下 隆 博 平 池  修

甲 賀 か を り

永 松  健

精神神経科診療部門 

精神神経科 (兼) 笠 井 清 登 (兼) 山 末 英 典 神 出 誠一郎

(兼) 垣 内 千 尋

放射線科診療部門 

放射線科 (兼) 大 友  邦 (兼) 百 瀬 敏 光 (兼) 森   墾

(兼) 中 川 恵 一 増 谷 佳 孝

(兼) 國 松  聡 井 垣  浩

中央診療施設等 

薬剤部 鈴 木 洋 史 高 田 龍 平

検査部 (兼)矢冨  裕 (兼) 池 田 均 髙 井 大 哉

湯 本 真 人

下 澤 達 雄
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診療科・診療部等 教   授 准 教 授 講   師

大 門 雅 夫

手術部 安 原  洋 深 柄 和 彦 小 松 孝 美

放射線部 (兼) 大 友  邦 佐 藤 次 郎

救急部 (兼)矢作 直 樹 (兼)橘田要一

輸血部 (兼) 岡崎  仁 津 野 寛 和

総合周産期母子医療センター (兼) 藤 井 知 行 高 橋 尚 人 坊 垣 昌 彦

リハビリテーション部 (兼)芳賀信彦 緒 方 直 史

医療機器管理部 住 谷 昌 彦

材料管理部 (兼) 深柄和 彦

集中治療部 (兼)矢作 直 樹 (兼)橘田要一

病理部 (兼) 深 山 正 久 (兼) 柴 原 純 二 森 川 鉄 平

  佐 々 木  毅  

角膜移植部 山 上  聡

無菌治療部 (兼)黒川峰夫 加 藤 元 博

光学医療診療部 藤 城 光 弘

血液浄化療法部 (兼)南學正臣 野 入 英 世 東  剛 司

地域医療連携部 (兼) 笠 井 清 登 長 野 宏一朗

感染制御部 (兼) 森 屋 恭 爾 奥 川  周

企画情報運営部 (兼) 美 代賢吾 田 中 勝 弥

大学病院医療情報ネットワーク研究センター (兼) 木 内 貴弘 (兼)石川ひろの

臓器移植医療部 (兼) 國土典宏 (兼)菅原寧彦

環境安全管理室 (兼) 大西  真

こころの発達診療部 (兼)金生由紀子

組織バンク (兼) 田 村 純 人 (兼) 齊 藤  綾

検診部 (兼) 山崎  力

がん相談支援センター (兼) 野 村幸世

パブリック・リレーションセンター (兼) 渡 邉 聡明

外来化学療法部 (兼) 國土典宏

病歴管理部 (兼) 渡 邉 聡明

救命救急センター 中 島  勧 軍 神 正 隆

緩和ケア診療部 (兼) 中 川 恵 一

小児医療センター (兼) 岩 中  督

  (兼) 岡   明  

災害医療マネジメント部 中 尾 博 之 冨 尾  淳

国際診療部 田 村 純 人

 病態栄養治療部 (兼)矢冨  裕 (兼) 深柄和 彦  

臨床研究支援センター 山  崎   力 荒 川 義 弘

２２世紀医療センター (兼)髙戸  毅
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ティッシュ・エンジニアリング部 (兼)髙戸  毅

医工連携部 (兼)小野  稔

トランスレーショナルリサーチセンター (兼)黒川峰夫

ゲノム医学センター (兼) 辻  省 次

早期・探索開発推進室 (兼) 岩 坪  威 (兼)荒川義弘

人事部 (兼) 齊 藤 延 人

地域連携型高度医療人養成推進センター 森  和 彦

医療評価・安全部 大 西  真

医療評価室 (兼) 大西  真

医療安全対策センター (兼) 中 島  勧 山 本 知 孝

感染対策センター (兼) 森 屋 恭 爾

患者相談・臨床倫理センター (兼)瀧本禎之

 教育・研修部 (兼) 大西  真  

 総合研修センター (兼)北村  聖 木 村 光 利

  (兼) 山岨達也  

 接遇向上センター (兼) 大西  真  

企画経営部 (兼)小池創一

研究支援部 (兼) 齊 藤 延 人

入院診療運営部 (兼) 大西  真

入退院センター 石 井  健

キャンサーボード (兼) 宮 川  清

外来診療運営部 (兼) 笠 井 清 登

中央診療運営部 (兼)矢冨  裕

バスキュラーボード 

 



 The Tokyo Journal of Medical Sciences. Vol.128, Oct. 2014 21 

寄付講座 

所      属 特 任 教 授 特任准教授 特 任 講 師 

薬剤疫学講座 久保田   潔 瀬戸口 聡 子 

骨・軟骨再生医療講座 齋 藤  琢 

軟骨・骨再生医療(富士ソフト)講座 星  和 人 

臨床分子疫学(田辺三菱製薬)講座 後藤田 貴 也 

免疫細胞治療学(メディネット)講座 垣 見 和 宏 

腎疾患総合医療学講座 花 房 規 男 

統合的分子代謝疾患科学講座 

先端臨床医学開発講座 
 

鈴 木 淳 一

赤 澤  宏  

加圧トレーニング・虚血循環生理学講座 中 島 敏 明 安 田 智 洋 

健康医科学創造講座 森 田 啓 行 

関節疾患総合研究講座 吉 村 典 子 

医療経営政策学講座 小 池 創 一 山 本 隆 一 

コンピュータ画像診断学/予防医学講座 
 

林  直 人

宇 野 漢 成 

吉 川 健 啓 
 

臨床運動器医学講座 阿久根   徹 

医療安全管理学(東京海上日動)講座 児 玉 安 司 

分子循環代謝病学(第一三共株式会社)講座 安 東 克 之 

医療品質評価学講座 宮 田 裕 章 

抗加齢医学講座 井 上  聡 

臨床疫学研究システム学講座 小 出 大 介 

臨床試験データ管理学講座 山 口 拓 洋 

薬理動態学講座 樋 坂 章 博 

ユビキタス予防医学講座 鈴 木  亨 

関節機能再建学講座 高 取 吉 雄 茂 呂  徹 

重症心不全治療開発講座 絹 川 弘一郎 

分子脳病態科学講座 岩 田  淳 

分子構造・動態学(日本電子・ツァイス)講座 廣 川 信 隆 

分子血管内分泌学講座 一 色 政 志 

ゲノム医学講座 
 

崔  永 林

山 下 義 博 
河 津 正 人 

コンチネンス医学講座 井 川 靖 彦 
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所      属 特 任 教 授 特任准教授 特 任 講 師 

分子精神医学講座 岩 本 和 也 

ライフサポート技術開発学(モルテン)講座 森  武 俊 

ユースメンタルヘルス講座 荒 木  剛 

分子創薬・代謝制御科学講座 岡 崎 啓 明 

先端腎臓・再生医学講座 菱 川 慶 一 

超高齢社会 感覚認知運動機能医学講座  亀 山 仁 彦 

健康と人間の安全保障(AXA)講座 井 上 真奈美 

肺高血圧先進医療研究学講座  瀧 本 英 樹  

免疫療法管理学講座  神 田 浩 子  

慢性腎臓病（CKD）病態生理学講座 

（協和発酵キリン株式会社） 
 稲 城 玲 子  

 

社会連携講座 

所      属 特 任 教 授 特任准教授 特 任 講 師 

健康空間情報学講座 藤 田 英 雄 

リピドミクス講座 清 水 孝 雄 

脂肪細胞機能制御学講座 脇  裕 典 

アドバンスト ナーシング テクノロジー講座 村 山 陵 子 大 江 真 琴 

 

地域産学官連携科学技術振興事業費補助金 

所      属 特 任 教 授 特任准教授 特 任 講 師 

先端融合領域イノベーション創出拠

点の形成「システム疾患生命科学によ

る先端医療技術開発」 
 

窪 田 直 人 
 

 

科学技術人材育成費補助金 

イノベーション創出若手研究人材養成

「グローバルヘルス政策人材養成講座」   
我喜屋 まり子 

 

受託研究費（再生医療の実現化ハイウェイ） 

所      属 特 任 教 授 特任准教授 特 任 講 師 

再生医療研究における倫理的課題の

解決に関する研究   
田 代 志 門 
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受託研究費（CREST） 

所      属 特 任 教 授 特任准教授 特 任 講 師 

サル大脳認知記憶神経回路の電気生

理学的研究   

大 橋 陽 平 

竹 田 真 己 

 

受託研究費（共同研究費） 

所      属 特 任 教 授 特任准教授 特 任 講 師 

スカルプサイエンスに関する研究 峰 松 健 夫 

 

運営費交付金（特別教育研究経費） 

所      属 特 任 教 授 特任准教授 特 任 講 師 

医療の高度化に対応した医療人養成

推進・新規医療支援分野創成の教育プ

ログラム開発事業 
 

江 頭 正 人 
 

 

運営費交付金（特別経費） 

所      属 特 任 教 授 特任准教授 特 任 講 師 

先端医療シーズの戦略的開発推進－

基礎研究から先端医療開発までのシ

ームレスな開発支援体制の構築－ 
 

小 山 博 之 小 室 美 子 

 

運営費交付金（外国人特任教授等） 

所      属 特 任 教 授 特任准教授 特 任 講 師 

卒前・卒後臨床教育法の研究・研究指

導および医学部生・研修医への臨床教

育 
 

PICKERING 

JOYCE  

 

運営費付金 

所      属 特 任 教 授 特任准教授 特 任 講 師 

外来化学療法部 石 神 浩 徳 

糖尿病・代謝内科 鈴 木  亮 

 

特定事業費（基礎医学研究者育成プロジェクト） 

所      属 特 任 教 授 特任准教授 特 任 講 師 

MD 研究者育成プログラム室 仁 田  亮 
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大学改革推進等補助金（文部科学省 大学改革推進事業） 

所      属 特 任 教 授 特任准教授 特 任 講 師 

がん治療のブレイクスルーを担う医

療人育成（がんプロフェッショナル養

成基盤推進プラン） 
  

山 口 博 紀 

建 石 良 介 

ライフイノベーションを先導するリ

ーダー養成プログラム  
位 高 啓 史 橋 本 唯 史 

 

東京大学国際化拠点整備事業（グローバル３０） 

所      属 特 任 教 授 特任准教授 特 任 講 師 

人類生態学分野 Stickley Andrew Mark 

 

早期・探索的臨床試験拠点整備事業 

所      属 特 任 教 授 特任准教授 特 任 講 師 

認知症と神経難病・精神疾患の克服を

目指す早期・探索治験拠点  
森 豊 隆 志 

 

 

先端研究助成基金助成金（内閣府 最先端研究開発支援プログラム） 

所      属 特 任 教 授 特任准教授 特 任 講 師 

未解決のがんと心臓病を撲滅する最

適医療開発   
橋 本 誠 一 

 

※平成２６年３月１６日現在、特任教授、特任准教授、特任講師のいずれかが在職する組織のみ記載した。 
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人事異動（平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日） 

 

 

区 分 氏  名 日 付 新 職 名 等 旧 職 名 等 

採 用 康 永 秀 生 H25.4.1 
東京大学大学院医学系研究科 

臨床疫学・経済学教授 

東京大学大学院医学系研究科 

特任准教授 

採 用 岡   明 H25.4.1 
東京大学大学院医学系研究科 

小児科学教授 

杏林大学医学部 

主任教授 

採 用 佐々木 毅 H25.4.1 
東京大学医学部附属病院 

病理部准教授 

横浜市立大学附属市民総合医療 

センター准教授 

採 用 田井中一貴 H25.4.1 
東京大学大学院医学系研究科 

システムズ薬理学講師 

理化学研究所生命システム研究 

センター研究員 

採 用 平 田 康 隆 H25.4.1 
東京大学医学部附属病院 

心臓外科講師 

国立成育医療研究センター 

医員 

昇 任 尾 藤 晴 彦 H25.4.1 
東京大学大学院医学系研究科 

神経生化学教授 

東京大学大学院医学系研究科 

神経生化学准教授 

昇 任 牛 久 哲 男 H25.4.1 
東京大学大学院医学系研究科 

人体病理学・病理診断学准教授 

東京大学医学部附属病院 

病理部助教 

昇 任 本 村  昇 H25.4.1 
東京大学大学院医学系研究科 

心臓外科学准教授 

東京大学医学部附属病院 

心臓外科講師 

昇 任 上 羽 悟 史 H25.4.1 
東京大学大学院医学系研究科 

分子予防医学講師 

東京大学大学院医学系研究科 

分子予防医学助教 

昇 任 南 谷 泰 仁 H25.4.1 
東京大学大学院医学系研究科 

血液・腫瘍内科学講師 

東京大学医学部附属病院 

血液・腫瘍内科助教 

昇 任 山 下 裕 玄 H25.4.1 
東京大学医学部附属病院 

胃・食道外科講師 

東京大学医学部附属病院 

胃・食道外科助教 

昇 任 坊 垣 昌 彦 H25.4.1 
東京大学医学部附属病院 

総合周産期母子医療センター講師

東京大学医学部附属病院 

女性診療科・産科助教 

昇 任 森 川 鉄 平 H25.4.1 
東京大学医学部附属病院 

病理部講師 

東京大学医学部附属病院 

病理部助教 

昇 任 安 東 治 郎 H25.4.1 
東京大学医学部附属病院 

マネジメント領域講師 

東京大学医学部附属病院 

集中治療部助教 

昇 任 石 井  健 H25.4.1 
東京大学医学部附属病院 

マネジメント領域講師 

東京大学医学部附属病院 

集中治療部助教 

昇 任 山 本 知 孝 H25.4.1 
東京大学医学部附属病院 

医療安全対策センター講師 

東京大学医学部附属病院 

神経内科助教 
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区 分 氏  名 日 付 新 職 名 等 旧 職 名 等 

配 置 換 北 村  聖 H25.4.1 

東京大学大学院医学系研究科 

附属医学教育国際研究センター 

医学教育学部門教授 

東京大学医学教育国際協力研究 

センター教授 

配 置 換 孫  大 輔 H25.4.1 

東京大学大学院医学系研究科 

附属医学教育国際研究センター 

医学教育学部門講師 

東京大学医学教育国際協力研究 

センター講師 

配 置 換 大 西 弘 高 H25.4.1 

東京大学大学院医学系研究科 

附属医学教育国際研究センター 

医学教育国際協力学部門講師 

東京大学医学教育国際協力研究 

センター講師 

配 置 換 小 川 純 人 H25.4.1 
東京大学大学院医学系研究科 

老化制御学講師 

東京大学医学部附属病院 

老年病科講師 

勤 務 換 近 藤 尚 己 H25.4.1 
東京大学大学院医学系研究科 

健康教育・社会学准教授 

東京大学大学院医学系研究科 

臨床疫学・経済学准教授 

勤 務 換 門 野 夕 峰 H25.4.1 
東京大学医学部附属病院 

整形外科・脊椎外科講師 

東京大学医学部附属病院 

医療安全対策センター講師 

採 用 間 野 博 行 H25.4.16 
東京大学大学院医学系研究科 

細胞情報学教授 

自治医科大学 

教授 

昇 任 奥 野 浩 行 H25.4.16 
東京大学大学院医学系研究科 

神経生化学講師 

東京大学大学院医学系研究科 

神経生化学助教 

昇 任 甲賀かをり H25.4.16 
東京大学医学部附属病院 

女性診療科・産科講師 

東京大学医学部附属病院 

女性診療科・産科助教 

辞 職 東  尚 弘 H25.4.30 
国立がん研究センター 

がん政策科学研究部長 

東京大学大学院医学系研究科 

健康医療政策学准教授 

辞 職 小 池 創 一 H25.4.30 
東京大学大学院医学系研究科 

特任教授 

東京大学医学部附属病院 

企画情報運営部准教授 

辞 職 市 川  幹 H25.4.30 
湘南東部総合病院 

血液内科部長 

東京大学医学部附属病院 

血液・腫瘍内科講師 

辞 職 土 肥  眞 H25.4.30 
渋谷内科呼吸器アレルギー 

クリニック院長 

東京大学医学部附属病院 

アレルギー・リウマチ内科講師 

採 用 石原聡一郎 H25.5.1 
東京大学医学部附属病院 

大腸・肛門外科講師 

帝京大学医学部附属病院 

講師 

採 用 東  剛 司 H25.5.1 
東京大学医学部附属病院 

血液浄化療法部講師 

東京都立多摩総合医療センター 

医長 

昇 任 藤 尾 圭 志 H25.5.1 
東京大学医学部附属病院 

アレルギー・リウマチ内科講師 

東京大学医学部附属病院 

アレルギー・リウマチ内科助教 

昇 任 大須賀 穣 H25.5.16 
東京大学大学院医学系研究科 

分子細胞生殖医学教授 

東京大学大学院医学系研究科 

分子細胞生殖医学准教授 
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区 分 氏  名 日 付 新 職 名 等 旧 職 名 等 

昇 任 荒 井 俊 也 H25.5.16 
東京大学医学部附属病院 

血液・腫瘍内科講師 

東京大学医学部附属病院 

血液・腫瘍内科助教 

昇 任 森  和 彦 H25.5.16 

東京大学医学部附属病院 

地域連携型高度医療人養成推進 

センター講師 

東京大学医学部附属病院 

胃・食道外科助教 

採 用 岡 崎  仁 H25.6.1 
東京大学大学院医学系研究科 

輸血医学教授 

日本赤十字社血液事業本部 

研究開発部長 

採 用 西 浦  博 H25.6.1 
東京大学大学院医学系研究科 

国際保健政策学准教授 
 

昇 任 美 代 賢 吾 H25.6.1 
東京大学大学院医学系研究科 

医療情報経済学准教授 

東京大学医学部附属病院 

企画情報運営部講師 

昇 任 滝 田 順 子 H25.6.16 
東京大学大学院医学系研究科 

小児科学准教授 

東京大学医学部附属病院 

無菌治療部講師 

昇 任 田 村 純 人 H25.6.16 
東京大学医学部附属病院 

国際診療部准教授 

東京大学医学部附属病院 

総合研修センター講師 

辞 職 小 西 清 貴 H25.6.30 
順天堂大学医学部 

教授 

東京大学大学院医学系研究科 

統合生理学准教授 

辞 職 渡 部 徹 郎 H25.6.30 
東京薬科大学 

生命科学部腫瘍医科学教授 

東京大学大学院医学系研究科 

分子病理学准教授 

辞 職 小 室 広 昭 H25.6.30 
上尾中央総合病院 

小児外科長 

東京大学大学院医学系研究科 

小児外科学准教授 

辞 職 奥 野 浩 行 H25.6.30 

京都大学大学院医学研究科 

メディカルイノベーション 

センター特定准教授 

東京大学大学院医学系研究科 

神経生化学講師 

昇 任 新 井 真 理 H25.7.1 
東京大学大学院医学系研究科 

小児外科学講師 

東京大学医学部附属病院 

小児外科助教 

昇 任 田 中 勝 弥 H25.7.1 
東京大学医学部附属病院 

企画情報運営部講師 

東京大学医学部附属病院 

企画情報運営部助教 

昇 任 秋 下 雅 弘 H25.7.16 
東京大学大学院医学系研究科 

老年病学教授 

東京大学大学院医学系研究科 

老年病学准教授 

昇 任 加 藤 元 博 H25.7.16 
東京大学医学部附属病院 

無菌治療部講師 

東京大学医学部附属病院 

小児科助教 

採 用 木 村 光 利 H25.8.1 
東京大学医学部附属病院 

教育・研修部講師 

東京大学大学院医学系研究科 

特任助教 

昇 任 山 下 隆 博 H25.8.1 
東京大学大学院医学系研究科 

周産期医学准教授 

東京大学医学部附属病院 

女性診療科・産科講師 

採 用 伊佐山浩通 H25.8.16 
東京大学大学院医学系研究科 

消化器内科学准教授 

東京大学大学院医学系研究科 

特任講師 
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辞 職 川 合 謙 介 H25.8.31 
NTT 東日本関東病院 

脳神経外科部長 

東京大学大学院医学系研究科 

脳神経外科学准教授 

採 用 平 林 敏 行 H25.9.1 
東京大学大学院医学系研究科 

統合生理学講師 

東京大学大学院医学系研究科 

特任講師 

辞 職 川 口  浩 H25.9.30 
東京厚生年金病院 

脊椎脊髄センター長 

東京大学大学院医学系研究科 

整形外科学准教授 

辞 職 赤 羽 正 章 H25.9.30 
NTT 東日本関東病院 

放射線部長 

東京大学医学部附属病院 

放射線部准教授 

辞 職 吉 田 晴 彦 H25.9.30 
介護老人保健施設シーダ・ウォーク

メディカル部長 

東京大学医学部附属病院 

消化器内科講師 

採 用 上 田 泰 己 H25.10.1 
東京大学大学院医学系研究科 

システムズ薬理学教授 

理化学研究所生命システム研究 

センターグループディレクター 

採 用 高井ゆかり H25.10.1 
東京大学大学院医学系研究科 

成人看護学講師 

群馬大学大学院保健学研究科 

講師 

昇 任 佐 藤 次 郎 H25.10.1 
東京大学医学部附属病院 

放射線部講師 

東京大学医学部附属病院 

放射線部助教 

昇 任 齋 藤  綾 H25.10.16 
東京大学医学部附属病院 

心臓外科講師 

東京大学医学部附属病院 

心臓外科助教 

任期満了 宮 田 哲 郎 H25.10.31 
山王メディカルセンター 

教授 

東京大学大学院医学系研究科 

血管外科学准教授 

辞 職 大 橋 陽 平 H25.11.15 
東京大学大学院医学系研究科 

特任講師 

東京大学大学院医学系研究科 

統合生理学助教 

採 用 北  芳 博 H25.12.1 

東京大学大学院医学系研究科 

ライフサイエンス研究機器支援室

准教授 

東京大学大学院医学系研究科 

特任准教授 

昇 任 中 冨 浩 文 H25.12.1 
東京大学大学院医学系研究科 

脳神経外科学准教授 

東京大学医学部附属病院 

脳神経外科講師 

昇 任 河 野 博 隆 H25.12.1 
東京大学大学院医学系研究科 

整形外科学准教授 

東京大学大学院医学系研究科 

整形外科学講師 

昇 任 豊 川 智 之 H25.12.16 
東京大学大学院医学系研究科 

健康医療政策学准教授 

東京大学大学院医学系研究科 

公衆衛生学講師 

昇 任 小 川 純 人 H25.12.16 
東京大学大学院医学系研究科 

老年病学准教授 

東京大学大学院医学系研究科 

老年病学講師 

昇 任 武 笠 晃 丈 H25.12.16 
東京大学医学部附属病院 

脳神経外科講師 

東京大学医学部附属病院 

脳神経外科助教 

配 置 換 筑 田 博 隆 H26.1.1 
東京大学大学院医学系研究科 

整形外科学講師 

東京大学医学部附属病院 

整形外科・脊椎外科講師 
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昇 任 軍 神 正 隆 H26.1.1 
東京大学医学部附属病院 

マネジメント領域講師 

東京大学医学部附属病院 

救命救急センター助教 

辞 職 本 村  昇 H26.1.31 
東邦大学医学部 

教授 

東京大学大学院医学系研究科 

心臓外科学准教授 

辞 職 藤 田 英 樹 H26.1.31 
日本大学医学部 

准教授 

東京大学医学部附属病院 

皮膚科・皮膚光線レーザー科講師

採 用 鯉 沼 代 造 H26.2.1 
東京大学大学院医学系研究科 

分子病理学准教授 

東京大学大学院医学系研究科 

特任准教授 

昇 任 立 石 敬 介 H26.2.1 
東京大学医学部附属病院 

消化器内科講師 

東京大学医学部附属病院 

消化器内科助教 

昇 任 平 田 哲 也 H26.2.1 
東京大学医学部附属病院 

女性外科講師 

東京大学医学部附属病院 

女性外科助教 

昇 任 永 松  健 H26.2.1 
東京大学医学部附属病院 

女性診療科・産科講師 

東京大学医学部附属病院 

女性外科助教 

採 用 浦 野 友 彦 H26.2.16 
東京大学大学院医学系研究科 

老化制御学講師 

東京大学大学院医学系研究科 

特任講師 

辞 職 西 垣 昌 和 H26.2.28 
京都大学大学院医学研究科 

准教授 

東京大学大学院医学系研究科 

成人看護学講師 

任期満了 大 橋 靖 雄 H26.3.31 
中央大学理工学部 

教授 

東京大学大学院医学系研究科 

生物統計学教授 

任期満了 吉 田 謙 一 H26.3.31 
東京医科大学法医学講座 

教授 

東京大学大学院医学系研究科 

法医学・医事法学教授 

任期満了 坂 井 克 之 H26.3.31  
東京大学大学院医学系研究科 

認知・言語神経科学准教授 

任期満了 大 西  真 H26.3.31 
国立国際医療研究センター病院 

副院長 

東京大学医学部附属病院 

医療評価・安全部准教授 

任期満了 新 谷  香 H26.3.31 
京都府立医科大学 

特任准教授 

東京大学大学院医学系研究科 

法医学・医事法学講師 

早期退職 中 村 元 直 H26.3.31 
岡山理科大学理学部 

臨床生命科学科教授 

東京大学大学院医学系研究科 

細胞情報学准教授 

早期退職 小 川 利 久 H26.3.31 
獨協医科大学越谷病院 

乳腺センター教授 

東京大学大学院医学系研究科 

代謝栄養・内分泌外科学准教授 

早期退職 鈴 木 崇 彦 H26.3.31 
帝京大学医療技術学部 

診療放射線学科教授 

東京大学大学院医学系研究科 

附属疾患生命工学センター 

放射線分子医学部門講師 

辞 職 植木浩二郎 H26.3.31 
東京大学大学院医学系研究科 

特任教授 

東京大学大学院医学系研究科 

代謝・栄養病態学准教授 
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辞 職 西 松 寛 明 H26.3.31 
同愛記念病院 

泌尿器科部長 

東京大学大学院医学系研究科 

泌尿器外科学准教授 

辞 職 八 木 俊 樹 H26.3.31 
県立広島大学生命環境学部 

教授 

東京大学大学院医学系研究科 

生体構造学講師 

辞 職 田 中 真 琴 H26.3.31  
東京大学大学院医学系研究科 

看護体系・機能学講師 

辞 職 山 下 尋 史 H26.3.31 
関東中央病院 

心臓血管センター長 

東京大学医学部附属病院 

循環器内科講師 

辞 職 川 畑 仁 人 H26.3.31 
東京医科歯科大学 

准教授 

東京大学医学部附属病院 

職員等健康相談室講師 

辞 職 桑 野 嘉 弘 H26.3.31 
公立昭和病院 

部長 

東京大学医学部附属病院 

皮膚科・皮膚光線レーザー科講師

辞 職 瀬 戸 一 郎 H26.3.31 
脳神経疾患研究所附属総合南東北

病院口腔外科医長 

東京大学医学部附属病院 

顎口腔外科・歯科矯正歯科講師 

辞 職 増 谷 佳 孝 H26.3.31 
広島市立大学情報科学研究科 

教授 

東京大学医学部附属病院 

放射線科講師 
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平成２５年度外国出張・海外研修 

（延べ人数） 

地   域 国     名 教   授 准 教 授

アジア・大洋州 

中東 

インド共和国 

インドネシア共和国 

オーストラリア連邦 

カンボジア王国 

サウジアラビア王国 

シンガポール共和国 

タイ王国 

大韓民国 

台湾 

中華人民共和国 

トルコ共和国 

ネパール連邦民主共和国 

バーレーン王国 

バングラデシュ人民共和国 

フィリピン共和国 

ベトナム社会主義共和国 

香港 

マレーシア 

ミャンマー連邦共和国 

モンゴル国 

４

４ 

４ 

１ 

１ 

６ 

１３ 

３７ 

１３ 

２１ 

１ 

１ 

１ 

４ 

５ 

４ 

１ 

４ 

２ 

２ 

３

１ 

４ 

０ 

０ 

２ 

１５ 

２ 

２ 

１ 

１ 

０ 

０ 

２ 

０ 

０ 

５ 

０ 

０ 

１ 

北米・中南米 アメリカ合衆国 

アルゼンチン共和国 

エルサルバドル共和国 

カナダ 

チリ共和国 

ブラジル連邦共和国 

ペルー共和国 

メキシコ合衆国 

７９

１ 

１ 

３ 

１ 

４ 

２ 

３ 

３９

０ 

０ 

２ 

０ 

０ 

０ 

０ 

ヨーロッパ アイルランド共和国 

イタリア共和国 

英国 

オーストリア共和国 

オランダ王国 

ギリシャ共和国 

スイス連邦 

スウェーデン王国 

スコットランド 

スペイン 

チェコ共和国 

デンマーク王国 

ドイツ連邦共和国 

ノルウェー王国 

ハンガリー共和国 

フィンランド共和国 

フランス共和国 

ベルギー王国 

ポルトガル共和国 

ルーマニア 

１

１３ 

１０ 

７ 

８ 

２ 

６ 

４ 

２ 

９ 

２ 

２ 

１２ 

１ 

２ 

３ 

１３ 

４ 

１ 

３ 

０

１ 

３ 

５ 

４ 

０ 

０ 

２ 

１ 

１ 

０ 

１ 

７ 

０ 

０ 

１ 

１ 

０ 

０ 

２ 

アフリカ ガーナ共和国 

ルワンダ共和国 

３

１ 

０

０ 
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医 学 図 書 館 
 

館長 

高戸 毅 

 

ホームページ http://www.lib.m.u-tokyo.ac.jp/ 

 

 

医学図書館は、本研究科・学部における教育・

研究のための総合施設として、1961年 11月に開

館した。2007 年度には耐震改修工事が行われ、

2008 年 7 月 14 日にリニューアルオープンした。

これを機に内装も一新し、明るく心地よい空間を

創出すると共に、次々に新規サービスを開始し、

国内有数の医学専門図書館としてのさらなる発展

を目指して努力を続けている。 

当館は、本学関係者はもとより、学外者も簡単

な手続きで入館することができる。館内は全面開

架方式を採用しており、資料を自由に利用するこ

とができる。 

本研究科・学部の教員・大学院生および附属病

院職員に対しては、当館で所蔵していない資料に

ついて、他大学図書館等からの文献複写・図書現

物取り寄せサービスを行っている。また、Web上

で学外への文献複写・図書借用の申し込みができ

るWebリクエストサービスや、所蔵資料の文献複

写に関して申し込みから閲覧まで Web 上で行え

る e-DDS サービスも実施している。さらに他大

学図書館等からの当館所蔵資料の提供依頼に対し

ても迅速な対応に努めている。 

近年、図書館をとりまく環境は激変し、図書館

の機能が大幅に拡大している。中でも図書館情報

の電子化によるサービスの進展は著しい。 

医学図書館では、この電子化された医学情報を

医学研究・教育に迅速に資するため、医学情報支

援機能を充実させて非来館型利用サービスを全学

的に提供し、図書館に足を運ばなくても多数の情

報が研究室等の端末から入手できるようにしてい

る。 

現在、Web上でサービスしている主なものには、

MEDLINE、EBM Reviews、CINAHL、医中誌

Ｗeb等の二次情報、UpToDate Online、今日の診

療等の臨床医学情報ツール、Journals@Ovid Full 

Text 等の電子ジャーナルコレクションがあり、

Harrison’s Principles of Internal Medicineなど

主要医学書については電子ブックでも提供してい

る。また、和雑誌特集記事索引および 1987 年以

降に本研究科に提出された学位論文論題索引を当

館で作成、Web上から検索が可能になっている。 

利用者向けの講習会にも力を入れ、学生・教職員

向けの医中誌Web、PubMedなどの医学系文献検索、

RefWorks などの文献管理ツールなどの講習会をは

じめ、留学生向けの英語での解説による講習会、看

護師向けの文献探索法などを行う看護文献検索講

習会などを行っている。 

閲覧室には無線 LAN を敷設し、持ち込み PC

によるインターネットの利用を可能としており、

情報検索用端末、情報検索・ドキュメント作成用

端末、プレゼンテーション資料作成用端末等を備

えている。 

また、当館では、東西の古医学書や旧教員所蔵

文庫・関係資料、解剖図巻子本、本学医学部創設

期の文書・資料など様々な貴重資料を所蔵してお

り、これらは医学図書館史料室で保存し整理作業



 The Tokyo Journal of Medical Sciences. Vol.128, Oct. 2014 33 

を進めるともに、「医学図書館デジタル史料室」

（ http://www.lib.m.u-tokyo.ac.jp/digital/index.

html）で目録や画像を公開し、貴重な資料を広く

利用に供することができるよう努めている。 

2011年度以降、各種端末を更新・増設し、図書

館 1 階に限った無人での利用を午後 11 時半まで

認める特別利用サービスの開始、グループ学習室

の設置など、学生の学習環境充実を図ってきた。 

また、地震対策の一助として 1 階閲覧室にある

書架の上段 2 段に落下対策を施している。 

現在の医学図書館における資料数、利用実績を

別表に示す。 

 

蔵書数 （平成 26年 4月 1日） 

 和  文 欧  文 計（冊） 備  考 

単行本 

雑誌（製本） 

50,378 

64,067 

62,509 

107,146 

112,887 

171,213 

教室所蔵分も含む 

同  上 

合計 114,445 169,655 284,100 同  上 

 

 

受入冊数 （平成 25年度） 

 和  文 欧  文 計（冊） 備  考 

単行本 

雑誌（製本） 

1,239 

 913 

299 

602 

1,538 

1,515 

 

 

合計 2,152 901 3,053  

 

 

受入雑誌種類数 （平成 26年 4月 1日現在） 

 和  文 欧  文 計（種類数） 備  考 

購入 

寄贈・交換 

258 

436 

240 

55 

498 

491 

 

 

合計 694 295 989  

 

 

利用状況 （平成 25年度） 

１． 開館日数 

２． 利用者総数 

３． 一日平均利用者数 

４． 貸出総冊数 

５． 一日平均貸出冊数 

６．特別利用入館者総数 

273日 

75,368 人 

276 人／日 

12,859 冊 

47 冊／日 

1,262 人 
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医学系研究科・医学部 国際交流室 
 

教授 

瀬戸泰之 

講師 

Joseph Green、丸山稔之、Christopher Holmes 

 

ホームページ http://koryu.m.u-tokyo.ac.jp/homepage00.html 

 

 

医学部国際交流室は医学部長の直轄組織として、

国際交流委員会の決定事項に従って、1）国際教

育交流、2）国際学術・研究交流、3）国際保健医

療協力の大きな三本の機能・活動を果たしてきた。

以下例年通り、各項目にそって平成 25 年度の活

動状況を報告する。 

 

1．国際教育交流 

(1) 留学生の教育・研究上の相談 

医学系研究科に在籍する平成 25 年度の留学生

総数は 110名(38ヶ国)であった。それ以外にも各

教官が個人的に指導している学生も多数存在する。

海外から留学・研修を肴望する者からの問い合わ

せは依然として多く、対応回数は延ベ、平成 25

年度 58件であった。留学生、留学希望者からは、

留学上の相談や学位取得に関する相談、奨学金に

関する相談などがあった。卒前の基礎臨床研修の

希望も大変多く、特に 1～3 カ月間の短期の研修

（これを海外では Electiveと呼ぶことが多い）を

本学で希望する者も依然として多い。諸々の事情

で受け入れが困難なことが多いが、国際交流室が

介在した範囲で受け入れが可能との回答を得られ

て、本学で実習した学生は平成 25年度は 8名（米

国 2、ドイツ 1、スウェーデン 1、英国 1、中国 1、

台湾 1、）であった。それ以外にも各教官が個人的

にElectiveとして受け入れている学生も多数存在

する。東大の学生が毎年延ベ 20 人以上海外で受

け入れてもらっていることを考えると、短期研修

希望者の受け入れ条件の整備は今後の検討課題と

なっている。海外からの問い合わせ件数の急増に

対処するため、平成 12年 10月より、国際交流室

のホ－ム・ペ－ジを立ち上げ、また、海外との連

絡も極力、電子メ－ルを利用して行っている。ホ

－ム・ペ－ジは留学生への情報伝達も担っており、

現在約 9450画面の情報を掲載している。 

また、恒例となった春の留学生懇親会を山上会

館で開催した。医学部長以下教職員・学生の出席

数は、平成 25年度は約 60名であった。さらに毎

年、留学生関係の行事として留学生論文コンテス

トを開催し、応募者の中から優秀論文を発表した

5 名を選考し、学部長より賞状が授与され、副賞

が支給された。 

 

(2) 東京大学医学部学生および医学系研究科学生

の海外短期実習および海外留学に関する相談 

卒前、卒後に海外に研修に出たいという学生か

らの相談は年間約 30件あった。情報提供、指導、

推薦状の作成などを行った。東京大学医学部学生

による 1～3 カ月間の米国臨床研修に関しては、

平成 10 年 8 月に米国・ペンシルベニア大学医学

部と学部間交流協定が締結され、平成 25 年度は

東大側から学生 1名が研究実習に派遣された。平
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成 14年 12月より米国・ジョンズホプキンス大学

とも学術交流協定が締結され、平成 25 年度は東

大側から学生 2名が臨床実習に派遣された。平成

17年 1月より米国・ミシガン大学とも学術交流協

定が締結され、平成 25 年度は東大側から学生 2

名が臨床実習に派遣された。平成 17 年 2 月より

ドイツ・ミュンヘン大学とも学術交流協定が締結

され、平成 25 年度は東大側から学生 2 名が臨床

実習に派遣された。平成 17年 11月より新たに台

湾・台北医学大学とも学術交流協定が締結された

が、平成 25 年度は東大側から学生 1 名が臨床実

習に派遣された。平成 20 年 4 月よりスウェーデ

ン・イエテボリ大学とも学術交流協定が締結され、

平成 25 年度は東大側から学生 2 名が臨床実習に

派遣された。 

平成 24年 10月より新たに台湾・台湾大学とも

学術交流協定が締結され、平成 25 年度は東大側

から学生 2名が臨床実習に派遣された。 

学部間交流協定を締結していない米国の病院

（ハーバード医科大学、Tulane大学、Hawaii大

学など）、その他の海外医療施設においても、1～

2 カ月間の米国臨床研修の申し込みを行い、平成

25年度は、合計で約 11名の学生が海外で臨床実

習あるいは研究実習を体験した。 

 

2．教育・研究活動 

(1) 教育 

講師の Joseph Greenは医学系研究科大学院共

通講義「臨床疫学研究入門」を担当した。講師の

Joseph Green は「健康アウトカム測定法の開発

および検証」と「国際疫学特論 I」と「国際疫学

特論 II」とを担当した。講師の丸山稔之は医学系

研究科内科学専攻、および国際保健学専攻講師を

兼任している。講師の Christopher Holmesは医

学英語、保健学英語を担当した。講師の Joseph 

Greenと Christopher Holmesとは大学院学生・

学部学生・職員を対象に英語口頭発表トレーニン

グを担当した。 
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沿革と概要 

東京大学医学部・医学部附属病院は、安政 5 年

（1858 年）の神田お玉ケ池種痘所の設立に起源を

発し、平成 20 年に創立 150 周年を迎えた。「健康

と医学の博物館」は、東京大学医学部・医学部附

属病院の創立150 周年記念事業の一環で計画され

たものであるが、平成 23 年 1 月 20 日に開館した。

創立 150周年を迎えるにあたって掲げられた記念

事業のテーマの一つには「社会に開かれた医学・

医療の展開」があり、健康と医学の博物館は、そ

の一つの柱となる企画である。 

本博物館の目的は、（1）一般への健康・医学情

報の提供、（2）医学生や医療社会福祉系学校の学

生等の教育、（3）史料と器械・技術を通じた医学・

医療史の研究、（4）貴重な医学史料と器械等の保

存と調査、である。 

展示の特徴は、常設展示室で東京大学医学部・

医学部附属病院に関連した業績を紹介し、近代か

ら現代にわたるわが国の医学の発展における貢献

を紹介すると共に、企画展示に大きなスペースを

割き、一般に医学・医療の最新の進歩の理解を促

すための企画展を展開するということにある。常

設展および企画展の企画および監修については、

医学系研究科内の各教室の協力を受けており、さ

らに本学内の教室等、総合研究博物館、外部の専

門家、関連企業、博物館等の協力によって展示が

成立している。なお、企画展については、今後、

年に数回の入れ替えを行う予定としている。 

開館当初の常設展では、明治初期の医学書や医

療器具、石原式色盲検査表、本学で開発された胃

カメラなどを展示した。第 1 回企画展では、東京

大学医学部・医学部附属病院の起源に因み、「感染

症への挑戦」と題し、様々な病原体、天然痘に対

する予防接種（種痘）の歴史、本学および本学出

身者が明治時代以降に行ってきた感染症に関する

研究、近年取り上げられる機会が多い感染症に関

する知識を紹介した。その後、第 2 回「血管のひ

みつ」、第 3 回「見えないがんをみる」、第 4 回「わ

たしたちの脳」、第 5 回「健康長寿を支える身体

の医学」、特別展「特別展 史料で見る東大医学

部・附属病院の 155 年」、第 6 回「第 6 回 糖尿

病の真実」を開催している。 

2013 年度の入場者数は 18,009 名で、開館から

の入場者総数は 56,024 名となった。 

 

運営の概要 

開館時間は 10 時～17 時、休館日は毎週月曜日、

年末年始としている（ただし、月曜が祝日の場合

は開館）。入館料は無料である。 

 



 The Tokyo Journal of Medical Sciences. Vol.128, Oct. 2014 37 

 

 

細胞生物学・細胞構築学 
 

准教授 

金井克光、武井陽介 

講師・助教・助手 

田中庸介、仁田亮、本間典子、三木玄方 
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教 育 

教育は細胞生物学・解剖学大講座が一体となっ

て行っている。教育は、講義と実習ならびにフリ

ークォーターからなる。 

医学部学生及び理学部人類学学生を対象に骨

学（５コマ、16時間）、肉眼解剖学（実習 61コマ、

193時間）、細胞生物学、発生学、組織学総論・各

論（講義、実習 36 コマ、114 時間）合計 323 時

間を大講座全体で協力し一体として行っている。

また健康科学・看護学科生に研究方法論（２コマ、

６時間）、解剖示説（５コマ、16 時間）合計 22

時間の教育を行っている。実習は教授、准教授、

講師の内１名と助手が１名組んで担当している。

なお、他学部（教育学部、理学部、文学部等）生

を対象に肉眼解剖学及び組織学の講義、実習（25

コマ、80時間）も行っている。又大学院共通講義

（分子細胞生物学入門）を 15コマ（23時間）と

実習 40コマ（70時間）行っており、総計 518時

間である。 

講義は、細胞生物学、発生学、組織学総論、組

織学各論を教授、准教授、講師が分担しており、

細胞及び組織の構造を機能と関連づけて、遺伝子、

分子のレベルから理解できるように配慮した研究

の先端を取り入れた魅力あるものにしようと努力

している。 

フリークォーターは、電子顕微鏡の基礎技法、

細胞骨格の細胞生物学、免疫細胞化学、組織培養、

ナノスケールの顕微鏡法、分子生物学、分子遺伝

学など、本人の希望にあわせて実際の研究室の研

究に参加してもらっている。 

 

研 究 

本大講座では細胞生物学の分野の多岐にわた

る研究を行っており特に細胞骨格の分子細胞生物

学；細胞内の物質輸送の機構及び細胞の形作りの

機構の研究を行っている。 

神経細胞や上皮細胞をはじめすべての細胞は、

細胞の機能にとり必須の機能蛋白分子を合成後、

様々な膜小器官あるいは蛋白複合体さらには

mRNA 蛋白複合体として目的地へ適正な速度で

輸送する必要がある。この細胞内の物質輸送は細

胞の重要な機能、形作りそして生存のため必須で

ある。私達は今までにこの輸送機構の主役である

微小管をレールとしたキネシンスーパーファミリ

ーモーター分子群（KIFs）を発見し哺乳類の全遺

伝子４５個を同定した。またこの KIFs が多様な

機能分子を輸送するだけでなく脳の高次機能、神

経回路網形成、左右の決定、腫瘍の抑制等に重要

な役割を果たす事を明らかにして来た。このよう

にモーター分子群 KIFs は重要な細胞機能の根幹

を担っていると同時に私達の体の様々な基本的生

命現象に深く関わっておりこの研究は分子細胞生
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物学、神経科学、発生生物学、生物物理学、臨床

医学等の広範な学問分野に大きな学術的意義を有

すると思われる。私達は今まで遺伝子群の発見、

機能の解析、個体レベルの機能解析、作動原理等

すべての課題について常に世界をリードする研究

を行なって来た。しかしながら未知の多くの課題

が存在しこれらを解く為世界に先駆けて研究を大

きく発展させることを目的としている。本年度は

以下の研究成果を得た。 

1) 微小管の構造と軸索輸送 

 微小管は、神経の形作りと機能にとり大変重要

で、tubulin の mutation は、神経疾患を起因す

る。 

 これらの mutation を解析した結果、小胞や、

ミトコンドリア等の軸索輸送が強く障害されるこ

とが分かった。これらのmutation は、βtubulin 

の H2 helix にあり微小管表面の minus charge 

を変化させ、KIFs と微小管の結合を阻害する。 

其の結果、KIFs の局在が変化し、軸索の伸長を

阻害する。この結果、軸索輸送にとり極めて重要

なβ tubulin のド メ インが判明し、 tubulin 

mutation によるヒト神経疾患の分子機構が解明

された（Niwa et al. 2013）。 

2) ATP 状態でのKIFモーター領域の構造変化 

 これまでに我々は X 線結晶構造解析を用いて

様々なヌクレオチド状態での KIF モーター領域

の構造を明らかにしてきたが（Nitta et. al.,2004, 

Science など）、今回 KIF4 モーター領域の ATP

結合状態での構造をX線結晶構造解析により初め

て明らかにした。 

 この構造はこれまでの構造と異なり、ポケット

のバックドアと呼ばれる部位が完全に閉じられて

いた。さらにバックドアが完全に閉じることで、

KIF の移動において重要な要素であるスイッチ I

領域、スイッチ II 領域が構造的に安定化し、特に

スイッチ II 領域の安定化に伴う構造変化はネッ

クリンカーと呼ばれる部位とモーターコア部のド

ッキングをもたらしていた。ネックリンカー部は

KIF二量体モーターのもう片方のモーター領域と

接続しているため、このような一方のモーター内

での協調的な構造変化はもう一方のモーターの動

きに伝わっていくことになる。ところがネックリ

ンカーの長さ自体は変化しないため、リンカーと

コアが近づく、遠ざかるという動きによって、2

つのモーター領域間の距離は規定され、自ずと二

量体モーターの微小管上の動きに制限が加わるこ

とになる。 

 KIF は ATP 加水分解により移動のエネルギー

を得るのみならず、この化学反応に伴うヌクレオ

チド結合部位での局所的な構造変化がネックとコ

アのドッキングを誘発し、結果的にKIFの微小管

上の動きをコントロールしていることがわかった。 

3) KIF13BはLRP1のカベオリン依存性エンドサ

イトーシスを促進する。 

LRP1（LDL Receptor related Protein 1）は

LDL や factorVIII といった多くの種類のリガン

ドと結合し細胞内に取り込む。しかしどのように

LRP1 を介したエンドサイトーシスが制御されて

いるかはほとんど解っていなかった。KIF13Bは

肝臓で発現が高く、肝細胞の洞様毛細血管側の細

胞膜上に局在した。KIF13B 欠損マウスでは血中

コレステロールや factorVIII の上昇が観察され、

KIF13B 欠損MEFはLDLの取り込みが減少して

いた。KIF13Bを細胞に発現させるとまず細胞膜

上でカベオリンと共局在を示し、その後 LRP1や

カベオリンと共に細胞質内に小胞の形で移動した。

従来KIF13Bは hDLG1と結合することが知られ

ていたが、我々は utrophinも KIF13Bと結合す

ることを見出した。KIF13Bを介して hDLG1と

utrpophinは結合し、さらに hDLG1と utrpophin

はそれぞれ LRP1とカベオラと結合した。これら

の結合のいずれもがKIF13BによるLRP1のカベ

オリン依存性エンドサイトーシスに必須であった。

この研究により KIF13B が LRP1-hDLG1-
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KIF13B-utrophin-caveolae 結合を通して LRP1

をカベオラにリクルートし、LRP1 のエンドサイ

トーシスを促進し、血中のコレステロール濃度を

制御している事が示された。 

4) KIF12 は、SP1/Hsc70の発現を制御し、ぺル

オキシゾーム 形成と酸化ストレスをコントロー

ルし、その障害は II型糖尿病を起因する。 

 KIF12 の生理学的な重要性はほとんど明らか

になっていない。マウス KIF12 cDNA クローニ

ングを行い、そのノックアウトマウスを樹立し、

その代謝疾患における重要性について解析を行っ

た。 

 個体レベルでの耐糖能異常の解析ならびに膵臓

ベータ細胞の一次培養系を用い細胞生物学的、分

子生物学的、ならびに薬理学的解析を行った。

KIF12 ノックアウトマウスは耐糖能異常を示し、

これは膵臓ベータ細胞からのインスリン分泌の低

下によるものであることが示唆された。そこでベ

ータ細胞のオルガネラ染色により、ペルオキシソ

ームの特異的な障害とその結果としての酸化スト

レスの上昇が示された。次に、このペルオキシソ

ームの障害の分子機構を探ったところ、KIF12が

微小管系のスキャフォールドとして転写因子 Sp1

を安定化することによって、その下流のHsc70シ

ャペロンの発現を増強することによって、ペルオ

キシソームへのマトリックス蛋白の導入効率を高

め、酸化ストレスをコントロールしていることが

示された。ここにおいて、他のグループがそれぞ

れ独立に発表していた、高脂肪食はベータ細胞に

おいて Hnf1Aα/β転写因子を阻害するという知

見と、KIF12 遺伝子が Hnf1Aα/β転写因子の下

流にあるという知見から、高脂肪食がKIF12遺伝

子の発現を阻害している可能性を考え、これを

qRT-PCR 法ならびにイムノブロッティング法に

より証明した。したがって本ノックアウトマウス

はベータ細胞の脂肪毒性のモデル系でありHsc70

誘導薬の teprenoneによってこれら脂肪毒性の表

現型が治療可能であることを示した。 

 これらの結果から KIF12は Sp1/Hsc70/ペルオ

キシソーム形成それぞれの障害を介した酸化スト

レス上昇のトリガーであり、糖尿病の脂肪毒性の

新たな分子メカニズムが明らかとなった。 
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沿革と組織の概要 

生体構造学分野の前身は、東京大学医学部第二

解剖学教室であり、1997年の大学院講座制への移

行に伴い、細胞生物学・解剖学講座の一部門とし

て、生体構造学分野が設置された。2009 年 5 月

16 日に現教授である吉川雅英が着任し、2009 年

9月に研究室の移転作業を完了した。 

生体構造学分野の現在の構成員は、教授（吉川

雅英）、講師（八木俊樹）、助教 2 名（小田賢幸、

柳澤春明）、博士研究員 2 名（Anindito Sen、栗

尾仁之）、MD 研究者育成プログラムの学生 3 名

（谷侑磨、藤田 翔平、安部樹）、技術補佐員 1名

（大坂谷章子）、秘書 1名（柳内 美香子）の、計

１１名である。  

 

教育 

教育は細胞生物学・解剖学大講座の一部門とし

て他の講座と協力しながら、医学部医学科の組織

学、解剖学の講義と実習を行っている。 また、

M1、M2の学生を対象にフリークオーターを担当

している。 

医学部医学科と理学部人類の M0（二年生）を

対象に骨学、組織学総論・各論、細胞生物学、M1

（三年生）を対象に肉眼解剖学を、他の三分野と

協力して受け持っている。 

大学院向けの講義は、医学部共通講義、細胞生

物学及び解剖学を担当している。医学部共通講義

では、主に電子顕微鏡について講義をしている。 

フリークオーターは、2013 年には 3 名が参加

し、学生の希望を取り入れて研究に参加して貰っ

た。（1）工学部との共同研究で、泳いでいる細胞

（具体的にはクラミドモナス）のオートフォーカ

スの開発、（2）クライオ電子顕微鏡像のらせん対

称性を使った画像解析、（3）ダイニンの微小管結

合ドメインの発現・精製など、各自にテーマが与

えられ、研究の面白さを体験して貰えるようにし

ている。 

 

研究 

我々の研究室では、真核生物の繊毛・鞭毛を主

な研究対象としている。繊毛・鞭毛は「プロペラ」

と「アンテナ」の両方の機能を備えた太さ 250nm

程度、長さ数ミクロンから数十ミクロンの細胞器

官で、最近の研究から様々な生命現象に関わるこ

とが分かってきている。 

本研究室では、この鞭毛を駆動するモーター分

子であるダイニンを中心に、定量的なイメージン

グ手法を駆使し、その構造と機能を解明しようと
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している。 

 

クライオ電子顕微鏡 

クライオ電子顕微鏡は、生物試料を固定するこ

となく、そのまま急速に凍結し、染色することな

く観察する手法である。この方法で撮影された電

子顕微鏡像には原子レベルでの情報が含まれてお

り、コンピュータによる画像解析により分子複合

体の三次元構造を高解像度で観察することが可能

になる。これまでに、我々は独自の画像解析技術

Asymmetric Helical Reconstructionやソフトウ

エア Ruby-Helix等を開発して来ている。 

三次元再構成を行う方法としては 2種類があり、

トモグラフィーによる方法と、単粒子解析による

方法がある。こうした新しい手法を駆使すること

で、微小管とダイニンの複合体、あるいは鞭毛の

構成要素をナノメートルスケールで観察している。

観察対象としては、ダイニン-微小管複合体、ダイ

ニンの微小管結合部位（ダイニンストーク）-微小

管複合体などが進行中である。 

 

モデル生物による解析 

鞭毛のモデル生物として、現在我々の研究室で

はクラミドモナスを用いている。鞭毛の動きを制

御する遺伝子の解明することを目指しており、鞭

毛関連遺伝子の siRNA に寄る特異的抑制、新た

な変異体の同定などを行っている。さらに、鞭毛

の動きの定量的解析の為に、東京大学・工学部と

共同で、三次元空間内を泳ぐ細胞を追跡しながら

観察することの出来る 3D トラッキング顕微鏡を

開発している。 
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沿革と組織の概要 

神経細胞生物学部門の前身は、1936 年に発足し

た旧東京帝国大学医学部附属脳研究施設 神経解

剖学分門であり、1997 年の大学院講座制への移行

に伴い、東京大学大学院医学系研究科分子細胞生

物学専攻 細胞生物学・解剖学講座の１部門とな

った。 初代教授は小川鼎三で、草間敏夫、金光 晟、

廣川信隆についで第５代目となる岡部繁男が平成

19 年 9 月 1 日より当部門を主宰している｡ 

神経細胞生物学部門の現在の構成員は、教授

（岡部繁男）、講師 1 名（岩崎広英）、助教 2 名（田

中慎二、大城洋明）、特任助教 2 名（林亜矢子、

飯田忠恒）、特任研究員 1 名（Ebrahimi Saman）、

特別研究員（日本学術振興会）1 名（柏木有太郎）、

大学院生 5 名（東誉人、小橋一喜、瀬川万里、井

口晶絢、Yang Luan）、学部生２名（中野雄太、

清水夕貴（MD 研究者育成プログラム所属））、技

術職員 4 名（佐藤由佳、西口隆雄、大久保佳奈、

村永香織）、秘書 2 名（三瓶あゆ子、伊能理恵）

である。 

 

教 育 

当教室は細胞生物学・解剖学大講座の一部門と

して学部学生教育においては主に医学部医学科学

生を対象とした講義、実習、フリークォーターを

担当する。 

具体的には医学部学生及び理学部人類学学生

を対象に骨学（講義・実習 10 コマ、15 時間）、肉

眼解剖学（実習 61 コマ、193 時間）、細胞生物学、

組織学総論・各論（講義・実習 36 コマ、114 時間）

合計 322 時間を細胞生物学・生体構造学・細胞構

築学部門と協力して受け持つ。大学院講義として

神経細胞生物学３コマ（4.5 時間）を当部門単独

で、また細胞生物学及び解剖実習 7 コマ（23 時間）、

医学共通講義 15 コマ（23 時間）を細胞生物学・

生体構造学・細胞構築学部門と協力して担当する。 

講義は、細胞生物学、組織学総論、組織学各論

を教授、講師が担当しており、細胞及び組織の構

造を機能と関連づけて、遺伝子、分子のレベルか

ら理解できるように配慮した研究の先端を取り入

れ魅力ある講義となるよう努力している。実習は

教授、講師、助教が担当している。 

フリークォーターは、神経細胞の分散培養や脳

組織のスライス培養法、蛍光免疫染色法、蛍光顕

微鏡観察法、レーザー顕微鏡観察法など参加する

学生の希望を取り入れて、実験手法を理解するこ

とから始まり、研究の面白さまで実感してもらえ

るよう工夫している。 
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学部学生教育とは別に大学院生を対象とした

教育として論文紹介セミナーを行うほかに、研究

成果報告セミナーを毎週行っている。また、神経

生理学講座・疾患生命工学研究センター構造生理

学部門との合同セミナーを毎週実施している。 

研 究 

脳は多数の神経細胞が相互に情報をやりとり

することによってその機能を発揮する。神経細胞

間での情報のやりとりを行う主要な構造はシナプ

スと呼ばれる。シナプスは発達の初期に多数形成

されるが、不必要なシナプスは“刈り込み”によ

り除去され、安定化していく。シナプスの性質が

長期間安定に維持されることによってヒトの行動

やこころの働きは安定した再現性のあるものとな

る。一方でシナプスの性質が外界の刺激によって

変化することで、ヒトの個性や経験による行動変

化が引き起こされると考えられる。シナプスは従

って「長期間安定に存在する」構造であると同時

に、脳の機能変化の基盤として「急速に変化しう

る」性質を併せ持つ必要がある。このシナプスの

ユニークな特性がどのような分子レベルでの機構

によって成立しているのか、を知ることが当部門

の主要なテーマである。 

 

シナプス後部構造の分子的理解 

シナプス後部に存在するシナプス後肥厚部

（PSD）には、グルタミン酸受容体や足場蛋白と

いったシナプス機能に重要な分子が集積している。

当部門では PSD に存在するいくつかの分子に注

目し、培養神経細胞を用いたイメージング実験等

により、それら分子のシナプス形成、維持への関

与を調べている。 

 

生体内におけるシナプス分子の動態 

近年、二光子励起顕微鏡を使用することによっ

て生きた動物の大脳皮質浅層を観察する事が可能

となっている。蛍光タンパク質を発現する遺伝子

改変マウスや蛍光タンパク質融合型の PSD 蛋白

を発現させたマウスを使用することで、生体内で

のシナプス形成過程の解明にも取り組んでいる。

また、様々な病態モデルマウスを利用することで、

精神疾患に関連するシナプス動態異常の解明にも

着手している。シナプスの構造と機能の理解には

シナプスの動的構造の解析が必須であり、様々な

イメージング手法を活用した研究が当部門では行

われている。 
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沿革と組織の概要 

当教室は、1893年医化学講座として創設された。

1897年に生理学教室より分離独立、1927年には

栄養学教室の創設に伴い生化学講座に、1974年に

は生化学第二講座の創設に伴い生化学第一講座に

改名、更に 1997 年には医学部が医学系研究科に

改組されたのに伴い生化学・分子生物学講座・分

子生物学分野に改名され、現在に至る。当講座は、

これまで日本の生化学の発展に多大な貢献をされ

た７名の歴代教授によって教室の運営がなされて

きた。 

本邦最初の生化学講座である医化学講座を創

設した初代隈川宗雄教授は、明治 15 年東京大学

を卒業後、同 17 年にベルリン大学の Rudolf 

Virchow 教授の病理学教室の化学部に留学、

Ernst Salkowski教授の元で５年間の研鑽を重ね

た。帰国後、帝国大学病理化学の講師を経て、教

授に任ぜられた。1908年、現在ではω酸化や一部

の奇数脂肪酸の例外を除いて常識となっている、

脂肪酸の糖原性欠如の発見、1906年 C. Eijkman

により発見された米糠に含まれる脚気予防因子

（ビタミン B1）の抽出・精製、更に糖及び脂肪

の定量法の考案等の業績を残した。更に、本邦の

生化学を担う幾多の人材を育成した。その中には、

坂口反応として国際的にも広く使用されているア

ルギニン呈色反応を開発した坂口昌洋、化学発癌

の佐々木隆興らがいる。 

第二代の柿内三郎教授は、明治 39 年東京帝国

大学医科大学を卒業後、同大理学部で化学を学び、

隈川教授の元で講師、助教授を歴任し、大正４年

より米国留学、隈川教授の没後教授に昇任、大正

12年欧州留学。医化学の講座名を生化学に改めた。

大正 11年、Journal of Biochemistry を発刊、大

正 14 年日本生化学会を創設した。門下生から第

三代児玉桂三教授、第四代島薗順雄教授等の多数

の人材を輩出した。 

第三代の児玉桂三教授は、大正７年東京帝国大

学医科大学を卒業後、副手、助手、助教授として

柿内教授を補佐、大正 13 年英国ケンブリッジ大

学に留学、愛知医科大学生化学教授、九州帝国大

学医学部生化学教授を歴任し、昭和 18 年より本

講座を担任した。生体酸化還元、栄養学で多大な

成果を収めた。 

第四代の島薗順雄教授は、昭和３年東京帝国大

学を卒業後、生化学講座助手、講師を経て、前橋

医学専門学校教授、新潟医科大学教授に任ぜられ、

昭和 27年より本講座を担任した。ビタミン B1と

コカルボキシラーゼ、ケト酸代謝、ビタミン Cに
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関連した六炭糖の代謝の研究で業績を上げた。 

第五代の山川民夫教授は、昭和 19 年東京帝国

大学医学部を卒業後、東京帝国大学伝染病研究所

化学部に入り、32 年助教授、34 年教授に昇進、

昭和 41年より本講座を担任した。糖鎖研究では、

世界的なパイオニアである。赤血球に糖脂質およ

びシアル酸が存在しそれが ABO 血液型抗原であ

ることの発見等がある。 

第六代の村松正實教授は、昭和 30 年東京大学

医学部を卒業し、第一内科に入局し米国ベイラー

大学H. Busch教授の元に留学、帰国後、癌研究

所生化学部に入り、昭和 46 年徳島大学医学部生

化学教授、昭和 52 年癌研生化学部長を歴任し、

昭和 57 年より、本講座を担任した。留学時に開

始したリボゾーム RNA の研究に業績を残すとと

もにとインターフェロンを初めシトクローム

P-450 の遺伝子クローニングを世界に先駆けて成

功した。 

第七代の岡山博人教授は、昭和 48 年に熊本大

学医学部を卒業後、京都大学大学院医学研究科に

進学、京都大学医学部助手を務め、昭和 53 年ス

タンフォード大学医学部生化学講座 P. Berg教授

の元に留学、56年より米国NIH 客員科学者、63

年大阪大学微生物病研究所分子遺伝学教授を歴任

し、平成 4年より本講座を担任した。スタンフォ

ード大学留学時には、遺伝子クローニング法の根

幹をなす、完全長 cDNAの発現クローニング法を

開発した。帰国後、それを用いて哺乳類の細胞周

期制御遺伝子のクローニングを行い、細胞周期制

御機構の普遍性を明らかにするとともに、細胞周

期制御の観点から、癌化の普遍機構を解明した。 

現在教室を主宰している水島昇教授は、平成 3

年東京医科歯科大学医学部を卒業、平成 8年同医

学研究科を修了した。岡崎国立共同研究機構基礎

生物学研究所の助手などを務め、平成 16 年東京

都臨床医学総合研究所室長、平成 18 年東京医科

歯科大学医歯学総合研究科教授を経て、平成 24

年 10 月より本講座を担任している。基礎生物学

研究所在籍時より細胞内分解系であるオートファ

ジーの研究に従事し、オートファジーの分子機構

と哺乳類での生理機能に関する研究を中心に行っ

ている。 

 

研 究 

現在の主たる研究は、オートファジーを中心と

した細胞内分解系の分子機構と生理的意義の解明

である。 

1. オートファジー分子機構の解析 

オートファゴソームはリソソームと融合する

ことで、その内容物がリソソーム内加水分解酵素

によって分解される。しかしなぜ完成したオート

ファゴソームがリソソームと融合できるのか不明

であった。私たちは、SNARE タンパク質である

Syntaxin 17がオートファゴソーム外膜に局在し、

それが VAMP8、SNAP29と結合することでリソ

ソームとの融合を引き起こすことを見いだした

（Itakura et al. 2012）。さらに、リソソームとエ

ンドソームの融合に関わる HOPS 複合体が

Syntaxin 17とも結合し、オートファゴソームと

リソソームとの融合にも必要であることを見いだ

した（Jiang et al. 2013）。これらの発見をもとに、

オートファゴソームとリソソームの融合の時空間

的制御機構について解析を進めている。 

オートファゴソームの形成機構については、こ

れまでオートファジー関連（Atg）因子の遺伝学

的階層性とともに、それらのリクルートの時間的

関連ついて網羅的解析を行い、その全体像を把握

しつつある（Koyama-Honda et al. 2013）。個々

の因子については、上流因子である FIP200と下

流因子である Atg16L1 との間の予想外の結合を

発見し、オートファゴソーム形成全体像の把握が

加速した（Nishimura et al. 2013）。 

２. オートファジーの生体内制御機構 

オートファジー誘導の研究の多くは培養細胞
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や器官潅流法を用いて解析されてきたが、生体内

の真の制御機構の多くは不明である。今回マウス

個体を用いたフルコースクランプ法などを用いる

ことで、オートファジーおよびその上流因子であ

る mTORC1 は肝臓では主にアミノ酸によって、

骨格筋では主にインスリンによって制御されるこ

とが明らかになった（Naito et al. 2013）。 

脱神経による萎縮骨格筋ではオートファジー

が強く抑制されていることを発見した。これは、

プロテアソームによる骨格筋のタンパク質分解が

アミノ酸産生を誘導し、それが mTORC1 を活性

化していることに起因していることがわかった

（Quy et al. 2013）。 

３. 選択的オートファジーのメカニズム 

オートファジーには一部選択性があることが

わかっている。p62タンパク質や脱分極した不良

ミトコンドリアなどが選択的にオートファジーに

よって分解される。私たちは、これらの基質が（１）

オートファゴソーム形成部位と（２）オートファ

ゴソーム膜上での 2 段階の認識をうけることを提

唱してきた（Itakura et al. 2012）。現在は、さら

にオートファゴソーム形成部位の解析と、新規基

質の同定を行っている。 

４. オートファジーの生理・病態生理的意義 

横浜市立大学松本直通教授グループらとの共

同研究によって、ヒト神経変性疾患 SENDAの原

因としてオートファジーの中核遺伝子のひとつで

あるWDR45/WIPI4（酵母 ATG18 ホモログ）の

変異を同定し、患者細胞で実際にオートファジー

活性が低下していることを見いだした（Saitsu et 

al. 2013）。 

水晶体特異的Atg5欠損マウスは白内障となり、

オートファジーが水晶体の品質管理に重要である

ことがわかった（Morishita et al. 2013）。 

 

教育 

医学部医学科の学生を対象とした、生化学・栄

養学の講義の中で、代謝、タンパク質合成・分解

の講義を担当している。主たる講義内容は、代謝

総論、翻訳、糖代謝、アミノ酸代謝、核酸代謝、

タンパク質分解等である。 

大学院博士課程の学生に対しては、大学院共通

講義 分子生物学実験法の講義および実習を行っ

ている。 
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沿革と組織の概要 

「がん」は先進諸国における成人死因の第一位

を占めており、他の主要な死亡原因である脳血管

障害、心疾患による死亡者数が現在では減少に転

じているのに比し、未だなお死亡者数が増加の一

途をたどっている。毎年世界中で約 800 万人がが

んのために亡くなっており、我が国だけでも 30

万人以上が死亡しているのが現状である。 

当教室は独自の機能スクリーニング法と次世代

シークエンサーによる大規模ゲノミクス解析を組

み合わせることで、「発がんの本質的原因遺伝子」

を解明し、その情報に基づいてがんの新しい分子

診断法、分子標的療法を開発することを目指して

いる。 

なお当教室は上記スタッフに加え、2 名のポス

トドクター、2 名の研究員、2 名の博士課程大学

院生、2 名の医学部学生、5 名の実験補助員及び 1

名の事務補佐員が所属している。2013 年 4 月に

間野博行が教授に着任し、同年 9 月に曽田学、上

野敏秀が助教に着任した。 

またゲノム医学寄付講座と密接な連携を取り、

共同して研究を推進している。 

 

教育 

医学部学生に生化学･栄養学講義を行い、生化学

実習を担当している。また研究室体験コース、フ

リークオーターの学生を指導するとともに、研究

を志望する学生を随時受け入れている。 

さらに本学大学院医学系研究科修士課程の授業

を行うとともに、東京大学医学部附属病院より医

師を博士課程大学院生として受け入れ、指導を行

っている。 

 

研究 

細胞情報学分野は、ヒトがん臨床検体及びがん

細胞株用いて、主に以下の 2 種類のアプローチに

より発がん原因を解明することを目指している。 

(1) レトロウィルスライブラリーによる機能ス

クリーニング 

これまで「がん遺伝子」の同定には、3T3 繊維

芽細胞にがん細胞ゲノム DNA を直接導入し形質

転換フォーカスをスクリーニングする focus 

formation assayが1980年代から多用されてきた。

しかしこの方法はがん細胞のゲノム DNA を直接

利用するため、各遺伝子の発現はそれ自体のプロ

モーター・エンハンサーによって規定される。し

たがって繊維芽細胞で転写がオンになるプロモー
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ターでドライブされるがん遺伝子は単離可能であ

るが、例えば臓器特異的プロモーターで発現制御

されるがん遺伝子は繊維芽細胞内で発現がオフの

ままであり、スクリーニングから漏れてしまうの

である。そこで我々らは「がん組織内の mRNA

から cDNA を作り、それらを発現させる組換え型

レトロウィルスライブラリー」を構築するシステ

ムを開発した。本ライブラリーを用いれば 3T3 細

胞のみならず任意の増殖細胞にがん組織内 cDNA

を導入・発現可能であり、しかもライブラリーに

組み込んだ全ての cDNA の発現は強力なプロモ

ーターであるレトロウィルス LTR によってドラ

イブされる。我々らのシステムは微量の臨床検体

からでも cDNA を増幅し多数のクローンからな

るライブラリーを構築でき、しかも得られたライ

ブラリー内の cDNA サイズが十分に長くかつ人

為的配列変異がほとんど無いことを特徴とする、

世界有数の機能スクリーニング法である。 

(2) がんゲノムリシークエンス 

次世代シークエンサーを用いた網羅的配列解析

は、近年のがん研究発展の重要な推進力となって

いる。我々はイルミナ社の次世代シークエンサー

HiSeq2000 および HiSeq2500 システムを用いて

極めて高精度に塩基配列異常を検出する新しいリ

シークエンス技術の開発に成功した。 

本年度はこれら技術を用いて以下の様な成果を

得た。 

CASP8 はアポトーシスを誘導する分子であり、

様々ながん種で体細胞変異を生じていることが知

られる。これら変異はアポトーシス誘導に関して

loss-of-function となってがん化に寄与すると考

えられていた。しかし、これら変異の多くがアポ

トーシスには影響を与えることなく NF-kB を誘

導することを明らかにした。すなわち CASP8 の

体 細 胞変異は抗ア ポ ト ー シ ス活性を もつ

gain-of-function であることがわかった。 

同様に STK10 セリンスレオニンキナーゼのが

ん細胞における体細胞変異は NF-kB を誘導する

gain-of-function であることを明らかにした。 
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沿革と組織の概要 

代謝生理化学教室は昭和 27 年に栄養学教室と

して開設され、平成 9年 4月から大学院部局化に

伴い、現在の名称となった。当教室には、上記ス

タッフをはじめ、ポストドクトラルフェロー2名、

大学院生博士課程 5名、研究補佐員２名、事務補

佐員１名が在籍している。また、非常勤講師とし

て広島大学医学部の浅野知一郎教授を招聘し、研

究指導や助言と学部学生への講義をお願いしてい

る。 

 

教 育 

医学部医学科の教育では、医学部医学科（M0）

と理学部人類学科を対象として、分子生物学教

室・細胞情報学教室とともに生化学の講義・実習

を担当している。講義では、主に発生・再生・代

謝の領域を担当し、実習では上記教室との合同に

よる基礎篇（核酸・糖質・脂質・タンパク質）お

よび応用編のうち２テーマ（ホルモン情報伝達機

構の解析・マウス発生学と発生工学の基礎）を担

当した。その他、M1, M2を対象としたフリーク

ォーター、教養学部１年を対象としたゼミナール

「医学に接する」で学生の受け入れを行っている。 

教室における大学院教育（修士、博士課程）で

は、週１回ずつ研究報告会、輪読会、ジャーナル

クラブを行うとともに、学外の講師を招聘して研

究室内セミナーと研究室内ディスカッションを随

時開催している。 

 

研 究 

１．発生学 

発生学は、受精から誕生までのダイナミックな

生命現象を対象とした学問であるが、近年、再生

医学の基礎として臨床医学にも密接に関わってい

る。当研究室では、神経堤細胞の発生・分化と顔

面、心大血管形成の分子メカニズムに関する研究、

初期胚発生に関する研究、血管新生に関する研究

を中心に進めている。 

 

(1) 神経堤細胞の分化・頭部形態形成 

頭部神経堤細胞による鰓弓の形成は、脊椎動物

に共通する顎顔面構造の原基として胚発生におい

て重要なステップである。当研究室ではこれまで、

鰓弓形成におけるエンドセリンシグナルの重要性



52 東京医学・第 128 巻・平成 26 年 10 月 

を明らかにしてきたが、最近そのメカニズムを明

らかにするため、エンドセリン A 型受容体遺伝子

座に遺伝子交換可能な変異を導入したマウスを樹

立した。これにより、鰓弓領域の形成過程におい

て、エンドセリン-1が神経堤細胞に作用してホメ

オティック遺伝子Dlx5/Dlx6の発現を誘導し、背

腹軸方向の領域特異性を決定する分子スイッチで

あることを明らかにするとともに、Gq/11 を介し

た受容体選択的シグナル機構を明らかにした。ま

た、そのシグナルの下流遺伝子として Calpain6

を同定し、その細胞骨格や細胞運動制御における

機能を明らかにした。さらに、神経堤細胞や筋細

胞の分化に重要なホメオボックス型転写因子

Pax3の結合タンパクとして TAZを同定し、その

転写コアクチベーター活性を明らかにした。TAZ

遺伝子欠損マウスを作成したところ、多発性嚢胞

腎や肺気腫様の表現型を示し、この遺伝子が腎臓

や肺の器官形成に重要であることを明らかにした。 

 

(2) 初期胚発生機構 

哺乳類では一般に、排卵から受精、着床に至る

過程は外界から防御された低酸素状態で営まれる

が、体外受精・培養時の好気的環境下では、ミト

コンドリアでの電子伝達系を介した ROS 産生が

増加し、初期胚発生能を左右する重要な因子とな

っている。 

NAD+依存性脱アセチル化酵素 Sirtuin は、エ

ネルギー代謝と細胞機能との橋渡し因子として現

在注目されている。哺乳類で同定されている

Sirt1-7は全て初期胚で発現しており、このうち特

にミトコンドリアに局在する Sirt3 が、体外受

精・培養に伴う酸化ストレスに対して防御的に機

能し、初期胚発生の進行に寄与していることを

RNAi やノックアウトマウス胚を用いた実験を通

して示した。即ち、Sirt3 の機能が低下した受精

卵が好気的環境下に曝されるとミトコンドリアか

ら過剰な ROSが産生され、その結果 p53シグナ

ル経路が誘導されて初期胚発生の停止を招くこと

が明らかになった。 

 

(3) 血管新生機構 

血管内皮細胞による血管新生のメカニズムに

ついて、転写因子 Idを中心に研究を進めている。

Id 遺伝子導入による血管新生効果を見いだすと

ともに、その作用が核—細胞質間移行により調節

されること、その調節機序にプロテインキナーゼ

Aが関与していることを見いだし、現在他のシグ

ナルとのクロストークと三次元的な血管構築形成

との関係を解析している。 

 

２．発生工学 

学内外の共同研究により、血管作動性ペプチド

の生理的役割、抗菌ペプチドの病態生理的意義、

non-coding RNAの個体発生における役割などに

ついて研究を行っている。 
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沿革と組織の概要 

統合生理学教室は、学科目担当としては生理学

第一講座であって、1877年に開設されたわが国最

古の生理学講座である。1997年の大学院化によっ

て改組され、大学院講座としては生理学大講座の

一部門となった。2004年にそれまでの医学部１号

館より、医学部教育研究新棟に移転した。現在の

構成員は、教授 1、講師 1、特任講師 2、助教 3、

特任助教 3、学振博士研究員１、大学院生 2であ

る。そのほか、非常勤講師 4が教育に当たってい

る。 

 

教 育 

医学部医学科学生の教育は生理学講座の他の

部門（細胞分子生理、神経生理）および疾患生命

工学センター・構造生理学部門と一体となって行

なっており、従って当講座としては全体の１／４、

主に動物性生理機能を担当している。教育は講義

と実習、並びにフリークォーターからなる。 

講義は主に教授・講師が担当し、生理学の特徴

である明快な階層的学問体系の構造の理解に主眼

を置いている。近年、分子細胞生物学をはじめと

する学際的研究の展開にともない、他講座の講義

との連関が重要になった。過度の重複を避けつつ、

現代医科学の統一的理解に導くよう努力している。 

学生実習は、医学部１号館実習室にて生理学講

座の他の部門と協力して、計７つのテーマのうち

２テーマを分担している。学生自身が被験者にな

る人体生理のテーマが 0.5 コマ、動物実験が 1.5

コマ、である。細胞の信号伝達の基本実験は過去

10年ほど継続している。心電図・血圧実験は、学

生自身が施術者・被験者になる部分と動物実験を

組み合わせて、臨床への橋渡しと基礎的細胞生理

学的理解の統合をはかっている。学生実習で各自

が必ず実験動物標本の作成を体験し、また被験者

となる、手技体験重視のやり方は、好評のようで

ある。 

当教室のフリークォーターは、Ｍ0 からＭ4 に

至るまで継続して課題に取り組む学生が多いのが

特徴である。なかには、国際学会への発表・一流

誌への英文論文発表に至る優れた成果を挙げる例

もある。筆頭著者として英文論文を執筆・発表す

る経験は、学部段階からの研究者教育として重要

である。フリークォーター経験者が臨床研修終了
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後に大学院生として教室に戻ることも多く、フリ

ークォーター経験者が M2 終了後 Ph-D.-M.D コ

ース大学院生として当教室に入学したり、MD研

究者養成プログラム修了者が臨床研修を経ずに大

学院博士課程へ進学してきたりと、将来の我が国

の研究医・MD研究者育成に、この制度が大きな

役割を果たしていることは東京大学医学部の重要

な特徴であると考えている。 

大学院生を対象とした教育は毎週英語による

口頭発表の研修を行なうほかに、薬理学講座・薬

学部分子生物学教室、同薬品作用学教室との合同

セミナー並びに教室内セミナーを実施している。 

 

研 究 

当講座では、脳・中枢神経系の高次機能が研究

されている。(1) ヒト認知機能の非侵襲的画像解

析、(2) 霊長類（サル）の視覚および記憶機能の

電気生理学的解析、(3) 上記(1)(2)を結ぶサル大脳

の機能イメージング、(4) 上記(2)の分子機構を探

る分子生物学的研究が主な研究テーマとなってい

る。 

(1) ヒト脳の高次機能を非侵襲的に調べることは、

臨床的観点のみならず基礎医学・生理学の立場か

らも重要な課題である。従来は脳波計測等が主要

な手段であったが、脳磁場計測（MEG）や機能的

磁気共鳴画像法（fMRI）などの手段が開発されて

きた。当教室では、早くから fMRIを用いた高次

認知機能の研究を進め、ヒト前頭葉における注意

のシフト機構やメタ認知機構の解明などの成果を

挙げている。 

(2) ヒトを含む霊長類では、大脳皮質における視

覚情報処理は後頭葉の一次視覚野に始まり側頭葉

前部、さらには前頭葉へと向かう神経経路によっ

て担われている。当教室では、視覚的形態認知・

記憶に関連した領域（下部側頭回皮質や海馬）の

各々において、認知記憶過程を担うニューロンを、

種々の記憶課題を用いて同定し、近年は大脳皮質

6 層構造が記憶神経回路において果たす機能的役

割を解明しつつある。さらに、記憶想起において

は、自発的想起と意識的想起の２つのメカニズム

があるとの仮説を提起し、この仮説を支持する証

拠として、前頭葉から側頭葉へと至る制御信号（ト

ップダウン信号と呼ばれる）を発見し、意識的想

起過程において前頭葉が重要な役割を果たす事を

示して認知記憶システムの全貌解明へ向けた努力

を続けている。 

(3)(4) ヒト大脳認知機能の非侵襲的画像解析は重

要なアプローチではあるが、近年発展の著しい分

子細胞生物学的研究と直接の接点を見出すのは容

易ではない。当教室では、高磁場（4.7 Tesla）の

MRI 装置によるサルのｆMRI 解析を導入するこ

とにより、上記(1)と(2)のギャップの橋渡しをする

手法を開発した。4.7 Tesla MRI装置により、通

常の臨床用 1.5Tesla MRI装置を遙かに凌ぐ高空

間解像度を得ることができる。ヒトの認知課題と

基本的に同型の高次課題を開発してサルのイメー

ジングを行い、ヒトとの機能的ホモロジー関係を

解析するとともに、動物実験にのみ許される侵襲

的解析（微小電極による電気生理学、トレーサー

による形態学、分子生物学・遺伝学等）を用いる

ことによって、ヒト大脳認知機能の分子細胞生物

学的な体系的な理解に到達することをめざしてい

る。 
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沿革と組織の概要 

細胞生理学教室は、旧第二生理学教室を受け継

ぎ、生理学講座の一部門を担当している。大学院

としては、機能生物学専攻に属し、研究室は医学

部教育研究棟７階南にある。現在の構成員は、教

授１、講師１、助教２、特任助教１、事務補佐員

１、博士研究員２、客員研究員１（臨床教室から

の受け入れを含む）、大学院生 3である。 

 

教 育 

細胞分子生理学教室では、学部学生を対象に、

生理学の講義と実習を行っている。また、研究室

配属およびフリークオーターでは、電気生理学的

実験法や細胞分子生理学的研究方法を学部学生に

教えている。 感覚生理学や脳神経系の細胞分子生

理学に興味を持つ大学院生や学部学生に対しては、

研究の実際に即した講義や指導を行っている。大

学院生には、セミナー、研究報告、Journal Club

を恒常的に行っている。 また大学院生は、毎月の

他研究室との合同セミナー（機能生物学専攻セミ

ナー、理化学研究所脳センターグループセミナー

等）に参加している。 

研 究 

細胞分子生理学教室では、電気生理学、イメー

ジング、細胞分子生物学、分子遺伝学など、多角

的な実験アプローチによって、感覚・知覚のメカ

ニズムや感覚入力によって引き起こされる情動の

神経メカニズムを理解することを目指している。

特に、「においで誘起される意欲・情動行動の神経

回路機構」の解析をもとに、感覚情報を行動反応

へと翻訳する神経回路メカニズムの解明を目指し

ている。さらに、覚醒時探索行動中の嗅覚中枢神

経系の機能解析とともに、覚醒行動後の睡眠時の

嗅覚中枢神経系の再編と嗅覚記憶の長期固定化の

神経メカニズムを探索し、嗅覚連合記憶における

嗅皮質の神経回路再編の役割を探索している。 

また我々は、成体においても新生し続ける嗅球

の顆粒細胞に着目し、「摂食時の感覚入力経験の長

期記憶と、食後の休息・睡眠時における感覚入力

経験に依存した新生顆粒細胞の既存神経回路への

組み込みや除去機構との関連」について研究を進

めている。 

 

具体的な研究項目としては、 
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(1) 嗅球から嗅皮質への軸索投射様式の解析と嗅

皮質各領野の機能解析 

我々は、これまで進めてきた嗅球の「匂い受容

体地図」の知識や匂い地図内の「領域別機能分化」

の知識をもとに、嗅球の僧帽細胞や房飾細胞の嗅

皮質への軸索投射様式を解析するとともに、嗅皮

質の各領野」の機能解析を進めている。 

 

(1)－1： 嗅球から嗅皮質への２つの並列神経経路

（僧帽細胞経路と房飾細胞経路）の嗅覚情報処

理機能と軸索投射パターンの差異の解明 

マウスを用いて「嗅球の糸球群の匂い応答の光

学的測定法」、「応答糸球に属する僧帽細胞や房飾

細胞からの単一細胞匂い応答記録法」、および「記

録細胞へのトレーサー色素注入法」を組み合わせ

た実験手法を用い、機能を同定した僧帽細胞・房

飾細胞の全軸索を染め出し、嗅皮質の各領域への

軸索投射を３次元再構成することにより調べた。

この結果、房飾細胞が呼吸の早い phaseで応答す

るのに対し、僧帽細胞では遅い phase で応答し、

両者の signal timing が明確に異なることが見出

された。また、同じ匂いに応答する僧帽細胞と房

飾細胞は、全く異なった軸索投射パターンをしめ

し、嗅皮質の異なった標的部位へと投射すること

が判明した。 

 

(1)－2： 大脳の嗅皮質は、徐波睡眠時に特異的に、

鋭波（Olfactory cortex sharp wave: OC-SPW）

を発生し、OC-SPWに伴う嗅皮質ニューロンの

同期活動は、Top-down 経路を介して嗅球へと

伝わる。 

嗅皮質は、覚醒中は外界の匂い情報を受け取り

その情報処理を行うが、徐波睡眠中は感覚ゲーテ

イングにより外界から遮断される。それでは、嗅

皮質は徐波睡眠中はどのような働きをするのだろ

うか。我々は、自由行動下のラット嗅皮質から局

所電場電位記録とニューロン活動記録を行った。

その結果「嗅皮質は徐波睡眠中に鋭波（OC-SPW）

を発生すること」および、「このOC-SPW 発生時

には、多くの嗅皮質ニューロンの同期発射活動が

起こること」を見出した。この嗅皮質鋭波は、海

馬鋭波とはほぼ独立して発生し、前梨状皮質の錐

体細胞の反回性軸索側枝（連合線維）が梨状皮質

内でつくる興奮性シナプスが、嗅皮質鋭波の発生

に関与していた。さらに嗅皮質 SPW に伴う前梨

状皮質ニューロンの同期的活動は、Top-down 経

路を通って嗅球の顆粒細胞に伝わり、顆粒細胞上

のシナプスに可塑的変化を誘導することが分かっ

た。これらの結果より、徐波睡眠中に、嗅皮質鋭

波に伴う Top-down入力が嗅球へと伝わり、嗅球

の神経回路の再編成に寄与していると推測した。 

 

(1)－3： 呼吸に伴う匂い入力は、嗅球投射ニュー

ロンに速いガンマ同期と遅いガンマ同期を引

き起こす。 

匂い情報は、嗅球から嗅皮質へ２種類の投射ニ

ューロンを介した経路で運ばれる。房飾細胞を介

する経路と僧帽細胞を介する経路で、この２つの

経路は、匂い入力による信号を送るタイミング

（signal timing）と発火周波数が異なっている。 

吸気に伴う匂い入力があると、房飾細胞は吸気の

早いphaseで高周波のスパイク応答を示すのに対

し、僧帽細胞は少し遅れたphaseで応答を開始し、

低周波のスパイク応答を示す。古くより、吸気に

伴う匂い入力があると、嗅球においてガンマ周波

数で振動する局所電場電位が生じることが知られ

ている。我々は、この吸気匂い入力によるガンマ

周波数振動応答が、房飾細胞群によるガンマ振動

と僧帽細胞群によるガンマ振動の２種類からなる

との仮説をたて、自由行動下のラットの嗅球局所

電場電位、呼吸リズム、大脳新皮質のＥＥＧの同

時記録を行った。この結果、個々の呼吸による匂

い入力に伴って、呼吸の早い phase で、高周波

（65~100Hz）のガンマ振動がおこり、その後、
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吸気から呼気へと移る phase で、低周波数

（40~65Hz）のガンマ振動がおこることを見出し

た。これらの結果は、房飾細胞群が、吸気の早い

phaseで、高ガンマ同期活動として匂い情報を嗅

皮質へ送るのに対して、僧帽細胞群は、少し遅れ

て、低ガンマ同期活動として送ることを示す。 

さらに、匂いの吸入によって引き起こされるガ

ンマ同期活動は、覚醒や睡眠等の、脳の内部状態

によりコントロールされていることがわかった。

たとえば、覚醒中には、嗅球でしばしば観測され

る高周波および低周波のガンマ振動は、徐波睡眠

中や REM睡眠中では、ほとんど見られないか、

非常に低振幅であった。 

 

出版物等（2013～） 
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沿革と組織の概要 

昭和 28 年に脳研究施設脳生理部門として発足

し、平成 9年の大学院重点化に伴い機能生物学専

攻・生理学講座・神経生理学分野に改称された。

平成 19 年 9 月に現教授である狩野方伸が着任し

現在の体制になる。教室の現在の構成員は教授、

准教授、特任講師（中澤敬信）、助教、MD研究者

育成プログラム助教（菅谷佑樹）、特任研究員 5名

（Esther Lai、加藤亜湖、佐郡和人、川田慎也、

Jean-Marc Good）、博士課程大学院生 6名（堤新

一郎、日高直樹、佐野慶和、高至輝、秋明貞、竹

内敦也）、修士課程大学院生 2 名（Michael 

Mahoney、大久保甲斐）、学部生 2名（清田正紘、

井上秀太郎（MD研究者育成プログラム在籍））、

技術専門職員 1 名（松山恭子）、学術支援職員 5

名（北亜衣子、菊池夕子、関口真理子、渡邉街香、

Celine Mercier）の総勢 26人である。現在の研究

スタッフの出身は医学部 6 名、他学部 12 名とな

っている。 

 

教育 

大学院講義（博士、修士課程）、医学部医学科

M1 の生理学講義・実習、およびメディカルバイ

オロジー入門コースの講義、ならびにフリークオ

ーターを担当している。 

講義内容は生理学の基本であるイオンチャン

ネル、シナプス伝達、シナプス可塑性、さらには

神経回路の機能発達を中心に行っている。 

学生実習は、医学部 1号館実習室にて 2つのテ

ーマを担当している。カエルの神経筋標本を用い

た終板電位の実習と、学生自身が被験者となる筋

電図の実習とで構成され、細胞レベルのシナプス

伝達の原理から、生体内における信号伝達までの

広い理解が得られるよう工夫されている。 

フリークオーターでは、学生に研究室で行って

いる脳スライス標本や個体脳の神経細胞からの電

気活動記録やイメージング実験を実際に体験して

もらっている。また、研究室で毎週行っている抄

読会に参加して、最先端の研究に触れることがで

きるよう努めている。 

大学院の教育では、毎週、プログレスレポート

を兼ねた抄読会を研究室で行っている。毎回担当

者が最新の実験データをプレゼンテーションする

か関連の新着論文を紹介し、全員で討論を行って

いる。他に、神経細胞生物学分野、構造生理学部

門、動物資源学部門との合同セミナーを実施して

いる。 
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研究 

個々のニューロンは樹状突起、細胞体、軸索か

らなる複雑な構造をもち、多数のニューロンが無

数のシナプスによって連絡し合って複雑なネット

ワークを形成している。したがって脳機能の解明

には個々のニューロン機能の研究とシナプス機能

の研究の両方が必要となる。シナプスでは、常に

一定の強さで情報伝達がなされるのではなく、

種々の要因により情報の伝わりやすさ（伝達効率）

が変化する。例えば、生後発達期の脳においては、

初期に過剰なシナプス結合が作られ、発達につれ

て不要なものは除去され、必要なものが強化され

て機能的シナプス結合が作られる。成熟動物の脳

でも、長期増強や長期抑圧などのシナプス可塑性

が知られ、これらが記憶や学習の基礎過程と広く

考えられている。 

当教室では、様々な機能分子のニューロンやシ

ナプスにおける動態を、脳スライス、培養神経細

胞、丸ごとの動物脳などの生きた標本を対象にし、

主として電気生理学的および光学的測定法、行動

解析法を駆使して研究を行っている。また、トラ

ンスジェニックマウスや遺伝子ノックアウトマウ

スの解析を積極的に行い、正常マウスとの比較に

より特定の機能分子の役割を追及している。現在

の主な研究テーマは以下の３つである。 

(1) 発達脳におけるシナプスの刈り込みと機能成

熟： 

生後間もない動物の小脳プルキンエ細胞は複

数の登上線維によって多重支配されている。生後

発達につれて１本の登上線維入力のみが強化され、

過剰な登上線維は除去されて（シナプスの刈り込

み）、マウスでは生後３週目の終わりまでにほとん

どのプルキンエ細胞は１本の登上線維に支配され

るようになる。当研究室では、いかにして１本の

登上線維が選択され、過剰な登上線維の刈り込み

が起こるのかを追求している。 

(2) 内因性カンナビノイドによる逆行性シナプス

伝達調節： 

私たちは、2001年にシナプス後部のニューロン

から活動依存性にマリファナ類似物質（内因性カ

ンナビノイド）が放出され、シナプス前終末のカ

ンナビノイド受容体に逆行性に作用して、伝達物

質放出を抑圧することを発見した。それ以来、そ

のメカニズムを研究してきたが、最近では、記憶・

学習などの脳機能や嗜癖・依存症形成、ストレス

反応におけるこの現象の生理的意義を研究してい

る。 

(3) 個体脳におけるシナプス伝達機構と情報統合： 

生体内におけるシナプスの生理的機能を理解

するために、丸ごとの動物からホールセル記録法

および 2光子励起観察法を用いて、生体内におけ

るシナプス伝達機構およびシナプス統合について

研究している。これらの実験を可能にするための

様々な技術開発もあわせて行っている。 

 

出版物等（平成 25 年度） 

 

(1) Ohtani Y, Miyata M, Hashimoto K, Tabata 

T, Kishimoto K, Fukaya M, Kase D, Kassai 

H, Nakao K, Hirata T, Watanabe M, Kano 

M, Aiba A:  The synaptic targeting of 

mGluR1 by its carboxyl-terminal domain is 

crucial for cerebellar function. J Neurosci 

34: 2702-2712 (2014).  

(2) Horváth E, Woodhams SG, Nyilas R, 

Henstridge CM, Kano M, Sakimura K, 

Watanabe M, Katona I: Heterogeneous 

presynaptic distribution of mono-

acylglycerol lipase, a multipotent regulator 

of nociceptive circuits in the mouse spinal 

cord. Eur J Neurosci  39: 419-434 (2014). 

(3) Kamikubo, Y., Shimomura, T., Fujita, Y., 

Tabata, T., Kashiyama, T., Sakurai, T.,  

Fukurotani, K. &  Kano, M.: Functional 

cooperation of metabotropic adenosine and 

glutamate receptors regulates post-
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Neurosci. 33: 18661-18671 (2013). 
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K., Sakimura, K., Kitamura, K. & Kano, 

M.: Spike timing-dependent selective 

strengthening of single climbing fiber 

inputs to Purkinje cells during cerebellar 

development. Nature Commun. 4: 2732 

(2013). 

(5) Kitamura, K. & Kano, M.: Dendritic 

calcium signaling in cerebellar Purkinje 

cell. Neural Networks 47: 11-17 (2013). 

(6) Hashizume, M., Miyazaki, T., Sakimura, 

K., Watanabe, M., Kitamura, K. & Kano, 

M.: Disruption of cerebellar microzonal 

organization in GluD2 (GluRδ2) knockout 

mouse. Front. Neural Circuits 7: 130 

(2013). 

(7) Hashimotodani Y, Ohno-Shosaku T, 

Tanimura A, Kita Y, Sano Y, Shimizu T, 

Di  Marzo V, Kano M:  Acute inhibition 

of   diacylglycerol lipase blocks 

endocannabinoid-mediated retrograde 

synaptic suppression: evidence for 

on-demand biosynthesis of 

2-arachidonoylglycerol.  J Physiol (Lond) 

591:4765-4776 (2013).  

(8) Hashimoto K & Kano M.: Synapse 

elimination in the developing cerebellum. 

Cell Mol. Life Sci. 24: 4667-4680 (2013). 

(9) Kawashima T, Kitamura K, Suzuki K, 

Nonaka M, Kamijo S, Takemoto-Kimura S, 

Kano M, Okuno H, Ohki K, Bito H: 

Functional labeling of neurons and their 

projections using a synthetic activity-

dependent promoter E-SARE. Nat. Meth. 

10: 889-895 (2013). 

(10) Keimpema, E, Alpar A, Howell F, 

Malenczyk K, Hobbs C, Hurd Y.L, 

Watanabe M, Sakimura K, Kano M, 

Doherty P & Harkany T: Diacylglycerol 

lipase α manipulation reveals develop-

mental roles for intercellular endo-

cannabinoid signaling. Sci. Rep. 3: 2093 

(2013). 

(11) Mikuni T, Uesaka N, Okuno H, Hirai H, 

Deisseroth K, Bito H & Kano M: 

Arc/Arg3.1 is a postsynaptic mediator of 

activity-dependent synapse elimination in 

the developing cerebellum. Neuron 78: 

1024-1035 (2013). 

(12) Hoshina N, Tanimura A, Yamasaki M, 

Inoue T, Fukabori R, Kuroda T, Yokoyama 

K, Tezuka T, Sagara H, Hirano S, Kiyonari 

H, Takada M, Kobayashi K, Watanabe M, 

Kano M, Nakazawa T & Yamamoto T:  

Protocadherin 17 regulates presynaptic 

assembly in topographic cortico-basal 

ganglia circuits. Neuron 78: 839-854 

(2013). 

(13) Fujii H, Inoue M, Okuno H, Sano Y, 

Takemoto-Kimura S, Kitamura K, Kano M 

& Bito H: Nonlinear decoding and 

asymmetric representation of neuronal 

input information by CaMKIIα and 

calcineurin. Cell Rep. 3: 978-987 (2013). 
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沿革と組織の概要 

東京大学医学部薬理学教室は、1885 年（明治

18 年）薬物学教室として創設された。1908 年に

第二講座の創設に伴い、本分野の前身は薬物学第

一講座と呼ばれることになった。1927年、薬物学

講座は薬理学講座と呼称変更された。これにより

「-ology」の概念がより強く押し出され、1931年

には医学部一号館に移転した。創設後 100年を経

て、1986年には薬理学教室百周年記念事業が行わ

れた。東京大学が大学院部局化されるのに伴い、

1997 年に薬理学第一講座は薬理学講座細胞分子

薬理学分野と改組された。そして、教室創設 120

周年となる 2005 年、新築された医学部教育研究

棟８階に移転し新たなスタートを切っている。 

教室の構成員は、教授 1、講師 1、助教 2、特任

助教 1、ポストドク２、大学院生２、MD 研究者

育成プログラム学生６、ラボラトリスタッフ 2で

ある。その他に、システムズ薬理学教室と合わせ

て 8名の非常勤講師が講義の一部を担当している

（平成 25年度）。 

 

教 育 

医学科の学生に対して、薬理学の講義と実習を

分子神経生物学分野と協力して行っている。薬理

学は、薬物治療の基本原理を扱う学問であり、基

礎医学と臨床医学をつなぐ任務を負っている。専

任教員による薬理学講義は、薬理作用の発現機序

に関した薬力学を中心に講義を行っている。この

際、薬物の作用を単に羅列するのではなく、基本

的な考え方を重視して、将来応用することが可能

な薬理学の基礎を築くことを念頭に講義を行って

いる。非常勤講師と専任教員の講義の一部では、

最先端の研究内容の紹介を行っている。 

学生実習は、基本的な事項を中心に行っている

が、最新のイメージング手法などを取り入れた実

験も組み込んでいる。研究室配属、フリークォー

ターにも積極的に取り組んでおり、フリークォー

ター期間前後の実験も歓迎している。 

大学院教育では、学生一人当り一つのテーマを

担当させ、問題点の発見、実験手技の習得、新た

な方向性への展開、研究成果の取りまとめという

一連の課題を自分でやり遂げることを通して、自

立した研究者を育成することを基本的な目標とし

ている。 

 

研 究 

Ca2+シグナルは、筋収縮、分泌、免疫、シナプ

ス可塑性、発生、分化など広汎な細胞機能制御に
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極めて重要な働きをしている。当研究室は、Ca2+

シグナル機構およびその関連シグナル機構を対象

として、生理学、生化学および分子生物学的手法

など必要なものは全て取り入れて、多角的に研究

を展開している。その中でも、生命現象の可視化

（イメージング）に重点を置く研究を展開してい

る（後述）。このような研究を通して、Ca2+シグ

ナルの多彩な機能の基本原理に迫りたいと考えて

いる。特に、中枢神経系の機能に着目している。 

 

１）Ca2+シグナルの時空間制御機構解析 

Ca2+シグナルは、細胞内を波のように伝播する

Ca2+ウエーブや、周期的に振動する Ca2+オシレー

ションといったダイナミックな時空間分布をとる。

これが、Ca2+シグナルに多様な細胞機能を制御し

得る能力を付与しているものと考えられている。

イノシトール 1,4,5三リン酸（IP3）受容体は Ca2+

シグナル形成に極めて重要な細胞内 Ca2+放出チ

ャネルであり、多種多様で重要な細胞機能制御に

関わっている。IP3受容体は単に細胞内 IP3濃度に

だけ応答するのではなく、細胞内Ca2+濃度やATP

濃度にも依存して活性化を受ける。特に Ca2+によ

る制御は Ca2+放出にフィードバックをかけるた

め、Ca2+シグナルのパターン形成に重要であると

考えられる。我々は、IP3受容体上の Ca2+センサ

ー領域を同定することに成功している。また、こ

の領域に変異を導入して IP3受容体のCa2+感受性

を低下させることにより、Ca2+オシレーションが

抑制されることを実験的に示しており、Ca2+放出

のフィードバック制御が Ca2+シグナルパターン

形成に重要であることを明確にした。 

さらに Ca2+オシレーションの形成メカニズム

を追究するため、細胞内小器官（小胞体およびミ

トコンドリア）内腔の Ca2+濃度を細胞質 Ca2+濃

度と同時に測定する新たな測定法を開発した。こ

の方法を用いて、Ca2+オシレーションの際の細胞

内 Ca2+動態を詳しく解析した結果、オシレーショ

ンと同期して小胞体とミトコンドリアの間を

Ca2+が行き来する「Ca2+シャトル機構」を発見し

た。この Ca2+シャトル機構により、Ca2+オシレー

ションの頻度が決定されることを明らかにした。 

以上のように、Ca2+オシレーションの形成機構

について分子レベルの理解を深める研究を推進し

てきた。一方、Ca2+オシレーションによってコー

ドされる情報を細胞がどのように解釈するのかと

いう基本的問題も重要である。Ca2+依存性に脱リ

ン酸化されると核内に移行して IL-2 などの転写

を制御する NFAT について、細胞内局在と Ca2+

シグナルの関係を解析した。この結果、脱リン酸

化 NFAT は Ca2+シグナルの作業記憶素子（平均

寿命 7分）として機能することが明らかになった。

従って、Ca2+オシレーション頻度が増加するとと

もに、作業記憶素子である脱リン酸化NFATが細

胞質に蓄積し核内移行が促進される。このメカニ

ズムによって、Ca2+オシレーション頻度のデコー

ディングが行われることが明らかになった。 

 

２）シグナル分子の可視化解析 

Ca2+シグナルの研究を通して、シグナル分子の

時間的・空間的分布がシグナルの意義を決定する

のに極めて重要であることが明らかになってきた。

そこで、当研究室ではシグナル分子の新しいイン

ジケーターの開発を行ってきた。まず、Ca2+シグ

ナルの上流に位置する IP3シグナルを細胞内で可

視化する試みを行い、プレクストリン・ホモロジ

ー・ドメイン（PHD）を用いた方法を世界に先駆

けて確立した。この方法を小脳プルキンエ細胞に

適用し、従来考えられていた平行線維入力に伴う

代謝型グルタミン酸受容体を介する IP3産生の他

に、登上線維入力に伴う脱分極によっても IP3が

産生されるという、新しい IP3産生系の存在を明

らかにした。また、平行線維入力に伴う IP3シグ

ナルは、代謝型グルタミン酸受容体によって活性

化されるのに加えて、イオンチャネル型グルタミ
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ン酸受容体の活性化も細胞内 Ca2+濃度上昇を介

して IP3シグナル形成を促進することが明確にな

った。 

さらに、一酸化窒素（NO）のインジケーター

を、可溶性グアニル酸シクラーゼのヘム結合領域

を利用して作製した。これを用い、小脳スライス

標本において、平行線維刺激に伴うプルキンエ細

胞内 NO 濃度変化を可視化することに成功した。

この結果、NO シグナルは活性化されたシナプス

からの距離とともに急速に減衰することが明らか

になるとともに、シナプス特異的な長期増強

（LTP）を惹起することを明確にした。また、NO

シグナル強度は、平行線維入力周波数に二相性に

依存し、LTPも全く同様な周波数依存性を示すこ

とを明らかにした。このような結果により、ある

特定の入力パターンに対してのみ、NO が生成さ

れ、LTPを惹起することが明確になった。 

最近、中枢神経系の主要な伝達物質であるグル

タミン酸のインジケーターを AMPA 型グルタミ

ン酸受容体のグルタミン酸結合部位を用いて作成

した。これを用い、脳スライス標本において、シ

ナプス間隙外部でのグルタミン酸動態を可視化す

ることに成功した。この方法を用い、シナプス伝

達に伴い、グルタミン酸がシナプス間隙を逃れて

シナプス周囲に存在する代謝型グルタミン酸受容

体などを活性化し得ることを明確にした。この成

果は、様々な重要な脳機能に関与するシナプス外

グルタミン酸伝達に関して、基盤となる知見を与

えるものである。 

 

３）Ca2+シグナルにより制御される機能の探索 

Ca2+は多様な細胞機能を制御するが、Ca2+によ

り制御される機能が全て明らかになっているわけ

ではない。当教室では、Ca2+シグナルにより制御

される新たな細胞機能を探索する試みを続けてい

る。 

細胞が隣接して他の細胞が存在することをど

のようにして検知するのかはまだ十分に明らかに

なっていない。細胞同士が接触する部位の Ca2+

濃度変化を詳しく解析した結果、細胞が触れ合う

部位に限局した一過性の Ca2+シグナルを発見し

て、Ca2+雷光（Ca2+ lightning）と名付けた。Ca2+

雷光は、細胞が他の細胞と接触した後に退縮する

現象を制御していることも明らかにした。 

小脳平行線維→プルキンエ細胞間における代

謝型グルタミン酸受容体刺激に引き続く IP3-Ca2+

シグナルの機能的意義を解析した結果、シナプス

入力による IP3-Ca2+シグナルの下流に脳由来神経

栄養因子があり、これがシナプス前部のグルタミ

ン酸放出能を制御していることを明らかにした。

これは、活動依存的にシナプス強度を制御するメ

カニズムがあることを示唆している。すなわち、

神経回路を使い続けることが、その維持に必要で

あることの分子機構を示しているものと考えられ

る。 

アストロサイト（グリア細胞）における IP3-Ca2+

シグナルの機能的意義を解析した結果、細胞表面

の分子発現を調節して神経の突起伸長を制御して

いることを明らかにした。また、小脳のアストロ

サイト（バーグマングリア）内の IP3-Ca2+シグナ

ルは、同細胞のグルタミン酸トランスポーターの

発現量を調節して、シナプス間隙外のグルタミン

酸濃度制御に関与することも明らかにしている。

さらに、脳に機械的な傷害が加わった場合、アス

トロサイトで細胞内 Ca2+濃度が上昇し、これが活

性化アストログリオーシスと神経保護作に重要で

あることを示した。この分子機構を追究したとこ

ろ、Ca2+シグナルに依存して、アストロサイトに

おいて翻訳抑制因子Pum2がダウンレギュレーシ

ョンを受け、これによって N-cadherin の発現上

昇が起こることを明らかにした。アストロサイト

特異的に N-cadherin 遺伝子をノックアウトした

ところ、脳傷害に伴う活性化アストログリーシス

と神経保護作用も抑制され、N-cadherin が Ca2+
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シグナルの下流で機能することが示された。以上

の結果より、脳損傷に伴うアストロサイトの Ca2+

シグナルから神経保護作用に至る分子機構の概要

が明らかとなった。 

上記の NO により LTP が惹起されるメカニズ

ムをさらに追究した結果、NOが Ca2+放出チャネ

ルであるリアノジン受容体をSニトロシル化して

活性化し、神経細胞内で Ca2+動員を起こし、これ

が LTPを惹起することを明らかにした。これは、

従来考えられてきたリアノジン受容体の活性化機

構とは異なる新たな Ca2+シグナル機構が神経細

胞に存在することを示す重要な結果である。しか

も、この Ca2+動員機構には病態生理的意義もあり、

脳虚血などに伴うNO産生に引き続いてこの機構

が活性化されると、神経細胞死が誘導されること

も明らかになった。従って、脳虚血障害の治療標

的としてこの機構を考えることが可能になった。 

 

４）Ca2+シグナルの細胞間不均一性の分子機構 

クローン細胞であっても、個々の細胞が多様な

表現型を示す現象が近年注目されている。我々は

ヒト由来の培養細胞株である HEK293細胞を薬

物（カフェイン）で刺激した場合に、約 40％の細

胞だけが Ca2+応答を示し（ON 状態）、残りの細

胞は全く応答を示さない（OFF 状態）、という表

現型不均一性を見出し、その分子機構を解析した。

これにより、Ca2+放出と取り込みのわずかな活性

の差が Ca2+放出機構の自己再生産的性質により

増幅され、見かけ上の全か無かの反応が得られる

ことが分った。さらに、この変化の時間経過を観

測したところ、ON状態とOFF状態を数十時間毎

に遷移していることが明らかになった。この研究

は哺乳類細胞における表現型不均一性の研究の先

駆けとなるものと期待される。 

 

以上のように、当教室ではダイナミックな Ca2+

シグナルの基盤となる分子機構の追究を進めると

共に、その生理的意義を中枢神経系に主眼におい

て探索している。 
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教授 

上田泰己 

講師 
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助教 

大出晃士、洲崎悦生 

 

ホームページ http://sys-pharm.m.u-tokyo.ac.jp/ 

 

 

沿革と組織の概要 

システムズ薬理学教室の現在の構成員は、教授

（上田 泰己）、講師（田井中 一貴）、助教２名（大

出 晃士、洲崎 悦生）、大学院生５名（池田 尚、

久保田 晋平、史 蕭逸、張 千惠、戸根 大輔）、秘

書１名（水嶋 佳）、学術研究支援員１名（大野 怜

一朗）である。 

 

教育 

医学部医学科学生の教育は、薬理学の講義と実

習およびフリークオーターからなり、講義と実習

は細胞分子薬理学分野と共同して薬理学大講座が

一体となって行っている。講義は、中枢神経薬理、

濫用薬物・毒物、化学療法薬、免疫抑制薬、血液

作用薬の講義を分担している。非常勤講師は腎臓

薬理、抗ガン薬、薬物代謝、臨床薬理、薬剤疫学、

特別講義を分担している。 

学生実習は手法の異なる５つのテーマを取り上

げ、講師・助教が各テーマの責任者となり、教室

全体で実習の指導に当たっている。 

フリークオーターは、研究室で進めている研究

プロジェクトの中から、学生の希望に合わせてそ

の一部を担当する形で行っている。 

大学院生の教育は、教授、講師、助教による実

地の研究指導と研究室全員が参加するプログレス

レポートと文献セミナー、機能生物学専攻の機能

生物学セミナーを行っている。 

 

研究 

本研究室は、哺乳類の睡眠・覚醒リズムをモデ

ル系として、生体の一日の動的恒常性の解明に取

り組んでいる。特に、細胞と個体の階層間のつな

がりをとらえ複数の要素と系全体の振る舞いとの

関係性を調べるためにシステム科学的アプローチ

を採用し、主に３つの技術テーマを掲げて研究開

発を行っている。技術テーマ①では実験計画から

変異マウス個体を高速・並列に作製する技術を構

築する（高速変異マウス作製技術）。技術テーマ②

では個体レベルで細胞間ネットワークを効率的に

同定する技術を構築する（細胞ネットワーク同定

技術）。 技術テーマ③では個体レベルで細胞状態

を非侵襲に摂動・定量する技術を構築する（細胞

状態の摂動・定量技術）。これらを組み合わせるこ

とで、個体レベルのシステム生物学を具現化し、

睡眠・覚醒の時間分布における平均・分散・総量

が環境・履歴に応じて動的に決定される仕組みの

解明に挑戦する。本研究により個体レベルでのシ

ステム生物学の先導例を実現し、生命科学・医科
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学研究の次世代化を図る。 

これまでのゲノム科学・生命科学の進歩により、

「分子」と「細胞」（あるいは細胞集団としての組

織）の階層における体系的な理解が急速に進みつ

つある。一方で、特に医学的により有用な哺乳類

において、個体レベルの高次の生命現象に対し、

分子・細胞の階層との繋がりを詳細にとらえ、複

数の要素と系全体の振る舞いとの関係を調べるシ

ステム科学的アプローチを適用することは、ほと

んど実現されていない。本研究室では、創薬・医

科学分野で強く望まれている個体と細胞の階層に

焦点を絞り、具体的な実験系として哺乳類の睡

眠・覚醒リズムをモデル系として選択し生体の一

日における動的恒常性（睡眠・覚醒の時間分布）

の解明を目指している。個体レベルでのシステム

科学的アプローチを展開するために必要な先進的

技術基盤を確立すると共に、それらを用いて睡

眠・覚醒の一日における時間分布の問題の中でも、

とりわけ平均（睡眠・覚醒の位相）・分散（睡眠・

覚醒の ON/OFF）・総量（睡眠・覚醒の質×量）

が外的な環境や内的な履歴に合わせてどのように

動的に決定されているのかを解明する。 

 

①高速変異マウス作製技術 

任意のゲノム改変を行った変異マウスを効率よ

く作製するために、改変ゲノムを有する変異 ES

細胞の作製と ES 細胞から改変ゲノムを有する変

異マウスの作製の高速化・並列化を確立する。本

研究室では、これまでにゲノム切断により高効率

で遺伝子組み換えを誘導可能な TALEN 法や

CRISPER/CAS9 法をハイスループット化したゲ

ノム改変 ES 細胞の高速・並列作製に取り組んで

きている。現在、切断コンストラクトとドナーコ

ンストラクトを高速・並列に作製し、トランスフ

ェクションベースでTALEN法・CRISPER/CAS9

法を用いた ES 細胞を薬剤選択することでゲノム

改変 ES 細胞を高速かつ並列的に作製可能である。

また、8 細胞期の胚に ES 細胞をインジェクショ

ンすることで 100%キメラを作製する技術

（Kiyonari et al., Genesis 2010）を元に、本研究

室では複数の時計遺伝子変異体の 100％キメラを

ES 細胞から作製し表現型を確認することに成功

している。現在、「並列化」のために、胚操作の際

に一度に複数種類の ES 細胞から個体作製操作を

行う方法の検討も進めている。本研究室では両者

を合わせることでゲノム改変マウスの高速・並列

的な作製を実現する。 

 

②細胞ネットワーク同定技術 

睡眠・覚醒状態の表現型と責任細胞を効率的に

結びつけるために睡眠・覚醒の表現型解析と責任

細胞の同定の高速化・並列化を確立する。本研究

室では、これまでに高感度な呼吸測定法を新たに

開発し、従来の高い侵襲性・技術・コストを要求

する表現型解析とは異なる非侵襲睡眠解析法の構

築に成功した。また、当研究室では時系列データ

の自動解析による睡眠・覚醒状態の自動判定シス

テムの構築に成功している（Sunagawa et al, 

Genes to Cells 2013）。これらの技術を組み合わ

せることで、マウスを飼育容器に収納するだけで

睡眠覚醒状態の自動解析ができるシステムを構築

し、高速かつ並列的に睡眠・覚醒の表現型解析を

行う。また、本研究室では、これまでに開発され

た生体組織の透明化技術 Scaleを元に、新たに開

発した化合物スクリーニング法によって 40 種類

の化合物を探索し、アミノアルコールが成体脳の

尿素処理による透明化を促進することを発見した。

これにより、これまで難易度の高かった成体マウ

スの全脳をより高度に透明化する試薬の作製に成

功した。さらに、脳内の構造や遺伝子発現の様子

を 1 細胞解像度で 3 次元イメージとして取得し、

情報科学的な方法を応用した定量的な比較解析が

可能な一連のパイプライン“CUBIC”法を開発し

た（Susaki et al, Cell 2014）。CUBICはマウス
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脳だけでなく小型のサルの脳にも適用可能で、遺

伝学的に組み込んだ蛍光タンパク質を検出するだ

けではなく、免疫組織化学的な解析にも適応でき

る。CUBIC を用いて光を当てたマウスと当てて

いないマウスの脳の全脳イメージング像を取得す

ることで、光に反応して活性化する脳領域を全脳

レベルで定量的に同定することに成功した。遺伝

学的に様々な細胞で機能抑制・蛍光マーキングを

行ったゲノム変異マウス群を作製し、脳切片を作

製せず、高速かつ並列的に脳の蛍光標識された細

胞を高解像度に検出することで睡眠・覚醒の時間

分布決定に関与する細胞ネットワークの同定に取

り組む。 

 

③細胞状態の摂動・定量技術 

動的で複雑な個体レベルでの生命現象をシステ

ムとして理解するためには、高時間分解能・全脳

スケールで生体内の細胞状態のダイナミクスを定

量し、非接触的に細胞状態のダイナミクスを摂動

する方法が必要不可欠である。本研究室では、ま

ず細胞状態のダイナミクスを高時間分解能で取得

するため、脳の特定部位から分泌される生体物質

を連続的に感度良く絶対定量する方法の開発に取

り組んでいる。既に質量分析計によって簡便に生

体物質（とくにタンパク質）の絶対定量を行う方

法を開発し、アトモルオーダーのペプチドの絶対

定量に成功している。この方法をさらに発展させ、

マイクロダイアリシスを質量分析計にオンライン

接続することで、特定脳部位から分泌されるペプ

チド等の様々な生体物質を包括的に感度良く高時

間分解能で絶対定量する方法の確立に取り組む。

これらの手法を通じて、新規の診断マーカー探索

などの臨床応用へと展開する。また同手法と相補

的なアプローチとして、モノアミン等の細胞状態

を反映する重要な生体物質を全脳スケールで非侵

襲的に定量する方法を構築する。これまでにMRI

で検出可能な分子プローブが報告されているが

（Shapiro et al, Nature Biotechnology 2007）、

分子プローブを有したゲノム変異動物を作製し、

全脳スケールでの検出に成功した例はまだ報告さ

れていない。上述した高速ゲノム変異個体作製の

強みを生かし、分子プローブを全脳で（あるいは

組織特異的に）発現させたゲノム変異マウスを作

製し、重要な生体物質を全脳スケールで非侵襲的

に定量する方法を構築する。さらに、非接触的な

細胞状態の摂動法に関しては、マウスが本来もっ

ていない人工受容体を神経に発現させることで小

分子（ケミカルジェネティクス）を用いて神経を

摂 動 す る DREADD （ designer receptors 

exclusively activated by designer drugs）システ

ムを構築する。例えば、特定の神経に hM3Dq受

容体（活性化用）や hM4Di（不活性化）を発現さ

せ、摂動をトリガーする小分子 CNO をマウスに

飲水投与することで非接触的に該当の神経細胞の

状態制御を行う。また、代替としてオプトジェネ

ティックスの方向で開発を行う場合は、光受容を

完全欠損したマウスを作製し、そのマウスに光受

容体を発現させることで非接触的に（＝光源を頭

蓋内に埋め込まなくても）生体に発現している光

受容体を刺激する方法を確立する。光受容体の感

度が足りない場合には、当研究室内で既に立ちあ

がっている遺伝子合成法を用いて光受容体の高感

度化を試みる。 

 

生体の一日の動的恒常性の睡眠・覚醒の総量の問

題の解明 

脳は、覚醒・REM睡眠・NREM睡眠などの複

数状態をとり、どれか一つの状態に落ち込むこと

なく互いの状態を遷移する。このような複数状態

の成立やそれらの状態間の時間比率がどのような

仕組みで成り立っているかはわかっていない（睡

眠・覚醒の総量の問題）。そこで、本研究室では、

上述した①高速変異マウス作製技術を用いて、睡

眠関連物質・睡眠関連遺伝子の絞り込みを行う。
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覚醒核関連の神経回路に関わるモノアミン・アセ

チルコリン等の覚醒物質関連遺伝子（神経回路仮

説）、シナプスの可塑性に関わるグルタミン酸や

GABA 等の神経伝達物質の受容体やその修飾酵

素等の遺伝子（シナプス可塑性仮説）、また神経細

胞の興奮性に関わる膜電位を決定するポンプ・チ

ャネル等の遺伝子（神経興奮性仮説）などに着目

し、睡眠・覚醒状態の時間分布がどのような遺伝

子によって決定されているかを明らかにする。さ

らに、これらの遺伝子が脳のどの場所で働き、ど

のような神経回路構造をとっているかを明らかに

するために、上述した②細胞ネットワーク同定技

術を用いる。最後に、上述した③細胞状態の摂動・

定量技術を用いて、睡眠・覚醒状態の時間分布に

重要な動的ホメオスターシスのパラメータ（状態

比率のセットポイントやフィードバック制御の時

間遅れ）がどのように決定されているかを解明す

る。このような試みを通じて生体の一日における

動的恒常性（睡眠・覚醒の時間分布）の解明を目

指す。 
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沿革と組織の概要 

人体病理学・病理診断学分野は、東大医学部附

属病院・病院病理部と一体となって病理診断、教

育、研究にあたっている。幅広い病理学のフィー

ルドをカバーするとともに、「臨床医学としての病

理学」、「最先端科学との融合による次世代病理学」

の構築を目指している。 

スタッフの異動については、高澤講師ががん研

究会がん研究所病理部副部長として転出した。

4 月より横浜市立大学准教授佐々木博士が「遠隔

病理診断・地域連携推進室長」として赴任した。

牛久病院講師が准教授に、森川助教が講師（病理

部）に各々昇任した。池村助教が病院講師となり、

助教（病理部）として阿部博士が加わった。また、

宮川博士ががんプロフェッショナル養成基盤推進

プラン特任助教として、我々の教室において癌の

放射線治療効果予測に関する研究を行うことにな

った。なお、10月には松坂助教が千葉大学分子腫

瘍学助教として転出し、牛久綾助教が病理部に配

置換となった。 

大学院博士課程では、今年度 3名（市村、ハリ

ミ、林）が学位を取得した。新年度に 4名の新入

生を迎える予定で、平成 26年度には 16名が在籍

する予定である。 

人体病理学・病理診断学分野は、東大医学部附

属病院の病理診断、剖検診断業務を支える一方、

ヒトの病気を対象に形態学を基盤にした研究を行

っている。教育に関しては、M1 の病理学総論を

皮切りに、M2 系統病理学、M3 クリニカルクラ

ークシップ、M4のBSLに及ぶ医学部病理学教育、
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さらに大学院教育、臨床研修医教育を担当してい

る。 

 

診療（病理診断・剖検） 

病院病理部とともに、東大医学部附属病院の病

理診断、剖検診断業務を支えている。本年度より

「遠隔病理診断・地域連携推進室」を立ち上げる

とともに、病理診断科を開設し、病理外来を開始

した（病院病理部の項参照）。 

生検・手術を扱う、いわゆる病理診断（外科病

理）業務に関しては、胸部、肝臓・胆膵、泌尿器、

婦人科、乳腺、整形外科の手術症例、ならびに腎

臓、皮膚、消化管生検について、臨床各科と定期

的にカンファランスを行っている。 

病理解剖症例については毎月 1回 2例を取り上

げ、病院 CPC を継続的に行っている。毎週月曜

日に開催している剖検症例カンファランスととも

に臨床研修医教育の場となっている。平成 22 年

度から CPC ダイジェストを院内に公開している

（新谷助教）。臨床研修医が自ら問題を解決して、

CPC の内容を理解できるよう、CPC e-learning

コースを作成し（池村病院講師）、平成 25年度 5

月には病院 CPC の代わりに全員必修 e-learning

として実施した。 

平成 17 年度から開始されている「診療行為に

関連した死亡（診療関連死）」の死因究明のための

解剖調査に、引き続き参加、協力した（柴原准教

授）。 

 

教 育 

M1 に対する病理総論では、病理形態学的な部

分について講義、実習の一部を担っている。 

系統病理学講義、ならびに実習は、系統講義の

進行にあわせ、一週間に各 1 回、それぞれ計 19

回行っている。実習での理解を促進するため、前

半、後半に分けてハンドアウトを配布するととも

に、実習に使用する病理組織標本は、すべてバー

チャルスライドとしてホームページ上に掲載し、

パスワードを入力し閲覧できるようにしている。 

M4の BSLでは、学生 2名単位で 1例の剖検症

例をまとめる剖検病理演習、種々の腫瘍切除例を

用いた外科病理演習、ならびに病院病理部見学を

行っている。系統病理学業試験について、ホーム

ページで過去の問題を公開している。M3 クリニ

カルクラークシップでは 3名の学生が病理部を選

択した。 

なお、フリークォーターでは M0 の学生 2 名、

M1の 4名を受け入れた。 

博士課程教育では、がんプロフェッショナル養

成プランに対応して、「腫瘍病理学概論」の講義を

設けている。 

 

研 究 

研究の第一の柱は、「慢性炎症と腫瘍」の病態

解明であり、Epstein-Barr（EB）ウイルス関連

腫瘍（胃癌）を対象に研究を展開している（国田、

牛久綾、松坂、阿部助教）。これまでのエピゲノム

異常に加え、microRNA異常ならびに幹細胞との

関連性に着目した研究を開始した（文献 20）。研

究成果について第 8回アジア太平洋国際病理アカ

デミー会議（9 月  5‐8 日、Busan）、第  4 回

JCA-AACR特別合同カンファランス（12 月 16‐

18 日、chiba）で深山が招待講演を行った。なお、

2014年は EBウイルスが発見されて 50周年にあ

たり、Oxfordで記念講演会が行われたが（3 月 23

‐25 日）、松坂助教が若手研究者として選ばれて

講演を行った。 

研究の第二の柱は、トランスレーショナル・リ

サーチ病理学である。東京大学先端科学技術研究

所と共同で、癌の網羅的ゲノム、エピゲノム、ト

ランスクリプトーム解析に基づき、モノクローナ

ル抗体、組織マイクロアレイを用いた発現解析を

行っている（森川講師）。 

研究の第三の柱は、従来の組織病理学的立場か
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らの疾患概念、腫瘍概念の再検討である。前田助

教は、胃上皮特異的 claudin-18の発現を指標に卵

巣粘液性腫瘍の再分類を行った（文献 6）。森田院

生は肺癌の中で高悪性度胎児型に分類される肺癌

について、国立がんセンター病理部と共同で解析

し、その特徴を明らかにした（文献 19）。また、

牛久准教授は MGH 病理 Lauwers 教授とともに

（超）高分化型胃癌の病理学的解析を行い、低分

化型胃癌と共存するタイプの存在を明確にした

（文献 39）。阿部助教は胃癌のPulmonary Tumor 

Thrombotic Microangiopathy（PTTM）剖検症例

を解析し、病態形成に癌の賛成する PDGFAの重

要性を見出した（文献 1）。 

前田助教の研究「卵巣 microcystic stromal 

tumor－β-catenin 異常に特徴づけられる新たな

卵巣腫瘍の疾患概念－」が第 59 回日本病理学会

秋期特別総会 B演説に採択された（11月 21、22

日、甲府）。 

なお、病理診断、病理解剖業務に関連した研究

については病院病理部の項目で触れる。 
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沿革と組織の概要 

分子病理学分野は100年以上の歴史を持つ教室

で、現在の宮園浩平教授は平成 12 年 8 月に教授

として着任し、以来、分子レベルでのがんの基礎

研究を展開している。平成 25 年 7 月に渡部徹郎

准教授が東京薬科大学生命科学部腫瘍医科学研究

室に教授として異動し、平成 26 年 2 月より鯉沼

代造特任准教授（東京大学ライフイノベーショ

ン・リーディング大学院）が分子病理学分野准教

授に着任した。平成 26 年 3 月現在の構成員は教

授 1、准教授 1、助教 2、特任助教 1で、そのほか

9人の大学院生、3人の修士学生、5人の特任研究

員、学術支援職員、事務補佐員等で構成されてい

る。 

 

教育 

医学部医学科学生の教育は人体病理学分野と共

同で行っているが、病理学の講義のうち病理学総

論を分子病理学分野が中心となって担当している。

また大学院の共通講義、医科学修士や健康・総合

科学科の講義などを担当している。 

医学部医学科学生の病理学総論ではとくに腫瘍

学の講義に力を入れて行っている。がん遺伝子や

がん抑制遺伝子の働き、ウィルスによる発がんの

メカニズム、がんの疫学、がんの浸潤・転移のメ

カニズムなどは医学部学生が学ぶべき重要な問題

の一つであり、これらについて実例をあげながら

集中的に講義を行っている。実習はアポトーシス

に関する実験を指導している。 

近年、医学部の講義の中で腫瘍学を系統立てて

講義することの必要性が論じられているが、我々

は病理学総論の講義を通じて「がんの基礎」を医

学部学生が理解してくれることを強く期待してい

る。 

研究室は医学系研究科教育研究棟 11階にある。

一つのフロアーでほとんどすべての実験が行え、

研究の効率が極めてよいことが特徴である。分子

病理学教室では月 2回の教室内のプログレスミー

ティング、月１回のマンデーセミナーのほか、准

教授、特任准教授、助教を中心としたグループミ

ーティングを頻繁に行い、学生の研究指導を行っ

ている。 

平成 25年度は教室主任の宮園浩平が、9 月 11

日～13日に横浜で第 86回日本生化学会大会を会

頭として主催し、4,000 人を超える参加者を集め

た。 

平成 22 年度より新学術領域研究「がん微小環

境ネットワークの統合的研究（領域代表：宮園浩
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平）」が採択され（http://cancer-microenviron 

ment.jp/）、TGF-β ファミリーのがん微小環境に

対する影響を中心に研究を進めている。 

我々の研究室はスウェーデンの Uppsala 大学

と平成７年以来、共同研究を行って来た。スウェ

ーデン、オランダとの共同研究は平成 22 年より

日本学術振興会先端研究拠点事業「TGF-βファミ

リーシグナル国際共同研究拠点」により支援を受

けている（http://c2ctgfb.umin.jp/）。また毎年秋

にはUppsala（スウェーデン）または Leiden（オ

ランダ）で開催される TGF-β meetingに大学院生

数名が出席し研究成果の発表を行っている。平成

25年度はUppsalaでTGF-βmeetingが開催され、

5名が参加した。さらに平成 25年１0月には第 3

回日本学術振興会先端研究拠点事業国際シンポジ

ウムが松山で開催され、3名が口頭発表、14名が

ポスター発表を行った。 

平成 23 年度より東京大学ライフイノベーショ

ン・リーディング大学院（GPLLI Graduate 

Program for Leaders in Life Innovation）が採択

され、俯瞰力と独創力を備えて広く産学官にわた

りグローバルに活躍するリーダーを養成すること

をめざしてプログラムがスタートした（http://

square.umin.ac.jp/ gplli/）。本プログラムにより

分子病理学教室所属の大学院生と他の研究科の学

生、教員との交流も盛んに行われている。 

 

研究 

分子病理学分野は実験病理学を中心とした研究

をこれまで推進してきた。平成 12 年より新体制

となったあともこうした基本目標はかわらず、分

子病理学的研究によって疾患の分子メカニズムを

明らかにすることを目標としている。現在は

TGF-βのシグナル伝達の研究、がんと血管・リン

パ管の分化に関する研究を中心に研究を行ってい

る。 

リンパ管は体液ホメオスタシスの維持や炎症、

がん転移など種々の生理的・病理的条件下にお

いて重要な役割を担っている。TGF-βファミリ

ーの受容体の一つである ALK-1 は遺伝性出血

性毛細血管拡張症（hereditary hemorrhagic 

telangiectasia, HHT）の原因遺伝子の一つとして

知られているが、ALK-1のリンパ管の機能に関す

る役割は明らかとなっていなかった。我々は

ALK-1 のシグナルがリンパ管の形成を抑制する

ことを見出した。ALK-1欠損マウスでは種々の臓

器でリンパ管が拡大していることが明らかとなっ

た。ALK-1 の作用は BMP-9 によって誘導され、

BMP-9 は培養リンパ管内皮細胞の増殖を抑制し

た。BMP-9欠損マウス胎児ではリンパ管内皮細胞

数の増加に伴い、リンパ管の拡大が観察された。

さらに BMP-9 はマウスを用いた慢性炎症モデル

や腫瘍移植モデルでリンパ管の形成を抑えた。

BMP-9 はリンパ管の機能維持に重要な役割を持

つ転写因子 Prox1の発現を抑制した。Prox1遺伝

子の発現を抑制したところ、リンパ管内皮細胞の

増殖の抑制が見られた。これらの結果は、

BMP-9/ALK-1 シグナルのリンパ管形成における

新たな役割を明らかにしたものと考えられる（吉

松ほか、Proc Natl Acad Sci USA 2013）。 

TGF-β はアポトーシス促進と抑制の両方の作

用を上皮細胞に対して発揮する。TGF-βによる抗

アポトーシス作用は種々の分子メカニズムによっ

て誘導され、乳がんなどの進展に重要な役割を果

たしていることが予想される。我々はマウス乳腺

上皮細胞を用いて RNA シーケンシングを行い、

長鎖非コード RNA（lncRNA）の一つである

lncRNA-Smad7が TGF-βによって誘導されるこ

とを見出した。lncRNA-Smad7は Smad7遺伝子

の近傍に位置し、検討した全ての乳腺上皮細胞、

乳がん細胞で TGF-β によって誘導された。

lncRNA-Smad7の発現の抑制は TGF-βの抗アポ

トーシス作用を抑制した。一方で lncRNA-Smad7

を過剰発現させたところ TGF-β シグナルの抑制
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によって誘導されたアポトーシスを回復させた。

lncRNA-Smad7は TGF-βによる上皮間葉転換や

Smad2のリン酸化、Smad7などの TGF-β標的遺

伝子の発現には影響を及ぼさず、その作用はアポ

トーシスに比較的限局していると考えられた。こ

れらの結果は TGF-β シグナルによるアポトーシ

ス制御の複雑なメカニズムを明らかにする上で重

要であると考えられた（荒瀬ほか、Cancer Sci 

2014）。 
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沿革と組織の概要 

平成 21 年 3 月まで当教室主任であった野本明

男教授の定年退職に伴い、平成 21 年度より新た

に畠山昌則教授が赴任し、新体制でのスタートを

切った。現在、当教室の構成員は、教授 1名（畠

山）、講師 1名（紙谷）、助教 2名（齊藤、髙橋）、

特任助教 1名（林）に加え、博士号取得後研究員

１名（武田）、学術支援職員 5 名（藤井、西川、

柏葉、金光、山内）、大学院生 13名（鈴木、柳谷、

菊地、長瀬、Saju、千田、Masoudi、橋、備後、

野田、田尻、Lin、野嶋）、研究生 1名（Ben）の

合計 25 名であり、日々研究・教育活動に励んで

いる。 

 

教育 

当教室は基礎系唯一の感染症関連講座である。

医学科１年生（M1）の学生を対象として細菌学、

ウイルス学を中心に微生物学教育を担当している。

臨床微生物学に関しては平成７年度に新設された

感染制御学教室が一部担当しているが、当教室に

おいても基礎医学にとどまらず、感染症の臨床医

学、社会医学の重要性を考慮した教育をおこなっ

ている。 

系統講義は、微生物学総論（生化学、生理学、

遺伝学、疫学等）と各論からなる。前者は学生が

医微生物学の理解に必要な基礎理論を習得し、医

学領域における微生物学の役割を理解することを

目的とする。各論の講義は、病原微生物の病原性

発現機構、感染症の臨床、ウイルスの分子生物学

などトピック別に行う。学生が医微生物学に対す

る学究的興味を持つ機会が得られるべく、実際の

臨床事例に基づく話題や基礎研究における最新の

知見等を含めて講義を組み立てている。 

実習は、(1) 病原細菌の分離同定法（市販肉か

らの食中毒菌分離、血清凝集反応・PCRによる同

定等を含む）、(2) 微生物遺伝（細菌およびファー

ジの増殖・変異、遺伝子組換え、遺伝子相補試験、

DNA修復経路、DNAの修飾と制限、ラムダファ

ージの溶原化誘導等）、(3) その他（細菌のグラム

染色、接触感染流行モデルの実験室内シミュレー

ション等）からなる。臨床微生物学や基礎研究に

おいて必要な基本的技術と理論的背景の習得を目

的としている。 

大学院教育としては、医学系研究科博士課程の

微生物演習、微生物学実習を担当している。その

他、医科学専攻修士課程の微生物学講義も担当し

ている。 
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研究 

当教室では胃がんを中心とした感染がん発症

機構の解明ならびにその成果を基にがんの革新的

予防・治療法開発を目指し研究を進めている。胃

がんは部位別がん死亡の第二位を占め、胃がん死

亡者数は全世界がん死亡者総数の 10.4%を占める。

ヘリコバクター・ピロリ（ピロリ菌）の感染は胃

がん発症に深く関与していることが明らかとなり、

なかでも cagA 遺伝子を保有するピロリ菌の持続

感染は胃がん発症に決定的に重要な役割を演ずる。

cagA 陽性ピロリ菌は IV 型分泌機構を介して

CagA タンパク質を胃上皮細胞内に注入する。当

教室ではこれまでの一連の研究を通して、cagA

陽性ピロリ菌が胃上皮細胞をがん化させる分子機

構を明らかにしてきた。 

日本を含む東アジア諸国は胃がんの多発国と

して知られており、ピロリ菌感染を起点とする各

種胃粘膜病変の予防・治療法の確立は急務である。

当教室では、ピロリ菌感染を基盤とする胃発がん

における細菌性がんタンパク質としてのCagAの

役割ならびにCagAを分子標的とした治療開発を

目指し、分子から個体レベルにいたる先端的研究

を進めている。本年度は以下の研究に大きな前進

が得られた。 

 

１．チロシンホスファターゼ SHP2による基質タ

ンパク質parafibromin/Cdc73を介したWnt経

路の活性化 

ピロリ菌の IV 型分泌機構を介して胃上皮細胞

内に侵入した CagAは、Srcファミリーキナーゼ

（SFKs）および c-Ablキナーゼにより EPIYAモ

チーフにおいてチロシンリン酸化を受ける。チロ

シンリン酸化されたCagAはチロシンホスファタ

ーゼ SHP2（SH2-domain containing protein 

tyrosine phosphatase 2）に特異的に結合し、そ

のホスファターゼ活性を異常活性化する。SHP2

は体細胞に広く発現しており、細胞内では細胞質

および核に存在する。細胞質において SHP2 は

RAS-ERK 経路を活性化する分子として機能する

一方、核における役割は不明であった。 

核における SHP2の機能を解明する目的で、基

質捕捉-質量分析法を用いて SHP2 の基質タンパ

ク質の網羅的な探索を行った。その結果、核に存

在し転写調節ならびに転写後調節を担う RNA 

polymerase II-associated factor（PAF）複合体の

構成タンパク質の一つである parafibromin/

Cdc73を SHP2の新規基質として同定した。核に

おいて parafibrominはβ-カテニンと複合体を形

成して Wnt 経路を活性化することが報告されて

いる。parafibromin と SHP2 の複合体形成を調

べたところ、SHP2 による parafibromin のチロ

シン脱リン酸化がβ-カテニンとの複合体形成を

促進した。加えて、parafibrominはチロシン脱リ

ン酸化依存的に Wnt 経路の標的遺伝子（c-Myc, 

サイクリンD1）の発現を誘導した。従って、SHP2

は parafibrominのチロシン脱リン酸化を介して、

細胞増殖および細胞分化において重要な役割を担

うWnt経路を活性化することが明らかになった。 

本研究から、 SHP2 は細胞質において

RAS-ERK 経路を活性化するのみならず、核にお

いて Wnt 経路を活性化することが明らかになっ

た。さらに、SHP2の核移行を介して、RAS-ERK

経路と Wnt 経路が連動して活性化することが見

いだされた。 

 

２．Hippo経路の標的分子 YAP/TAZによる核内

SHP2の機能制御 

SHP2の機能獲得型の変異は、高発がん性の先

天奇形症候群として知られるNoonan症候群に加

え孤発性の白血病および固形がんの発症にも関わ

ることが報告されている。これまでの研究から、

SHP2 は細胞膜の近傍や細胞質において

RAS-Erk 経路の活性化を著しく増強することが

知られている。一方、SHP2 は核にも分布し、
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parafibromin をチロシン脱リン酸化する結果、

Wnt/β-カテニン経路の標的遺伝子の転写を促進

する。これらの事実から、機能獲得型 SHP2変異

体は RAS-Erk 経路および Wnt/β-カテニン経路

の脱制御を介して発がんなどの病変の発症に寄与

していることが推察されたが、細胞内における

SHP2の局在を制御する分子機構は不明であった。 

哺乳類における Hippo 経路は細胞質セリン-ス

レオニンキナーゼである MST1 および MST2 な

らびにLATS1およびLATS2からなるキナーゼカ

スケードを含む。いまだ分子的な機序の詳細は不

明ながら、これらのキナーゼは細胞密度の増大に

より活性化され、YAP（Yes-associated protein）

およびそのホモログである TAZ（transcriptional 

co-activator with PDZ-binding motif）をリン酸

化する。低密度状態にある細胞では YAP/TAZ は

リン酸化されず、細胞質から核へと移行すること

により TEAD ファミリー転写因子のコアクチベ

ーターとして機能し、標的遺伝子の転写の促進を

介し細胞の増殖や生存をサポートする。一方、

Hippo 経路が活性化された細胞では YAP/TAZ は

LATS1/2 によりリン酸化される結果、YAP/TAZ

は細胞質にとどまりユビキチン化されてプロテア

ソームに依存的な分解を受ける。 

本研究では、SHP2の細胞内における局在が細

胞の密度に依存して変化することを見い出した。

SHP2は低密度では細胞質ならびに核に局在し、

高密度では細胞質のみに局在した。さらに、SHP2

が YAP/TAZ と複合体を形成することを見い出し

た．Hippo 経路が活性化していない細胞では、

SHP2 は脱リン酸化の状態にある YAP/TAZ とと

もに核へと移行し、β -カテニンならびに

YAP/TAZに依存的な転写の活性化を促進する。一

方、Hippo経路が活性化すると、リン酸化に依存

した YAP/TAZ の細胞質から核への移行の阻止に

伴い SHP2も細胞質にとどまり、核における転写

制御にかかわるSHP2の機能は抑制されることが

明らかになった。 

 

３．ピロリ菌がんタンパク質CagAの立体構造解明 

ヒトの胃上皮細胞に侵入したCagAは細胞膜に

局在し、SHP2や PAR1など様々なタンパク質を

標的として細胞内シグナルを脱制御する。これま

で、CagA の分子細胞生物学的な解析が精力的に

進められる一方、その構造生物学的な知見は全く

得られていなかった。 

CagAは約1200アミノ酸から成る分子量約130 

kDaのタンパク質であり、アミノ酸配列の比較で

は他の既知のタンパク質との相同性が全くみられ

ない。本研究では、X線結晶構造解析法ならびに

核磁気共鳴（NMR）法を用いて CagA の立体構

造を明らかにした。CagA分子は大きく 2つの領

域に分けられ、N末端側の約 70％に相当する領域

と、EPIYAモチーフおよび CM配列を含む C末

端側の約 30％の領域に分けられる。NMR解析の

結果、C末端領域は固有の高次構造を持たない「天

然変性領域」であることが判明した。天然変性領

域は、その構造的な柔軟性から多種多様な分子と

相互作用し得る領域として注目されている。

CagAはC末端領域の柔軟性を利用してSHP2や

PAR1 を含む様々な細胞内標的分子との相互作用

を可能にすると考えられる。一方、CagAのN末

端領域は 3つの構造ドメイン（ドメイン I〜III）

で構成される。ドメイン IIに存在する塩基性アミ

ノ酸に富んだ局所面（塩基性パッチ）は、細胞膜

のホスファチジルセリンとの結合領域であり

CagA を細胞膜に局在させる役割を担う。ドメイ

ン IIIは C末端領域と分子内において相互作用す

る。この分子内相互作用は CagAと SHP2および

PAR1 との複合体形成を安定化することから、

CagA の病原活性を制御する重要な分子機構であ

ることが判明した。従って、本研究では、ピロリ

菌CagAが細胞内シグナルを脱制御する分子構造

基盤を明らかにした。 
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４．転写因子CDX1による胃上皮細胞のリプログ

ラミング誘導 

腸上皮化生とは胃上皮に腸上皮細胞が出現す

る病変であり、ピロリ菌の慢性持続感染によって

誘導される前がん病変として知られている。当研

究室では、ピロリ菌 CagAが胃上皮細胞において

腸上皮特異的に発現する転写因子 CDX1 を異所

性に発現誘導することを見いだしている。これま

でに、マウスの胃に Cdx1を発現させると腸上皮

化生が誘導されることが報告されているが、その

分子機構は未だ解明されていない。 

CDX1による腸上皮化生誘導の分子機構を解明

するため、tet-offシステムで CDX1を誘導発現す

るヒト胃上皮細胞由来の細胞株を樹立した。DNA

マイクロアレイを用いて、CDX1によって転写活

性化される遺伝子群を網羅的に解析したところ、

CDX1は胃上皮細胞においてリプログラミング遺

伝子（幹細胞性遺伝子）である SALL4 と KLF5

を転写活性化することが判明した。さらに、CDX1

を発現した胃上皮細胞では、腸の幹細胞マーカー

遺伝子群の発現に続いて、腸の分化マーカー遺伝

子群の発現が認められた。一方、これらの遺伝子

群の発現は、SALL4 または KLF5 の発現抑制に

より阻止された。以上の結果から、CDX1 は

SALL4 と KLF5 の誘導を介して、胃上皮細胞を

幹細胞様の状態に脱分化させた後に腸上皮細胞に

再分化させていることが示唆された。従って、

CDX1による幹細胞性転写因子の誘導が腸上皮化

生誘導に重要な役割を担うことが明らかになった。 
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沿革と組織の概要 

感染制御学教室の前身は、1991年 1月 23日に

院内措置として設置した院内感染対策部である。

これが 1993年 9月 1日に感染制御部と改組にな

った後、1994年 6月 24日に感染制御学講座が開

設した。院内措置であった感染制御部も、2002

年に正規の部として承認された。当講座の構成は、

教授 1、講師１、特任講師 1、助教 4、技術補佐員

1、事務補佐員 2、検査技師 11である。検査技師

は、2001年に細菌検査室が検査部から感染制御部

に移動したのに伴い、感染制御部所属となってい

る。講座の実際の業務運営には、看護部等の協力･

援助に頼る所が多大である。 

 

診 療 

当講座の病院内業務は以下のような事項であ

る。 

1) 院内で発生したMRSAその他の多剤耐性菌感

染症および各種病院感染症に対する監視、サーベ

イランスの実施と対策の策定･介入ならびにその

評価分離状況調査と各科への定期的報告、保菌者

のスクリーニング（依頼時）、ムピロシン･バンコ

マイシン･テイコプラニンの適正使用の指導、多発

時の警告、介入･指導、手洗法の指導など。 

2) 病棟ラウンド毎週病棟ラウンドを行ない、現場

の情報を収集する。2000 年 6 月より看護部病院

感染対策委員も加わり、感染対策チーム（ICT）

としてラウンドを行っており、同年 10 月から病

院感染症全体の包括的サーベイランスも開始した。

病院感染対策や感染治療の上での問題点がある場

合には、担当医師･看護師と相談したうえで問題解

決を図る。 

3) 病棟･外来の環境調査感染が多発した病棟にお

いて、必要に応じ病棟側と相談の上、病室、処理

室などの環境や器具の汚染状況を調査している。 

4) アウトブレイク発生時の対策と検討：検査部細

菌検査室からの情報をもとに、特定の菌種の分離

が病院内で特定の部署で増加していないかどうか

調べている。増加が見られる場合には、その部署

への情報提供や分離菌株の遺伝子解析（pulsed 

field gel electrophoresis）を行ない、原因を明ら

かにしたうえ、共同で対策を立案する。 
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5) その他の伝染性感染症患者に対する治療およ

び病棟での対処法に関する情報提供。結核、麻疹、

水痘など感染力の強い空気感染性感染症発生時、

伝染性角結膜炎や症癬などの接触感染で感染力の

強いものが発生した時などに、有効な防止法を指

導する、また、病棟からコンサルトがあった場合、

また特殊な菌が分離された場合に、担当医に治

療・対策について情報を提供する。 

6) HIV感染症患者の治療に関する情報提供：HIV

感染症の専門医の立場から、愚者の治療および院

内感染対策についての情報を提供している。 

7) その他感染症全般の診療サポート 

8) 水質検査：無菌室、手術室などの減菌状況のモ

ニタリング、クーリングタワー水のレジオネラの

調査などの依頼に協力、検査をを行っている。 

9) 針刺し･血液曝露防止針刺し事故や血液･体液

による皮膚･粘膜の曝露による職員の感染を防ぎ、

安全な職場とするために、各種安全器材の導入や

安全手技の指導を行っている。また産業医を中心

に経過観察者確認、ワクチンプログラムの確認に

努めている。 

10) 手指洗浄･消毒法の指導：MRSA や多剤耐性

緑濃菌などの院内伝播による院内感染症を防止す

るために最も有効な方法は職員の手洗い励行であ

るが、なかなか徹底しないのが現状である。この

点を改善するために、各部署でくり返し職員の指

導を行っている。 

 

教 育 

当講座は、医学部医学科のM2で感染制御学の

系統講義と実習、を担当している。講義･実習は必

ずしも感染制御学に関する内容だけではなく、臨

床微生物学･感染症学を含めた広いスタンスで行

うことを目標としている。したがって、病院感染

防止対策に加え、病原微生物の基礎的･臨床的な知

識･各臓器における感染症、抗生物質・ワクチンの

使用法などの内容についても教育を行っている。

卒後教育としては、大学院生の入学時ガイダンス

と研修医オリエンテーションに際して感染制御に

関する教育を行っている。この他に、病棟から感

染制御および感染症治療に関する質問･依頼等が

あった場合、随時、情報提供・技術指導を行なっ

ている。1998 号年 6 月に内科診療科再編によっ

て感染症内科がスタートしたが、外来･病棟におけ

る感染症内科の診療、研修医の指導などにも積極

的に協力している。 

 

研 究 

当講座の主な研究のテーマは以下のような事

項である。薬学部、臨床各科との連携研究も開始

している。 

1) 医療関連感染制御の組織的方法の確立 

2) 肝炎ウイルスに対する感染制御・治療法の開

発 

3) Ｃ型肝炎ウイルスによる肝発がん機構とその

抑制法の開発 

4) HIV感染症の進展に関する研究 

5) ウイルス感染症におけるミトコンドリア機能

障害機構 

6) B 型肝炎ウイルスによる病原性発現機構の解

析 

7) 日和見 CMV 感染症の新規診断法開発と病態

解明 

8) 細菌による血球細胞の活性化機序の解析 

9) 病原体感染時の自然免疫応答機構の解析 

10) 多剤耐性菌出現機構討 
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沿革と組織の概要 

当免疫学教室の歴史は 1918 年に溯る。当時は

血清学教室と呼ばれており歴代、三田定則、緒方

富雄、鈴木鑑教授が主宰した。1977 年に前任の多

田富雄教授が着任、以来免疫学教室と名称を変更

し、それまでの教室の伝統を活かしながら、免疫

系の負の制御に関する研究を重ねた。多田教授は

国際免疫学連合会長を歴任するなど国際的に広く

認知される教室へと発展させた。1994 年からは谷

口維紹教授（現・東京大学生産技術研究所 炎症・

免疫制御学社会連携研究部門 分子免疫学 特任

教授）がⅠ型インターフェロン遺伝子の発現制御、

IRF転写因子ファミリーによる免疫系と発がんの

制御機構について世界をリードする研究を行った。 

2012 年５月に高柳広が教授として東京医科歯

科大学から着任した。自己免疫寛容の破綻による

自己免疫疾患の発症機序という免疫学の根幹的命

題に取り組むとともに、骨をはじめとする多臓器

間ネットワークを対象とした免疫システムの解明

を目指している。 

 

教育 

医学部医学科学生の教育は、講議と実習、なら

びにフリークォーターからなる。講議前期を総論、

後期を各論とし、教授以下の教員が分担して行っ

ている。平成 25 年度は、非常勤講師として、九

州大学の笹月健彦教授、大阪大学の坂口志文教授、

審良静男教授、東京大学の谷口維紹特任教授（前

免疫学講座教授）に各論の一部を担当していただ

いた。学生実習は、免疫学の基礎的技術を経験す

ることを主とし、その他に in vivo での抗体産生

応答・フローサイトメトリーでの細胞表面マーカ

ーの解析を行った。 

当講座では、フリークォーターのための特別の

カリキュラムを組むことをせず、進行中のプロジ

ェクトの中で、学生の希望に合わせて一部を分担

させるようにしている。 

大学院生を対象にした研究は、基本的には週 1

回毎に担当を決めて研究報告会を行っているが、

そこでは毎回 1 名が順番に約 1 時間の持ち時間で、

各自のプロジェクトの成果及び進捗状況をまとめ

て発表し、全体的な方向性を討論する。さらに 3 

－ 4 名が最新の研究進捗状況を一人 15 分の持ち

時間で報告する。同じく週１回行う抄読会では、

最近のトピックスを紹介するとともに、関連する

免疫学領域の論文をレビューし、発表させている。

このほか第一線で活躍中の外国の研究者が当教室

を訪れる際には、教室内外でセミナーを行うとと

もに、当教室構成員との個別の議論を持つ機会を

設けている。 
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研究 

当研究室では、免疫細胞の分化過程や自然免疫

系・適応免疫系の制御機構を分子レベルで解析し、

免疫反応を統合的に理解することを目指している。

特に、サイトカインシグナル伝達と遺伝子転写制

御に焦点を当てた分子生物学的アプローチと遺伝

子改変マウスを用いた生体レベルでの検証を重視

している。最終的には自己免疫疾患、難治感染症

や骨関節疾患に対する画期的な治療法の開発に繋

げていくことを目標としている。実際には、以下

の研究課題について独自性のある研究を展開して

いる。 

 

1）造血系微小環境の解明 

骨髄を構成する、骨芽細胞、血管内皮細胞、CAR

細胞（CXCL12 を発現する特殊な細網細胞）、

Nestin陽性細胞、神経系細胞といった細胞群が造

血幹細胞制御に関わることが明らかになりつつあ

る。当研究室では骨髄を免疫器官として捉え、骨

髄構成細胞と免疫細胞との相互作用を明らかにし、

骨髄内の免疫細胞分化制御の解明を試みている。 

 

2）破骨細胞と骨免疫学の研究 

破骨細胞は単球/マクロファージ系前駆細胞を

由来とした多核の巨細胞であり、その分化には、

RANKL と呼ばれるサイトカインからのシグナル

が必要である。 破骨細胞は骨基質に接着すると極

性化して、骨吸収を行うための特徴的な形態を示

し、自らと骨の間隙に酸やタンパク質分解酵素を

放出し、骨基質を分解に働いている非常にユニー

クな細胞である。また、破骨細胞分化・機能の異

常は、関節リウマチで認められる炎症性骨破壊や、

閉経後骨粗鬆症、がんの骨転移などの骨量減少、

大理石骨病などに深く関わっている。我々はこれ

までRANKLの細胞内シグナル伝達機構を解析し、

マスター転写因子である nuclear factor of 

activated T cells c1 （ NFATc1 ） の 同 定

（Takayanagi et al., Dev Cell. 2002; Asagiri 

et al., J. Exp. Med., 2005）、RANK の共刺激受

容体の発見、immunoreceptor tyrosine-based 

activation motif（ITAM）シグナルの重要性（Koga 

et. al., Nature 2004）と RANK-ITAM のシグナ

ルを結ぶキナーゼの解明（Shinohara et al., Cell. 

2008; Shinohara et al., Bone. 2014）、RANKL依

存的な細胞内カルシウム濃度の上昇と破骨細胞分

化誘導における膜蛋白Tmem64の重要性（Kim et 

al., Cell Metab., 2013）などを報告してきた。さ

らに神経回路形成や免疫反応に関わることで知ら

れていたSemaphorinと呼ばれるタンパク質のう

ち、Semaphorin4D が破骨細胞による骨芽細胞制

御に関わり（Negishi-Koga et al., Nature Med., 

2011）、また Semaphorin3A は骨芽細胞から産生

され、骨芽細胞自身と破骨細胞の両者に働きかけ

ることで、骨吸収の抑制と骨形成の促進という２

つの作用を有することも見出している（Hayashi 

et al., Nature. 2012）。 

 

3）リンパ球の発生、制御機構の解明 

本研室では骨髄、胸腺におけるリンパ球分化機

構や、腸管をはじめとする末梢器官での免疫寛容

成立機構の解明に取り組んでいる。胸腺は自己、

非自己を識別可能なT細胞選択を行う免疫器官で

あるが、一部の自己抗原反応性 T 細胞は除去され

ず、成熟すること（アゴニスト選択）が最近明ら

かになってきた。我々は T 細胞受容体刺激による

細胞外からの持続的なカルシウム流入が制御性 T

細胞の成熟に選択的に重要な役割を果たすことを

明らかにした（Oh-Hora et al., Immunity. 2013）。

一方、マウス、ヒトの粘膜組織にはγδT 細胞や

抗原受容体を持たないリンパ球様細胞（Innate 

lymphoid cell=自然リンパ球）が存在し、腸管上

皮バリア機構の維持やカンジダ等の外来微生物に

対する防御機能を担っていることが近年明らかに

な っ てきた （ Sawa et al., Science. 2010; 
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Furusawa et al., J Immunol. 2013）。これらの自

然免疫系リンパ球のうち、胎児期に存在するもの

はリンパ組織形成に重要な役割を果たしている。

我々はこれらの自然免疫系リンパ球が骨髄中の前

駆細胞から成熟する分化機構、リンパ組織形成に

果たす詳細な分子機構、粘膜局所における制御機

構を明らかにし、自然免疫系細胞が免疫寛容成立

に果たす役割の解明を目指している。 

 

4）自己免疫疾患の病態解明 

関節リウマチでは滑膜の炎症により、骨関節破

壊が生じ、患者の運動機能は制限され QOL が著

しく低下する。我々は関節リウマチにおいて骨破

壊誘導性としての T 細胞サブセットとして IL-17

産生性のヘルパーT 細胞、「Th17 細胞」を同定し、

マウスの炎症性骨破壊モデルを用いて、その病理

学的意義を生体レベルでも明らかにした （Sato 

et al., J. Exp. Med., 2006）。現在、マウスの関節

リウマチモデルに限らず、他の自己免疫疾患モデ

ルマウスも用いて、自己免疫炎症の病態形成メカ

ニズムを、さまざまなノックアウトマウスを駆使

することで、分子レベルおよび個体レベルでの解

明に取り組んでいる。 

我々は転写制御因子 IκBζがTh17細胞分化に

重要であり、ROR核内受容体との協調作用に よ

り IL-17 産生を誘導するという新規メカニズムを

見出した（Okamoto et al., Nature. 2010）。また、

制御性 T 細胞のマスター制御因子 Foxp3 を発現

するT細胞の一部が関節リウマチにおいて強力な

IL-17 および RANKL 産生能を持ち、炎症および

骨破壊の増悪化に寄与する事が明らかとなり

（Komatsu et. al,, Nature Med., 2014）、現在ヘ

ルパーT 細胞の可塑性に焦点を当て、自己免疫疾

患治療の分子基盤構築を目指している。 
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沿革と組織の概要 

放射線医学講座の歴史は古く、1932 年に開設

された。大学院重点化により従来の放射線医学教

室は放射線診断学、放射線治療学、核医学の 3専

攻分野に分割されたが、実際には一体となって放

射線医学に関する診療・教育・研究を行っている。

現在の構成員は教授 1、准教授 3、講師 3、助教 9、

医員 2、大学院生 25 となっている。これに放射

線部専任教官（准教授 1、助教 1）、医科学研究

所附属病院放射線科（准教授 1、講師 1、助教 1）、

緩和ケア診療部（助教 1）、診療放射線管理室（助

教 1）、コンピュータ画像診断学／予防医学（ハ

イメディック・GE横河メディカルシステム）（特

任准教授 3、特任助教 2）と相互の協力体制を敷

いている。放射線診断学分野は中央診療棟 1階と

中央診療棟 2地下 1階MRI室、放射線治療学分

野は中央診療棟 2 地下 3階治療外来と入院棟 A9

階南、核医学分野は中央診療棟地下 1階で診療と

臨床研究を行っている。なお、医局、研究室及び

図書室は内科研究棟と東研究棟にある。 

 

診 療 

1) 放射線診断：血管・消化管・尿路などの造影検

査、CTやMRIを実施している。また、血管造影

技術を応用した治療（interventional radiology、 

IVR）も行っている。大部分は中央診療棟 1階放

射線診断部門と中央診療棟 2地下 1階MRI室で

施行され、一部は手術室、救急部や 2、3 の診療

科でも行われている。検査実績については放射線

部の項を参照されたい。近年、多列検出器型 CT、

3.0テスラMRIや多目的血管造影装置などが相次

いで導入されており、最近の放射線部における撮

影件数はいずれの検査も増加傾向にある。 

2) 放射線治療：ライナック 3台、イリジウム小線

源治療装置、前立腺癌永久挿入小線源治療装置、

頭部定位放射線照射用ガンマナイフ、治療計画専

用 CT撮影装置、治療計画装置などを用いた放射

線治療を行っている。 

各装置はネットワーク化されている。治療計

画装置は、原体照射、ノンコプラナー照射、定位

照射、強度変調放射線治療にも有効である。放射

線治療実績については放射線部の項を参照され
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たい。 

3) 核医学：診断用放射性医薬品を用いた in vivo

核医学検査（PET,SPECT、各種シンチグラフィ

ー）と Y-90、Sr-89などの治療用放射性核種を用

いた RI治療が行われている。in vivo核医学検査

には骨、ガリウム、腎動態、肺血流、甲状腺、唾

液腺、センチネルリンパ節、心交感神経シンチグ

ラフィー、心筋 SPECTや脳血流 SPECTが含ま

れ、トレーサー法を応用した機能画像が診療に供

されている。この他、2 台の小型サイクロトロン

と 5 機のホットセル内で製造されたポジトロン核

種（11C、13N、15O、18F）標識トレーサーを用い

る PET 検査が血流、代謝の評価やレセプター、

アミロイドなど各種分子標的イメージングに利用

されている。 2002 年度より FDG-PET が保険

適応となり、悪性腫瘍やてんかん症例を中心に検

査依頼が急増している。近年、CD20 抗原を標的

とした Y-90 標識モノクローナル抗体（Zevalin）

を用いた悪性リンパ腫の RI 標識抗体療法も件数

が増加している。核医学検査実績については放射

線部の項を参照されたい。 

 

教 育 

卒前教育：放射線医学系統講義（12コマ）と臨

床診断学（正常画像解剖）講義（6 コマ）、M3

および M4 において各班 1 週間ずつの臨床教育

（Clinical Clerkship, CC）、12 週間の Elective 

Clerkship（EC）を担当している。M2 の系統講

義では放射線医学総論､PACS､神経･腹部放射線診

断､IVR､造影剤､放射線治療等の各分野において最

新の話題を中心に学生の興味を引き出せるような

テーマを絞って取り上げている。さらにM2の時

点で、各科での臨床診断学実習が始まる準備とし

て、画像から見た正常人体解剖についても講義

（M2 画像解剖学講義）を行っている。M3/4 の

CCでは放射線診断学（CT・MRI・血管造影の見

学､全身の CT･中枢神経系のMRIの読影）に重点

をおき､読影に必要な正常解剖を復習した後に、各

学生が実際に教育的症例を読影しスタッフと討論

する方式を採用している。また、放射線治療（放

射線治療総論・各論、治療計画演習、放射線医学

総合研究所での重粒子線治療見学､緩和医療）と核

医学（腫瘍核医学､中枢神経核医学）に関する臨床

実習も行っている。M3/4 の EC では、学生希望

に応じて画像診断または放射線治療学に関する４

週間の実習を計 2 期行う。その際にはより実践的

な画像診断報告書作成や放射線治療計画を遂行し、

スタッフからマンツーマン指導を受ける。 

卒後教育：初期研修としては 2年目で当科希望

研修医を受け入れており、2013 年度に当科で研

修した初期研修医は延べ約 80 ヶ月と比較的多人

数で、初期研修医の希望に応じた、多彩な研修が

可能である。3 年目以降の専門研修では本院また

は指導体制の整った関連大学・病院において放射

線診断学､放射線治療学､核医学の各分野で研修を

行い、放射線専門医（旧認定医/一次試験）取得を

目指す。その後は､各分野の専門グループに所属

し診療に従事するとともに研究活動を行う。この

間に放射線診断専門医・放射線治療専門医（旧専

門医/二次試験）を取得するとともに学位論文の完

成をめざす。また大学院へは卒後 2年終了時以降

随時入学が可能で､入学時の臨床経験と本人の希

望によって診療と研究に従事する時間配分が決定

される。 

 

研 究 

1) 放射線診断学 

各種画像診断の診断精度の向上･適応の確立･医

療経済の面から見た最適化と IVR の適応拡大が

大きなテーマとなっている。CT・MRIのハード･

ソフトの進歩による新しい展開を先取りし､新た

に得られる画像情報が臨床に与えるインパクトを

正しく評価･報告することを目指している。具体

的には CTでは縦方向に多数の検出器（最大 320
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列）を配列したmultidetector CTの導入により、

3 次元画像の臨床的有用性の評価が急務となって

いる。新たな 3次元画像作成法の開発にも精力的

に取り組み、画像情報処理・解析研究室スタッフ

や専門技師チームの協力のもと、消化管 CT内視

鏡、肺の胸膜下面・腎臓の皮質下面の画像描出や

肝臓の表面形態抽出に成果を上げている。また、

心臓･冠動脈領域のイメージングへの適応の拡大

も検討項目である。MRI では functional MRI、 

MR digital subtraction angiographyの精度向上

のためのパルス系列の改良、MRCP 等の MR 

hydrographyや肝特異性MR造影剤の臨床的有用

性の評価に取り組んでいる。また、拡散強調画像

を用いて diffusion tensor画像解析を行うプログ

ラムを独自に開発し、その臨床評価を行っている。

さらに、診断技術を治療に応用したいわゆる IVR

（interventional radiology）はその裾野を拡大し

つつある。 

2) 放射線治療学 

放射線治療における線量分布の最適化等の物

理工学的研究、放射線障害の軽減を目的とした臨

床的・生物学的研究を行い、臨床研究では最近の

EBM に則り、脳腫瘍、頭頸部癌、食道癌、子宮

頸癌、前立腺癌などを中心に研究を進めている。

当院の放射線治療部門は伝統的に物理工学的研究

に積極的で、これまでわが国の高精度放射線治療

における主要な役割を担ってきた。高精度放射線

治療の一つである定位照射においては、体幹部の

ほかに、ガンマナイフを用いた頭部の定位照射を

行っている。強度変調放射線治療（ intensity 

modulated radiotherapy;IMRT）は頭頸部癌、前

立腺癌、直腸癌や肺癌に対しても行っており、有

害事象の軽減に役立っている。コーンビーム CT

を用いた IGRT（ Image Guided Radiation 

Therapy）により精度向上に努めている。  

子宮頸癌の腔内照射、組織内照射、前立腺癌

の組織内照射を行っており、局所制御率の向上に

貢献している。また甲状腺癌のヨード内用療法も

積極的に行っている。  

3) 核医学 

放射性同位元素で標識したトレーサーを用い

た PET、SPECTによる機能画像に関する臨床研

究とその技術的改良を目指した基礎的研究が中心

である。特に認知症やパーキンソン病関連疾患、

脊髄小脳変性症をはじめとする、脳変性疾患にお

ける脳血流、糖代謝、ドーパミンシステム、脳内

アミロイドの蓄積の局所的変化の解析は成果を挙

げている。今後は FDG の保険適応拡大により疾

患特異性の高い腫瘍核医学の臨床的重要性が飛躍

的に高まることが予測され､各疾患の病期診断の

精度を明らかにする必要がある。予防医学に関連

した事項としては咀嚼による脳血流賦活の可能性

をテーマにした研究も行っている。また各種核医

学画像の解析に欠かせない信号量･部位の標準化

の問題にも取り組んでいる。一方、近年、核医学

では放射性核種を用いた治療が注目されている。

がん特異性の高い抗原に対する抗体を開発し、

Y-90 などの細胞殺傷能力の高い放射性核種で標

識して治療を行う放射免疫療法の開発を進めてい

る。 

 

おわりに 

放射線診断学､放射線治療学そして核医学は放

射線医学を支える 3 本の柱である。モダリティー

により分割されたこれら 3分野を相互に連携して

いくことは総合画像診断、集学的治療においても

基本となり、当講座ではその実現に向けて精力的

に取り組んできた。今後は各分野において横断的

知識･経験･研究業績をもつ、より領域志向型の放

射線科医を育成することが強く求められている。 
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沿革と組織の概要 

当教室は、生体物理医学専攻医用生体工学講座

の一教室で、医学部三号館別棟２，３，６階にそ

の研究室がある。前任は上野照剛先生で、上野先

生時代の生体情報学では、磁気的手法によるバイ

オイメージングや脳機能ダイナミクスの研究をさ

れていた。上野先生が 2006 年 3 月に退官され、

しばらく空き講座となっていたが、2010年 1月 1

日付けで浦野が着任し、新生生体情報学教室がス

タートした。その後 2010年 5月 16日付けで、助

教の神谷が着任し、2013年度末現在、博士研究員

3名、医学博士課程学生 4名、医科学修士課程学

生 3名、学術支援専門職員 1名が在籍している。 

 

教育 

講義は、医学部M1学生向け医用工学基礎論、

医科学修士課程学生向けの医科学概論Ⅲ医療工学

（蛍光イメージング）、大学院学生向けの医学共通

講義Ⅵ 医用生体工学入門の一部を担当している。

フリークオーターの学生も毎年受け入れていく予

定であり、本年度はM1学生 2名を約 3週間受け

入れて、化学合成や各種イメージング技術の指導

を行った。また MD 研究者育成コースの学生も

M2 1名、M1 2名が当教室に在籍し、それぞれの

テーマの実験を行っている。 

 

研究 

１．蛍光イメージングプローブの開発 

当教室には有機化合物の合成・精製・構造決定

を行う一通りの環境が整備されている。具体的に

は、有機合成環境を持つ部屋を二つ整備し、ケミ

カルフード 6台、エバポレーター6台、化合物自

動クロマト精製装置 2台、HPLCシステム 3台、

大分取 HPLCシステム 1台、400 MHz NMR、

ESI-TOF質量分析装置などが導入され、分子設計

から、化合物の合成、精製、構造決定までを、当

研究室内で行うことができる状態にある。また各

種分光機器も、吸光光度計、蛍光光度計は複数台

が常に稼働している。 

これらの装置を活用し、生細胞や動物個体内で

起こる様々なイベントを可視化する蛍光プローブ

の開発を、現在精力的に行っている。これまでに

当研究室では、光誘起電子移動、分子内 spiro 環

化に基づく蛍光精密制御法を確立してきたが、

2013年度はこれらの設計法を活用し、さらに新た

な蛍光プローブの開発に成功した。 

 

２．蛍光プローブの精密設計による、細胞機能

イメージング、in vivo がんイメージング 

当研究室には、様々なイメージング機器が導入

済みである。2013年度末現在、白色レーザー励起

共焦点蛍光顕微鏡、ワイドフィールド蛍光顕微鏡
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2台、蛍光セルアナライザーFACS、in vivo 波長

分解型蛍光イメージャー、in vivo 高感度発光イメ

ージャー、可動型 in vivo 蛍光イメージャー、蛍

光内視鏡システム等が整備されている。また、細

胞培養環境、DNA 実験環境も整備されており、

各種がん細胞を維持している。 

これらの装置を活用して、前項で設計・開発し

た新規プローブ類を生細胞、モデル動物へと適用

した蛍光ライブイメージング実験を行い、生きて

いるがん細胞の特徴の顕在化と、これを捉えて可

視化するプローブの開発を精力的に行っている。

特に 2011年度に開発した、新規γ-グルタミルト

ランスペプチダーゼ活性検出蛍光プローブを活用

した迅速がんイメージングについては、ヒト摘出

がん組織での検討を、東大病院胃食道外科、呼吸

器外科、耳鼻科、大腸肛門外科、肝胆膵外科、腎

臓・内分泌内科などと共同して行い、各医局から

1名ずつ計 5名のMDの博士課程大学院生を受け

入れ、本プローブの有効性の検証と新たなイメー

ジングプローブの開発を行っている。 
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沿革と組織の概要 

1963年、東京大学医学部内に我が国で最初の医

工学研究機関として医用電子研究施設が設立され

た。翌 1964年、ME（Medical engineering医用

工学）診断治療技術の先鋭的研究開発拠点として

医用電子研究施設臨床医学電子部門がスタートし

た。1997年、大学院重点化に伴い、医学部附属医

用電子研究施設臨床医学電子部門は、大学院医学

系研究科生体物理医学専攻医用生体工学講座生体

機能制御学分野となり現在に至る。 

生体機能制御学分野の現在の構成員は、准教授

1、講師 1、特任研究員 1、大学院生 6、名誉教授

1、客員研究員 14、技術専門員 1、事務補佐員 1

である。当研究室は、臨床医学に関連した医用工

学領域の学際研究を行っているために、学部の枠

を越えて内外の多くの研究室と共同研究を行って

いる。なお、当研究室に在籍する博士課程の大学

院生は、大学院情報理工学系研究科システム情報

学の満渕邦彦教授（兼担）を指導教員とすること

もできる。 

 

教育 

医学部医学科の 1年生に対しては、専門科目「医

用工学基礎論」を、生体情報学分野、システム生

理学分野および疾患生命工学センター再生医療工

学部門の教員と分担して担当しており、当研究室

は、ME診断治療技術の基礎、特に学部を卒業し

て臨床医となったときに最低限必要な電気の知識

を含めたME機器の原理と安全、および現代の医

療に必要不可欠となっている人工臓器に関する総

論の講義を行っている。また、フリークォーター

で学部学生数名を引き受け、もの作りをキーワー

ドに人工臓器に関する実地教育を行っている。こ

れ以外にも、学生は自由に出入り可能である。 

大学院博士課程に対しては、医学共通講義の「医

用生体工学入門」を、同様に生体情報学分野、シ

ステム生理学分野および疾患生命工学センター再

生医療工学部門と分担して行っており、当研究室

は、先端ME診断治療技術の研究と開発に関する

講義を行っている。医科学修士課程に対しては、

講義「人工臓器」を担当しており、最先端の研究

も含めた人工臓器の総合的な講義を行っている。

この他、国際保健学専攻の講義「環境工学・人間

工学」の一部を分担しており、ここでは臨床工学

も含めた包括的な講義を行っている。 

当研究室の大学院生に対する研究教育指導は、

オンザジョブトレーニングを主とした実地指導で

あり、日常研究の遂行の中で教育指導を行ってい

る。特に、大型動物（ヤギ）を用いた人工心臓の

慢性動物実験を通して、大型実験動物の術前管理、

術前処置、麻酔、手術、術後管理、術後処置、感

染対策、データ採取方法、データ処理方法、病理
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解剖、組織標本作製、動物実験倫理などを学び、

実験動物の状態や対処方法に関して自ら考え実行

する力を養う。修士課程の学生には、研究室のメ

インテーマである人工臓器に関連した研究を中心

として、ある程度的を絞った研究テーマを選択し

て遂行するように教育指導を行っている。また、

博士課程の学生は、人工臓器の研究開発に縛られ

ることなく、先端ME診断治療技術の広い領域を

カバーして自由な発想で自ら研究テーマを見出し、

自ら研究のための機器を創造し、自らそれを設計

製作し、自ら研究を遂行できるように教育指導を

行っている。 

スタッフ全員と学生は、毎週火曜日に行われる

論文抄読会（ゼミ）および研究ミーティング（ゼ

ミ）に参加する義務を有する。研究ミーティング

（ゼミ）では、研究内容や研究計画に関する詳細

な討論、新しい技術や情報の紹介等を行っており、

外部研究者の参加も可能である。 

 

研究 

研究分野は先端ME診断治療技術であり、人工

臓器（人工心臓、補助循環、人工肺、人工弁、ハ

イブリッド人工臓器、バイオ人工臓器、他）の研

究と開発を中心として、種々の新しい技術の研究

と開発を行っている。ME診断治療技術は、科学

技術の進歩に伴い常に進歩しなければならない重

要な技術であり、特に近年は、コンピューター技

術の画期的な進歩により急速に発展している分野

である。 

人工臓器研究の中でも人工心臓の研究は、東京

大学が世界のパイオニアとして 50 年以上の歴史

を持っており、当研究室を中心として学内外の多

くの研究者が参加して研究チームを組み精力的に

研究と開発を推進している。人工心臓には、心臓

を切除して置換する完全人工心臓（ Total 

artificial heart）と、心臓に装着してポンプ機能

を補助する補助人工心臓（Ventricular assist 

device）とがある。東京大学人工心臓研究チーム

は、完全人工心臓を中心として総合的な研究と開

発を行っている。その内容は血液ポンプ、駆動機

構、カニューレ、医用材料、センサー、制御回路、

制御アルゴリズム、経皮的ワイヤレスエネルギー

伝送システム、経皮的ワイヤレス情報通信、数値

流体解析、解剖学的適合性、組織適合性、血液適

合性、循環生理や病態生理の研究など多岐に渡る。 

ハードウエアに関しては、最新型の螺旋流ポン

プを用いた完全人工心臓（螺旋流完全人工心臓）

の完成度が向上し、慢性動物実験が遂行できるレ

ベルに達している。螺旋流ポンプは、完全人工心

臓の小型高性能化と優れた耐久性を両立するため

に、2005年当研究室で発明された新しい原理の連

続流ポンプであり、動圧軸受けを用いて血液を潤

滑液としてインペラーが非接触で浮上回転するポ

ンプである。現在までに、螺旋流完全人工心臓の

ヤギへの埋め込み実験で 3か月以上の生存を達成

している。螺旋流完全人工心臓は、自然心臓の最

高性能に迫る性能を実現しており、拍動流での駆

動も可能であるため、従来の波動ポンプを用いた

完全人工心臓（波動型完全人工心臓）の後継機種

として、精力的に研究と開発を進めている。 

完全人工心臓の場合、時々刻々と変化する必要

心拍出量をどのように判断し、駆出するかという

生理的血流量制御が非常に重要である。生理的血

流量制御法としては、コンダクタンス（1/R：末

梢血管抵抗の逆数）並列回路モデルを用いて作成

した 1/R制御がある。1/R制御は、当研究室にお

いて、長い年月をかけて慢性動物実験により開発

した世界で唯一の生理的血流量制御法である。

1/R 制御では、中心静脈圧の上昇、軽度の貧血、

甲状腺ホルモンの低下などそれまでの完全人工心

臓動物に特有に見られた病態が生じず、また自然

心臓のごとく代謝に応じて自動的に心拍出量が変

動する。1/R 制御は、空気圧駆動方式の完全人工

心臓で最長 532日（完全人工心臓の動物実験とし
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ては現在でも世界最長生存記録）の実績がある。 

日本人のような小柄な体格の人にも適用可能な

小型高性能な完全人工心臓を開発する上で、性能、

効率および耐久性のいずれを考慮しても連続流ポ

ンプの使用は必須となるが、連続流ポンプを用い

た場合、どの程度の拍動流が必要とされるかは重

要な研究課題である。また、1/R 制御を連続流ポ

ンプベースの完全人工心臓に適応するには種々の

パラメーター変換が必要である。1/R 制御を波動

型完全人工心臓および螺旋流完全人工心臓に移植

する研究において、ハードウエアの制御系と生体

の制御系との時定数が合わないことに起因する制

御の発散が時々発生するという問題点が明らかに

なり、現在新しい制御方法の開発を行っている。

現在までに、1/R 制御関数を、動脈圧および静脈

圧の変動をベースとした関数（ΔP 制御）に改良

することにより制御の発散が起こらないことが分

かってきた。また、無拍動流完全人工心臓の研究

から、1/R 制御下では、拍動流から無拍動流に切

り換えても実験動物の一般状態、臓器機能や循環

動態に変化は無いが、無拍動流では心房のサッキ

ングが発生し易いため、生理的な循環動態を維持

するためには、ある程度の拍動流が必要であるこ

とがわかってきた。 

材料の研究では、生体材料と人工材料のよい点

を兼ね備えた材料を開発するために、生体材料と

人工材料のハイブリッド化技術の研究を行ってい

る。一般的に生体材料は強度が不十分であるため

に、人工臓器のパーツとして使用するのは困難で

ある。これを克服する方法として、強度と耐久性

を兼ね備えた人工材料と生体適合性に優れた生体

材料をハイブリッド化させて人工臓器のパーツを

作成するインサートモールド法を開発した。現在、

この方法を用いて、血栓の好発部位である補助人

工心臓用心尖脱血カニューレの先端部コンジット

を開発中である。このコンジットは、核となる人

工材料を型に入れ、ヤギの皮下に埋め込んでおく

と、生体組織侵入用の穴を通して型の中に生体組

織が侵入し、型の形通りにハイブリッドコンジッ

トができる。一定期間後に摘出し、脱細胞処理を

施してから、凍結乾燥し、滅菌処理をして使用す

る。この方法は、植え込み型人工臓器の様々なパ

ーツ製作に応用できるため、生体適合性に優れた

新しい材料の製作方法として期待している。 

生体計測技術の研究では、血管新生観察プロー

ブの開発を行っている。これは、従来から開発を

進めてきた CCD カメラを用いた体内埋込式微小

循環観察プローブの技術を進化させたもので、組

織工学で使用するスキャッフォールドを固定した

CMOSカメラをヤギの皮下に埋め込み、スキャッ

フォールド内に組織と血管が発達する様子を実時

間で観察できるものである。現在までに、ポリグ

ルタール酸のスキャッフォールドを使用して結合

組織の成長と血管新生の関係を詳細に観察するこ

とに成功した。また、スキャッフォールドに皮下

組織の培養細胞を播種したものとしていないもの

を比較すると、培養細胞を播種したものの方が組

織や血管の新生速度が速いことが分かった。微小

循環や血管新生の生体内実時間観察は、植え込み

型人工臓器のみならず組織工学や再生医療の研究

にとっても非常に重要であり、画期的な方法とし

て期待されている。 

新しい医療機器としては、バッテリー駆動によ

るハンディタイプの緊急生命維持装置の開発を行

っている。これは、人工心臓の技術を応用して、

血液ポンプに膜型人工肺を一体化して著しい小型

化をはかり、救命救急外来で簡便に使用できるこ

とはもとより、救急車やドクターヘリコプターに

搭載可能で病院外での緊急使用も可能なシステム

を開発するものである。24時間使用の試作器の開

発は終了し、in vitro 試験ではよい結果を得てい

る。現在、1 ヶ月使用できるシステムを開発する

ために、新しい血液ポンプの開発を行っている。

最終的には、直径 180mm、長さ 390ｍｍ、重さ
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20kg程度のデバイスとなる予定である。 

ICT （ Information and communication 

technology）の医療応用の研究では、在宅患者と

在宅支援診療所を結ぶ在宅患者モニターに関する

研究を行っている。現在までに、在宅患者に省電

力超小型ワイヤレス心電図モニター装置を装着し、

患者宅に設置した情報収集コンピューターでこの

心電図モニター情報を受信し、さらにこのコンピ

ューターからモバイル通信網を利用して大学のデ

ータサーバーに心電図情報を送り、在宅支援診療

所の複数のクライアントコンピューター（Laptop 

PC や電子カルテ）や携帯情報端末（スマートフ

ォンやタブレット端末）でリアルタイムに心電図

波形を観察できるシステムを開発した。開発した

システムは、在宅支援診療所との共同研究で試験

的に運用しており、特に、病院から退院した末期

患者を自宅で見取る状況において非常に有用であ

ることがわかった。現在、心電図モニターに内蔵

されている 3軸加速度センサーを用いて呼吸情報

を検出する方法を研究中である。 

大学院情報理工学系研究科システム情報学（満

渕邦彦教授）では、神経から情報を引き出し、逆

に刺激を与えて制御を行うための多チャンネルマ

イクロプローブが開発途上にある。現在、ラット

を用いてブレインマシンインターフェイスを研究

中であるが、人工心臓を始めとする植え込み型能

動人工臓器の制御のための重要な技術である。こ

の領域は、近年、ニューロエンジニアリングとし

て注目を集めている。 
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沿革と組織の概要 

 神経病理学は、神経疾患の病因・病態解明の基

礎的側面と、神経病理診断学・治療法開発への貢

献などの臨床的側面を合わせ持つ疾患科学として、

時代に即応した発展を遂げてきた。本分野の前身

である脳研究施設・脳病理学部門の初代教授・白

木博次博士は本邦の臨床神経病理学の礎を築き、

第二代教授の山本達也博士は脳炎の実験病理学の

分野を拓いた。第三代教授の朝長正徳博士は現代

的な神経病理形態学を基礎として老年性神経疾患

の研究を推進し、第四代教授の井原康夫博士はア

ルツハイマー病の病理生化学の分野において世界

トップレベルの研究を推進するとともに、本邦の

アルツハイマー病研究を世界水準に育成した。平

成 19 年 4 月より、第五代教授として、岩坪威が

神経変性疾患、とくに脳の老化過程と密接な関係

を有するアルツハイマー病とパーキンソン病を主

な研究対象とし、その発症機構の解明と、病態に

即した根本的治療法の創出を目標として研究活動

を開始している。 

 

教 育 

当教室では、医学科３年生の病理学総論の一部

を分担するとともに、修士課程の神経病理学講義、

フリークォーター、大学院講義などを担当してい

る。MD 研究者養成プログラム生を含む多数の学

部生に研究を指導している。 

 

研 究 

1. アルツハイマー脳におけるβアミロイド蓄積機

構に関する研究 

 アミロイドβペプチド（Aβ）からなるアミロ

イドの蓄積は、アルツハイマー脳に必発の老人斑

などの特徴的病理変化を形成する。Aβの前駆体

である APP 遺伝子変異が、APP 蛋白の代謝を A

βの蓄積を促進する方向に変化させ、家族性アル

ツハイマー病の発症に至るという知見を考え合わ

せると、Aβ蓄積はアルツハイマー病の結果であ

るのみならず、原因にも深く関連した病変と解釈

できる。Aβはアミノ酸 40~42個からなる蛋白質

断片であり、APP からβ-secretase, γ-secretase

という２種類のプロテアーゼの作用によって切り

出される。当研究室では、カルボキシ末端が 2残

基長く、蓄積性の高い Aβ42 分子種がアルツハイ

マー脳において最初期から優先的に蓄積する分子

種であることを免疫組織化学的に実証して以来、

患者脳、トランスジェニックマウス脳などを対象

にアミロイド蓄積過程、神経細胞脱落過程などを

病理学的に検討している。また Aβの C末端を形



108 東京医学・第 128 巻・平成 26 年 10 月 

成するγ-secretase と次項で述べるプレセニリン

の関係について集中的に研究している。 

 

2. 家族性アルツハイマー病病因遺伝子プレセニリ

ンに関する研究 

 アルツハイマー病の一部は、常染色体優性遺伝

を示す家族性アルツハイマー病（FAD）として

初老期に発症する。FAD の病因遺伝子が追求さ

れた結果、９回膜貫通型蛋白をコードするプレセ

ニリン遺伝子の点突然変異が、多くの AD 家系の

原因であることが明らかになった。当研究室では、

FAD 変異を有するプレセニリンが APP のγ

-cleavage に影響を与え、蓄積性の高い Aβ42 の

産生を亢進させることを明らかにし、アルツハイ

マー病発症における Aβ、ことに Aβ42 の重要

性を示すとともに、プレセニリンと APP, γ

-secretase の関連を指摘した。γ-cleavage の遂

行に関わる機能型プレセニリンは、他の必須結合

蛋白とともに高分子量の複合体を形成する。

APH-1 蛋白がγセクレターゼ複合体の安定化因

子、PEN-2 蛋白が活性化因子であることを解明、

in vitro におけるγ-secretase アッセイ系を本邦

ではじめて樹立し、薬学系との共同研究による、

新規γ-secretase 阻害剤のスクリーニングに応

用している。また阻害剤をプローブとしたケミカ

ルバイオロジー 的 ア プ ロ ー チ に よ りγ

-secretase阻害剤作用機序の解明を試みている。 

 

3. アルツハイマー脳アミロイド非β蛋白成分

CLAC に関する研究 

 老人斑アミロイドの主成分は Aβであるが、他

にもいくつかの蛋白性構成成分が同定されてお

り、アミロイド線維の形成やアルツハイマー病発

症への関与が考えられている。アルツハイマー脳

アミロイドを抗原として作製したモノクローナ

ル抗体を手掛かりに、老人斑アミロイドを構成す

る 50/100 kDa 蛋白を分離し、構造を解析したと

ころ、細胞外部分に反復するコラーゲン様配列を

持つ新規の一回膜貫通型蛋白の細胞外部分から

な る こ と を 見 出 し 、 CLAC （ collagenous 

Alzheimer amyloid plaque component）ならび

に CLAC precursor（CLAC-P）と命名した。

CLAC がアミロイド形成過程の“elongation”過

程を抑制することを in vitro で実証するととも

に、CLAC-P の膜結合型コラーゲンとしての生

理機能について研究を進めている。最近では

CLAC-P ノックアウトマウスを作出し、運動ニ

ューロンの骨格筋支配の発生に必須の因子であ

ることを明らかにしつつある。 

 

4. パーキンソン病の病因遺伝子機能に関する研

究：Lewy小体とその構成蛋白α-synuclein、な

らびに LRRK2 に関する研究 

 Lewy小体はパーキンソン病、ならびにアルツ

ハイマー病についで頻度の高い変性型認知症で

ある Lewy 小体型痴呆症（DLB）の変性神経細

胞に形成される封入体であり、これらの疾患にお

ける神経変性の鍵を握る構造と考えられている。

当研究室では DLB 脳から Lewy小体を単離精製

する方法を世界に先駆けて確立し、精製 Lewy

小体を抗原としてモノクローナル抗体を作製す

ることにより、その主要構成成分としてα

-synuclein を同定した。α-synuclein は優性遺伝

型家族性パーキンソン病の病因遺伝子であるこ

とが同時期に解明され、現在α-synuclein の異常

蓄積は孤発例を含むパーキンソン病、DLB の細

胞変性に広く重要な役割を果たすものと認識さ

れている。DLB 脳に蓄積したα-synuclein を精

製分離し、蛋白化学的に解析するという病理生化

学的アプローチにより、蓄積α-synuclein は特定

のセリン残基において高度のリン酸化を受けて

いることを明らかにした。この発見は、アルツハ

イマー病におけるタウに続いて、パーキンソン病

とその類縁疾患においても蛋白質過剰リン酸化

が神経変性に重要な役割を果たしていることを

実証するものである。また新規の家族性パーキン
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ソン病病因遺伝子 LRRK2 の機能解析にも着手

し、最近 LRRK2 の自己リン酸化部位を同定、そ

の病原性基質蛋白の同定、活性制御機構の解明に

取り組んでいる。 

 

5. アルツハイマー病治療薬開発のためのサロゲー

トバイオマーカー同定のための大規模臨床研究 

 γセクレターゼ阻害薬、Ａβ免疫療法などのア

ルツハイマー病根本治療法の実現、すなわち臨床

治験の成功を導くためには、アルツハイマー病の

発症過程を反映する画像、体液等のバイオマーカ

ーを確立することが必須である。全国 38 臨床施

設からなる Japanese ADNI 臨床研究プロジェク

ト(J-ADNI)の主任研究者として、2008 年度より

本格的な臨床研究を展開、指揮をとっている。 
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沿革と組織の概要 

神経生化学教室は、平成 13年から平成 15年に

かけて、大きく変貌を遂げた。平成 13 年 3 月末

には、2 代目教室主任であった芳賀達也教授が定

年退官し、同 4月に学習院大学理学部教授・生命

科学研究所所長に就任した。これに伴い、教室の

大半が東大医学部（本郷キャンパス）より目白の

学習院大学へ異動した。代わって、平成 15 年 1

月より 3 代目教室主任として尾藤晴彦助教授が、

京都大学医学研究科より着任した。平成 15 年度

より新教室の整備が進み、脳神経医学専攻におけ

る先端研究および専門教育の一端を担う体制を確

立するとともに、これまでに 21世紀 COE「脳神

経医学の融合的研究拠点」や GCOE「疾患のケミ

カルバイオロジー教育研究拠点」の事業をも担当

してきた。平成 25年 5月 1日現在の教室構成員

は、教授 1（尾藤晴彦）、講師 1（奧野浩行）、助

教 1（竹本さやか）、専門技術職員 1（岡村理子）、

特任助教 2、研究員 3、大学院生 5、医学部生 3

である。 

 

教育 

本教室は、医学部生に対し、生化学・分子生物

学・代謝生理化学講義の一環として「神経生化学」

の授業を担当し、シナプス伝達・シナプス可塑性・

長期記憶の分子機構などについて講義している。

また、同様のテーマで、教養学部学生に対する脳

神経科学の講義の一部を担当している。 

脳神経医学専攻所属の大学院生に対しては、医

学共通講義「神経科学入門」を主催し、molecular 

and cellular neuroscienceの最先端に関する知識

を体系的に学べるカリキュラムを整えている。 

神経生化学教室に所属する大学院生の教育の主

要部分は、毎日の実験・ディスカッション・（随時

行う）教室内発表を通じて行っている。定例発表

会として、週 2回の論文抄読会ならびに毎週のプ

ログレスリポートを設けている。 

さらに、神経生化学セミナーを毎月開催し、脳

神経科学の最先端の研究成果を、世界各国の第一

線の研究者自身により直接発表してもらう機会を

設けている。また、オックスフォード大学、スタ

ンフォード大学、エジンバラ大学、マックスプラ

ンク研究所、ジョンズホプキンス大学、ハーバー

ド大学、トロント大学などと国際共同研究を進め

ており、内外研究拠点との交流を積極的に推進し

ている。 
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研究 

神経回路は、神経細胞の結合と機能的なシステ

ム形成のための厳格な「設計図」と、個体ごとに

内部・外部の環境変化に刻一刻と対応しその経験

を蓄積できる「適応性・学習能力」という、「剛」

と「柔」の性質を併せ持つ。特に後者の特性は、

シナプスにおける電気的シグナルと化学的シグナ

ルの絡み合いから成り立っている。本研究室では、

その一つ一つの素過程を同定し、そのダイナミク

スを明らかにすることを通じ、脳の作動原理を明

らかにしたいと考えている。 

脳は 1000 億個の細胞から構成され、個体の生

存と種の繁栄のための営為を調節する最重要器官

である。脳の活動は、神経回路を構成するニュー

ロン間の情報受け渡しにコードされている。ニュ

ーロン自身は決して受動的な細胞でなく、ニュー

ロン活動の結果、細胞内シグナル経路を活性化し、

特定遺伝子産物を誘導し、その結果として神経伝

達物質放出過程や神経伝達物質受容体の機能修飾

を短長期的に行う可塑的な性質を有している。 

1 個のニューロンには数万個のシナプスがあり、

各々独立した入力を受ける。独立した数万個の入

力が一つの神経核の遺伝子発現をどのように調節

制御するのか（many-to-one problem）。また一つ

の神経核で転写された transcriptの情報が、どの

ように再分配されて最終的に各シナプスへ伝達さ

れるのか（one-to-many problem）。またこのよう

な情報変換を過不足なく実行可能な神経回路形

成・シナプス形成を支配するルールは何か。 

これらの根本的な神経科学の諸問題を解き明か

すため、ここ数年来、グルタミン酸光融解法を用

いた局所刺激法、遺伝子発現イメージング、単一

シナプス蛋白相互作用解析などの新規解析手法を

独自に開発しており、単一ニューロン生化学から

単一シナプス生化学への脱皮を目指し、新規技術

開発に努めている。その一方で、同定した素過程

の in vivo 個体における機能解析にも取り組んで

いる。 

具体的には現在、当教室では、 

1) 長期記憶の成立に関与する転写因子 CREB

の分子制御機構やシナプスから核へと核か

らシナプスへのシグナリングに関する研究、 

2) 神経回路形成・シナプス形成を制御する分

子機構に関する研究、 

3) 神経活動依存的アクチン細胞骨格制御・調

節機構に関する研究 

を中心に研究活動を推進している。 

 

1) 長期記憶の成立に関与する転写因子 CREB

の分子制御機構やシナプスから核へと核からシナ

プスへのシグナリングに関する研究 

 

長期記憶が成立するためには、シナプス伝達の

場である樹状突起スパインにおけるシグナル伝達

効率の上昇が持続的に維持されることが必須と考

えられている。その分子機構として着目されてい

るものの一つは、転写因子 CREBを介したシナプ

ス活動依存的遺伝子発現上昇に伴う入力特異的シ

ナプス修飾である。CREBの関与はアメフラシか

らマウス・ラットに至る多くの動物種において確

認されている、しかしながら、その本当の意義、

すなわち、転写因子として生理的下流標的遺伝子

群やシナプス活動依存的活性制御機構については、

詳細はまだ明らかになっていない（Okuno and 

Bito, AfCS/Nature Molecule Page, 2006）。 

我々は、これまで、CaMKK-CaMKIV カスケ

ードが興奮性海馬 CA1 錐体細胞における主要な

活動依存的 CREBリン酸化経路であり、シナプス

長期可塑性の発現に必要であることを世界に先駆

けて示し、同時に CREBのリン酸化そのものより

も CREB リン酸化の持続性が神経活動パターン

によって制御されることが下流の遺伝子発現に必

須であることを証明した（Bito et al., Cell 1996; 

Deisseroth, Bito et al., Neuron, 1996; Bito et al., 
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Curr. Opin. Neurobiol., 1997; Bito, Cell 

Calcium 1998；Redondo et al., J Neurosci. 2010）。

さらに、NMDA 受容体ならびにカルシウム電位

依存性カルシウムチャンネルの中でもL 型カルシ

ウムチャンネル活性化が、CaMKIV 活性化による

CREB リン酸化に重要であることを解明した

（Mermelstein, Bito et al., J. Neurosci., 2000）。  

CREB リン酸化の持続こそが活動依存的シグ

ナルであることを示す事例として、小脳顆粒細胞

のカルシウム依存的生存が上げられる。CaMKIV

は小脳顆粒細胞において非常に強く発現している

が、長らくその意義は不明であった。フランス

Strasbourg 大 Loeffler 研究室からの派遣留学生

Violaine Seeとの協同研究により、CaMKIV 活性

の維持による核内リン酸化 CREB 量の保持が小

脳顆粒細胞の生存にとって必須であることが明ら

かになった（See et al., FASEB J., 2001）。 

このようなデータにより、CaMKIV による

CREBリン酸化制御が、海馬錐体細胞における長

期可塑性の発現以外にも、数多くの生理的意義を

有していることを初めて明らかにしたものである。

ほぼ同時期に、一部の遺伝性変性疾患の病因にお

ける CREB 転写阻害の重要性が示されたことも

あり、本発見は、CaMKIV による CREBリン酸

化機構が、生存制御により脳高次機能を司る神経

回路網の長期的維持にも関与している可能性を示

唆するものである（図 1）（Bito and Takemoto-

Kimura, Cell Calcium, 2003）。 

一方、CREB 転写に限らず、神経活動依存的に

転写制御される生理的標的遺伝子の同定および機

能解析が遅れている。我々は、可塑的シナプス活

動により効率よく誘導される機能未知蛋白である

Arc に焦点をしぼり、その神経活動依存的、シナ

プス入力特異的誘導の分子機序ならびに蛋白機能

の解明を進めている（Okuno et al. Cell 2012）。 

最近の大きな成果は、シナプス活動が神経回路に

おける遺伝子発現スイッチをオンにするゲノム上の

配 列「 SARE（ Synaptic Activity-Responsive 

Element）」を発見したことである。SAREは、わ

ずか 100 塩基の中に、これまでそれぞれ全く別の

役割を持つと考えられていた 3 種類の活動依存的

転写因子（CREB, MEF2, SRF）を結合させるユ

ニークな配列であり、脳が受け取る多様なシグナ

ルを統合し長期記憶を制御していると考えられる

（Kawashima et al. PNAS 2009; Kim et al. 

Nature 2010; Inoue et al. Commun. Integr. Biol. 

2010）。SARE の発見を端緒に、まさに貯蔵され

つつある長期記憶の痕跡をリアルタイムに可視化

する研究戦略が実現可能となった（Kawashima 

et al. Nature Method 2013）。記憶のメカニズム

の全貌解明に向けて今後とも全力投球する所存で

ある。 

 

2) 神経回路形成・シナプス形成を制御する分子

機構に関する研究 

 

シナプス伝達受容は、シナプス後肥厚部に存在

する神経伝達物質受容体とその受容体に結合して

共役する受容体複合体により決定される。神経伝

達物質受容体分子にはイオン透過型のものと、代

謝共役型のものがあり、いずれも足場蛋白を介し

たシグナル蛋白複合体と共役にしていることが近

図 1：CaMKシグナルの神経生存における役割の模式図
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年明らかになってきている。 

我々は、興奮性伝達の主要な伝達物質であるグ

ルタミン酸受容体のひとつである NMDA 受容体

の足場蛋白である PSD-95 蛋白に低分子量Ｇ蛋白

Rho 関連蛋白 Citron が結合することを見出し、

シナプス膜の神経伝達物質受容体とアクチン細胞

骨格を制御する Rho シグナル伝達系の間の密接

な連関を示 唆する初 めての証拠を得た

（ Furuyashiki et al., J. Neurosci., 1999 ；

Shiraishi et al., J. Neurosci., 1999）。 

一方、われわれは、形態的に最も単純な神経細

胞である小脳顆粒細胞に着目して、まず極性が生

じ、2本の軸索がまず伸展し始め、その後に細胞体

周辺に数多くの樹状突起が発生する過程（図2）を

支配するシグナル経路の役割を探索した。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2：小脳顆粒細胞の突起進展機構 

 

その結果、1）Rho/ROCK/LIMK経路が最初の

突起形成のゲートとして働いており、その活性を

阻害すると軸索形成が一挙に促進され、成長円錐

ダイナミクスが亢進すること（Bito et al., Neuron,  

2000）、さらに 2）mDia1は、Rho 下流のアダプ

ター分子として軸索形成・突起伸展を促進させる

活性を有することが明らかになった(Arakawa et 

al., J. Cell Biol., 2003; Bito, J. Biochem. 2003; 

Yamana et al., Mol. Cell Biol. 2006）（図 3）。 

これらの結果、突起形成・軸索伸展からシナプ

スにおける神経伝達物質局在制御に至るまで、一

貫としてアクチン細胞骨格再編成が大きく寄与し、

特に Rho ファミリー低分子量 GTPase の下流に

ある複数のエフェクターの協調的制御が不可欠で

はないかということが示唆された。 

 

 

 

 

 

 

 

図 3：ROCKとmDia1の協調による突起伸展 

 

このような考え方を検証する目的で、PSD-95

の足場蛋白としての結合能を担う PDZ モチーフ

の結合親和性を特異的に低下させた変異体を成熟

神経細胞にて過剰発現させると、PSD-95 のクラ

スタリング不全とともに、スパイン形態成熟不全

が共存することが明らかとなった（Nonaka et al., 

J. Neurosci., 2006）。すなわち、morphogenesis

の分子機構・シナプス蛋白局在の stoichiometry・

スパイン成熟との間に、強い連関があることが確

認された。 

このような神経回路形成・シナプス形成に関わ

る遺伝子産物の機能障害が、ヒトの認知や脳高次

機能の破綻に関与していることが最近提唱されて

いる。従って、このような研究を推進し、得られ

た知見を基盤に一般原理が解明されれば、将来、

分化神経細胞を目的部位に移動させ、軸索伸展や

シナプス形成を自在に促進させるという、生理的

分子機序に基づく機能的な神経回路再構築という

新たな治療戦略が期待できるかもしれない。 

 

3) 神経活動依存的アクチン細胞骨格制御・調節

機構に関する研究 

 

海馬錐体細胞の樹状突起スパインは、活動依存

的な形態可塑性を引き起こすことが知られている。 

我々は、GFPとアクチン分子の融合蛋白を作製し、

adenovirusを用いて神経細胞に導入し、この過程

で生じるアクチン細胞骨格の活動依存的再編成の
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可視化に初めて成功した。GFP-actin imagingを

生きた初代培養海馬錐体細胞で行った結果、a)ア

クチン細胞骨格に動的な成分と静的な成分が共存

すること、b)一定の条件下でスパインや細胞体辺

縁膜へのアクチンの集積が神経活動依存的に引き

起こされること、c)スパインへのアクチン移行は

NMDA 受容体依存的カルシウム流入により、ま

た細胞体辺縁膜へのアクチン集積は、電位依存性

カルシウムチャンネルにより特異的に引き起こさ

れることを発見した（図 4）（Furuyashiki et al., 

PNAS 2002）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4：NMDA刺激依存的アクチン集積のスパインへの誘導の可

視化 
 

上記の結果は、神経細胞骨格シグナリングが、

神経回路の発生途上あるいは発達後を問わず、重

要な役割を果しており、神経細胞の形態制御の時

空間的ダイナミクスが高次脳機能に大きく寄与し

ている可能性を強く裏付けるものである。 

我々は、現在 CaMK ファミリーの中のいくつ

かの分子種が、カルシウム流入の下流で神経アク

チン骨格制御に関与しているという可能性を追求

している。特に注目すべきは、膜挿入型の CaM

キナーゼである CLICK-III/CaMKIγである。 

CLICK-III は、膜局在シグナルであるＣ末端

CAAX 配列により prenyl 化修飾を受ける結果、

Golgi 膜および形質膜へ局在化する。このように

脂質修飾を受け、膜移行を行う神経特異的キナー

ゼの存在を中枢神経系で発見したのは全く最初の

例である（Takemoto-Kimura et al., J. Biol. 

Chem., 2003）。 

CLICK-III は prenyl 化後に、さらにキナーゼ

活性依存的にパルミトイル化され、樹状突起ラフ

ト膜へ移行する。その結果、BDNFの下流で制御

される大脳皮質細胞の樹状突起形成・伸展の重要

な制御キナーゼであることを最近見出した(図 5)

（Takemoto-Kimura et al., Neuron 2007）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図5：CLICK-IIIノックダウン細胞で観察される樹状突起形成

異常 

 

興味深いことに、類似の機構が軸索伸展制御に

おいても見出されている（Ageta-Ishihara et al. J. 

Neurosci. 2009）。これらの知見は、神経細胞にお

いて、膜やカルシウム動員箇所の近傍におけるカ

ルシウム動態が、細胞内部位特異的に特定のカル

シウム・カルモデュリン依存性キナーゼを活性化

させ、excitation-transcription couplingのみなら

ず、 excitation-morphogenesis couplingによっ

ても、長期的に神経回路機能を調節するという新

たな可能性を示唆するものである (Takemoto-

Kimura et al. Eur. J. Neurosci. 2010)。 

細胞内カルシウム上昇によって活性化される複

数のシグナリング分子は、いかに協調して、多彩

な細胞応答を誘導するのか？我々は近年、複数の

シグナリング経路の活性化状態を、同時計測する
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手法 dFOMA（dual FRET imaging with optical 

manipulation）を開発した。この dFOMA 法と、

独自に開発を行った FRET probeを用いて、神経

細胞が様々な周波数の興奮性のシナプス入力を受

けた際の、CaMKII ならびに脱リン酸化酵素

（calcineurin）、及び、カルシウム濃度の変動を

同時計測した。その結果、各酵素固有の異なる特

性を組み合わせた情報処理の機構が示唆された

（Fujii et al., Cell Report 2013）。 

 

今後の展望 

CREB-Arcシグナリング伝達機構の全貌解明と

機能解読とともに、活動依存的なアクチン細胞骨

格シグナリング機構の解明に向け、in vitro なら

びに in vivo レベルでの研究が急速に進展してい

る。活動依存的な転写や神経形態変化により、神

経ネットワーク機能の修飾がいかに行われるのか、

その分子機構と生理的意義を今後とも検討してい

きたい。これらの実験から、脳高次機能形成の根

本的な分子原理の一端を明らかにし、記憶障害・

認知症・精神疾患等の予防・進行阻害のための新

たな創薬標的探索の端緒となることを期待したい。 

 

教室員による出版物等 

（2013 年 1 月～2013 年 12 月） 
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Higashiyama T, Mazitschek R, Bito H, 

Kinoshita M.  Septins promote dendrite and 

axon development by negatively regulating 

microtubule stability via HDAC6-mediated 

deacetylation. Nature Communications, 4: 

2532, 2013.  

2. Kawashima T, Kitamura K, Suzuki K, 

Nonaka M, Kamijo S, Takemoto-Kimura S, 

Kano M, Okuno H, Ohki K, Bito H.  

Functional labeling of neuronal ensemble 

and axonal projections in vivo using a 

synthetic activity-dependent promoter 

E-SARE. Nature Methods, 10(9):889-95, 

2013. 

3. Mikuni T, Uesaka N, Okuno H, Hirai H, 

Deisseroth K, Bito H, Kano M. The 

immediate early gene Arc/Arg 3.1 is a 

postsynaptic mediator of activity-dependent 

synapse elimination in the developing 

cerebellum. Neuron, 78(6):1024-35, 2013. 

4. Fujii H, Inoue M, Okuno H, Sano Y, 

Takemoto-Kimura S, Kitamura K, Kano M, 

Bito H.  Nonlinear decoding and asymmetric 

representation of neuronal input information 

by CaMKIIα and calcineurin. Cell Reports, 

3(4): 978-87, 2013. 
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沿革と組織の概要 

神経生物学分野の前身は旧医学部附属脳研究

施設の心理学部門である。1984年に神経生物学部

門に改組され、高橋國太郎が初代教授となった。

1997年の大学院講座化に伴い、脳神経医学専攻に

所属することになった。2008年に現教授である廣

瀬謙造が名古屋大学医学系研究科細胞生理学分野

より着任（兼坦）し、2009 年 2 月に医学部 3 号

館 6 階への研究室の移転作業を完了した。順次、

研究設備の整備を進め、日常の研究、教育活動が

軌道に乗ってきている段階である。2013年度の構

成は教授以下、助教 2名、研究員 5名、博士課程

大学院生 4名、秘書 1名である。 

 

教 育 

医学部医学科のM1, M2を対象としたフリーク

ォーター、教養学部 1年を対象とした「全学体験

ゼミナール：医学に接する」で学生の受け入れ、

指導を行っている。 

大学院教育では、医科学専攻修士課程のローテ

ーションで大学院生の受け入れを行っている。ま

た、研究室内のセミナーとして、月 1回ずつの研

究報告会とレビューセミナー、週 1回ずつのジャ

ーナルクラブを行っている。さらに学外の講師を

招聘して研究室内セミナーと研究室内でのディス

カッションを随時実施している。 

研 究 

本研究室では、独自のユニークな技術を開発し、

駆使することで中枢神経系を中心とした生理機能

の制御機構の解明を目指している。現在は細胞機

能の可視化解析のための新規の基盤技術の開発と

新規 RNAi技術の開発を行っている。また、これ

らの技術を細胞機能の制御機構を明らかにする研

究に応用することで、従来の方法論では到達でき

なかった細胞機能の統合的な理解を目指している。 

 

新規技術による細胞機能の可視化解析の開発 

生体内分子の可視化のための蛍光可視化プロ

ーブを効率的に作製する方法論の開発を行ってい

る。リガンド結合タンパク質と蛍光色素との複合

体からなる蛍光可視化プローブはリガンドの結合

によって蛍光特性が変化するが、蛍光色素の種類

とリガンド結合タンパク質における位置の組み合

わせの探索が不可欠である。そこで、蛍光色素の

種類およびリガンド結合タンパク質における位置

の最適な組み合わせを網羅的かつ迅速に探索する

ハイスループットスクリーニングシステムを確立

した。この新規技術によって、迅速かつ網羅的に

高性能な蛍光プローブを開発することがが可能に

なった。また、これらの研究を通じて蛍光プロー

ブ機能の制御原理を見出しており、今後の効率的

な蛍光プローブ開発の促進が期待されている。今
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後は、このハイスループットスクリーニングシス

テムを活用し、生体内情報伝達物質の時空間動態

の可視化解析に用いる事ができる蛍光プローブの

開発を推進していく予定である。 

 

グルタミン酸イメージングによる中枢神経シナプ

スのグルタミン酸放出様式の解明 

上記のハイスループットスクリーニングシス

テムを用いて作製した高性能グルタミン酸プロー

ブを用いて、中枢神経系でのグルタミン酸の可視

化解析を行っている。グルタミン酸蛍光プローブ

を用いて培養海馬神経細胞や脳スライス標本にお

いてシナプスからのグルタミン酸放出を有効に測

定する系を確立した。海馬培養細胞において電気

刺激を与えて活動電位を惹起し、その結果放出さ

れるグルタミン酸放出のイメージングに成功した。

その結果、単一シナプスレベルでグルタミン酸放

出の動態の定量的解析が可能であることが示され

た。現在、さらに実験、解析を進めて、プレシナ

プス終末からの開口放出によるグルタミン酸の放

出様式や、シナプス可塑性の制御機構の解明を進

めている。特に超解像顕微鏡を用いた高精細な細

胞イメージングによって、シナプス毎のシナプス

分子の特徴的な空間配置のシナプス機能制御への

意義の解明を目指している。これらの研究を通じ

て、脳の高次機能を担うシナプス機能の可塑的な

制御を担う分子基盤についての理解を目指してい

る。 

 

細胞運動における Rho ファミリータンパク質の時

空間動態の意義への可視化解析によるアプローチ 

低分子量 G タンパク質である Rho ファミリー

タンパク質(Rho, Rac, Cdc42)は細胞運動の分子

機構で、重要な役割を担っていると考えられる。

そこで Rho ファミリータンパク質の活性化を高

感度でモニターすることができる高性能プローブ

を開発した。このプローブを293T細胞やHT1080

細胞に発現させ、Rhoファミリータンパク質の活

性化によるプローブの応答の変化を調べた結果、

活性化因子の発現により有意に FRET 効率の変

化が確認され、Rho ファミリータンパク質の活性

化レベルを細胞内でモニターできることが示され

た。現在、さらに詳細に細胞運動や神経細胞の刺

激依存的な形態変化と Rho ファミリータンパク

質活性化の時空間パターンとの因果関係について

の解析を進めている。 

 

高性能RNAiライブラリーを用いた機能分子探索 

近年、RNAi による遺伝子発現の抑制技術が生

物学の広い範囲で利用されている。特に哺乳類細

胞では siRNAと呼ばれる 20bp程度の短い RNA

断片を用いられている。しかしながら、どのよう

な配列の siRNA を用いれば効果的な遺伝子発現

抑制を実現できるかを予測する為の確立した技術

は存在していない。本研究室では、このような予

測技術を必要としない新規RNAiライブラリーの

作製技術（EPRIL法）を確立している。現在、こ

の技術を発展させることによって、ゲノム規模（2

～3万遺伝子）の遺伝子を対象とした高性能RNAi

ライブラリーを作製することを視野に入れている。

そのためにハイスループットかつ低コストでゲノ

ム規模の遺伝子を扱えるように EPRIL 法の改良

に取り組んだ。 

最近は、EPRIL 法によって作製した高性能

RNAi ライブラリーを用いて、細胞機能を制御す

る機能分子の探索を開始した。特に中枢神経系で

のシナプス伝達機構に関与する分子探索を行って

いる。機能分子探索は、蛍光イメージングによる

神経細胞の受容体の局在変化や伝達物質の放出過

程のの変化の定量的解析とRNAiライブラリーを

組み合わせて行っており、現在までのスクリーニ

ングによって神経機能の制御に関与すると考えら

れる複数の有望な候補分子を得ている。 

 



118 東京医学・第 128 巻・平成 26 年 10 月 

出版物等 

 

1.  Kanemaru K, Kubota J, Sekiya H, Hirose K, 

Okubo Y, Iino M. Calcium-dependent 

N-cadherin up-regulation mediates reactive 

astrogliosis and neuroprotection after brain 

injury. Proc Natl Acad Sci U S A. 110(28): 
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沿革と組織の概要 

前身は昭和 40 年に創設された医学部音声・言

語医学研究施設の音声言語科学部門で、後に開設

された音声言語医学部門、認知行動科学部門とと

もに、1997年の大学院重点化により認知・言語医

学大講座を組織する本分野が成立し、現在に至っ

ている。 

 

教育 

大学院教育として「神経科学入門」を担当して

いる。また人文社会学研究科・文学部心理学科特

殊講義冬学期「画像脳科学」を担当している。 

 

研究 

私たちの知覚、行動、感情、言語、思考、知能、

社会性、そして意識はどのようにして実現されて

いるのか。認知神経科学はこのようなとらえどこ

ろのない心理現象のメカニズムを脳という物質現

象から明らかにする学問である。どのような深い

思考であれ、身を焦がすような感情であれ、脳と

いう物質の中では神経細胞がパチパチ発火してい

るに過ぎない、これは異論がないところでである。

ではこのパチパチがいかに我々のこころを成立さ

せているのか。最も身近でありながら我々の理解

を阻んできたこの脳のメカニズムをより深くかつ

統合的に理解するために、さまざまな形の学際的

研究を進めていく必要がある。このため当教室で

は様々なバックグラウンドをもった人間が参加し

て研究を行っている。 

当研究室の方針としては特定の研究テーマに特

化することはせず、ヒトの脳と認知において重要

な問題であればできるだけ広い範囲の領域を研究

対象にしていこうと考えている。現在、選択的注

意、行動切り替え、視覚認知などをテーマとした

研究を行っている。実際のところは、どのような

心理現象に着目するかよりも、脳における情報処

理のアルゴリズムを明らかにすることに主眼をお

いている。 

方法論としては主に正常人を対象として機能的

MRI、脳波、経頭蓋磁気刺激など多角的な手法で

脳が働くメカニズムを明らかにしようとしている。

自分の知りたい現象のメカニズムを明らかにする

ために最も有効な方法論を用いるべきであって、

方法論によってテーマが規定されるべきではない

と考える。とくに脳領域間の信号/情報伝達にもと

づくシステムレベルでの相互作用、ひいては脳領

域間の活動の因果関係の解析、そして局所脳領域

における情報表現の解析が現在の中心的なテーマ

となっている。 

 



120 東京医学・第 128 巻・平成 26 年 10 月 

出版物等 

 

1. Morishima Y, Okuda J, Sakai K. Reactive 

mechanism of cognitive control system. 

Cerebral Cortex. 20: 2675-2683, 2010. 

2. Akaishi R, Morishima Y, Rajeswaren VP, 

Aoki S, Sakai K. Stimulation of the frontal 

eye field reveals persistent effective 

connectivity after controlled behavior. 

Journal of Neuroscience 30: 4295-4305, 

2010. 



 The Tokyo Journal of Medical Sciences. Vol.128, Oct. 2014 121 

 

こころの発達医学 
 

准教授 

金生由紀子 

助教 

桑原斉、川久保友紀 

 

ホームページ http://childpsy.umin.jp/ 

 

 

沿革と組織の概要 

近年、子どものこころやこころの発達の問題が

増大し続けており、児童精神科医をはじめとする

専門家の不足とその育成の必要性が叫ばれてきた。

特に、諸外国と比べて児童精神医学の立ち遅れて

いる我が国の状況を考えると、研究を推進すると

共にそれに基づいて診療の質的向上を図れるよう

な人材の育成が強く求められている。このような

ニーズにこたえるため、2010 年 4 月に医学系研

究科脳神経医学専攻統合脳医学講座にこころの発

達医学分野が開設された。医学系で児童精神科医

が主任を務める児童精神医学教室としては我が国

で最初と言える。精神神経科小児部、さらに

2005 年 4 月からはこころの発達診療部として診

療と臨床家の育成に加えて臨床に根ざした研究を

積み重ねてきた実績を踏まえつつ、新たな活動を

展開している。教員 3名はこころの発達診療部も

兼務してその運営の中心となっており、こころの

発達診療部が臨床研究のフィールドとしての機能

も発揮するようにしている。  

 

教育 

2013 年度には 6 名の博士課程大学院生が在籍

して、その研究指導を担当した。通年での児童精

神医学レクチャ、ケースカンファレンス、ジャーナ

ルクラブを含めた教育プログラムの整備を行った。 

研究 

自閉症やアスペルガー症候群などの自閉症スペ

クトラム障害（ASD）、注意欠如多動性障害

（ADHD）、重症なチック障害であるトゥレット

症候群、児童思春期強迫性障害（OCD）を主な研

究対象としている。科学的な臨床評価に基づく精

神・行動指標の解析、神経心理、脳神経画像や遺

伝子など多面的なアプローチを統合して脳とここ

ろの発達における問題に取り組んでいる。このよ

うな統合的な手法を活用して薬物療法や治療教育

などの治療法に関する研究も行っている。 

2013 年度に実施した主な研究プロジェクトは

以下の通りである。 

・トゥレット症候群、児童思春期 OCDの臨床評

価、神経心理、遺伝要因、認知行動療法の検討 

トゥレット症候群、児童思春期 OCD における

チック、強迫症状、それらに先立つ衝動などを評

価して相互の関連を検討すると共に、それらの治

療や支援の実態を調査してガイドラインの改良を

行っている。また、トゥレット症候群の神経心理

の検討、遺伝子解析、チックに対する包括的行動

介入（Comprehensive Behavioral Intervention 

for Tics: CBIT）の予備的実施を行っている。 

・ASD、ADHD、トゥレット症候群に関する

MRI、fMRI、NIRSを用いた脳画像解析 

ADHD成人、トゥレット症候群成人を対象にし
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て遅延報酬課題を行って fMRIで計測したデータ

を解析したり、ASD児童及び ADHD児童を対象

にしてNIRSを計測したりしている。 

・ASDの遺伝・環境要因の検討 

両親の年齢や生殖補助医療が ASD の発症に及

ぼす影響を医療機関ベースで調査している。ASD

の多発家系についてエクソンシークエンスによる

解析を進めている。 

・ADHD に対する薬物療法及びペアレントトレ

ーニングの効果予測指標の開発 

ADHD 小児に対するメチルフェニデートの効

果が臨床指標、神経心理検査、NIRS で予測でき

るか、またペアレントトレーニングは養育者およ

び ADHD 児のどのような側面に影響を及ぼすか

を検討している。 

・ASD の治療教育及び集団認知行動療法の効果

の検証 

ASD 幼児を対象にする治療教育（グループ療育

及び個別療育）の効果を検討している。また、高

機能 ASD 成人を対象にして集団認知行動療法を

実施して効果を検討している。 
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沿革と組織の概要 

当教室は、わが国で最初の大学精神医学教室と

して 1886年に設立された。1960年代に始まる反

精神医学・学園紛争の影響によって、長く「外来」

「病棟」という 2派に分かれて臨床を行うという

歴史を経たが、1994年に一本化が実現し、再び臨

床・教育・研究においてわが国の精神医学をリー

ドする教室を目指し歩みはじめた。臨床において

は、2002年の病棟移転によって、閉鎖病棟・内科

混合病棟の 2フロア体制により重症患者の受入れ

が可能となるとともに、2004年からは全身麻酔下

の電気痙攣療法の導入によって在院日数の格段の

短縮化を実現している。また、2005年からこころ

の発達診療部が発足し、社会問題化している発達

障害者の診療に力を注いでいる。教育においても、

こころの発達臨床教育センターを発足させ、発達

障害の臨床にかかわるスタッフの養成に尽力して

いる。2006 年 8 月からは、B 棟 3 階が精神科固

有病床（開放病棟）となり、 昨年度の改修を経

て計 54 床の精神科病棟部門として生まれ変わっ

た。研究においては、統合失調症のみでなく、ス

トレス性精神障害の病因解明と治療法の開発、広

汎性発達障害の診断と治療法の開発などで大きな

成果を挙げている。2008 年 6 月に、外来・病棟

の診療統合後の入局世代である笠井清登教授が就

任し、精神医学・医療への更なる貢献を目指して

新たな体制作りが進んでいる。 

 

診 療 

外来：2013年 4月から 2014年 3月までのデータ

によると、新来患者数は計 874名であり、一日平

均外来患者数は 150.4 人であった。「こころの検

査入院」の開始に伴い初診枠の一部を入院前検討

枠として開始し、多数の予約を受けている。また

地域連携枠への参加も継続している。 

病棟：平成 24 年度に病床を再編成し大部屋の個

室化工事を行った結果、病棟部門の運営は B棟 2

階閉鎖病棟の固有床 26 床と 3 階開放病棟の固有

床 28床の計 54床を用いている。各病棟それぞれ

大部屋を一室減らし、これまでの個室に新たに各

フロア 2 室ずつを加えたことで、閉鎖病棟の 26

床のうち、3 床が隔離室、8 床が個室であり、開
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放病棟の 28床のうち、13床が個室と、より急性

期に対応可能な体制が整った。これに伴い稼働率

は安定し、また平均在院日数は 30 日前後と着実

に短縮化してきている。 

外来からの予約入院が主な入院経路であるが、

救急外来からの緊急入院や、自殺未遂症例などの

集中治療室を経由した入院も最近増加傾向にある。

治療の手段としては、精神療法・薬物療法・無け

いれん電気けいれん療法（mECT）に加え、作業

療法士・臨床心理士の協力も得て、回復期にある

患者を対象として精神科作業療法も行い、また最

近は試験的に集団認知行動療法も試みている。 

入院患者の年齢分布は、10歳台から 80歳台ま

での拡がりがある。疾患構成は、統合失調症圏、

感情病圏、身体疾患等により生じた精神疾患が主

なものである。毎週木曜午後１時からは、新患紹

介に引き続き教授回診があり、4 時より症例検討

会ないし発達回診、リカバリーカンファ等が行わ

れている。月曜午後 2時からは病棟看護師や発達

診療部、デイホスピタルスタッフ等を交えた多職

種による症例検討会を行っている。 

平成 23 年度より正式に開始した「こころの検

査入院プログラム」は順調に運営されており、さ

らに平成 24 年度より成人の発達障害の診断を目

的とする「発達障害検査入院プログラム」を開始

した。講演会での案内などもあり、問い合わせ、

入院依頼が増加している。 

リエゾン：コンサルテーション・リエゾンは、

平成 25年度より保険制度への対応を念頭に置き、

市橋助教が統括を行うリエゾン専門のチームを整

えたことにより、2013年度の対応件数は延べ年間

1316 件、月平均約 109 件と飛躍的に増加した。

また、救急部との連携においては、リエゾンチー

ムが毎朝救急カンファに出席するなどして精神科

的対処の必要な患者への体制を強化した。 

平成 17 年度の特別教育研究経費によって 4 月

より“「こころの発達」臨床教育フロンティア”事

業が開始された。平成 22 年度に、大学院講座こ

ころの発達医学分野が設置され、診療部門である

「こころの発達」診療部と連携して、引き続き精

神神経科（小児部）での長年にわたる発達障害の

治療教育などの蓄積を踏まえて活動を展開してい

る。 

 

教 育 

(1) M2：系統講義 

今年度も引き続き社会的に重要性が増してい

る児童精神医学、司法精神医学、リエゾン精神医

学、非薬物的療法として精神分析にかわって主流

となっている認知行動療法の講義も行っている。

学生の理解を助けるためにレジュメを完全配布す

るとともに、継続的質の改善のためのアンケート

を全講義で実施しており、今後も反映させていく。 

(2) M3：クリニカルクラークシップ（旧 BSL（臨

床実習）） 

医学部の方針に沿って、より参加型の臨床実習

に内容を変更し、病棟、外来、外部病院で、セミ

ナーを交え行った。学生からのアンケートをもと

に、適宜改善を行っているが、病棟実習、ポリク

リ、松沢病院見学、セミナーはいずれも学生から

引き続き高い評価を得ている。 

(3) Mental Health Research Course 

臨床研究者育成プログラムの一環として、基

礎、臨床 8 教室の参加により Mental Health 

Research Courseが平成 22年度より開始された

が、引き続き継続している。学生の要望を反映さ

せ、毎月の Journal Club、教育的講演、ラボツア

ーなど行った。 

 

研 究 

これまで、神経画像・臨床生理学的手法を用い

て、統合失調症、自閉症、心的外傷後ストレス性

障害などの脳病態解明で成果を挙げてきた。笠井

清登教授は自らが経験した米国ハーバード大学に
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おける精神科臨床研究体制をもとに、帰国後、医

療機器メーカーとの産学協同研究や放射線科・臨

床検査部との共同によるマルチモダリティ神経画

像計測を加え、精神科臨床研究ラボを育てた。臨

床試験やコホート研究によるバイオマーカーや治

療介入法の開発を通じた当事者の利益に結実させ

る研究を目標とし、統合失調症の前駆状態から初

発統合失調症に至る時期の縦断研究（Integrated 

Neuroimaging studies in Schizophrenia 

Targeting Early intervention and Prevention; 

IN-STEP; http://plaza.umin.ac.jp/arms-ut/)、双

生児を対象とした総合的研究（Todai Twin 

Project with Integrative Neuroimaging; Todai-

TWIN)、発達障害の総合的研究、医療機器を薬剤

選択・薬効予測の臨床検査法として確立するため

の臨床試験などを、10 年、20 年という長期的視

野にたって展開している。前年度に引き続き、さ

まざまな基礎系研究者との連携を強め生物学的側

面を強化しており、特に分子精神医学講座とは協

力講座として密接に共同研究を行っている。また

これまでの生物学的精神医学と社会精神医学の融

合による新たな社会精神医学の構築を目したユー

スメンタルヘルス講座も開講され、同講座とも協

力講座として密接な共同研究を進めている。脳と

精神の関係をもう一度捉えなおし、精神の障害と

その修復を本質的に解明するような分野横断的な

学問領域を提唱し、精神医学のアイデンティティ

を再構築するという意識をもち、日々、努力して

いる。現在の当科における研究内容は次の通りで

ある。 

 

① 統合失調症の初期診断と発症予防に関する臨

床研究 

② 内因性精神疾患、小児の疾患を対象とした脳画

像研究 

③ 脳磁図、誘発電位トポグラフィーなどの手法を

用いた統合失調症の認知神経心理学的研究 

④ 統合失調症など内因性精神疾患の分子遺伝学

的研究 

⑤ NIRS（近赤外分光法）、MRS（磁気共鳴スペ

クトロスコピー）などによる脳代謝研究 

⑥ 自閉症を中心とした小児精神疾患の認知神経

心理学的研究及び分子遺伝学的研究 

⑦ モデル動物を用いた精神疾患病態の研究 
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沿革と組織の概要 

神経内科学教室は，豊倉康夫先生を初代教授と

して，昭和 39 年に医学部附属脳研究施設の臨床

部門として開設された。その後萬年 徹教授，金

澤一郎教授を経て現在に至る。平成９年に，脳研

究施設が脳神経医学専攻として改組され，臨床神

経精神医学講座・神経内科学分野という組織にな

った。 

 

診療 

神経内科領域の幅広い疾患に対して，充実した

診療を行っている。初期研修に対応した診療と，

高度先進医療をめざす診療の両立を目標に診療を

行っている。 

外来診療においては，診療時間をできるだけ確保

しながら充実した診療を行っている。パーキンソ

ン病，認知症，多系統萎縮症など専門外来も開設

している。 

病棟診療は，卒後研修（初期研修，後期研修）

に対応したプログラムを用意し，先進的な医療を

含めた診療に努めている。平成１７年度より，脳

神経外科や関連の診療科と協力して，パーキンソ

ン病を対象とした深部脳刺激による治療を開始し

た。ポリグルタミン病の治療研究など先進的な診

療を目指している。 

 

教育 

卒前教育では，当教室はM2 の系統講義及び臨

床診断学実習，M3 と M4 の臨床統合講義とクリ

ニカルクラークシップを担当している。今年度の

系統講義は，神経診断学，臨床神経生理，高次脳

機能，感染症など 9 項目について行った。クリニ

カルクラークシップでは，代表的神経疾患の症例

について学ばせ，臨床統合講義では，代表的な神

経内科疾患について，講義を行った。また，神経

生理および脳卒中のクルズスにより実践的知識の

習得に配慮している。フリークォーターでは，で

きるだけ多くの機会を学生に提供するようにして

おり，常時 2-3 名の学生が研究室に参加している。 

卒後教育では，初期研修医の受け入れ，内科系

の病棟の診療が総合内科体制になり総合内科に参

加して診療を行っている。 

神経内科専門医の養成については，神経内科の

診療，神経生理学，神経病理学の研修，東大病院
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全体のコンサルテーションへの対応，総合内科へ

の参加，関連病院での診療，病棟指導医などを組

み合わせた充実したプログラムを提供している。 

大学院教育については，学生の希望に応じて幅広

い研究を進めている。 

 

研究 

当教室では，神経疾患を対象として，その病態

解明，治療法開発，臨床研究を行い，臨床神経学

に貢献することを目指している。そのアプローチ

としては，分子遺伝学，分子生物学，発生工学，

生化学，薬理学，細胞生物学，病理学，生理学な

ど多岐にわたって幅広い discipline を統合した

アプローチを目指している。 

分子遺伝学の面からは，ゲノム医学センターを

開設し，次世代シーケンサーを用いたゲノム解析

拠点を開設した。網羅的なゲノム解析に基づき，

遺伝性神経疾患の病因遺伝子の解明はもちろん，

孤発性神経疾患の疾患関連遺伝子の解明を目指し

ている。その研究成果として，多施設共同研究体

制に基づく多系統萎縮症の自然歴の把握，次世代

シーケンサーを駆使した網羅的ゲノム配列解析に

基づく疾患関連遺伝子の同定を進め，COQ2 遺伝

子変異が家族性多系統萎縮症，孤発性多系統萎縮

症の発症に関わることを明らかにした。また、あ

らたな家族性筋萎縮性側索硬化症の遺伝子座

（ALS19）を同定し、病因遺伝子がERBB4 であ

ることを明らかにした。次世代シーケンサーを臨

床診断に応用する研究も精力的に進めた。ポリグ

ルタミン病については，歯状核赤核・淡蒼球ルイ

体萎縮症のモデルマウスを作成し，細胞レベルか

ら個体レベルまでを含めた治療法の開発研究を展

開している。（辻省次，後藤順，市川弥生子，伊達

英俊，鈴木一詩，三井 純，石浦浩之，松川敬志

田中真生，大崎 雅央，波多野敬子） 

生理学からのアプローチとしては，磁気刺激

法・脳波・脳磁図などの神経生理学的検査法や，

positron emission tomography （ PET ），

functional MRI，近赤外分光法による脳血流測定

（NIRS）などの神経機能画像を用いて，中枢神

経生理についての研究を行っている。特に運動・

感覚生理に着目した研究をおこなっており，小脳

刺激の効果や錐体交叉刺激など新しい研究分野を

開拓してきている。最近では，連発磁気刺激法を

用いた神経疾患の治療法の機序について，他の研

究施設と共同研究体制を構築し，長時間続く脳血

流変化など，この分野の先駆的な研究を展開して

いる。その一環として，連続磁気刺激時の近赤外

線記録の変化・fMRIの変化・脳波変化などの研究

を行っている。また，近年repetitive，monophasic 

quadripulse stimulation（QPS）と呼ばれる，こ

れまでにない効果的な長期効果誘発刺激法を開発

した。このような研究を基盤として，治療法開発

を目指した研究を行っている。さらに，deep brain 

stimulation（DBS）による大脳基底核疾患の治

療とその機序の解明に向けた研究も行っている。

臨床面では，筋電図，神経伝導検査，脳波・脳磁

図，大脳誘発電位，経頭蓋磁気刺激法，眼球運動

検査などを用いて，神経疾患患者の診断および病

態把握のための生理検査を行っている。またDBS

治療を開始し，順調な成績を収めていると共に，

錐体外路疾患・疼痛・てんかんへの連続磁気刺激

治療を開発中である。（寺尾安生，花島律子，濱田 

雅，岡部慎吾，寺田さとみ，代田悠一郎，大南伸

也，堤涼介，松田俊一，清水崇宏，田中信行） 

末梢神経・筋疾患に対するプローチとしては、

年間約 180 例の末梢神経・筋疾患の生検症例に対

して病理診断を提供している。また、免疫性神経

疾患の診断補助となる血清中の抗糖脂質抗体、筋

炎特異抗体、傍腫瘍神経抗体の測定をおこなって

いる。 

研究分野では、炎症性筋疾患に関して、臨牀像，

筋炎自己抗体，サイトカインやケモカイン，筋病

理所見、筋組織内発現 mRNA の関連解析をおこ



132 東京医学・第 128 巻・平成 26 年 10 月 

ない，多発筋炎、皮膚筋炎、壊死性筋炎、封入体

筋炎、癌合併筋炎、膠原病合併筋炎、自己抗体陽

性筋炎などの筋炎のグループごとの特徴に注目す

ることで筋炎の病態機序解明をめざしている。（清

水潤，肥田あゆみ，前田明子） 

寄附講座（分子脳病態科学）では，アルツハイマ

ー病におけるエピジェネティクス異常を明らかに

した。臨床研究としては認知症患者での運動量の

低下を活動量計を用いて明らかにし，副腎白質ジ

ストロフィーの臨床診断における古典的臨床神経

学的徴候の有用性もを明らかにした。また MRI

による画像解析を継続している。一方で J-ADNI

への参加を引き続き行っており，それに続く

J-ADNI2 研究ではプロトコル作成段階から関与

している。また，Eli Liliy社の florbetapir の臨床

試験に我が国の二つの参加施設のうちの一つとし

て参加し，その成果は現在投稿中である。その他，

舞踏運動の全く認められないハンチントン病の一

例，進行性失書の１例，微小出欠を伴った水痘ヘ

ルペス髄膜炎の１例などを報告した。（岩田淳，林

俊宏） 
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沿革と組織の概要 

脳神経外科学教室は、昭和 26 年に診療科とし

て設置され、初代佐野圭司教授が昭和 37 年に外

科学第三講座担任となり、翌年に脳神経外科学講

座と改名したことに端を発する。その後高倉公朋

教授、桐野高明教授が教室および脳神経外科学の

発展に尽力され現在に至っている。 

脳神経外科の扱う疾患は、脳腫瘍、脳血管障害、

脊椎脊髄疾患、機能的疾患、小児奇形、頭部外傷

などで、外科の一分野でありながら神経学、神経

科学、オンコロジー、画像診断学などの幅広い知

識と経験を必要とする。この分野の進歩は著しく、

CT、MRI などの画像機器の進歩により頭蓋内の

病変が描出できるようになって外科治療の対象と

なる疾患が拡大した。同時に手術顕微鏡の導入を

はじめとする様々な治療手技の開発により、手術

法は洗練され治療成績は向上してきた。 

現在，大学には教授 1、准教授１、講師 2、特

任講師 2、助教 8の 14名のスタッフに加え、医員

5名、後期研修医 4名，大学院生 14名，また，国

外へ留学中の医師が 4名いる。（2014年 8月時点） 

東京大学 脳神経外科は約 400 名の同門会員を

擁し、脳神経外科の老舗として全国各地に多くの

臨床家、研究者、指導者を輩出してきた。診療、

研究の活動の場として、外来は外来診療棟３階，

病棟は新病棟 7階南、医局と研究室は管理・研究

棟２階にある。 

 

診 療 

外来診療は、月曜日から金曜日まで一般外来

（新患、再来）を行い、さらに月・水・金に専門

外来を行っている。専門外来には脳腫瘍外来、脳

血管・動脈瘤外来、血管内治療外来、頭蓋底腫瘍

外来、下垂体腫瘍外来、脊髄外来、てんかん外来

およびガンマナイフ外来等がある。平成 25 年度

の外来患者数は延べ 16,211名であった。 

入院診療は、主に 7 階南病棟と 4 階第１第２

ICUおよび 2階南小児病棟等で行っている。病棟

では、スタッフ以外に 5名の医員、4名の後期研

修医，1～2名の初期研修医が入院診療を担当して

いる。月・水・金の朝 8時からクリニカルカンフ

ァレンスと教授回診が行われている。カンファレ

ンスには、放射線診断医や放射線治療医も参加し、

金曜日には地域医療連携部との合同カンファレン
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スも行っている。 

入院患者数は平成 24年 881例、平成 25年 866

例であった。手術件数は平成 24年 444件、平成

25 年 471 件であり、この他にガンマナイフ治療

例が各々148件、139件であった。平成 25年の手

術の内訳は、脳腫瘍 160件、脳血管障害 47件、

頭部外傷 35件、脳脊髄奇形 1件、水頭症 32件、

脊髄脊椎疾患 9 件、機能的疾患 77 件、血管内手

術 67件、その他 43件である。 

当教室で扱うことが多い疾患は髄膜種・神経膠

腫・転移性脳腫瘍・神経鞘腫・聴神経腫瘍・下垂

体腺腫・脊索腫・軟骨肉腫などの脳腫瘍と、脳動

脈瘤・脳動静脈奇形などの血管障害、および顔面

痙攣・三叉神経痛・難治てんかん・パーキンソン

病などの機能的疾患である。各種疾患のバリエー

ションに富む点が際だった特色である。 

脳機能を最大限に温存するために、脳腫瘍手術

における脳機能モニタリングや、てんかん手術に

おける術前・術中の大脳機能マッピングなどを積

極的に取り入れている。また、ナビゲーションシ

ステムや血管内手術などの最先端の技術を駆使し

て、手術の安全性を高める努力を続けている。 

他分野の専門家と協力して治療に当たる取り

組みも行われている。頭蓋底腫瘍の手術では耳鼻

科・形成外科との協力のもと、脊髄披裂・骨癒合

症など小児奇形の治療では小児外科・形成外科と

の協力のもと合同手術が行われている。脳動静脈

奇形については血管内手術による塞栓術とガンマ

ナイフによる定位的放射線照射や開頭摘出術によ

る合併治療が行われ、良好な成績が得られている。 

 

教 育 

卒前教育では、当教室はM2の系統講義および

診断学実習、M3・M4の臨床講義とベッドサイド

教育を担当している。系統講義では脳神経外科疾

患全般についての基本的理解を深めることを主眼

とし、診断学実習では意識障害および脳死の診断

を重点項目とした。臨床講義では各疾患の基本と

ともに最近の動向をとりあげた。 

ベッドサイド教育では学生に病棟・手術室実習

を通して臨床について学ばせるとともに、セミナ

ーを多く設けて出来る限りインターアクティブに

実地に必要な知識を習得させるよう配慮した。実

習の効率を上げるよう、ポイント集・問題集など

の教材を充実し、一方ではより実際の臨床に近づ

くようカンファランスでの発表や患者説明への参

加などの経験を積めるよう配慮した。またクリニ

カルクラークシップでは各回 2 ～ 3名の学生を対

象に、救急疾患の経験などより臨床に近づくため

の実地に則した教育を行っている。 

東大病院における初期研修プログラムでは、1

年目は外科研修の一環として 1.5ヶ月の研修が脳

神経外科で行われることがある。また、2 年目は

希望すれば最大 8ヶ月の研修を脳神経外科で受け

ることができる。平成 24 年度は 1 年目 6 名、2

年目 3名が脳神経外科にて初期研修を受けてくれ

た。日本脳神経外科学会関東支部学術集会や各種

カンファランスにおいて症例発表の機会を与えて

いる。 

平成 24年度は 6名、平成 25年度は 5名、平成

26 年度は 9 名の後期研修医を受け入れた。平成

23 年からは日本脳神経外科学会の新しい専門医

制度での研修が始まっている。大学病院や連携教

育施設において研修を行い、卒後 7年目に脳神経

外科専門医の取得を目指す。この専門医試験と前

後して大学院への進学を受け入れる。その後の研

修として、得意領域を強化した専門家を目指すサ

ブスペシャリティー修練コースを設けている。こ

れら後期研修プログラムについては、教室のホー

ムページに詳しく掲載してある。 

 

研 究 

当教室は管理研究棟２階に研究室を構え、脳血

管障害、悪性脳腫瘍を主に基礎的研究に力を注い
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でいる。また臨床研究にも多角的に取り組んでい

る。以下に主要な研究テーマの概要を記す。 

虚血性神経細胞死に関する研究 

神経細胞は虚血に脆弱であり、中でも海馬の

CA1と呼ばれる領域は、ラットや砂ネズミの全脳

虚血モデルにおいてたった 5分間の虚血でも神経

細胞死が起こる。しかもこの神経細胞死には 2－4

日かけてゆっくりと進行する（遅発性神経細胞死）

ので、その間に治療の可能性があると考えられ、

そのメカニズムの解明と治療法の開発は当研究室

の主要な研究テーマとなって来た。また、ラット

やミニブタを用いた大脳白質のオリジナルの脳梗

塞モデルもある。これらの in vivo実験を通じて、

脳虚血後の遺伝子発現解析や、Imaging mass 

spectrometryによる網羅的な解析を行い、虚血ス

トレスに対する脳の反応機構を解明し、脳保護治

療への可能性を探る基礎研究を行っている。 

脳虚血後の神経再生の研究 

成体脳における神経幹細胞の存在が明らかに

なってから、これらの細胞を用いて神経細胞の再

生を試みる治療法が研究課題となってきた。当研

究室では、成長因子投与によって内因性神経幹細

胞を賦活化し、脳虚血によって死滅した海馬の神

経細胞を 40％再生させることに動物モデルにて

世界に先駆けて成功した。現在、海馬以外の部位

での神経再生にも有る程度成功している。また、

霊長類での研究にも着手して基礎研究を続け、将

来的な臨床応用への可能性を探っている。また、

成体の各部位に幹細胞が存在し、その一部は神経

細胞に分化し得ることも分かってきた。我々は、

特に皮膚由来幹細胞に注目して脳内への移植を行

い、神経細胞への分化条件などを検索している。 

血管内治療用ステントの開発 

本邦では動脈硬化性疾患を原因とする心疾患

や脳血管障害による死亡が多く、1990年代より血

管内治療、とくに血管の狭窄・閉塞部位へのステ

ント留置術が盛んに行われている。しかしステン

ト留置後の再狭窄や血栓症などの合併症は現在で

も重要な課題であり克服されていない。医工産学

連携のステント開発プロジェクトとして、新規開

発ステントの製品化を目標に前臨床試験を行って

いる。連携する工学部が開発した新規コーティー

ング材は、抗血栓性や抗炎症性などの生体適合性

を有する。本研究はその新規コーティーングステ

ントを生体内に応用し、従来品と比較した有効性

試験である。ヒトと血管サイズや走行、血液学的

組成が類似しているミニブタを使用し、ステント

留置後の変化を経時的に観察し、ステント留置後

の再狭窄や血栓形成などの変化を詳細に検討して

いる。 

悪性脳腫瘍に対する新規治療法の開発 

ウイルス複製による直接的な殺細胞作用を利

用して腫瘍の治癒を図る「ウイルス療法」の開発

を進めている。特に、三重変異を有し治療域の広

い第三世代の遺伝子組換え増殖型単純ヘルペスウ

イルス I型（HSV-1）を作製し、悪性神経膠腫を

対象にした臨床研究を推進中である。また、ヒト

臍帯静脈内皮細胞（HUVEC）を利用した免疫療

法の臨床研究を施行中である。 

悪性神経膠腫の手術検体より、治療抵抗性の原

因になっているのではないかと近年考えられてい

る脳腫瘍幹細胞株を単離樹立し、これに対する特

異的な治療法の開発研究を行っている。 

脳腫瘍の遺伝子解析においては、手術で摘出し

た神経膠腫組織の遺伝子変異のシークエンス解析

（IDH遺伝子、TP53）や、1p, 19q, 10qの LOH

解析、Methylation specific PCR法によるMGMT

プロモーターのメチル化解析を行い、結果に基づ

いた治療の最適化に生かすとともに、網羅的遺伝

子発現・メチル化解析を加えた、新たな分子マー

カーや治療標的の同定のための研究を行っている。

また、von Hippel-Lindau病（VHL病）やNF2

などの家族性脳腫瘍や原発性脳腫瘍を対象として

種々の遺伝子異常を検索し、その結果を患者の病



138 東京医学・第 128 巻・平成 26 年 10 月 

歴などと照合を行うことで、これらの関連性を明

らかにするための研究を行っている。 

さらに、基礎の研究室と共同で、脳腫瘍の術中

の同定を容易にし適出度を向上させるための、新

たなな蛍光プローブの開発研究を行っている。 

難治性てんかんに対する機能温存的・低侵襲的治

療法の開発と評価 

抗てんかん薬で発作を抑制できない薬性抵抗

性の難治性てんかんのうち、側頭葉てんかんなど

一部の患者には、既に標準化された外科治療法が

存在するが、多くの患者には根本的な治療法が存

在しない。これまで積極的治療の対象外だった難

治度の高いてんかんを対象としてその治療法の開

発や評価、標準化を目的とした研究を行っている。

迷走神経刺激療法は、薬事承認前より研究医療と

して施行を開始し、本邦導入の契機となった。国

内最多の症例数を生かし、他施設に先駆けて有効

性と安全性の検証を行い、確実な手術のための術

中モニタリング法を確立した。また同時に、ラッ

トVNSモデルを用いた基礎研究も展開している。

機能温存的手術手技として開発された軟膜下皮質

多切術や海馬多切術は、国内・国外とも一部のて

んかん治療施設で導入されているが、評価は定ま

っていない。手術器具の開発とともに、豊富な症

例数を生かした有効性の評価を目指している。ま

た、難治性てんかんの治療におけるガンマナイフ

の応用について、基礎的・臨床的研究を行ってき

ている。てんかん焦点局在診断の精度向上やてん

かん原性機構の解明を目指して、次世代型頭蓋内

電極の開発研究も行っている。 

非侵襲的・侵襲的検査による大脳機能の解明 

機能的MRI、脳磁図、NIRSを用いた大脳機能

研究の他、当科の特色とも言える頭蓋内脳波を用

いた脳機能研究を進めている。てんかん外科治療

において長期頭蓋内に留置された硬膜下電極から

は、高い空間解像度と SN比で大脳皮質の電気活

動を記録でき、また電気刺激による介入も可能で

ある。これらの侵襲的検査で得られた情報を統合

してネットワークとしての脳機能を明らかにし、

非侵襲的検査の精度向上へ繋げることを目的とし

て研究を行っている。硬膜下電極から得られる皮

質脳波は brain-computer interface（BCI）の情

報源としても有力であり、医学部他教室や工学系

研究室との共同により、主に意思伝達・運動制御

を目的とした BCI研究への発展を目指している。 

脳神経外科手術における脳機能画像の応用と 3次

元手術シミュレーション 

頭蓋内疾患の外科治療前に、機能MRI、脳磁図、

脳白質画像（tractography）などの脳機・代謝能

画像を駆使して、患者毎に非侵襲的に脳機能マッ

ピングを行っている。これらにより主に運動・言

語関連機能脳内ネットワークの画像化が実用化し、

あらゆる脳神経外科手術計画の立案に応用してい

る。これらの画像情報をニューロナビゲーター装

置上に表示することで術中に機能的に重要な領域

の温存を可能とさせた。術前検討は電気生理学的

モニタリング手法（電気刺激、脳皮質電位計測）

により検証することで、より正確、かつ詳細な脳

機能マッピング方法の確立に努めている。また、

全ての画像データを 3DCG として描出した手術

シミュレーションを行い、詳細な術前検討が可能

になった。 

ガンマナイフ 

ガンマナイフは病変に対し一回で大線量の放

射線を照射する定位放射線治療装置の一種で、脳

腫瘍、脳血管疾患、脳機能性疾患といった幅広い

脳疾患の治療に応用されている。当院ではガンマ

ナイフを我が国で最初に導入し、多くの症例の治

療を行ってきた。それらの臨床データの蓄積は、

国内外の学会、学術誌に広く発表されている。近

年脳神経外科では、より安全で低侵襲な治療が求

められており、頭蓋底腫瘍や脳深部の脳動静脈奇

形などの治療に際しては、合併症のない範囲で手

術を行い、それに組み合わせてガンマナイフ治療
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を行うことも多く、脳神経外科領域において、ガ

ンマナイフの重要性は今後も増していくと考えら

れる。さらに、ガンマナイフの技術も更新されて

おり、例えば拡散テンソル tractographyを治療計

画に導入するといった先進的な治療も当院で試み

られている。治療技術の進歩によって、ガンマナ

イフによる治療がより安全なものとなることが期

待される。 
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沿革と組織の概要 

近年の生命科学の飛躍的な発展、情報科学の

進展、社会医学に対するニーズの多様化にともな

い、衛生学・予防医学は変革の時代にある。従来

の免疫血清学的診断のみならず、塩基配列の決定

はルーチン化し、近い将来、次世代遺伝子解析技

術などを用いた広範な遺伝子発現プロファイル、

エピジェネティクスならびに多型の検索に基づく

パーソナルメディシンへの移行が期待されている。

様々な癌、糖尿病、高血圧症などの生活習慣病、

アレルギーや自己免疫疾患などの難病の原因・病

態解明、さらには遺伝子治療・臓器移植・再生医

学などの新しい医学が急速に我々の周囲に展開し

ている。また環境問題は現代の我々の健康を脅か

すのみならず、次世代への影響も危惧され、今ま

でにない新たな、グローバルな社会問題としてク

ローズアップされている。このような状況で、感

染症、生活習慣病、環境医学などに対して、分子

レベルでの新しいアプローチ、すなわち「分子予

防医学」的な取り組みが必要な時代が到来してい

る。平成 12 年より分子予防医学教室と改名し、

教育、研究も以上のような背景をふまえて、新し

い方向を目指している。 

現在、当講座には上記のスタッフ 5 名に加え、

研究員 2 名、学生 10 名およびテクニカルスタッ

フ 8名が在籍する。また他大学および民間からの

客員研究員等も在籍している。 

 

教 育 

我々を取り巻く医療、健康、環境問題は、近年

益々重大なものとして取り上げられており、社会

医学に対する期待もかつてなく大きなものとなっ

ている。一方、この 30 年余りの分子生物学、生

化学、免疫学における革命的な進歩は疾患の発症

機序、病態、診断治療に対する理解を根本的に変

え、医学研究分野の壁は取り払われたとも言える。

これらの情勢に鑑み、分子予防医学分野における

教育は、現在の生命科学、情報科学を基盤とした

新しい社会医学、分子予防医学教育を目指してい

る。分子医学、生命科学の発展を基礎として、疫

学から分子病理、治療、予防医学に関して、現在

社会的に問題になっているテーマを積極的に取り

上げている。 

学生実習においては小グループによる指導を
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行っており、学外の第一線で御活躍の先生方の御

協力も頂き、ホットな社会医学的問題への対処、

取り組み方、考え方を指導し、同時に最先端の知

識と技術が身につけられるよう配慮している。 

研 究 

分子予防医学は、内的・外的ストレスに対する

生体防御反応、生体侵襲による疾病発症機序の解

明、それに基づいた疾患の初期段階の定義付け、

疾患の多段階発症、複数因子による修復機構、新

しい分子レベルでの疾患の定義付けや診断法の提

供を基盤としている。治療に対しては分子薬理学

的発展を、予防医学的には新しいスクリーニング

法の提供とワクチン戦略の提示、そして分子疫学

に基づく危険因子の除去につながるような研究を

目指す。さらにこれに基づいた臨床への応用研究

を目指し炎症・免疫反応制御機構の研究を進めて

いる。 

炎症・免疫反応は生体防機構の根幹をなし、白

血球を含めた細胞遊走/浸潤がその中心的な役割

を担っている。当グループ責任者らが発見した

IL8（CXCL8)やMCP-1(CCL2)が属するケモカイ

ンファミリーは細胞遊走・活性化作用を有する塩

基性のヘパリン結合性蛋白質であり、炎症・免疫

反応に伴う細胞の生体内移動を制御している。さ

らに、近年ではケモカインが生理的な条件下での

免疫組織の構築、臓器発生、血管新生、癌の転移、

HIV感染を制御することも明らかになってきた。 

ケモカインの異所性および過剰産生は様々な

病的状態の原因となるため、ケモカインを標的と

した細胞遊走制御は、新たな疾患治療戦略となる

ことが期待される。そこで当教室では様々な生命

現象におけるケモカインの関与および意義を解明

すべく、炎症、感染症、癌、移植片対宿主病、自

己免疫疾患、アレルギーにおけるケモカインの病

態生理機能の解明を目指している。 

特に、炎症・免疫応答を時間軸、空間軸を含め

た４次元の生体反応として理解することにより、

ケモカインなどを分子標的とした新規疾患治療戦

略や癌・感染症ワクチンの開発を通じた難病克服

を目指している。現在は以下の 5つの研究を中心

に研究を展開している。 

 

①慢性炎症に伴う臓器線維化機序の研究 

肺線維症や肝硬変、腎硬化症などに代表される

臓器線維化は、組織傷害後の再生過程で I型コラ

ーゲンをはじめとする細胞外マトリックスが過剰

沈着することで引き起こされる病態であり、慢性

炎症に共通する終末像である。現在、臓器線維化

に対する効果的治療法は存在せず、また罹患者が

多いことから莫大な医療費の一端を担う疾患群で

あり、臓器線維化の治療法確立は社会医学的・医

療経済的に喫緊の課題となっている。私たちは、

次世代 DNA シークエンサーを用いた遺伝子発現

解析をはじめ多様な解析方法を駆使することで、

臓器線維化のエフェクター細胞とされる筋線維芽

細胞の起源と分化・活性化の分子機序の解明を目

指した研究を行っている。 

 

②間葉系幹細胞（MSC）の採取と Ex vivoでのサ

イトカインによる線維芽細胞の分化系の確立: 

臓器線維化に重要な役割を果たす筋線維芽細

胞は、間葉系幹細胞（MSC）から線維芽細胞を経

て分化すると考えられている。そこで我々は

Col1a2-GFP マウスの骨髄および肺よりモノクロ

ーナル MSC の初代培養細胞株を樹立した。この

MSC初代培養細胞株にCTGFと bFGFを添加す

るとⅠ型コラーゲンの産生を示す GFP の発現が

見られ線維芽細胞への分化能を有することも示唆

された。現在この線維芽細胞分化に重要な転写因

子等の探索を始めとして線維化病態への関与に重

要な因子の解析を進めている。 

 

③移植片対宿主病の発症機構の研究 
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同種造血幹細胞移植患者において、移植片対宿

主病（GVHD）との相関をもって顕現する免疫不

全は、患者の生存予後に大きな影響を与える。我々

は、これまでにドナーCD4+ T 細胞が媒介する骨

髄間葉系細胞の障害がリンパ球再構築不全をもた

らすこと、またドナーCD8+ T 細胞が媒介するリ

ンパ節線維芽細胞・高内皮細静脈細胞の障害によ

り不可逆的な液性免疫不全に陥ることを明らかに

してきた。現在、これらドナー T 細胞による造

血・リンパ組織の特異的障害メカニズムの解明を

進めるとともに、慢性GVHDをもたらすドナー T 

細胞の誘導・維持機構を解析している。 

 

④ケモカイン受容体制御機構の研究 

ケモカイン受容体の複雑な細胞内シグナル制

御機構は、現在も十分には明らかにされていない。

当グループで発見した新しい細胞内シグナル制御

分子「フロント（FROUNT）」は、マクロファー

ジなどの白血球に発現するケモカイン受容体

CCR2とCCR5に直接結合して PI3KおよびRac

の活性化を正に制御し、白血球遊走をコントロー

ルする。現在、このフロント遺伝子改変マウスを

作出し、がん・炎症・免疫疾患におけるフロント

の機能を研究している。マクロファージ、好中球、

樹状細胞などの腫瘍浸潤白血球は、血管新生、組

織再構築および抗腫瘍免疫応答の制御を通じて腫

瘍の増殖および転移に重要な役割を果たしている。

ケモカイン受容体会合分子フロントを介する細胞

の生体内移動制御という観点から、創薬スクリー

ニングを通して同定した阻害剤をもとに新規癌お

よび炎症性疾患治療薬の開発を目指して研究を行

っている。 

 

⑤ヒト型化抗 CD4抗体の固形癌治療への応用 

１）私達は、協和発酵キリンとともに強力な

ADCC 活性を付加した抗 CCR4 抗体を ATLL 治

療薬「ポテリジオ」として共同開発した（2012

年）。しかしながら、本抗体治療のみでは ATLL

の cure をもたらす事は困難であり同種造血幹細

胞移植（allo-HSCT）施行によるGVL/T効果によ

る cure が期待されている。しかし、allo-HSCT

に伴う GVHD は致死的であり、造血・免疫シス

テム再構築遅延・不全は深刻な問題である（未だ

に 5 年生存が 50 ％）。私達は、これを克服すべ

くマウスallo-HSCTにおいて早期にCD4+細胞除

去抗体を投与することで、GVL効果を温存しつつ

GVHD を軽減できることを見いだし論文発表す

るとともに特許申請をした。Colon26大腸がん株

皮下接種に対する GVT 効果評価系における移植

後抗 CD4 抗体投与は、固形癌の担癌状態に於い

てもGVHDを抑制しGVHD死を回避した。一方、

皮下接種された癌の増殖を抑制し顕著な延命効果

を示した。さらに DLI の有効性を検証した結果、

抗CD4抗体によるGVHD改善効果に影響するこ

となく、腫瘍増殖を抑制した。 

２）近年、担癌に伴う免疫不全に関与する分子

CTLA-4 や PD-1 などに対する抗体療法

Immune-Checkpoint 抗体が癌治療に大きなイン

パクトを与えた。私達の抗 CCR4抗体は Treg除

去剤として大きな可能性がある。一方、マウス担

癌モデルにおいては抗 CD25 抗体で Treg を除去

するのみよりも、CD4+ 細胞全体を除去する方が

非常に強い抗腫瘍効果が観られる。これは、担癌

に伴う免疫抑制に関わる CD4+ 細胞には Treg の

みならず、CD4+ IDO+ pDCs、CD4+ MDSCs等も

含まれるからだと思われる。抗 CD4抗体は、様々

な Immune Checkpoint Absと相加、相乗効果を

示した。とりわけ、抗 PD-1/PDL-1抗体との相乗

効果は劇的であり、colon26 大腸がん株では完全

退縮と免疫メモリーの確立が確認された。それ故、

私達は ADCC活性を付加したヒト型化抗 CD4抗

体の癌治療への適応を期待し 2年後の固形癌患者

への抗体単独投与による first in human医師主導

第 1相臨床治験実施を予定している。その後、本
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抗体と様々な癌免疫・細胞療法との併用、

allo-HSCT への応用を目指した臨床治験を国内

外で実施できればと期待している。 

 

出版物等 

 

(1) Tsukui T, Ueha S, Abe J, Hashimoto SI, 

Shichino S, Shimaoka T, Shand FH, 

Arakawa Y, Oshima K, Hattori M, Inagaki 

Y, Tomura M, Matsushima K. Qualitative 

Rather than Quantitative Changes Are 

Hallmarks of Fibroblasts in Bleomycin-

Induced Pulmonary Fibrosis. Am J Pathol. 

2013, 183(3):758-73. 

(2) Atarashi K, Tanoue T, Oshima K, Suda W, 

Nagano Y, Nishikawa H, Fukuda S, Saito T, 

Narushima S, Hase K, Kim S, Fritz JV, 

Wilmes P, Ueha S, Matsushima K, Ohno H, 

Olle B, Sakaguchi S, Taniguchi T, Morita H, 

Hattori M, Honda K. Treg induction by a 

rationally selected mixture of Clostridia 

strains from the human microbiota. Nature. 

2013, 500(7461):232-6. 

(3) Miyabe C, Miyabe Y, Miura NN, Takahashi 

K, Terashima Y, Toda E, Honda F, Morio T, 

Yamagata N, Ohno N, Shudo K, Suzuki J, 

Isobe M, Matsushima K, Tsuboi R, 

Miyasaka N, Nanki T. Am80, a retinoic 

acid receptor agonist, ameliorates murine 

vasculitis through the suppression of 

neutrophil migration and activation. 

Arthritis Rheum. 2013, 65 (2):503-12. 

(4) Sekiguchi S, Kimura K, Chiyo T, Ohtsuki T, 

Tobita Y, Tokunaga Y, Yasui F, Tsukiyama-

Kohara K, Wakita T, Tanaka T, Miyasaka 

M, Mizuno K, Hayashi Y, Hishima T, 

Matsushima K, Kohara M. Immunization 

with a recombinant vaccinia virus that 

encodes nonstructural proteins of the 

hepatitis C virus suppresses viral protein 

levels in mouse liver. PLoS One. 2013, 7 

(12):e51656. 

(5) Hoshino A, Ueha S, Hanada S, Imai T, Ito 

M, Yamamoto K, Matsushima K, 

Yamaguchi A, Iimura T. Roles of chemokine 

receptor CX3CR1 in maintaining murine 

bone homeostasis through the regulation of 

both osteoblasts and osteoclasts. J Cell Sci. 

2013, 126 (Pt 4):1032-45. 

(6) Hashimoto S, Ogoshi K, Sasaki A, Abe J, 

Qu W, Nakatani Y, Ahsan B, Oshima K, 

Shand FH, Ametani A, Suzuki Y, Kaneko S, 

Wada T, Hattori M, Sugano S, Morishita S, 

Matsushima K. Coordinated changes in 

DNA methylation in antigen-specific 

memory CD4 T cells. J Immunol. 2013, 190 

(8):4076-91. 

(7) Hara A, Sakai N, Furuichi K, Sakai Y, 

Takeya M, Bucala R, Mukaida N, Takuwa 

Y, Matsushima K, Kaneko S, Wada T. 

CCL2/CCR2 augments the production of 

transforming growth factor-beta1, type 1 

collagen and CCL2 by human CD45-/

collagen 1-positive cells under high glucose 

concentrations. Clin Exp Nephrol. 2013, 

17(6):793-804. 

(8) Onai N, Kurabayashi K, Hosoi-Amaike M, 

Toyama-Sorimachi N, Matsushima K, 

Inaba K, Ohteki T. A Clonogenic Progenitor 

with Prominent Plasmacytoid Dendritic 

Cell Developmental Potential. Immunity. 

2013, 38(5):943-57. 

(9) Itakura M, Terashima Y, Shingyoji M, 

Yokoi S, Ohira M, Kageyama H, Matui Y, 

Yoshida Y, Ashinuma H, Moriya Y, Tamura 

H, Harigaya K, Matushima K, Iizasa T, 

Nakagawara A, Kimura H.  High CC 

chemokine receptor 7 expression improves 

postoperative prognosis of lung adeno-

carcinoma patients. Br J Cancer. 2013, 

109(5):1100-8. 
 



146 東京医学・第 128 巻・平成 26 年 10 月 

 

公衆衛生学／健康医療政策学 
 

教授 

小林廉毅 

准教授 

東 尚弘（2013 年 4 月まで） 

豊川智之（2013 年 12 月から） 

講師 

豊川智之 

助教 

中村文明 

 

ホームページ http://publichealth.m.u-tokyo.ac.jp/ 

 

 

沿革と組織の概要 

公衆衛生（Public Health）は、産業革命期の英

国で誕生し、その後、欧米を中心に発展してきた

実践及び学術分野である。わが国では 1883（明治

16）年、度々のコレラ流行に対応すべく、官民挙

げた組織である大日本私立衛生会が設立され、そ

の頃より日本の公衆衛生活動も本格化した。 

第二次世界大戦後、日本国憲法第 25 条に、国

の責務として公衆衛生の向上と増進が謳われるよ

うになり、米国の医学教育と公衆衛生システムを

モデルとして、日本の大学医学部、医科大学に公

衆衛生学教室が次々と設置されることとなった。

東京大学医学部公衆衛生学教室は、1947（昭和

22）年、わが国最初の公衆衛生学講座として設置

された。1995（平成 7）年には大学院重点化によ

り、社会医学専攻公衆衛生学分野（医学博士課程）

となった。2007（平成 19）年には、東京大学に

おける公衆衛生大学院（専門職学位課程）設置に

伴って公共健康医学専攻健康医療政策学分野とな

り、元の社会医学専攻公衆衛生学分野も兼担し、

現在に至っている。 

2013（平成 25）年度の構成員は、教員 4（上記）、

事務補佐員 3、大学院生 17（医博 13、専門職 4）、

非常勤講師 16、客員研究員 18である。 

 

教 育 

（１）医学部医学科ほか：医学科における公衆衛

生学の教育はM2（第 4学年）、M3（第 5学年）、

M4（第 6学年）を対象に行われる。M2冬学期の

公衆衛生学系統講義では、当該分野の体系的理解

と基礎的方法論の習得を目的とした講義を計 18

コマ行った。内容は、公衆衛生学総論、健康管理

論、疫学、医療経済、へき地包括ケア、在宅医療、

高齢者医療・福祉、感染症・結核対策、精神保健、

人類生態学、国際保健、医療政策・行政、診療の

質などである。とりわけ行政、地域医療等につい

て、現場の行政官、医師などを非常勤講師として

招いて講義を実施した。M3 の 7 月（1 週間）あ

るいは夏季休暇期間中に、分子予防医学教室と共

同して、公衆衛生学衛生学実習を実施した。実習

指導は両教室のスタッフ、非常勤講師、国際保健

学専攻及び健康科学講座の各教室スタッフの協力
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をえて、少人数の班（24班）に分かれて実施した。

M4 の秋に、公衆衛生学・保健医療論や産業・環

境医学の総括として社会医学集中講義（6 コマ）

を担当した。 

このほか、医学科のフリークォーター、教養学

部（駒場生）小人数ゼミナール「医学に接する」、

健康科学・看護学科「産業保健・看護」、工学部「環

境公衆衛生学」を分担した。 

（２）公共健康医学専攻（専門職学位課程）：健康

医療政策学（講義）、健康危機管理学（講義）、保

健行政・健康危機管理学実習（実習）、課題研究指

導（研究室配属）を実施した。 

（３）社会医学専攻（医学博士課程）：疫学、統計

学、産業医学、医療経済学などの各論及び公衆衛

生学全般について、演習及び実習を毎週実施した。

毎月 1回行われる研究発表会（土曜セミナー）で

は大学院生のみならず、研究生や客員研究員、外

部講師を招いて活発な議論が展開された。上記以

外に、疫学調査等のフィールド活動、事業所等に

おける健康管理、学部授業補助などを通して、公

衆衛生学分野の研究者・教育者としてのトレーニ

ングを実施した。 

 

研 究 

医療政策、健康政策、健康管理などに関わる実

証分析を中心に行っている。主要な研究テーマは

以下のとおりである。 

（１）健康政策・医療政策に関する研究：予防・

医療全般における様々な問題を制度・政策論的及

び医療経済学的な視点から分析している。具体的

には、1) 医療保険制度が医療機関や処方せん薬局

に与える経済的インセンティブやそれに伴う医療

の効率性、公平性の実証分析、2) レセプト情報を

活用した傷病の頻度推計や医療の質の評価（が

ん・糖尿病・脳血管疾患・骨粗鬆症など）、3) わ

が国の医療従事者の将来需給や医師の地理的・診

療科別分布、住民の医療アクセスに関する研究、

4) 社会格差の健康への影響、5) 途上国における

HIV/AIDSの医療費及び社会的費用の推計などで

ある。これらの研究を通じて、根拠に基づく健康

医療政策形成のあり方を検討している。 

（２）産業保健、労働者の健康管理に関する研究：

具体的には、労働者の生活習慣と健康状態などの

縦断調査をとおして、職域健康管理に関連した疫

学研究、予防活動の評価などを行っている。 

（３）その他、1) 院内がん登録の匿名化方法の検

討に関する研究、2) 医療の質に関する報道評価研

究、3) 地域住民および保健医療機関の災害対策に

関する研究、4) セーフコミュニティ・モデルの有

効性の評価に関する研究、5) 脳性麻痺児の発生頻

度や予後に関する研究などを行っている。 
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沿革と組織の概要 

東京大学法医学教室は、明治 8年（1875）に東

京医学校の解剖学教師デーニッツが警視第５病院

の裁判医学教場（教室）で裁判医学の講義を行っ

たことに始まる。明治 15 年（1882）の刑法実施

に備え、法医学の知識を有する医師を養成するた

め、明治 14 年（1881）に片山國嘉が東京大学別

課生に日本人教師として最初の講義を行った。片

山教授は、立法上など裁判以外の問題も研究する

べきという趣旨で、明治 24年（1891）、裁判医学

を法医学と改称し、明治 26 年（1893）には医科

大学法医学講座の初代教授となった。東大におけ

る司法解剖は明治 30 年（1897）より行われてい

る。 

二代教授三田定則は血清学（現免疫学）教室を

創設し、抗原抗体反応、補体結合反応など当時の

血清学研究の最先端を担う業績を残した。また三

代教授古畑種基は ABO 式血液型研究の第一人者

であり、鑑識学の発展にも貢献し、犯罪史上に残

る帝銀事件、下山事件等の解剖を手掛けた。四代

教授上野正吉は補体を発見し、また法医病理学の

発展に尽くしており、医事法にも目を向けた。ま

た、全国の検視官に対する法医学講習を開始した。

五代教授三木敏行は、紛争により四年間司法解剖

ができなかったが、血液型を用いた親子鑑定に多

くの業績を残した。六代教授石山昱夫は法医病理

学の普及に加えて、DNAフィンガープリント法、

PCR法を法医学実務に導入した。七代教授高取健

彦は死体現象の生化学的解明を進め、地下鉄サリ

ン事件では、生化学技術を駆使して被害者からサ

リンを検出した。 

平成 11 年（1999）より本年度まで八代教授吉

田謙一が、虚血による心筋変化、心理ストレスの

心臓性突然死への影響、睡眠時無呼吸症候群の分

子病態、異状死や診療関連死の死因調査制度の検

証などに関して、先進的研究を行なってきた。 

平成 25年度における、教室の構成員は教授 1、

講師 1、助教 2、専門技術職員 2、博士課程 4、

MD研究者育成コース 1、研究員 1である。医師

は、教官 3、院生 3である。国にとって、法医の

人材難は問題である。条件の厳しい中、いかに人

材を集めるかが今後の大きな課題である。 

平成 11 年以降、岩瀬博太郎が千葉大学教授、

上村公一が東京医科歯科大学教授、池谷博が京都

府立医大教授となり活躍している。 
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実 務 

法医学教室では年間約 120件の司法解剖および

死因・身元調査法に基づく解剖（平成 25 年度か

ら開始された所謂新法解剖）が行われている。当

教室の最初の解剖（1897 年）から平成 25 年 12

月までの司法解剖総数は 11,423体となっている。

平成 25年度は、司法解剖は 79体、死因・身元調

査法に基づく解剖は 29 体が行われた。司法解剖

では、組織検査、薬毒物検査、血液型検査等を行

い、鑑定書を作成している。また、診療関連死モ

デル事業の解剖を年間数件、人体病理学教室とと

もに担当している。加えて、全国の検視官の解剖

講習も行っている。従来の犯罪死体、変死体の解

剖から、入院時心肺停止例、過労死や入院中の突

然死、乳幼児の突然死など多様化する解剖の範囲

に、さらに社会的貢献ができるような法医学を目

指している。 

 

教 育 

医学科学生の卒前教育では、M1・2のフリーク

ォーター、M2の講義、M3のクリニカルクラーク

シップを担当している。M1・2のフリークォータ

ーでは中毒・血液型・法医病理学実習を行ってい

る。M2 の講義では、法医学の知識は全ての医師

が医療行為を行う上で必要不可欠なものであると

いう考えから、臨床現場で遭遇するような事例を

中心とした講義を行っている。M3のクリニカルク

ラークシップでは、司法解剖の事例をもとに鑑定

の流れを体験してもらうほか、東京都監察医の現

場における検案に立ち会って、異状死の実態を体

験してもらっている。法学部、法科大学院、公衆

衛生大学院の講義・演習を担当しており、これま

でにも増して、法医学の医療現場や社会への普及

を目指した教育に取り組んでいる。解剖見学に加

えて、裁判所見学・懇談も行なっている。健康科

学保健学科の解剖示説や医科学修士の学生に対す

る解剖見学を通じた解剖教育にも貢献している。 

研 究 

私達は異状死の法医学的死因究明を使命とし、

法医解剖や検査に従事している。また、異状死・

診療関連死の調査制度にかかる法・制度の問題点

を解明し、改善に努めている。さらに、死因究明

の質の向上、調査制度の改善のため、心血管系の

基礎研究に加え、社会(法)医学、法医病理学、中

毒学、DNA 多型学を含む多角的な研究を行って

いる。平成 11年から 25年度までの主な研究テー

マを紹介する。 

１. 虚血・再灌流による心筋病変生成機構 

法医学実務上、事故、事件、身体拘束、医療行

為の最中や直後、心臓突然死する事例が少なく

ない。短時間虚血による心筋障害や情動ストレ

スによる不整脈が死に寄与していると考えら

れている。しかし、診断は難しく、分子機序は

未解明の点が多い。私達は、虚血等の病態の分

子機構をラット冠動脈結紮モデル、摘出灌流心、

培養心筋を用いて、循環器生理学、生化学、組

織学、および分子生物学の方法を用いて研究し

ている。 

 心臓突然死に多い心筋収縮帯が短時間虚血

後再灌流早期に Gap Junction（GJ）を通じて

伝播すること、心筋梗塞の進展に小胞体カルシ

ウムハンドリング異常やミトコンドリア

pearmiability transition pore（mPTP）が関

与することを見出した。これらに加えて、カル

シウム依存性プロテアーゼ（カルパイン）が心

筋障害や心筋梗塞の進展に寄与していること

を見い出している。これらの知見を生かし、突

然死症例について虚血性心疾患や心臓突然死

と診断できる方法の開発を目指している。 

２. 睡眠時無呼吸（SAS）モデルにおける心血管系

リスクと突然死の研究 

この課題は、循環器領域で注目されているが、

動物モデルの作成が難しい。私達は、これに成

功し、SAS における高血圧・心肥大・肺高血
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圧の病態に関して多施設共同研究を行ってい

る。この分野において、当教室から、オートフ

ァジーやエンドセリン受容体による心不全防

止、β-アドレナリン受容体による肺高血圧・

右心不全予防等に関する新しい知見が次々に

得られており、これまで、実験上のエビデンス

が少なかった SASと心血管疾患・突然死の関

連性に関する研究分野の進展に大きく貢献す

ることが期待されている。 

３. 覚醒剤MDMAによる心不全に関する研究 

心毒性が強いといわれるMDMAは、オートフ

ァジーを誘導し、活性化したオートリソソーム

からのカテプシン漏出を介して筋原線維を傷

害する結果、心機能を低下させることを見出し

た。 

4. 身体拘束による突然死に関する研究 

興奮している人を身体拘束すると突然死する

ことが知られており、拘束者は法的責任を問わ

れることがある。身体拘束は、ラットなどで心

理ストレスの心血管系の反応を研究するのに

用いられてきた。一方、心理ストレスが誘因と

なるストレス（タコツボ）心筋症が知られてい

る。私達は、α2-アドレナリン受容体-Gi (抑制

性 G 蛋白)シグナルが、拘束ラットの一過性領

域性左心室収縮抑制を惹起することを見出し、

その分子機構を研究している。 

５. 司法解剖・医療の改善と事故の再発防止のため

の研究 

救急医療を経て司法解剖された事例について、

救急医と法医が月例事例検討会において、解

剖・診療情報の相互提供の利点、画像診断と剖

検診断の比較より、解剖情報の提供の必要性を

検証する研究を行っている。最近は、救急医、

法医に加えて弁護士、検察官の参加者が増え、

50 名を超えることも少なくない。検討会にお

ける臨床診断や剖検診断の訂正が、法的判断

（起訴、有責）の判断を逆に向かわせた事例も

少なくない。診療関連死に関する解剖結果を当

該病院に検討会の質問状とともに伝えて、事故

の再発防止に役立てる試みも行われている。 

５. 法医検査技術の改良 

事例への対応を通じて、①新しい薬毒物分析技

術の開発、②プランクトン（溺死）の河川流域

分布に関する研究等、新しい技術の開発に努め

ている。そして検査の経験を活かして実務研究

の英語論文を多数発表している。例えば、輸入

やせ薬事例では、当教室の技術官が工夫を凝ら

して得た薬物分析情報を、法医学英文誌に発表

するとともに、厚生労働省に伝え、危険情報と

して発表した。 

６. 法医病理学的研究 

臨床医学と関連した稀有な事例、診療関連死の

事例の報告を行っている。（法医）解剖第一例

や新しい疾患単位と認められた 3 例の症例報

告がある。大学院生や若手医師のトレーニング

として積極的に症例報告を発表しており、病

理・臨床系の英文誌が多数ある。 
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医療情報経済学／医療情報システム学 
 

教授 

大江和彦 

 

ホームページ http://www.m.u-tokyo.ac.jp/medinfo/ 

 

 

沿革と組織の概要 

医療と情報学の境界領域での医療情報システ

ムに応用可能な基礎的手法の開発、医療情報に関

連する基盤情報環境の開発と構築、医療情報シス

テムの実践的研究、およびこれらの領域での知見

と手法を、医療経済学・医療管理・病院管理学に

応用し、医療変革と社会貢献をめざしている。 

対象領域をキーワードとして列挙すると、医療

情報システム、次世代電子カルテ、医療情報ネッ

トワーク、バーチャル医療情報環境、医学概念の

コンピュータ表現と標準化、オントロジー、医用

知識工学、病院情報疫学、医療の質の評価、臨床

情報工学、プライバシー保護と暗号化、情報セキ

ュリティー、医療分析、病院経営分析、医療安全

管理、などがある。 

教授は東京大学医学部附属病院の企画情報運

営部の部長を併任しており、同部所属のスタッフ

とともにこれらの組織を運営していることから、

大学院教育と研究の場は、医学部附属病院企画情

報運営部と一体となっている。企画情報運営部は

医学部附属病院の将来計画や企画に関する情報分

析を医療情報システムにより行う実践の場である

とともに、病院全体の医療情報システムの企画・

設計・開発・運用など実務のすべてを行っている。 

当教室は、1983年に医学部附属病院中央医療情

報部が正式に設置され、当時の大学院第一基礎医

学に医療情報学博士課程が設置されたことに始ま

る。初代教授は日本の医療情報学を確立した開原

成允（現名誉教授）であり現在は二代目である。

1997 年には東京大学の大学院大学化に伴い現在

の社会医学専攻医療情報経済学分野となり、中央

医療情報部に所属していた教授１、助教授１が大

学院を本務とすることになった。2000年には東京

大学大学院情報学環・学際情報学府に医療情報学

が設置され、助教授定員を移籍して、同コースの

院生の受入れも開始した。この助教授として初代

は小野木雄三助教授、現在は山本隆一准教授が着

任している。当教室は東京大学医学部附属病院の

管理研究棟 4階にある。病院の組織としては、東

京大学医学部附属病院企画情報運営部となってお

り、これは平成 15 年 3 月末まであった中央医療

情報部と院内措置で設置されていた新病院整備企

画室とが統合し、平成 15年 4月 1日に新たに設

置された組織である。 

 

教 育 

本務を当大学院教室に置く教育スタッフは教

授１名だけであるが、その他に当教室の教育を兼

担する教員は、附属病院企画情報運営部所属の美

代賢吾准教授１名、田中勝弥講師１名、当教室が

協力講座となっている健康空間情報学講座の藤田

英雄特任准教授（2009.10～）と医療経営政策学

寄附講座の山本隆一特任准教授が当教室の兼担教

員として大学院教育を担当し協力を得ている。  

医療情報経済学分野では、医学博士課程（4 年

制）、公共健康医学専攻医療情報システム学を担当
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し、医療情報システム学講義 15 コマ 2 単位、同

実習 30 コマ 1 単位を担当し選択学生が毎年約数

名履修している。一方、健康科学・看護学専攻の

保健医療情報学協力講座でもあり、同講座では、

健康科学・看護修士課程（2 年制）および健康科

学・看護博士課程（3 年制）を受け持っている。

また希望があれば、医科学修士専攻の学生も受け

入れている。従って、当教室では医学博士、保健

学博士、保健学修士、医科学修士の学位を取得で

きる教育体制をとっており、在籍する大学院生は

2013 年度：医博課程 2 名、公共健康医学専攻医

療情報システム学課程 2名である。 

 

研 究 

2013 年度の研究スタッフは病院企画情報運営

部スタッフを含めて次のようなメンバーで構成さ

れている。 

教授：大江和彦、准教授：美代賢吾、講師：田

中勝弥、助教：新秀直、横田慎一郎、河添悦昌、

野口貴史、佐藤大介、今井健、プロジェクト特任

教員／研究員 10名。 

主要な研究領域としては、1）病院情報システ

ムと電子カルテに代表される診療の情報システム

化に関する応用研究、2）医療安全に貢献する情

報システムの研究、3）電子カルテや病院情報シ

ステムのデータベースを対象とした新しい医学的

知見抽出や医療経済学的な指標の分析、4）臨床

医学用語と概念の記述の標準化と知識の構造化表

現手法の研究、5）臨床研究用情報システム基盤

研究、6）医療情報システムにおける個人情報保

護とセキュリティーに関する研究、7）医療資源

の現状分析と適正配置、8）医師のキャリアパス

分析などを行ってきた。これらのなかでも代表的

な研究テーマは以下のとおりである。 

１）医療情報システムのための医療知識基盤デー

タベース開発研究（厚生労働省受託事業、2010

年度－2012年度） 

医療情報の電子的管理と流通が今後の医療や

医学の情報基盤として期待されており、電子カル

テや健診・医療データの生涯にわたる管理と活用

が検討されている。これにともない、医療の場で

は膨大な電子化テキストが蓄積されることが予想

され、新たな医学的知見の発見、日常診療での類

似症例の検索、医療事故防止支援など多彩な活用

が望まれている。そこで本研究開発事業では、臨

床医学分野での多様な用語ラベルと意味同士の関

係をコンピュータが自動的にたどり、医学的意味

を処理できる基盤となる知識データベース（オン

トロジー）を構築するもので、２度目の３年事業

で大阪大学、千葉大学などと共同で 2007 年から

実施している。 

２）臨床研究用標準 IT 基盤の研究開発（内閣府

最先端研究開発支援プログラム、2009年度-2013

年度） 

多施設での日常診療で蓄積される臨床情報、医

事情報を匿名化・標準化された形で個々の患者の

同意有無や同意範囲情報とともに収集でき、臨床

データの大規模蓄積と同意の範囲内での安全な疫

学的活用を実現する IT 技術と基盤ソフトウエア

群を開発し、それを利用した多施設データベース

を公的保健統計から地域データなどを集約した地

域医療資源データベースと併せて構築できる共通

基盤を研究開発し社会に提供する。また、臨床・

薬剤疫学的分析や医療経済的技術評価を行うため

のソフトウエアを併せて開発し、これらの成果を

クラウドコンピューティングサービスとしても提

供するとともに、標準的な“臨床研究や疫学研究

で使える基盤データベースと IT 基盤技術”とし

て社会に提供すること、また、これにより、循環

器疾患やがんをターゲットとする多施設臨床デー

タベースを極めて効率良く構築する基礎を確立す

ることを目的としている。最先端研究開発支援プ

ログラム「未解決のがんと心臓病を撲滅する最適

医療開発（中心研究者 永井良三）」のサブテーマ
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として分担しており、2010年 3月から開始した。 

3）医療文書の自然言語処理に関する研究（富士

ゼロックス株式会社との産学連携共同研究 

2007-2012）：電子カルテの文書データに対して自

然言語処理技術を適用することにより、時系列臨

床的事象の抽出や副作用情報の抽出を試みる研究

を実施している。 

これらの研究テーマに加えて、社会活動として、

厚生労働省の各種医療情報政策に関する検討会等

（医療情報標準化会議、ICD 専門委員会）、日本

医学会用語管理委員会、社会保険診療報酬支払基

金標準傷病名マスター検討委員会、国際標準化機

構 ISO/TC215（医療情報標準化委員会）などで複

数のスタッフが重要な役割を果たしている。 

 

出版物等 

 

1. Koike S, Ide H, Kodama T, Matsumoto S, 
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scientists in Japan: attrition, retention, and 

implications for the future. Acad Med. 2012 

May;87(5):662-7. 

2. Kodama T, Koike S, Matsumoto S, Ide H, 

Yasunaga H, Imamura T. The working 

status of Japanese female physicians by 

area of practice: cohort analysis of taking 

leave, returning to work, and changing 

specialties from 1984 to 2004. Health Policy. 

2012 May;105(2-3):214-20. 

3. Tanaka K, Atarashi H, Yamaguchi I, 

Watanabe H, Yamamoto R, Ohe K. Wireless 

LAN security management with location 

detection capability in hospitals. Methods 

Inf Med. 2012;51(3):221-8. 

4. Waki K, Fujita H, Uchimura Y, Aramaki E, 

Omae K, Kadowaki T, Ohe K. DialBetics: 

smartphone-based self-management for 
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循環器内科学 
 

教授 

小室一成 

講師 

山下尋史、渡辺昌文、真鍋一郎 

特任講師 

今井 靖（4－9 月） 

 

ホームページ http://plaza.umin.ac.jp/~utok-card/ 

 

 

沿革と組織の概要 

循環器内科は 1998 年 6 月に 5 つの旧内科講座

から循環器診療を志す内科医により再編された。

初代 矢崎義雄教授、第二代 永井良三教授に続

き、2012 年 8 月、第三代 小室一成教授が就任

した。循環器内科の現在の構成員は、教授 1，講

師 4，特任講師 0, 助教 17，特任臨床医 11、大学

院生 29 などであり、循環器内科学全般にわたる

教育，研究，診療を行っている。 

 

診 療 

疾患別では、講座発足当初は虚血性心疾患患者

が多数を占めていたが、近年、重症心不全患者が

増加している。不整脈、弁膜症、肺高血圧、成人

先天性心疾患など、循環器が関わるすべての疾患

を対象とし診断、治療を行っている。 

循環器内科外来は平日の午前、午後に行ってお

り、受診者は一日平均 238.8 人である。午前中に

初診外来（年 904 人）、午後に外科系診療科から

の術前コンサルトのための専門外来（術前外来）

を毎日開いている。他の内科部門と協力し総合内

科の外来も担当している。さらに、専門外来とし

て、移植後外来・ペースメーカー外来・不整脈外

来・マルファン外来・肺高血圧外来・成人先天心

外来が設置されている。また冠動脈疾患、大動脈

疾患の救急も積極的に受け入れ、24 時間いつでも

緊急のカテーテルによる診断および治療を行える

体制を整えている。 

2013 年度の新入院患者数は 1,831 名、平均稼働

床は 62.6 床、平均在院日数は 14.3 日で、入院患

者は状態に応じて Coronary Care Unit（CCU）

で治療をうけている。心臓カテーテル検査は冠動

脈造影検査 1,192 件、経皮的冠動脈インターベン

ション 610 件、うち 95 件が緊急治療であった。

冠動脈 CT 数は 426 件、心血管 MRI は 64 件、負

荷心筋血流シンチは 401 件であった。また不整

脈部門では、電気生理学的検査のみ 33 件、カテ

ーテルアブレーション 200 件、ペースメーカ植え

込み 新規 59 件・交換 22 件、植え込み型除細動

器植え込み 新規 13 件・交換 7 件、除細動器付き

心臓再同期療法（CRTD）（含交換）17 件が施行

された。当院は 2002 年に心臓移植認定施設に指

定され、重症心不全例の入院が増えており、左室

補助装置（LVAD）は 25 件、PCPS 26 件であっ

た。2006 年に当科の患者が心臓外科によって当院

最初の心移植手術を受けて以来、2013 年には 17

例の心臓移植手術が行われ、総計 44 例となった。

移植後の生検のための定期的な入院・外来があり、
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心筋症の精査目的を含めて、心筋生検数は、210

件を数えた。埋め込み式人工心臓で治療された患

者の外来管理などは当科の特徴である。専門外来

設置に伴い、肺高血圧・先天性心疾患の入院患者

数も増えている。先天性心疾患の診断カテーテル

検査は 32 件であった。 

 

教 育 

医学部学生に対しては、他の内科学教室と分担

し，循環器内科学の臨床診断学実習，内科系統講

議，臨床講議、ベッドサイド教育（Clinical 

Clerkship）、Elective Clinical Clerkship を行っ

ている。ベッドサイド教育においては、参加型実

習をめざして、きめ細かい教育を行うと同時に、

各専門グループによる実地医療に即したクルズス

を行っている。 

卒後教育においては、初期研修医を受け入れ、

チャート・ラウンド、回診、臨床カンファランス

を通して、循環器学のみにとらわれず内科医とし

ての基本教育を行っている。 

 

研 究 

当教室では、以下のような研究がすすめられて

いる。 

■ 疾患 iPS 細胞を用いた心臓病の病態解明 

■ 慢性炎症における臓器細胞分子間連関の解明 

■ 心肥大と心不全：病態機構の解析と新しい治療

法（遺伝子治療など）の開発 

■ 心血管系の発生および循環器疾患における遺

伝子転写調節機構の解明 

■ 血管平滑筋細胞の分化機構の解明と臨床応用

（動脈硬化、血管形成術後再狭窄） 

■ 心血管病における NO と血管内皮機能の研究 

■ 血管作動物質の心腎保護への臨床応用 

■ 心血管病における再生治療の開発 

■ 心血管疾患の病態において低酸素シグナルが

果たす役割の解明 

■ 循環器疾患における遺伝子多型と危険因子の

解析 

■ 心臓シュミレーターによる最適医療の開発 

■ データベース構築による診療情報活用と、研究

への連携 

■ 重症心不全患者の病態解析と新規治療法の開

発（心臓移植、CRTD など） 

■ マルファン症候群の診断法と治療法の開発 

■ 肺高血圧症・成人先天性心疾患の病態解析と新

規治療の開発 

■ 糖尿病網膜症と虚血性心疾患の連関に関する

研究 

■ 心肺運動負荷および心臓リハビリテーション

の研究 

■ 循環器疾患の画像診断の研究（心エコー図、

MRI、CT、核医学など） 

 

出版物等 

 

英 文 論 文 

【2013 年】 

1. Akazawa H, Yabumoto C, Yano M, 

Kudo-Sakamoto Y, Komuro I. ARB and 

Cardioprotection. Cardiovasc Drugs Ther 

27:155-160,2013 

2. Ueda H, Yamada T, Masuda M, Morita T, 

Furukawa Y, Tanaka K, Iwasaki Y, Okada T, 

Kawasaki M, Kuramoto Y, Naito T, 

Fujimoto T, Komuro I, Fukunami M. 

Kidney Enhancement on X-Rays Following 

Emergency Percutaneous Coronary Proce-

dure Predicts Poor Short- and Long-Term 

Clinical Outcomes. Circ J 77:982-987, 2013. 

3. Watanabe S, Amiya E, Watanabe M, 

Takata M, Ozeki A, Watanabe A, 

Kawarasaki S, Nakao T, Hosoya Y, Omori K, 

Maemura K, Komuro I, Nagai R. 

Simultaneous Heart Rate Variability 

Monitoring Enhances the Predictive Value 

of Flow-Mediated Dilation in Ischemic 



158 東京医学・第 128 巻・平成 26 年 10 月 

Heart Disease. Circ J 77:1018-1025, 2013. 

4. Kato N, Kinugawa K, Imamura T, Muraoka 

H, Minatsuki S, Inaba T, Maki H, Shiga T, 

Hatano M, Yao A, Komuro I, Nagai R. 

Trend of Clinical Outcome and Surrogate 

Markers During Titration of β-Blocker in 

Heart Failure Patients With Reduced 

Ejection Fraction. Circ J 77:1001-1008, 

2013.  

5. Matsumoto S, Nakatani D, Sakata Y, Suna 

S, Shimizu M, Usami M, Hara M, Sumitsuji 

S, Nanto S, Sasaki T, Hamasaki T, Sato H, 

Hori M, Komuro I; on Behalf of the Osaka 

Acute Coronary Insufficiency Study 

(OACIS) Group. Elevated Serum Heart-

Type Fatty Acid-Binding Protein in the 

Convalescent Stage Predicts Long-Term 

Outcome in Patients Surviving Acute 

Myocardial Infarction. Circ J 77:1026-1032, 

2013.  

6. Suna S, Sakata Y, Nakatani D, Okuda K, 

Shimizu M, Usami M, Matsumoto S, Hara 

M, Ozaki K, Mizuno H, Minamino T, 

Takashima S, Nishino M, Matsumura Y, 

Takeda H, Tanaka T, Sato H, Hori M, 

Komuro I. Decreased mortality associated 

with statin treatment in patients with 

acute myocardial infarction and 

lymphotoxin-alpha C804A polymorphism. 

Atherosclerosis 227:373-379, 2013. 

7. Takahama H, Shigematsu H, Asai T, 

Matsuzaki T, Sanada S, Fu HY, Okuda K, 

Yamato M, Asanuma H, Asano Y, Asakura 

M, Oku N, Komuro I, Kitakaze M, 

Minamino T. Liposomal Amiodarone 

Augments Anti-arrhythmic Effects and 

Reduces Hemodynamic Adverse Effects in 

an Ischemia/Reperfusion Rat Model. 

Cardiovasc Drugs Ther 27:125-132, 2013.  

8. Imamura T, Kinugawa K, Minatsuki S, 

Muraoka H, Kato N, Inaba T, Maki H, 

Shiga T, Hatano M, Yao A, Kyo S, Komuro I. 

Urine Osmolality Estimated Using Urine 

Urea Nitrogen, Sodium and Creatinine Can 

Effectively Predict Response to Tolvaptan 

in Decompensated Heart Failure Patients. 

Circ J 77:1208-1213, 2013. 

9. Hasumi E, Iwata H, Kohro T, Manabe I, 

Kinugawa K, Morisaki N, Ando J, Sawaki 

D, Takahashi M, Fujita H, Yamashita H, 

Ako J, Hirata Y, Komuro I, Nagai R. 

Diagnostic implication of change in b-type 

natriuretic peptide (BNP) for prediction of 

subsequent target lesion revascularization 

following silorimus-eluting stent deploy-

ment. Int J Cardiol 168:1429-1434, 2013.  

10. Nakatani D, Sakata Y, Suna S, Usami M, 

Matsumoto S, Shimizu M, Hara M, 

Uematsu M, Fukunami M, Hamasaki T, 

Sato H, Hori M, Komuro I; Osaka Acute 

Coronary Insufficiency Study (OACIS) 

Investigators. Impact of Beta Blockade 

Therapy on Long-Term Mortality After 

ST-Segment Elevation Acute Myocardial 

Infarction in the Percutaneous Coronary 

Intervention Era. Am J Cardiol. 111:457-

464, 2013. 

11. Takahashi T, Asano Y, Amiya E, Hatano M, 

Tamaki Z, Takata M, Ozeki A, Watanabe A, 

Kawarasaki S , TaniguchiT, Ichimura Y, 

Toyama T, Watanabe M, Hirata Y, Nagai R, 

Komuro I, Sato S,Clinical correlation of 

brachial artery flow-mediated dilation in 

patients with systemic sclerosis. Mod 

Rheumatol 24:106-111, 2014. 

12. 12. Amiya E, Watanabe M, Takata M, 

Watanabe S, Ozeki A, Watanabe A, 

Kawarasaki S, Nakao T, Hosoya Y, Omori K, 

Maemura K, Hirata Y, Nagai R, Komuro I.  

Differences in Body Temperature 

Variability Between Subjects With and 

Without Diabetes and Predictive Value for 

Cardiovascular Events. CircJ 77:1844-1853, 

2013. 



 The Tokyo Journal of Medical Sciences. Vol.128, Oct. 2014 159 

13. Takano H, Mizuma H, Kuwabara Y, Sato Y, 

Shindo S, Kotooka N, Fujimatsu D, 

Kobayashi Y, Inoue T, Node K, Komuro I; 

PEARL Study Investigators Effects of 

pitavastatin in Japanese patients with 

chronic heart failure. CircJ 77:917-925, 

2013. 

14. Minamiguchi H, Sakata Y, Ohtani T, 

Mizote I, Takeda Y, Mizuno H, Okuyama Y, 

Nakatani S, Fujita M, Watanabe T, 

Uematsu M, Komuro I. Am J Cardiol 168:

1429-1434,2013. 

15. Iwata Y, Fujimoto Y, Morino T, Sugimoto K, 

Ohkubo K, Kadohira T, Fukushima K, 

Kitahara H, Komuro I, Kobayashi Y. Effects 

of stem cell mobilization by granulocyte 

colony-stimulating factor on endothelial 

function after sirolimus-eluting stent 

implantation: A double-blind, randomized, 

placebo-controlled clinical trial. Am Heart J 

165:408-414, 2013. 

16. Ichibori Y, Nakatani D, Sakata Y, 

Tachibana K, Akasaka T, Saito S, 

Fukushima N, Sawa Y, Nanto S, Komuro I. 

Cardiac allograft vasculopathy progression 

associated with intraplaque neovascular-

ization. J Am Coll Cardiol 61:e149, 2013. 

17. Imamura T, Kinugawa K, Kato N, 

Minatsuki S, Muraoka H, Inaba T, Maki H, 

Shiga T, HatanoM, Yao A, Kyo S, Ono M, 

Komuro I. Successful conversion from 

thiazide to tolvaptan in a patient with stage 

d heart failure and chronic kidney disease 

before heart transplantation. Int Heart J 

54:48-50,2013.  

18. Tamai T, Yamaguchi O, Hikoso S, Takeda T, 

Taneike M, Oka T, Oyabu J, Murakawa T, 

Nakayama H, Uno Y, Horie K, Nishida K, 

Sonenberg N, Shah AM, Takeda J, Komuro 

I, Otsu K.  Ras Homologue Enriched in 

Brain (Rheb)-dependent mTORC1 Activa-

tion Becomes Indispensable for Cardiac 

Hypertrophic Growth after Early Postnatal 

Period. J Biol Chem 288:10176-10187, 

2013. 

19. Kimura K, Takenaka K, Ebihara A, Uno K, 

Morita H, Nakajima T, Ozawa T, Aida I, 

Yonemochi Y, Higuchi S, Motoyoshi Y, 

Mikata T, Uchida I, Ishihara T, Komori T, 

Kitao R, Nagata T, Takeda S, Yatomi Y, 

Nagai R, Komuro I. Prognostic impact of 

left ventricular noncompaction in patients 

with Duchenne/Becker muscular dystrophy 

- Prospective multicenter cohort study. Int J 

Cardiol 168:1900-1904, 2013. 

20. Sakamoto Y, Akazawa H, Komuro I. The 

Roles of Calcium and Phosphorus in 

Cardiovascular Diseases. The physiological 

and pathological function of Ca(2+)-

dependent cysteine protease (Calpain) Clin 

Calcium 23:519-525, 2013. 

21. Taniguchi T, Ohtani T, Mizote I, Kanzaki M, 

Ichibori Y, Minamiguchi H, Asano Y, 

Sakata Y, Komuro I. Switching from 

carvedilol to bisoprolol ameliorates adverse 

effects in heart failure patients with 

dizziness or hypotension. J Cardiol 61:417-

422, 2013. 

22. Akazawa H, Yabumoto C, Yano M, Kudo-

Sakamoto Y, Komuro I. ARB and Cardio-

protection.  Cardiovasc Drugs Ther 27:

155-160, 2013. 

23. Nakatani D, Sakata Y, Suna S, Usami M, 

Matsumoto S, Shimizu M, Hara M, 

Uematsu M, Fukunami M, Hamasaki T, 

Sato H, Hori M, Komuro I, Osaka Acute 

Coronary Insufficiency Study I. Impact of 

beta blockade therapy on long-term 

mortality after st-segment elevation acute 

myocardial infarction in the percutaneous 

coronary intervention era. Am J Cardiol 

111:457-464, 2013. 

24. Ueda H, Yamada T, Masuda M, Morita T, 

Furukawa Y, Tanaka K, Iwasaki Y, Okada T, 



160 東京医学・第 128 巻・平成 26 年 10 月 

Kawasaki M, Kuramoto Y, Naito T, 

Fujimoto T, Komuro I, Fukunami M. 

Kidney Enhancement on X-Rays Following 

Emergency Percutaneous Coronary Proce-

dure Predicts Poor Short- and Long-Term 

Clinical Outcomes. Circ J 77:982-987, 2013. 

25. Watanabe S, Amiya E, Watanabe M, 

Takata M, Ozeki A, Watanabe A, 

Kawarasaki S, Nakao T, Hosoya Y, Omori K, 

Maemura K, Komuro I, Nagai R. 

Simultaneous Heart Rate Variability 

Monitoring Enhances the Predictive Value 

of Flow-Mediated Dilation in Ischemic 

Heart Disease.  Circ J 77:1018-1025, 2013. 

26. Kato N, Kinugawa K, Imamura T, Muraoka 

H, Minatsuki S, Inaba T, Maki H, Shiga T, 

Hatano M, Yao A, Komuro I, Nagai R. 

Trend of Clinical Outcome and Surrogate 

Markers During Titration of β-Blocker in 

Heart Failure Patients With Reduced Ejec-

tion Fraction. Circ J 77:1001-1008, 2013. 

27. Matsumoto S, Nakatani D, Sakata Y, Suna 

S, Shimizu M, Usami M, Hara M, Sumitsuji 

S, Nanto S, Sasaki T, Hamasaki T, Sato H, 

Hori M, Komuro I; on Behalf of the Osaka 

Acute Coronary Insufficiency Study 

(OACIS) Group. Elevated Serum Heart-

Type Fatty Acid-Binding Protein in the 

Convalescent Stage Predicts Long-Term 

Outcome in Patients Surviving Acute 

Myocardial Infarction.  Circ J 77:1026-

1032, 2013 

28. Lee J, Kim KE, Choi DK, Jang JY, Jung JJ, 

Kiyonari H, Shioi G, Chang W, Suda T, 

Mochizuki N, Nakaoka Y, Komuro I, Yoo OJ, 

Koh GY. Angiopoietin-1 Guides Directional 

Angiogenesis Through Integrin αvβ5 

Signaling for Recovery of Ischemic 

Retinopathy. Sci Transl Med 5:203ra1271, 

2013. 

29. Tsukamoto Y, Mano T, Sakata Y, Ohtani T, 

Takeda Y, Tamaki S, Omori Y, Ikeya Y, 

Saito Y, Ishii R, Higashimori M, Kaneko M, 

Miwa T, Yamamoto K, Komuro I. A Novel 

Heart Failure Mice Model of Hypertensive 

Heart Disease by Angiotensin II Infusion, 

Nephrectomy, and Salt Loading. Am J 

Physiol Heart Circ Physiol 305:1658-1657, 

2013. 

30. Nakaoka H, Nakagawa-Toyama Y, Nishida 

M, Okada T, Kawase R, Yamashita T, 

Yuasa-Kawase M, Nakatani K, Masuda D, 

Ohama T, Sonobe T, Shirai M, Komuro I, 

Yamashita S. Correction: Establishment of 

a Novel Murine Model of Ischemic Cardio-

myopathy with Multiple Diffuse Coronary 

Lesions. PLoS One 8:e70755, 2013. 

31. Shen H, Eguchi K, Kono N, Fujiu K, 

Matsumoto S, Shibata M, Oishi-Tanaka Y, 

Komuro I, Arai H, Nagai R, Manabe I. 

Saturated Fatty Acid Palmitate Aggravates 

Neointima Formation by Promoting 

Smooth Muscle Phenotypic Modulation. 

Arterioscler Thromb Vasc Biol 33:2596-

2607, 2013. 

32. Fukuda T, Kurano M, Fukumura K, Yasuda 

T, Iida H, Morita T, Yamamoto Y, Takano N, 

Komuro I, Nakajima T. Cardiac rehabili-

tation increases exercise capacity with a 

reduction of oxidative stress. Korean Circ J 

43:481-487, 2013. 

33. Tamaki S, Mano T, Sakata Y, Ohtani T, 

Takeda Y, Kamimura D, Omori Y, 

Tsukamoto Y, Ikeya Y, Kawai M, 

Kumanogoh A, Hagihara K, Ishii R, 

Higashimori M, Kaneko M, Hasuwa H, 

Miwa T, Yamamoto K, Komuro I. 

Interleukin-16 promotes cardiac fibrosis 

and myocardial stiffening in heart failure 

with preserved ejection fraction. PLoS One 

8:e68893, 2013. 

34. Matsumoto S, Sakata Y, Suna S, Nakatani 

D, Usami M, Hara M, Kitamura T, 

Hamasaki T, Nanto S, Kawahara Y, 



 The Tokyo Journal of Medical Sciences. Vol.128, Oct. 2014 161 

Komuro I. Circulating p53-responsive 

microRNAs are predictive indicators of 

heart failure after acute myocardial 

infarction. Circ Res 113:322-326, 2013. 

35. Hara H, Yamashita H, Nakayama A, 

Hosoya Y, Ando J, Iijima K, Hirata Y, 

Komuro I. A rare case of anomalous origin 

of the left anterior descending artery from 

the pulmonary artery.  Int J Cardiol 172:

e66-e68, 2013. 

36. Ashigaki N, Suzuki J, Aoyama N, Ogawa M, 

Watanabe R, Kobayashi N, Komuro I, 

Izumi Y, Isobe M. The periodontal pathogen 

aggregatibacter actinomycetemcomitans 

affects experimental autoimmune myo-

carditis in mice. Int Heart J 54: 412-416, 

2013. 

37. Nakaoka Y, Higuchi K, Arita Y, Otsuki M, 

Yamamoto K, Hashimoto-Kataoka T, Yasui 

T, Ikeoka K, Ohtani T, Sakata Y, Shima Y, 

Kumanogoh A, Yamauchi-Takihara K, 

Tanaka T, Kishimoto T, Komuro I. 

Tocilizumab for the treatment of patients 

with refractory takayasu arteritis. Int 

Heart J 54: 405-411, 2013. 

38. Kato N, Kinugawa K, Nakayama E, Tsuji T, 

Kumagai Y, Imamura T, Maki H, Shiga T, 

Hatano M, Yao A, Miura C, Komuro I, 

Nagai R. Insufficient self-care is an 

independent risk factor for adverse clinical 

outcomes in Japanese patients with heart 

failure. Int Heart J 54:382-389, 2013. 

39. Imamura T, Kinugawa K, Minatsuki S, 

Muraoka H, Kato N, Inaba T, Maki H, 

Hatano M, Yao A, Komuro I. Tolvaptan can 

improve clinical course in responders. Int 

Heart J 54:377-381, 2013. 

40. Murakami M, Suzuki J, Yamazaki S, Ikezoe 

M, Matsushima R, Ashigaki N, Aoyama N, 

Kobayashi N, Wakayama K, Akazawa H, 

Komuro I, Izumi Y, Isobe M. High incidence 

of Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

infection in patients with cerebral 

infarction and diabetic renal failure: a 

cross-sectional study. BMC Infect Dis 13:

557, 2013. 

41. Higashikuni Y, Tanaka K, Kato M, Nureki 

O, Hirata Y, Nagai R, Komuro I, Sata M. 

Toll-like receptor-2 mediates adaptive 

cardiac hypertrophy in response to pres-

sure overload through interleukin-1β up-

regulation via nuclear factor κB activation.  

J Am Heart Assoc 2:e000267, 2013. 

42. Watanabe R, Azuma RW, Suzuki J, Ogawa 

M, Itai A, Hirata Y, Komuro I, Isobe M. 

Inhibition of NF-κB activation by a novel 

IKK inhibitor reduces the severity of 

experimental autoimmune myocarditis via 

suppression of T-cell activation. Am J 

Physiol Heart Circ Physiol 305:1761-1771, 

2013. 

43. Imamura T, Kinugawa K, Kato N, Kagami 

Y, Endo M, Kaneko N, Minatsuki S, 

Muraoka H, Inaba T, Maki H, Hatano M, 

Doi K, Yao A, Takazawa Y, Ono M, Kyo S, 

Komuro I. Successful treatment of hemo-

dynamic compromise caused by antibody-

mediated and cellular rejection in a 

recipient 12 years after heart trans-

plantation. Int Heart J 54:328-331, 2013. 

44. Takeda Y, Sakata Y, Ohtani T, Tamaki S, 

Omori Y, Tsukamoto Y, Aizawa Y, 

Shimamura K, Shirakawa Y, Kuratani T, 

Sawa Y, Yamamoto K, Mano T, Komuro I. 

Endovascular Aortic Repair Increases 

Vascular Stiffness and Alters Cardiac 

Structure and Function. Circ J 78:322-328, 

2013. 



162 東京医学・第 128 巻・平成 26 年 10 月 

 

呼吸器内科学 
 

教授 

長瀬隆英 

講師 

大石展也、高見和孝 

助教 

田中 剛、奥平玲子、廣田信哲、後藤 悌、成本 治、渡邉広祐、春原光宏、

天野陽介 

 

ホームページ http://kokyuki.umin.jp/ 

 

 

沿革と組織の概要 

呼吸器内科学教室は、教授 1名，講師 2名、助

教 8 名を含め約 45 名のスタッフが所属している。

このうち海外、国内他施設への研究・臨床出張者

を除いた約 15 名で東京大学医学部附属病院にお

ける呼吸器疾患の診療に当たっている。 

肺癌や慢性閉塞性肺疾患などの呼吸器疾患の

罹患患者数は、今後、飛躍的に増加することが予

想され、呼吸器病学における研究の発展と成果が

期待されている。当教室では肺癌、慢性閉塞性肺

疾患、気管支喘息、間質性肺疾患など多彩な呼吸

器疾患を対象として基礎的・臨床的研究を展開し

ている。特に、呼吸器疾患の発症の分子機構の解

明を進めることにより新しい診断・治療法の開

発・実用化を目指している。 

 

診 療 

呼吸器疾患症例の入院診療は，主に入院棟 A13

階にて行っている。疾患別症例数では、原発性肺

癌が多数を占め、次いで間質性肺炎、呼吸器感染

症、慢性閉塞性肺疾患、自然気胸、気管支喘息、

などとなっているが、原発性肺癌症例は、間質性

肺炎や慢性閉塞性肺疾患を合併していることが少

なくない。また、肺炎・呼吸不全や肺癌の増悪な

どによる救急入院も多く、重症肺炎・ARDS や

COPD・間質性肺炎の急性増悪など重篤な呼吸不

全は、ICUと連携して人工呼吸管理を行い救命に

務めている。また、1990年代後半から、呼吸器外

科および放射線科と合同で、毎週、院内呼吸器カ

ンファレンスを開催し、問題症例の治療方針の決

定を行ってきたが、現在の院内の各領域のCancer 

Boardの原型として高く評価されている。現在は、

呼吸器 Cancer Boardとして毎週開催されており、

各領域の Cancer Boardの中で、最も数多く開催

されている Cancer Boardの一つである。その他、

術前呼吸機能評価や術後肺合併症の他、各診療分

野の症例において合併する呼吸器疾患について、

ほとんどすべての診療科より、日常的にコンサル

テーションを受けている。このように、呼吸器疾

患に関する診療の充実が、当科の基盤である。 

現在、呼吸器病学の重要性は、急速に増大しつ

つある。環境要因の悪化や人口高齢化などにより、

呼吸器疾患は益々増加する傾向にある。死因統計

上、悪性腫瘍の中で首位を占め、さらに増え続け

ている難治癌の代表である原発性肺癌は、近年の

分子標的治療の進歩においても、非常に注目され
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ている。肺炎・気管支炎は、３大死因に次ぐ第４

位を占めており、慢性閉塞性肺疾患が、今後、死

因の５位に上昇することが予想されている。また、

ARDS、間質性肺炎など呼吸不全を呈する炎症性

疾患は、難治性・致死性の点において極めて重要

な疾患群であり、有効な治療法の開発が切実に待

たれている。 

 

＊2013年度の年間入院症例数： 

１．原発性肺癌  308 

２．間質性肺炎 43 

３．呼吸器感染症 42 

４．慢性閉塞性肺疾患 17 

５．自然気胸 11 

６．気管支喘息 9 

 

＊チャートラウンド及び回診を毎週火曜日午

後行っている。 

＊呼吸器内科スタッフに、呼吸器外科、放射線

診断部、放射線治療部の先生方も参加される

カンファレンスを呼吸器 Cancer Boardとし

て毎週木曜日夕方に開催しており、悪性腫瘍

だけでなくその他の多彩な呼吸疾患につい

て、診断・治療方針を集学的に検討し、個々

の患者さんに応じた最善の診療が行われる

ように努力している。 

 

教 育 

卒前教育では，第 4学年の系統講義で、呼吸器

内科学の基本的事項・疾患についての概念・病態

生理・診断・治療法などの習得を目標として，8

単位の講義を行っている。臨床診断学実習におい

ては、呼吸器疾患の診断に必須の医療面接、身体

診察、血液ガス分析、呼吸機能検査、胸部 X線写

真読影などについて、講義とケーススタデイを組

み合わせた実習を行っている。第 5学年と第 6学

年に行う臨床統合講義では、代表的呼吸器疾患と

して原発性肺癌と気胸をとり上げ、呼吸器外科と

協力して、各々の疾患・病態についてのさらに深

い理解と最新の知見の習得を目指している。 

第５学年で行われる呼吸器内科クリニカル・ク

ラークシップでは、担当医療チームの一員として、

呼吸器疾患症例 2~3症例を担当し、問診、身体診

察法、画像所見や検査所見を含めた診断、治療法

の選択など実際の呼吸器疾患の診療に必要な事項

を、学生自ら積極的に習得することを目標として

いる。また、必修セミナーとして、胸部 X線写真

読影を取り入れており、学生から好評を博してい

る。 

第５学年終盤に行われるエレクティブ・クラー

クシップでは、呼吸器内科のコンサルトチームと

行動を共にし、他科からの多彩な症例のコンサル

テーションや救急外来受診症例の診療にあたり、

クリニカル・クラークシップとは異なる臨床実習

を体験することに主眼を置いている。さらに大学

病院とは異なる臨床の場を経験すべく、市中の第

一線の基幹病院での実習も組み入れて、各病院の

呼吸器内科専門医の先生方から御指導頂いている。 

卒後教育では、呼吸器内科医（若手担当医・助

教）が研修医と共にチームを組み、症例について

共に診療しながら、呼吸疾患の診断・治療に必要

な知識・技能が習得できるよう研修医を指導して

いる。また、肺癌診療における薬物療法、胸部画

像診断などのセミナーも定期的に行っている。 

 

研 究 

肺癌、慢性閉塞性肺疾患、気管支喘息、間質性

肺炎、呼吸器感染症などの疾患を主な対象として、

その病態解明と診断・治療法の開発にむけて、基

礎的・臨床的研究を行っている。呼吸器外科との

協力で、切除肺癌組織を用いての遺伝子解析や、

気道上皮細胞・線維芽細胞・平滑筋細胞などを用

いた細胞レベルでの研究、遺伝子改変マウスを用

いた疾患モデルでの研究など、多方面に及んでお
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り、方法論も疫学的、臨床病理学的手法から分子

細胞生物学的方法までを駆使して、精力的に行わ

れている。その成果は、日本呼吸器学会・日本癌

学会・ATS・AACRなどの内外の関連学会におい

て発表され、また国際誌に掲載されている。 

＊主な研究テーマは、以下の通り： 

呼吸器疾患の疾患感受性遺伝子の検索とその病態

生理的意義の解明 

遺伝子改変マウスを用いた疾患モデルの解析 

肺癌における DNA メチル化・ヒストン修飾や

miRNAに関する解析と臨床応用 

肺癌における新たなドライバー変異の検索と薬剤

耐性化機構の解明 

気管支喘息・COPDにおける気道上皮細胞・線維

芽細胞の創傷治癒・リモデリングにおける機能変

化、特に上皮間葉転換における機構および様々な

サイトカイン・ケモカインの役割の解明 

オッシレーション法を用いた末梢気道病変の検出

とその臨床応用 

肺癌を中心とした癌化学療法における効果予測因

子の探索 

 

なお、教室の長瀬は、GOLD National Leaderと

しても国内外において活躍している。 
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沿革と組織の概要 

平成 10（1998）年度に消化器内科として発足

し、現在肝胆膵及び消化管領域の診療、教育及び

研究を行っている。平成 25 年 3 月現在の構成員

は教授 1、准教授 1、講師 2、助教 20、特任臨床

医 16、大学院生 55、研究生および留学生など数

名であり、その他に、多数の国内外出張者がいる。

消化器内科病床は、A 棟 11 階北・南をコアとし

て、B棟 4、5、6階への入院患者さんも数が多い。

消化器内科の研究室は、他診療科と同様に、内科

研究棟、第一研究棟などの各階に点在する形とな

っている。 

 

診 療 

消化器内科の入院患者数は平均約 90 名、年間

新入院約 3,000 名である。平均在院日数は約 10

日であり、一週間に約 110名の入退院患者がある。

外来患者数は月約 5,500名、うち 140名は新患で

ある。月、水曜日午前に教授回診、各専門グルー

プによる症例検討会も毎週月曜に行われている。 

疾患別入院患者数では肝細胞癌が最も多く、

2013 年度は延べ約 750 名の入院があった。肝細

胞癌に対するラジオ波焼灼療法を中心とした、経

皮的局所療法はおよそ年間 450症例を数え、累積

10,000例、世界最多の経験を有する。最近では転

移性肝癌に対するラジオ波焼灼療法にも力を入れ

ている。その他にも積極的に肝疾患診療・治療に

新機軸の導入を図っている。たとえば従来慢性肝

疾患の進行度は肝生検に依っていたが、

Fibroscan という超音波を利用して肝臓の硬さを

測る機械を導入したことにより、非侵襲的な評価

を可能とした。さらには、近年増加傾向が著しい

非アルコール性脂肪肝疾患のスクリーニングにも

有用である。日々の外来診療においても肝炎患者

に対するインターフェロン治療をはじめとして多

くの患者診療に携わっている。 

胆膵領域の診療においてもERCPは年間 1,000

例を超え、内視鏡的乳頭バルーン拡張術 EPBDを
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用いた総胆管結石除去は 1,000症例を超える実績

で世界最多である。閉塞性黄疸に対するドレナー

ジ術は年間約 700例、また悪性胆道閉塞に対する

金属ステント挿入の経験も年間約 60 例以上と豊

富で、Covered Metallic Stentの通算留置症例数

は 800例近く、やはり世界最多である。他にも慢

性膵炎に対する膵管ステンティング・膵石除去治

療も行っている。一方では超音波内視鏡(EUS)を

用いた診断・治療にも力を入れ、EUS-FNA(穿刺

吸引生検)による病理診断のみならず EUS下での

膵仮性嚢胞ドレナージ、胆道ドレナージなど広く

胆膵疾患に対する治療に応用している。また上記

の減黄処置を併用した手術不能癌症例の化学療法

にも力を注いでおり、多施設共同のプロジェクト

にも積極的に参加しながら新たな治療レジメンの

有効性を国内外に発表している。 

消化管領域でも、悪性腫瘍に対する内視鏡

的粘膜下層剥離術（Endoscopic Submucosal 

Dissection、ESD）は年間約 250例を数え、早期

の胃癌、食道癌、大腸癌治療の大部分が当科で行

われている。また胃食道外科と共同研究で非穿孔

式内視鏡的胃壁内反切除術（NEWS）を開発し、

臨床応用を開始した。他にも消化管出血に対する

上下部を合わせた緊急内視鏡処置は年間 400 例、

以前より注力しているダブルバルーン内視鏡及び

カプセル内視鏡による小腸疾患の診断と治療も年

間 330例施行した。また最近保険適応となった悪

性消化管狭窄に対する金属ステント留置も積極的

に行っている。これら内視鏡治療のみならず、一

方では分子標的治療薬を取り入れた化学療法によ

る難治癌の治療にも力を入れている。 

外来での検査数は、腹部超音波は年間 15,000

件、上部消化管内視鏡は年間 8,200件、大腸内視

鏡検査は年間約 4,200件行われている。これに伴

い年間約240例の胃腫瘍と250例の大腸腫瘍を経

験している。その約 40%は内視鏡的切除術により

治療されているが、切除検体を用いた基礎的研究

も積極的に行って、その成果を臨床へ還元するこ

とを目指している。 

 

教 育 

消化器内科は M2 の診断学と系統講義、M3、

M4 の臨床統合講義と臨床実習教育とを担当して

いる。臨床実習であるクリニカル・クラークシッ

プでは、学生は入院患者を実際に担当し、種々の

消化器系疾患について具体的に学ぶとともに約 2

時間かけ教授試問と同時に行われる抄読会におい

て、海外一流誌に掲載された消化器病関連論文を

要約して紹介する。 

卒後教育としては、東京大学医学部病院内科研

修医のローテーションに参加し、前期研修を行っ

ている。現在消化器内科は数名の研修医を 1ヶ月

～6 ケ月単位で受け入れており、内科研修医の大

多数が消化器内科の研修を受けている。短期間で

消化器内科の全領域を研修することは困難である

が、内科医としての初期トレーニングとともに、

消化器内科領域の種々の検査や治療について、な

るべく実技を身につけられるような研修を目指し

ている。学会発表の指導を重視しており、日本内

科学会、日本消化器病学会の地方会などを中心に、

研修医に積極的に症例報告発表（年 7 ～ 8件）を

指導している。 

当科は、東京大学大学院内科学専攻器官病態内

科学消化器内科学として多数の大学院生（現在 55

名在籍）を受け入れている。 

 

研 究 

消化器内科領域の研究テーマは基礎、臨床とも

に多岐に渡っている。現在当科で行われている研

究の一部を紹介すると、各種消化器癌の発癌に関

する分子医学的検討、ウイルス肝炎における代謝

性肝病態の解明、肝炎ウイルスの感染・増殖機序

の解明、肝再生ならびに線維化機序の解明、

Helicobacter pylori感染の病原性発現機構の解析
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などが挙げられる。miRNA など、新しい方法論

に基づいた臨床検体の解析を行い、研究成果の臨

床へ還元を目指した研究を行っている。臨床観察

に根ざした基礎研究が求められている。 

臨床面では、極めて活発な臨床活動のデータを

多数集積かつ分析し、エビデンス作りを行なって

いる。さらに、代謝性因子の肝発癌への影響、大

腸癌肝転移に対するラジオ波治療の有用性の検証、

また薬剤治験として、進行肝癌に対する種々の血

管増殖阻害剤の効果、C型肝炎抗ウイルス療法時

の遺伝的素因の関与、膵癌に対するジェムシタビ

ン/S-1併用化学療法、膵癌/胆道癌に対する S-1化

学療法、ジェムシタビン/シスプラチン併用化学療

法、ERCP後膵炎予防の為の新規薬剤についての

検証、内視鏡治療後のポリグリコール酸シート被

覆の効果の検証、ヘリコバクター除菌困難症例に

対する個別化治療の検討など、臨床試験のプロト

コール作成から実施まで一連の流れを作って実施

して、治療効果の検証を行っている。 

 

おわりに 

東京大学医学部消化器内科では、「病気だけで

なく患者さん全体を診て、熟練した技術と正確な

知識で、より良い医療を実践する」のが最大の目

標である。臨床研究も基礎研究もその為にある。 
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組織の概要 

腎臓・内分泌内科学教室の構成は、教授 1、准

教授 2（血液浄化療法部・腎疾患総合医療学）、講

師 3、特任講師 1、助教 11（含腎疾患総合医療学）、

医員 2、大学院生など約 65名である。また、検査

部、国際診療部、集中治療部、教育・研修部、感

染制御部、研究倫理支援室、コンピュータ画像診

断学・予防医学講座などにスタッフを輩出してい

る。当科の診療研究教育活動は、腎臓病学・内分

泌学・高血圧学という相互に深い関連のある各領

域の専門グループの密接な協力体制のもとに行わ

れている。また、血液浄化療法部と共同して腎不

全に対する血液透析をはじめとする血液浄化療法

を、腎疾患総合医療学と共同して腹膜透析を、泌

尿器科と共同して腎移植等を行っている。 

 

診 療 

外来は、腎臓、内分泌、高血圧の各専門外来が、

毎日、新患担当と再来担当を置いている。総合内

科外来も分担している。また、外来腹膜透析にも

24時間体制を敷いて、積極的に取り組んでいる。 

入院は、入院棟 A 12階北、入院棟 Bを中心に、

常時 25～30 名程度の入院患者の診療を行ってい

る。入院患者の内訳は、糸球体腎炎、ネフローゼ、

高血圧（内分泌性も含む）、保存期腎不全、糖尿病

性腎症、透析導入患者、急性腎不全、間脳下垂体

疾患、副腎疾患、甲状腺疾患、副甲状腺疾患など

多岐に渡っている。教授回診は毎週火曜日午前 10

時から行われ、新患プレゼンテーション、週間プ

レゼンテーションが回診に先立って行われる。ま

た、他科に入院中の腎臓・内分泌疾患患者に対し

ても、コンサルトチームを組んで積極的に診療に

かかわっている。 

診療体制としては、研修医、病棟指導医（担当

医）、専門指導医（主治医）、管理医がチームを組

み、それぞれの研修医に対して責任を持つ指導医

が決まっており、遺漏の無いよう留意されている。

診療方針は、腎臓カンファ、内分泌カンファを経
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て、最終的に回診前のプレゼンテーションでチェ

ックされる。診療手技としては、腎生検、各種内

分泌負荷試験、超音波診断、血液透析の準備施行

などがある。腎生検症例の病理組織検討会として

病理部やアレルギー・リウマチ内科、小児科の医

師らを交えて議論する腎生検カンファレンスを月

1 回、また腎移植症例を泌尿器科と合同で議論す

る腎移植カンファレンスを月 1 回開催している。

また、血液浄化療法部の運営に全面的に協力して

おり、東大病院の全入院患者を対象に、他の疾患

で他科に入院中の患者に対する慢性血液透析療法

を担っているほか、心臓、血管手術などに伴う急

性腎障害に対する血液透析療法を行っている。さ

らに、移植外科と協力しての肝臓移植前後の血漿

交換、その他の疾患に対する吸着療法なども行っ

ている。 

内分泌疾患の診断にあたっては、静脈サンプリ

ング、各種画像診断などを放射線科と協力して推

進している。内分泌疾患の治療では、放射線科と

共同してバセドウ病に対する放射性ヨード治療を

行っている。また、間脳下垂体疾患、副腎疾患、

甲状腺クリーゼ、甲状腺腫瘍、副甲状腺腫瘍等に

対しては、脳神経外科・泌尿器科・乳腺内分泌外

科等と緊密な連係をとりつつ診療に当たっている。 

 

教 育 

卒前教育として、診断学、内科系統講義、内科

臨床講義と BSL を分担して行っている。講義内

容は腎臓病学、内分泌学および高血圧である。

BSL ではそれぞれの領域の多様な症例を専門的

な立場からより深く解説するとともに、特に末期

腎不全医療としての血液透析の実際にも触れられ

るようにしている。平成 25 年 1 月より、学生が

実際の診療に参加することに重点が置かれた新ク

リニカルクラークシップ制度に移行し、学生に対

する臨床教育体制の強化が図られている。また，

糖尿病・代謝内科・循環器内科・老年病科との合

同で臨床研究者育成プログラムの Metabolism 

Research Courseを推進している． 

卒後教育については、通年（1 期は 1 ないし 2

ヶ月間）にわたって、病棟で研修医の指導を行っ

ている。各研修医には腎臓および内分泌専門の若

手医局員および助教がチームを組んで、責任をも

って指導をおこなっている。毎週木曜日は、腎臓・

内分泌内科の入院患者だけでなく、循環器内科、

消化器内科などの他内科および、外科（特に心臓

外科、血管外科）を含んだ他科の透析患者・血液

浄化療法施行患者を対象とした血液浄化療法室の

カンファランスを行っている。 

月１回の症例検討会は、研修医および若手医局

員の教育に重要な役割を果たしている。 

研 究 

大きく腎臓と内分泌に分かれるが、高血圧など

ではオーバーラップする面もある。 

（腎臓） 

1. 慢性腎臓病の進行機序の解明と治療法の開発

（低酸素、酸化ストレス、小胞体ストレス、カ

ルボニルストレス、エピジェネティックスなど

の観点から） 

2. 進行性腎障害におけるエピジェネティック異

常に関する研究 

3. 抗好中球細胞質抗体関連血管炎の新規治療法

の開発 

4. 尿蛋白の機序と podocyte NADPH oxidase 抑

制による治療（免疫電顕法） 

5. 腎組織所見と治療法による長期予後の検討 

6. 体液量調節および高血圧発症における腎近位

尿細管輸送の意義 

7. Na-HCO3共輸送体NBCe1の生理的病態的意

義 

（内分泌） 

1. ミネラル・骨代謝異常症の病因の検討 

2. G タンパク質共役受容体を介する情報伝達と
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疾患の分子メカニズムの解析 

3. G タンパク質共役受容体を標的とする新しい

薬剤・制御法のデザイン 

4. 下垂体ホルモン分泌制御機構に関する研究 

なお、症例検討会の後に研究カンファランスが

開かれ、教授から大学院生まで教室員全員の研究

発表、外部講師を招いての講演、学会予行などが

行われている。 

 

血液浄化療法部 

 

はじめに 

本部門は本院中央診療施設の一つとして平成

12 年に設置，稼働するようになったもので，東京

大学医学部附属病院としては比較的新しい部門の

一つである。従来，腎不全は各科でそれぞれ対応

してきたが，このような対応は設備・人的資源の

面から非効率的であるため，関係各科の連携を企

図して設立された。平成 18 年 12 月より中央診療

棟２での診療を新たに開始し，現在の血液浄化療

法室では圧コントロール可能な個室 1 床を含む

12 床を稼働している。当院の特殊性にフルに対応

したシステムを開発し，血液透析のみならず，血

漿交換療法，免疫吸着療法等の浄化療法を網羅的

に実施する過程で，器械情報・生体情報・会計情

報を電子情報として確保し，当院の院内システム

HIS へと情報のリンクを可能とした。同時に当部

門が業務担当している ICU透析，持続透析，血漿

交換等の器械情報をクラウド化することで、院内

のどこからでもリアルタイムにモニターを可能と

した。機器統一を図ることで，このような高度の

安全性・透明性・教育性を確保している。 

① 教 育 

卒前教育はＭ２の系統講義等を行っており，

内容は腎不全の病態の理解，腎疾患の自然経過

と治療，近年透析導入患者の第一位疾患として

急増している糖尿病性腎症の病態と臨床研究

についてである。BSLは血液浄化療法部として

は行っていないが，腎臓・内分泌内科での教育

における腎不全治療に関しての内容を分担し

ている。近年、救急部・集中治療部との合同で

臨床研究者育成プログラムに Critical care 

nephrologyコースを推進している。卒後研修教

育では，後期研修の希望者を中心に透析治療の

基本的考え方から，日々行われている持続的血

液濾過療法，血漿交換，DFPP，LCAP，GCAP

などの特殊治療における病態の把握と処方の

決め方を実践的に教え，これらをアフェレシス

療法ポケットマニュアル（第二版）・CRRT ポ

ケットマニュアルの 2部構成にマニュアル化し

た。なお、アフェレシス療法ポケットマニュア

ル（第二版）は日本語の他に英語・中国語に翻

訳され、好評を博している。 

② 診 療 

末期腎不全の透析導入，各科に検査・治療目

的で入院した維持血液透析患者の入院透析，

ICU 急性腎不全症例の持続的血液濾過透析及

び血液透析，神経疾患・自己免疫疾患・肝移植

前後の血漿交換，免疫吸着療法，白血球除去療

法など多彩な血液浄化療法を行っている。国際

的には AKIN（Acute Kidney Injury Network），

ADQI（Acute Dialysis Quality Initiative）に

参加している。 

③ 研 究 

当院の特殊性を生かして，肝移植後に血漿交

換療法を行った症例における予後を決める因

子の解明を移植外科の協力の下に行った．また，

パルスフォトメトリー法を用いた無侵襲ヘモ

グロビンメーターの開発を行い，国際支援に運

用している。更に，ネフローゼ症候群感受性遺

伝子に関与する Genome wide association 

study 及びその機能解析，関連解析が進行して

いる。Fabry病について、これまでのアプロー
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チの見直しを行い、酵素補充療法を「真に必要」

な症例の検出に取り組んでいる。基礎研究では，

急性腎不全の病態解明，急性腎不全モデルを用

いた再生医療の研究，マウス進行性腎障害モデ

ルの樹立等をおこない，ヒト型 L-FABPを中心

とした腎疾患バイオマーカーと病態の分子生

物学的，生理学的研究，疫学研究，更には尿バ

イオマーカーによる国際協力を広く行ってい

る。 

 

出版物等 

 

(1)  Hamasaki Y, Doi K, Maeda-Mamiya R, 

Ogasawara E, Katagiri D, Tanaka T, 

Yamamoto T, Sugaya T, Nangaku M, Noiri E. 

A 5-hydroxytryptamine receptor antagonist, 

sarpogrelate, reduces renal tubulointerstitial 

fibrosis by suppressing PAI-1. Am J Physiol 

Renal Physiol. 2013 Dec;305(12):F1796-803. 

(2)  Katagiri D, Hamasaki Y, Doi K, Okamoto K, 

Negishi K, Nangaku M, Noiri E. Protection 

of glucagon-like peptide-1 in cisplatin-

induced renal injury elucidates gut-kidney 

connection. J Am Soc Nephrol. 2013 Dec; 

24(12):2034-43. 

(3)  Isshiki M, Nishimoto M, Mizuno R, Fujita T. 

FRET-based sensor analysis reveals caveolae 

are spatially distinct Ca2+ stores in endo-

thelial cells. Cell Calcium. 2013 Dec;54(6):

395-403.  

(4)  Kawarazaki W, Fujita T. Aberrant Rac1-

mineralocorticoid receptor pathways in salt-

sensitive hypertension. Clin Exp Pharmacol 

Physiol. 2013 Dec;40(12):929-36. 

(5)  Doi K, Urata M, Katagiri D, Inamori M, 

Murata S, Hisagi M, Ono M, Matsubara T, 

Ishii T, Yahagi N, Nangaku M, Noiri E. 

Plasma neutrophil gelatinase-associated 

lipocalin in acute kidney injury super-

imposed on chronic kidney disease after 

cardiac surgery: a multicenter prospective 

study. Crit Care. 2013 Nov;17(6):R270 

(6)  Inoue T, Nangaku M, Hinoshita F. 

Tuberculous lymphadenitis in a dialysis 

patient diagnosed by 18-fluorodeoxyglucose 

positron emission tomography and IFN-γ 

release assay. Am J Kidney Dis. 2013 Dec;

62(6):1221. 

(7)  Inoue T, Nangaku M, Yamada K. Vitamin A 

treatment for psoriasis vulgaris in a dialysis 

patient. Am J Kidney Dis. 2013 Nov;62(5):

1020-1. 

(8)  Oba S, Mizutani T, Suzuki E, Nishimatsu H, 

Takahashi M, Ogawa Y, Kimura K, Hirata Y, 

Fujita T. A useful method of identifying of 

miRNAs which can down-regulate Zeb-2. 

BMC Res Notes. 2013 Nov 18;6:470.  

(9)  Mimura I, Tanaka T, Nangaku M. Novel 

therapeutic strategy with hypoxia-inducible 

factors via reversible epigenetic regulation 

mechanisms in progressive tubulointerstitial 

fibrosis. Semin Nephrol. 2013 Jul; 33(4):

375-82. 

(10) Mimura I, Kanki Y, Kodama T, Nangaku M. 

Revolution of nephrology research by deep 

sequencing: ChIP-seq and RNA-seq. Kidney 

Int. 2014 Jan;85(1):31-8. 

(11) Nangaku M. Energy policy of the kidney: 

launch of AMPK as a novel therapeutic 

target. Am J Physiol Renal Physiol. 2013 Oct 

1;305(7):F977-8. 

(12) Hanafusa N, Hamasaki Y, Kawarasaki H, 

Kido R, Shibagaki Y, Ishikawa A, Enomoto Y, 

Fujita T, Noiri E, Nangaku M. The effect of 

different apheresis modalities on coagulation 

factor XIII level during antibody removal in 

ABO-blood type incompatible living related 

renal transplantation. Transfus Apher Sci. 

2013 Oct;49(2):254-8. 

(13) Tanaka T, Yamaguchi J, Higashijima Y, 

Nangaku M. Indoxyl sulfate signals for rapid 

mRNA stabilization of Cbp/p300-interacting 



176 東京医学・第 128 巻・平成 26 年 10 月 

transactivator with Glu/Asp-rich carboxy-

terminal domain 2 (CITED2) and suppresses 

the expression of hypoxia-inducible genes in 

experimental CKD and uremia. FASEB J. 

2013 Oct; 27(10):4059-75. 

(14) Higashijima Y, Tanaka T, Nangaku M. 

Structure-based drug design for hypoxia-

inducible factor prolyl-hydroxylase inhibitors 

and its therapeutic potential for the treat-

ment of erythropoiesis-stimulating agent-

resistant anemia: raising expectations for 

exploratory clinical trials. Expert Opin Drug 

Discov. 2013 Aug; 8(8):965-76. 

(15) Wada T, Nangaku M. Novel roles of 

complement in renal diseases and their 

therapeutic consequences. Kidney Int. 2013 

Sep;84(3):441-50. 

(16) Shoji K, Murayama T, Mimura I, Wada T, 

Kume H, Goto A, Ohse T, Tanaka T, Inagi R, 

van der Hoorn FA, Manabe I, Homma Y, 

Fukayama M, Sakurai T, Hasegawa T, 

Aburatani H, Kodama T, Nangaku M. 

Sperm-associated antigen 4, a novel 

hypoxia-inducible factor 1 target, regulates 

cytokinesis, and its expression correlates 

with the prognosis of renal cell carcinoma. 

Am J Pathol. 2013 Jun;182(6):2191-203. 

(17) Hanafusa N, Noiri E, Nangaku M. 

Differences in reduction of coagulation factor 

XIII (F13) between immunoadsorption 

plasmapheresis and double filtration 

plasmapheresis. Ther Apher Dial. 2013 Apr; 

17(2):241-2. 

(18) Tanaka T, Nangaku M. Angiogenesis and 

hypoxia in the kidney. Nat Rev Nephrol. 

2013 Apr;9(4):211-22. 

(19) Chiang CK, Nangaku M, Tanaka T, Iwawaki 

T, Inagi R. Endoplasmic reticulum stress 

signal impairs erythropoietin production: a 

role for ATF4. Am J Physiol Cell Physiol. 

2013 Feb 15;304(4):C342-53. 

(20) Nishi H, Shibagaki Y, Kido R, Tamura S, 

Nangaku M, Sugawara Y, Fujita T. Chronic 

renal outcome after living donor liver 

transplantation. Clin Transplant. 2013 Jan-

Feb;27(1):90-7.  

(21) Horita S, Seki G, Yamada H, Suzuki M, 

Koike K, Fujita T. Roles of renal proximal 

tubule transport in the pathogenesis of 

hypertension. Curr Hypertens Rev. 2013 

May;9(2):148-55.  

(22) Ando K, Ueshima K, Tanaka S, Kosugi S, 

Sato T, Matsuoka H, Nakao K, Fujita T. 

Comparison of the antialbuminuric effects of 

L-/N-type and L-type calcium channel 

blockers in hypertensive patients with 

diabetes and microalbuminuria: the study of 

assessment for kidney function by urinary 

microalbumin in randomized (SAKURA)  

trial. Int J Med Sci. 2013 Jul 30; 10(9):

1209-16. 

(23) Hayashi M, Tojo A, Shimosawa T, Fujita T. 

The role of adrenomedullin in the renal 

NADPH oxidase and (pro)renin in diabetic 

mice. J Diabetes Res. 2013;2013:134395.  

(24) Tanaka K, Hirohama D, Shirota M, Uetake Y, 

Taguchi M, Takano K, Fukumoto S, Fujita T. 

[Case report; a case of Bardet-Biedl 

syndrome with a pituitary tumor and growth 

hormone deficiency]. Nihon Naika Gakkai 

Zasshi. 2013 Mar;102(3):704-7.  

(25) Fujita M, Fujita T. The role of CNS in salt-

sensitive hypertension. Curr Hypertens Rep. 

2013 Aug;15(4):390-4.  

(26) Ogura S, Shimosawa T, Mu S, Sonobe T, 

Kawakami-Mori F, Wang H, Uetake Y, 

Yoshida K, Yatomi Y, Shirai M, Fujita T. 

Oxidative stress augments pulmonary 

hypertension in chronically hypoxic mice 

overexpressing the oxidized LDL receptor. 

Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2013 Jul;

305(2):H155-62. 



 The Tokyo Journal of Medical Sciences. Vol.128, Oct. 2014 177 

(27) Hanamura K, Tojo A, Fujita T. Urinary and 

glomerular podocytes in patients with 

chronic kidney diseases. Clin Exp Nephrol. 

2014 Feb;18(1):95-103.  

(28) Nagase M, Fujita T. Role of Rac1-

mineralocorticoid-receptor signalling in renal 

and cardiac disease. Nat Rev Nephrol. 2013 

Feb;9(2):86-98. 



178 東京医学・第 128 巻・平成 26 年 10 月 

 

代謝・栄養病態学 
 

教授 

門脇孝 

准教授 

植木浩二郎 

講師 

山内敏正 

特任講師 

鈴木亮 

助教 

迫田秀之、藤城緑、飯塚陽子、庄嶋伸浩、岡崎由希子、 

羽田裕亮、泉田欣彦、諏訪内浩紹、高瀬暁 

 

ホームページ http://dm.umin.jp/ 

 

 

沿革と組織の概要 

1998年の内科再編に伴い、当時のナンバー内科

から糖尿病・代謝病学を専門とする医師が集まり、

代謝栄養病態学講座、糖尿病・代謝内科学講座が

設立された。初代教授は木村哲、2 代目教授は藤

田敏郎、そして現教授（初代専任教授）は門脇孝

である。現在の教室員は上記スタッフに加え、医

員・研究員 4、大学院生 23、その他計 66名であ

り、糖尿病・代謝内科として糖尿病を中心とした

代謝疾患全般にわたる診療、教育、研究に携わっ

ている。2011年門脇孝の病院長就任に伴い、同年

より科長を植木浩二郎が担当している。また、統

合的分子代謝疾患科学寄付講座特任准教授 1（原

一雄）、同講座特任助教 1（岩部真人）、システム

疾患生命科学による先端医療技術開発特任准教授

1（窪田直人）、同講座特任助教 1（笹子敬洋）、社

会連携講座脂肪細胞機能制御学特任准教授 1（脇

裕典）、同講座特任助教 1（高本偉碩）、分子創薬・

代謝制御科学寄付講座特任准教授 1（岡崎啓明）、

同講座特任助教 1（岩部美紀）、疾患生命工学セン

ター疾患生命科学部門講師 1（高橋倫子）、健康空

間情報学講座特任助教 1（脇嘉代）、臨床疫学研究

システム学講座特任助教 1（高梨幹生）、東京大学

保健・健康推進本部助教 1（久保田みどり）も診

療、教育、研究に携わっている。病棟は入院棟 A12

階北及び B4階を中心としている。 

 

診療 

糖尿病、脂質異常症、肥満などの代謝疾患を対

象とし、これらの代謝異常に基づく臓器障害（動

脈硬化性疾患、腎障害、神経障害、眼疾患など）

の診療を行っている。病態の背景にある偏った生

活習慣に対し合理的対応を行い、さらに代謝疾患

の分子病態と遺伝要因を明らかにし先進的医療を

推進している。疾患の性質上、外来診療の比重が

大きいが、糖尿病・代謝内科が開設されてからは、

入院患者数も増加している。外来診療は糖尿病・

代謝内科外来を毎日午前・午後、それぞれ 3～13
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ブース行い、外来受診者数は 1日平均約 184人（年

間総数 6,928 人、延数 44,928 人）であった。栄

養指導、外来糖尿病教室、ベストウェイト教室な

ど患者教育にも配慮している。胃・食道外科とも

連携し、当科での入院治療も含めた肥満の内科・

外科的治療にも取り組んでいる。足外来を開設し、

糖尿病療養指導士資格を持つ看護師が中心になっ

て患者のフットケアを担当している。 

入院診療では入院棟 A12 階北を腎臓・内分泌、

循環器各内科と共に固有床を運営し、また、B4

階にも多数の患者が入院している。行事としては

毎週月曜日にチャートラウンド、回診を行って入

院症例の検討を行っている。総合内科管理医 1-2

名、主治医 3名、担当医 3-4名を配置し、さらに

他科からの依頼に対応するコンサルトチーム主治

医 3名、担当医 3-4名を置く体制で、基準病床割

り当ては 28 床である。稼働率は良好で今年度の

年間新入院数は 508人であった。診療方針として

は、患者の全身に眼を向け、病態生理を総合的に

深く理解し、最新の治療の進歩を取り入れた、患

者さんにベストの医療をめざしている。具体的に

は、月曜日から金曜日まで連日開催されている入

院糖尿病教室による患者教育、食事療法や運動療

法の指導、自己血糖測定指導、服薬・インスリン

白己注射の指導、低血糖に対する対処法などきめ

細かな患者指導を行っている。同時に、糖尿病性

昏睡をはじめとする急性の代謝失調に対して迅速

な対応を行っている。また、併発する合併症によ

り循環器、腎臓、感染症、神経内科、眼科などへ

入院する例も多く、これらの診療科との協力によ

り患者の全身に責任を持った体制を構築している。

検査部・薬剤部・栄養管理室と連携を図り、病棟

検査技師、病棟薬剤師、病棟管理栄養士が常時業

務に従事している。更に、他科からの依頼も外科

系を含め病院全体から多く、糖尿病専門医による

往診を毎日行っている。 

教育 

医学部学生に対して他の内科学教室と分担し、

臨床診断学実習、内科系統講義、統合臨床講義、

臨床実習を行っている。臨床診断学実習では診断

の基本的手技から指導し、系統講義では糖尿病な

ど代謝学の基礎的事項を、統合臨床講義では実際

の症例をもとに代謝疾患の講義をしている。臨床

実習において、助教が中心となって、患者に対す

る医療面接や身体所見の取り方など実際の患者と

の接触を通じて実習指導を行っている。クリニカ

ルクラークシップでは診療参加型の臨床実習を行

っている。 

卒後教育では、初期研修医・後期研修医に対し、

総合内科チームおよびコンサルトチームがつき、

チャートラウンド、回診、カンファランスを通じ

て、糖尿病・代謝疾患を中心に患者の全身に目を

配った全人的治療を行えるように内科医としての

基本教育を行うとともに、内科セミナー・グラン

ドカンファランスによる専門教育も行っている。

また研修医が日本内科学会などの地方会で症例報

告を行うよう指導している。 

 

研究 

分子生物学的・分子遺伝学的手法を用いて、糖

尿病・代謝疾患の成因解明と治療法確立に向けた

最先端の研究を行っている。 

 

1) 2型糖尿病やメタボリックシンドロームの発症

の分子機構や遺伝素因の解明 

各臓器でのインスリンやアディポカインの情報

伝達経路とその生理的役割、さらにはインスリン

分泌機構の解明、および 2型糖尿病や肥満による

それらの異常の分子メカニズムを発生工学的手法

を用いてモデル動物を作製し解析している。また、

ヒト患者全ゲノム解析により 2型糖尿病の遺伝素

因解明に取り組んでいる。糖尿病モデル動物や培

養細胞におけるインスリン抵抗性の機序を解析す
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ることによって、糖尿病の病態解明や新規治療法

の確立を試みている。特にアディポネクチンなど

脂肪細胞から分泌されるアディポカインの病態生

理学的役割、あるいは我々が同定したアディポネ

クチン受容体 AdipoRを介する作用機構の解明、

膵β細胞の増殖期機構、食欲調節機構と全身のエ

ネルギー代謝に及ぼす影響、臓器間ネットワーク

と糖代謝・エネルギー代謝調節などについて精力

的に研究を行っており、これらが糖尿病やメタボ

リックシンドロームの新しい治療法の開発につな

がるものと期待している。 

 

2) 動脈硬化症及び脂質代謝 

動脈硬化症の発症・進展に関与する代謝学的な

危険因子の意義について研究している。特に、脂

質の蓄積に関与する遺伝子と肥満、脂肪肝、糖尿

病、脂質異常症、動脈硬化症の病態生理の関連に

ついて、分子生物学や発生工学などの手法を用い

て調べている。 

 

3) 臨床疫学研究 

糖尿病合併症予防のための戦略研究(J-DOIT3)

やメタボリックシンドローム・特定健診に関する

疫学研究(厚生労働省研究班)、臨床的に重要なテ

ーマに関するメタ解析、新規糖尿病治療薬の開発

を目指した臨床研究などを精力的に実施している。 
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沿革と組織の概要 

1998 年 5 月の病院診療科再編成により各内科

講座の血液グループが合併し血液・腫瘍内科の診

療が開始されました。2005年に黒川峰夫が教授に

就任し、現在にいたっています。 

血液・腫瘍内科は多岐にわたる血液疾患の外

来・入院診療を行うとともに、医学部教育、血液・

腫瘍病態学専攻の大学院教育、血液専門医の育成

などの教育活動を行っています。さらに血液・腫

瘍疾患克服のためのさまざまな基礎的・臨床的研

究を行っています。血液・腫瘍内科に所属する教

室員が全員で協力して、これらの広範な活動に取

り組んでいます。血液・腫瘍内科のスタッフの数

は、教授 1、講師 2，特任講師（病院）2、助教 6，

医員・大学院生・約 30 で、他の部・講座に所属

するスタッフや海外留学中の者を含めると、現在

約 50名が教室に在籍しています。 

 

診 療 

血液・腫瘍内科は東大病院の総合内科に参加し

ており、病棟フロアはおもに入院棟Ａの 14 階北

と 5階北で、入院患者数は約 60〜70人です。 

週 3回のモーニングカンファランス、週 1回の

チャートラウンド・回診を通して、科全体で症例

検討を行い、最適な治療方針を決定します。また

主要な疾患ごとのカンファランスを週 1 回行い、

１例ずつ掘り下げた検討を行います。さらに特徴

的あるいは教育的症例を詳細に検討し、疾患に関

する知識を深めるクリニカルカンファランスを月

2 回開催するとともに、移植症例の検討を行う移

植カンファランスを開催しております。さらに、

月 1回、臨床研究の提案・進捗状況の報告を行う

臨床研究カンファランスが開催されています。 

外来では月曜日から金曜日の午前午後に 3ブー

スずつを担当し、平日の平均患者数は 60～65 人

です。初診枠による初診の患者様の診療は、月～

金曜日の午後に行われています。外来診療でも、

個々の症例について上級医を交えた検討を行って

います。平成 16 年に開設された外来化学療法室

を活用し、外来で施行可能な化学療法を施行する

とともに、その運営にも積極的に参加しています。 

血液・腫瘍内科では、白血病、悪性リンパ腫、

多発性骨髄腫などの造血器悪性腫瘍から、骨髄増

殖性腫瘍、さらに造血不全疾患、免疫機序による
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造血障害、出血性疾患など、多岐にわたる血液疾

患の診療を行っています。とくに造血器悪性腫瘍

の診療は大きな柱の１つです。 

血液領域の診断では、分子生物学的手法による

疾患関連遺伝子の同定・定量が、診療に不可欠な

ものとなっています。当院では最新の知見に基づ

き、様々な遺伝子の変異解析を導入し、診断・治

療法の選択に役立てています。また、治療後の経

過観察において微小残存病変を評価するために、

PCR 法を駆使した遺伝子診断を積極的に取り入

れています。 

血液疾患の治療法は多彩であり、抗がん剤によ

る化学療法、造血幹細胞移植、放射線療法、サイ

トカイン療法、免疫抑制療法、輸血療法を動員し

て最適な集学的治療と QOL 重視の全人的医療を

行っています。 

造血幹細胞移植は、無菌治療部などの関連部署

と連携して実施しています。自家造血幹細胞移植

併用大量化学療法や臍帯血移植を含むさまざまな

同種造血幹細胞移植を積極的に施行し、血液疾患

の完全治癒を目指しています。高齢者の移植にお

いても、倫理委員会の承認を得て、60歳以上の高

齢者に対する同種造血幹細胞移植を積極的に行っ

ており、疾患予後の改善を目指しています。また、

自家造血幹細胞移植後の多発性骨髄腫に対する維

持療法の臨床研究も、倫理委員会の承認を得て進

行中です。 

さらに、悪性リンパ腫の的確な診断・治療方針

の決定のために、病理診断・細胞表面形質解析・

染色体検査・CT検査・PETなどの種々の検査結

果を総合して個々の症例に最適な治療方針の決定

に役立てています。治療についても，最新の抗体

医薬を含めた様々な治療法を実施しています。 

 

教 育 

学部学生を対象に系統講義、臨床統合講義、血

液診断学実習とクリニカルクラークシップを行っ

ています。講義では、血液・腫瘍学の基礎的知識

の習得を目的とし、造血細胞の分化機構、造血系

サイトカインとそのシグナル伝達機構、血液細胞

の悪性化の機構、免疫制御機構、止血機構、化学

療法、造血幹細胞移植などを扱い、また重要な疾

患については、病態、診断、治療を深く掘り下げ

て検討します。クリニカルクラークシップでは、

臨床チームの一員として日常診療活動に参加し、

実際の症例を通して全人的医療に必要なさまざま

な要素を身につけることを目標としています。 

大学院生教育では血液学における基礎・臨床研

究を中心として、独立した一流の研究者の育成を

目指し教育を行っています。 

初期研修終了後の後期研修では、後期研修医ま

たは大学院生として、東大病院あるいは関連病院

にて血液・腫瘍内科医としての専門的な臨床研修

を行ないます。さらに、スタッフによる講義や個

別指導を通して、学会発表などの臨床的な学術活

動に取り組む力を養う体制を確立しています。 

 

研 究 

造血器疾患の発症機構、診断および治療に関す

る基礎的・臨床的研究を、分子生物学、細胞生物

学、発生工学、免疫学などの手法を多面的に用い

て行っています。造血細胞の転写制御やシグナル

伝達、造血幹細胞の制御機構などから、ゲノム医

学、再生医学、移植・腫瘍免疫を基盤とした疾患・

治療研究まで幅広く展開し、臨床への応用をめざ

しています。おもな研究テーマには次のようなも

のがあります。 

・造血器腫瘍発症の分子機構 

・白血病原因遺伝子を用いた白血病モデルマウ

スの解析 

・造血器腫瘍におけるゲノム・遺伝子異常 

・造血幹細胞の維持・分化機構 

・白血病幹細胞の生成機構、難治性白血病にお

ける難治化の分子メカニズム 
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・リプログラミング技術を用いた造血器腫瘍細

胞の iPS細胞化 

さらに、これらの基礎研究から得られた知見を

臨床に還元し、さらに広く社会に貢献するため、

良質なトランスレーション・リサーチを推進して

います。 
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 アレルギー・リウマチ学教室の構成員は、現在

のところ教授１名、専任講師２名、外来医長１名、

病棟医長１名、病院職員等健康相談室講師との併

任講師１名、医局長以下助教７名、特任准教授１

名、特任助教２名、医員３名、大学院生１７名、

海外留学者１名である。医局と研究室は東研究棟、

内科研究棟および旧中央診療棟にある。以下、当

教室の教育、研究、診療の現状について述べる。 

 

１．教 育 

 卒前教育では、当教室は他の教室と分担して M

２の診断学を講師が担当し、診断学のテキストそ

の他を用いて症候学・理学的診察法を概説、基本

的診察法の指導を行っている。系統講義はアレル

ギー性疾患、リウマチ性疾患、膠原病について疾

病概念、病態、臨床症状、診断法、治療法を講義

している。臨床統合講義は、入院患者の中で典型

的症例をとりあげ、総論のみならず個々の症例に

ついて全身的な臓器障害を中心に内科学的なアプ

ローチ法を講義している。特に、全身性エリテマ

トーデス、関節リウマチ、血管炎などを取り上げ、

整形外科など他領域の教員の参加を得て横断的な

講義を行っている。ベッドサイド教育には特に力

を入れており、さらに非常勤講師の協力を得て、

症例について学ばせるとともに、クルズスを通じ

て知識の横断的な把握につとめ、また患者との接

し方について指導をしている。 

 卒後教育では、研修医を受け入れて、臨床医と

してのトレーニングを行っている。当院内科の入

院診療は総合内科体制により行われている。総合

内科体制ではコンサルテーションが重要である。

当科は総合内科チームにスタッフを配置するとと

もに、助教・医員・大学院生からなるコンサルト

チームを組織して総合チームをサポートしている。

コンサルトチーム配属の２年目研修医には三人の

指導医が直接つき指導を行っている。現在１３北

病棟は呼吸器内科・心療内科との混合ベッドであ

る。１３北病棟配属の１年目研修医には、当科ス

タッフが内科全般から当科の専門であるアレルギ

ー、リウマチ、膠原病の診断、治療について直接
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指導を行うとともに、カンファ、チャートラウン

ド、回診などの検討を通じて研修医の臨床力の向

上に努めている。また、様々な疾患を経験し、学

会報告の経験ができるように配慮している。３年

目に他施設での研修を希望する研修医には、関連

病院の斡旋をしている。 

 

２．研 究 

 当教室には５つの研究室があり、アレルギー疾

患、リウマチ・膠原病、呼吸器疾患の臨床的なら

びに基礎的研究を行っている。近年は、遺伝子工

学的手法を取り入れた先端的研究がかなり多くの

研究テーマで行われている。また医科学研究所、

理化学研究所など国内留学や海外留学も盛んであ

る。以下に主な研究テーマを列挙する。 

 

 １）自己抗原に対するトレランスとその破綻の

メカニズムの解析 

 ２）新しい制御性 T細胞の研究 

 ３）T細胞レセプターの分子生物学的解析 

 ４）関節リウマチをはじめとする自己免疫疾患

の原因遺伝子に関する研究 

 ５）T 細胞レセプター遺伝子移入による抗原特

異的免疫抑制法の開発 

 ６）特異的減感作療法、経口トレランスに関す

る研究 

 ７）自己免疫性疾患における細胞内シグナル伝

達の研究 

 ８）気管支喘息モデル動物の開発と治療への応

用 

 ９）IgE を介した肥満細胞脱顆粒におけるシグ

ナル伝達 

１０）IgE産生の制御メカニズムの研究 

１１）気管支喘息におけるサイトカイン、ケモカ

イン、HGF の関与とその制御 

１２）膠原病の間質性肺病変に関する研究 

１３）薬物アレルギーの機序 

３．診 療 

 新外来棟での専門別外来については、当科より

アレルギー・リウマチ内科外来、総合内科外来に

スタッフが参加している。 

 現在、病床数は２５～３０である。研修医、指

導医が入院患者の診療を担当している。毎週月曜

日の午後にチャートラウンド、火曜日の午後に回

診が行われている。また、教室全体のクリニカル

カンファランス、専門グループ（リウマチ膠原病

グループ、呼吸器グループ、腎グループなど）に

よるカンファランスにより診療方針を決定するな

ど、万全を期している。入院患者で多い疾患は、

全身性エリテマトーデス、強皮症、多発性筋炎、

関節リウマチ等の膠原病・リウマチ性疾患、閉塞

性肺疾患、気管支喘息などのアレルギー呼吸器疾

患である。生物学的製剤を用いた関節リウマチ治

療も積極的に行っている。 
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沿革と組織の概要 

生体防御感染症学（感染症内科）は診療科再編

に伴い 1998年に発足した。その構成員は、教授 1

（現在空席）、准教授 1、助教１（他に特任助教１）

である。感染制御学と密接な関係にあり、感染制

御部教員（森屋恭爾教授、奥川周講師、貫井陽子

助教、龍野桂太助教、池田麻穂子助教）も当科の

診療、教育の一部を分担している。これら常勤職

員に加え、非常勤医員若干名、大学院生１名、が

在籍している。また内科研修終了直後の若手医師

数名が、関連病院に出張中である。外来は、内科

の感染症（ウイルス肝炎を含む）を担当し、他の

内科診療科とともに、総合内科外来を分担してい

る、病院各科からの感染症に関する問合せも多い。

研究室は、第一研究棟、内科研究棟および旧中央

診療棟にある。 

 

診療 

外来診療部門では、月曜日から金曜日まで毎日

午前に感染症専門外来を行っている。また曜日に

よっては、午後にも感染症内科専門外来を行なっ

ている。また他の内科診療科とともに総合内科外

来を分担している。入院診療部門では、7～10 床

を運営している。この他に他科からのコンサルテ

ーションが多数あり、併診患者が多い。東京大学

医学部附属病院は、エイズ拠点病院になっており、

わが国におけるエイズ診療において重責を担って

いる。 

感染症内科入院症例は、HIV感染症、ウイルス

性慢性肝炎、結核症などの慢性感染症から、肺炎

などの急性感染症まできわめて多岐にわたってい

る。不明熱を呈した患者の多くが当科に入院する

ため、悪性リンパ腫などの血液疾患、膠原病など

の症例もしばしば経験している。 

行事としては、毎週火曜日の午前中に、感染症

内科専門カンファランスを実施し、引き続いて科

長回診を行っている。この専門カンファランスは、

研修医、病棟指導医、多数の医局スタッフの参加

により行われており、幅広く意見が交換されてい

る。本専門カンファランスでは、教員はもちろん

のこと若手医局員、研修医まで科学的な見地から、

和気あいあいとした雰囲気の中で、自由闊達に討

論がなされている。また各研修医には、原則的に

受持ち症例に関連した感染症のテーマを簡潔にま

とめて院内のカンファランスで発表してもらって

おり、教育的な視点に配慮している。診療の基本

的方針として、1人 1人の患者について、疾患に

関する病態生理の理解を行い、それに関連する事

柄については、最新の基礎的および臨床的知見を

取り入れると同時に、診断効率、医療の費用効果

や患者の利益を最大限配慮し、検査および治療の

具体的適用について徹底的に検討を加え、現時点
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において最良と考えられる医療を目指している。 

また感染症は多くの臓器に関係し、かつ内科、

外科を問わず、すべての科にまたがった分野であ

ることから、他の多くの診療科から感染症の診療、

治療に関する問い合わせが多く、他の診療科のコ

ンサルテーションにも積極的に応じている。コン

サルテーションの件数は着実に増加しており、現

在は月間約 100例の相談があり、他の診療科と共

に継続して診療にあたっている。 

 

教育 

卒前教育では、M2 の内科系統講義の感染症を

担当し、他の内科系教室と分担してM2の臨床診

断学を担当している。M3、M4の教育では、BSL、

クリニカル・クラークシップおよび臨床統合講義

を分担している。BSLは、入院症例を中心とした

臨床の基本的トレーニングに加え、セミナーや専

門カンファランスヘの参加によって、臨床の実態

を体験させると同時に、科学的に病態を把握する

ための基本的考え方の習得を重視した教育を行っ

ている。クリニカル・クラークシップでは、学生

に診療チームの一員として参加してもらい、実際

の診療を経験してもらっている。実習期間中は受

け持った症例に関連したテーマをまとめて発表す

る機会を設けている。また、クリニカル・クラー

クシップ中には、虎の門病院および聖路加国際病

院感染症科での実習に参加してもらい掘り下げた

学習を経験していただいている。 

卒後教育としては、1年目および 2年目の研修

医を 2-3ケ月ごとに数名ずつ受け入れ、受持症例

を通した助手、医員による直接指導を行っている。

クルズスを多く設けて、感染症分野はもちろんの

こと、カルテの書き方をはじめとする内科医とし

ての基本的な考え方と技術の修得が可能になるよ

うに配慮している。また各研修医に主として受持

ち症例に関連した感染症のテーマを与え、それに

関連した最新の論文を最低数個以上読んで簡潔に

まとめてもらい、感染症内科カンファランスで発

表してもらっている。さらに各研修医ができるだ

け多く学会等で発表等において症例報告ができる

ように奨励･指導している。これらの指導の結果、

感染症内科をはじめとする指導方針は、研修医を

はじめとして、内科の中でも高い評価を得ている。 

 

研究 

HIV感染症やＣ型肝炎ウイルス、B型肝炎ウイ

ルス等の肝炎ウイルス感染症、日和見感染症、宿

主の免疫反応を主な研究対象とし、病原微生物に

対する生体防御機構の解析などを中心に研究を行

っている。それらの成果を踏まえ、ウイルス感染

症に対する新たな予防・治療・発症抑制法の開発

も行っている。 

1) ウイルス肝炎の治療・予防に関する研究 

2) HIV感染症の臨床的研究 

3) Ｃ型肝炎ウイルスによる発癌機構及びその抑

制に関する研究 

4) Ｃ型肝炎ウイルスによる肝外病変発生機構と

その抑制に関する研究 

5) Ｂ型肝炎ウイルスによる肝発がん機構とその

抑制に関する研究 

6) Ｂ型肝炎ウイルスの遺伝子変異と病態との関

連についての解析 

7) インフルエンザ感染症の病態解析 

8) 細菌による血球細胞の活性化機序の解析 

9) 病原体感染時の自然免疫応答機構の解析 

10) 多剤耐性菌出現機構 

11) HIV・HBV重複感染症及びHIV・HCV重複

感染症に関する研究 
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沿革と組織の概要 

東京大学大学院医学系研究科内科学専攻生体

防御腫瘍内科学講座ストレス防御・心身医学は、

病院では内科の一部門の心療内科として診療に当

たっている。平成 25 年度末現在のメンバーは、

准教授 1、非常勤講師 5、助教 2、医員 2、届出診

療医 5、大学院生 6、客員研究員 2 である。 

平成 13 年 10 月の新病棟オープンに合わせて、

全ての診療活動を本郷で行うようになり、平成 14

年 3 月末の分院からの引越し終了によって、医局、

研究室なども病院地区に移転となった。平成 25

年度末現在、外来は 2 階に、病棟の固有床が入院

棟 A13 階北に、医局および研究室は入院棟 B11

階にある。 

 

診 療 

近年、心身症、摂食障害などの、内科系外来を

訪れるストレス関連疾患の増大に伴い、心療内科

へのニーズは高まっており、外来は常に予約待ち

の状況である。 

特に外来初診においては、患者一人に最低でも

1 時間程度の時間をかけて診断・治療を実施した

いと考えているため、新患外来は最大で 1 日 2～3

人で、基本的に紹介予約制としている。また、一

般初診枠に加え、摂食障害初診枠を設け、それぞ

れ地域医療連携枠としても対応している他、平成

17 年度より院内医師紹介枠も設けている。 

平成 25 年度の外来初診患者は 108 名 延べ数

は 2625 名、入院患者は延べ 1425 名であった。特

に、当科では, 社会的なニーズは高いものの治療

施設が少ない摂食障害の診療に力をいれている。

初診患者の 4 割、入院にいたっては 8 割近くが摂

食障害患者であり、本邦における摂食障害治療の

拠点となることを目指している。 

また、それ以外にも、血液内科無菌病棟（骨髄

移植治療）とのリエゾン活動を行い、入院患者全

般へのコンサルテーション活動は別途予約枠を設

けて対応している。さらには、緩和ケアチームへ

の参加や、糖尿病代謝内科における肥満症治療へ

の参加など、他科とのチーム医療を積極的に行っ

ている。 

 

教 育 

卒前教育においては、M2 の内科系統講義、症

候学、M3 のクリニカルクラークシップとアドバ

ンスドクリニカルクラークシップ、M4 の臨床統

合講義を実施している。 

臨床講義では、全 6 回で、心身医学の方法論、
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心身医学的治療法（行動療法・薬物療法）、糖尿病

と行動変容、循環器系・呼吸器系・消化器系・筋

骨格系心身症の各論、摂食調節の異常と治療につ

いて講義した。 

臨床統合講義では、サイコオンコロジー（M3）

と、特にプライマリケアの現場で遭遇する可能性

が高く、内科的身体合併症がみられることが多い

摂食障害について（M4）、実際の患者ケースを交

えながら講義した。 

ベッドサイドでは、まず心療内科的面接法につ

いての模擬面接、患者さんの協力を得ての実地研

修を行い、さらには回診前のプレミーティングや

クルズスで摂食障害を中心にした各種病態の理解

を深め、そして、心理テスト、自律訓練法、箱庭

療法などは自分を題材にして体験学習するととも

に、臨床倫理的思考を身につけるためのケース学

習を行うなど、医師としての治療的自我の育成を

目指した。 

 

研 究 

現在の研究状況としては、自律神経機能の非侵

襲的評価法、ヒトの時系列生体情報の測定を行う

Ecological Momentary Assessment（EMA）など

の方法論の発達によって、様々なストレス関連疾

患の発症や維持における身体・心理・行動面の相

互関係を明らかにするためのより基礎的研究を積

極的に進めつつある。また、研究対象を従来の心

身症、生活習慣病、摂食障害などから、さらに癌

患者の疼痛コントロールなどにも広げてきている。

また、EMA の方法論によって得られた時系列デ

ータを扱うために、従来医学分野では用いられる

ことが少なかった洗練された解析手法を用いて行

っている。 

現在、当教室で取り組んでいる研究を、その方

法論別にまとめておく。 

EMA を中心にした行動科学的手法：緊張型頭

痛を対象とした EMA による病態評価。摂食障害

を対象とした再摂食期の自律神経活動、日常生活

下における食行動・排出行為と体動パターンの

EMA による検討。糖尿病患者を対象とした EMA

を利用した治療介入。緩和ケアを受けている患者

を対象とした日常生活下における癌性疼痛による

活動量への影響・心理社会的因子との関連の検討。 

神経内分泌・神経免疫学的手法：神経性食欲不

振症患者における再摂食期のエネルギー代謝の多

面的評価、治療前後での各種摂食関連物質の変動

の検討、骨代謝と関連マーカーの検討、治療効果

を評価可能なバイオマーカーの探索。 

サイコオンコロジー：癌患者における抑うつ症

状の評価のための新しい質問紙の開発についての

共同研究。 
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沿革と組織の概要 

1949年（昭和 24年）に院内措置として発足した

輸血部は、1966年（昭和 41年）に予算措置がな

され、正式に認可された。1984 年（昭和 59年）

に遠山博先生が初代教授に就任され、その後、

1997 年（平成 9 年）に、東京大学医学部の大学

院大学発足に際して、内科学専攻輸血医学講座と

なった。遠山博元教授の「輸血医学」出版（現在

は第 3版）に引き続き、大河内一雄先生による輸

血後肝炎の原因としての B型肝炎ウィルス（HBs

抗原）の発見、十字猛夫元教授による移植片対宿

主病（Graft-versus Host Disease, GVHD）の発

症機序の解明、また柴田洋一元教授による血小板

抗原・抗体検査法の開発と新しい血小板型の発見

など、輸血医学の分野への貢献は非常に大きい。

現在の輸血部の構成は次のとおりである。医師 6 

名（内常勤 4 名、非常勤 2 名）、臨床検査技師 10

名、看護師 2-3 名（材料部と兼任）、事務員 1 名

（医事課）である。 

 

診療 

輸血部の主な業務は輸血用血液の管理、検査及び

供給である。当院では、全ての輸血用血液は輸血

部で管理されており、適正かつ安全な輸血療法の

実施について院内での指導も行っている。輸血関

連検査、移植関連検査、感染症検査を実施し、輸

血副作用が認められた場合の対応（検体保管・関

連検査）も行っている。また、これまでも自己血

輸血を積極的に実施してきたが、髙橋孝喜前教授

により 2006 年 1 月より全国に先駆けて自己血

外来を設置し、自己血輸血の普及に努めている。

自己血外来では、患者の診察を行い、採血スケジ

ュールを決定し、同意書を作成して採血を実施し

ている。採血した自己血の管理・供給も従来通り

適切に行っている。また、当院で盛んに実施して

いる自己血輸血に関して、自己血の保存方法の改

良のための研究や自己血に伴う副作用などを防止

するための保存前白血球除去について、特にサイ

トカイン･ケモカインや活性脂質に注目して研究

を進めている。さらに、癌患者の免疫療法、末梢

血幹細胞の採取・保存も関連診療科と連繋しなが

ら積極的に行っている。 

I. 輸血用血液（血液製剤）の管理供給 

II. 輸血関連検査 

1) 血液型検査、交差適合試験、不規則抗体同定検

査； 

2) 赤血球抗体、白血球抗体（HLA 抗体、顆粒球

抗体）及び血小板抗体； 
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3) 感染症検査（A 型肝炎、B 型肝炎、C 型肝炎、

エイズウィルス、ATLAなど） 

4) 造血幹細胞移植及び臓器移植のためのHLA検

査（血清学及び DNA タイピング）； 

III. 臨床 

1) 自己血採血・保存・管理・供給； 

2) 末梢血幹細胞の採取及び保存； 

3) 癌の抗血管新生療法；  

 

教育 

医学部学生（6 年生）に対して輸血医学の実習を

行っている。学生は 1グループ 6名、18グループ

に分かれて、5 日間の実習を受ける。実習内容は

以下のとおりである。 

1) 輸血部を見学し、当院の輸血用血液（血液製剤）

の管理・検査・供給システムを理解する。 

2) 輸血および移植（造血幹細胞および臓器）にお

ける血液型（赤血球型、白血球型、血小板型）

の重要性について学ぶ。 

3) 血液型検査及び適合検査の実施方法について

学ぶ。 

4) 輸血における不規則抗体の重要性及びその同

定検査を学ぶ。 

5) 輸血副作用の発症機序、予防及び治療方法につ

いて学ぶ。 

6) 輸血感染症防止対策としてのNAT検査および

遡及調査について学習する。 

7) 輸血関連同意書の取得方法について、ロール・

プレーイング形式で学習する。 

8) 自己血輸血の適応及び実施方法について学ぶ。 

9) 末梢血幹細胞の採取・保存方法及び適応につい

て学ぶ。 

10) 癌免疫療法について学ぶ。 

11) 輸血に関する法律、血液製剤の使用指針の改

定、輸血療法の実施に関する指針改訂など、近

年の輸血分野での重要な出来事を把握する。 

12) 日本赤十字社血液センターを見学し、日本の

献血制度、輸血用血液（血液製剤）の種類及び

適応について学ぶ。 

 

研究 

当輸血部では、輸血の際に重要な血液型（赤血球

型、白血球型、血小板型）の研究を初め、輸血副

作用、移植免疫、免疫療法、造血幹細胞などにつ

いて研究を行っている。血液型に関しては、血清

学的及び遺伝子学的な研究を行っている。造血幹

細胞移植や臓器移植の際に重要な HLA（白血球

型）検査は、十字猛夫元教授によって国内で積極

的に実施されるようになり、現在でも DNA タイ

ピングが導入されるなど、研究が進められている。

また血小板型の検査法として本邦で広く利用され

ているmixed-passive hemagglutination（MPHA）

法は、柴田洋一元教授によって開発され、その研

究は血小板型に限らず、顆粒球型、内皮細胞型の

検査法としても検討が行われている。また、移植

免疫を初め、癌の免疫療法など、免疫学的な研究

も実施している。移植に関連しては、造血幹細胞

の増殖・分化に関する研究も行っている。最近で

は、医療材料の開発に関する研究も開始している。

主な研究テーマは下記のとおりである。 

1. 血小板抗原・抗体検査とその臨床的意義に関す

る研究； 

2. 血小板減少性紫斑病（輸血後、新生児）の診断、

予防、治療に関する研究； 

3. 自己血の保存方法、臨床応用に関する研究； 

4. 自己血の保存前白血球除去と輸血副作用に関

する研究； 

5. 新たな血小板クロスマッチ法の開発に関する

研究； 

6. 血小板型及び白血球型（HLA 及び顆粒球型）

のDNAタイピング； 

7. 新たな血小板機能評価システムの開発に関す

る研究； 

8. 腫瘍血管新生を標的とした新たな癌治療の開
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発に関する研究； 

9. 造血幹細胞の増殖・分化に関する研究； 

10. 輸血関連急性肺障害、輸血関連循環負荷に関

する研究； 

11. 医療材料の開発に関する研究。 

 

出版物等 

 

1. Shimizu M, Nakajima F, Okazaki H, 

Satake M, Tadokoro K: Two novel null 

HLA-A alleles with identical exon 4 non-

sense mutations: HLA-A*24:183N and A*

02:356N. Tissue Antigens 82:136-137, 2013 

2. Nogawa M, Naito Y, Chatani M, Onodera H, 

Shiba M, Okazaki H, Matsuzaki K, Satake 

M, Nakajima K, Tadokoro K: Parallel 

comparison of apheresis-collected platelet 

concentrates stored in four different ad-

ditive solutions. Vox Sang 105:305-12 2013 

3. Yoshizato T, Watanabe-Okochi N, Nannya Y, 

Ichikawa M, Takahashi T, Sato T, Masuda 

A, Yatomi Y, Tsuno NH, Kurokawa M, 

Takahashi K. Prediction model for CD34 

positive cell yield in peripheral blood stem 

cell collection on the fourth day after 

G-CSF administration in healthy donors. 

Int J Hematol. 2013; 98(1):56-65.  

4. Matsuhashi M, Tsuno NH, Ikeda T, 

Mishima Y, Watanabe-Okochi N, Santoso S, 

Tozuka M, Takahashi K. The frequencies of 

SLC44A2 alleles among the Japanese 

population. Tissue Antigens. 2013; 81(4):

227-8.  

5. Tsuno NH, Nagura Y, Kawabata M, 

Matsuhashi M, Sone S, Ikeda T, Okochi N, 

Takahashi K. The current status of 

autologous blood transfusion in Japan--the 

importance of pre-deposit autologous blood 

donation program and the needs to achieve 

patient blood management. Transfus Apher 

Sci. 2013; 49(3):673-80. 

6. Nagura Y, Tsuno NH, Tanaka M, 

Matsuhashi M, Takahashi K. The effect of 

pre-storage whole-blood leukocyte re-

duction on cytokines/chemokines levels in 

autologous CPDA-1 whole blood. Transfus 

Apher Sci. 2013; 49(2):223-30.  

7. Nagura Y, Tsuno NH, Ohkawa R, Nojiri T, 

Tokuhara Y, Matsuhashi M, Yatomi Y, 

Takahashi K. Inhibition of lysophosphatidic 

acid increase by prestorage whole blood 

leukoreduction in autologous CPDA-1 

whole blood. Transfusion. 2013; 53(12):

3139-48.  

8. Murono K, Kawai K, Kazama S, Tsuno NH, 

Sunami E, Kitayama J, Watanabe T. 

Colorectal cancer with multiple meta-

chronous metastasis achieving complete 

remission 14 years after surgical resection: 

report of a case. Int Surg. 2013; 98(1):49-54.  

9. Hiyoshi M, Kitayama J, Kazama S, 

Taketomi Y, Murakami M, Tsuno NH, 

Hongo K, Kaneko M, Sunami E, Watanabe 

T. The expression of phospholipase A2 

group X is inversely associated with 

metastasis in colorectal cancer. Oncol Lett. 

2013; 5(2):533-538.  

10. Murono K, Kitayama J, Tsuno NH, Nozawa 

H, Kawai K, Sunami E, Akahane M, 

Watanabe T. Hepatic steatosis is associated 

with lower incidence of liver metastasis 

from colorectal cancer. Int J Colorectal Dis. 

2013; 28(8):1065-72.  

11. Tanaka M, Tsuno NH, Fujii T, Todo T, Saito 

N, Takahashi K. Human umbilical vein 

endothelial cell vaccine therapy in patients 

with recurrent glioblastoma. Cancer Sci. 

2013; 104(2):200-5.  

12. Kawai K, Kitayama J, Tsuno NH, Sunami 

E, Watanabe T. Thrombocytosis before 

pre-operative chemoradiotherapy predicts 

poor response and shorter local recurrence-

free survival in rectal cancer. Int J 

Colorectal Dis. 2013; 28(4):527-35.  



 The Tokyo Journal of Medical Sciences. Vol.128, Oct. 2014 203 

13. Hongo K, Tsuno NH, Kawai K, Sasaki K, 

Kaneko M, Hiyoshi M, Murono K, Tada N, 

Nirei T, Sunami E, Takahashi K, Nagawa 

H, Kitayama J, Watanabe T. Hypoxia 

enhances colon cancer migration and 

invasion through promotion of epithelial-

mesenchymal transition. J Surg Res. 2013; 

182(1):75-84.  

14. Hojo H, Ohba S, Taniguchi K, Shirai M, 

Yano F, Saito T, Ikeda T, Nakajima K, 

Komiyama Y, Nakagata N, Suzuki K, 

Mishina Y, Yamada M, Konno T, Takato T, 

Kawaguchi H, Kambara H, Chung UI. 

Hedgehog-Gli activators direct osteo-

chondrogenic function of bone morpho-

genetic protein toward osteogenesis in the 

perichondrium. J Biol Chem. 2013 Apr 5;

288(14):9924-32.  

15. Kan A, Ikeda T, Fukai A, Nakagawa T, 

Nakamura K, Chung UI, Kawaguchi H, 

Tabin CJ. SOX11 contributes to the 

regulation of GDF5 in joint maintenance. 

BMC Dev Biol. 2013; 13:4. doi: 10.1186/

1471-213X-13-4.  

16. Yano F, Hojo H, Ohba S, Fukai A, Hosaka Y, 

Ikeda T, Saito T, Hirata M, Chikuda H, 

Takato T, Kawaguchi H, Chung UI. A novel 

disease-modifying osteoarthritis drug 

candidate targeting Runx1. Ann Rheum 

Dis. 2013; 72(5):748-53.  

17. Ichikawa M, Yoshimi A, Nakagawa M, 

Nishimoto N, Watanabe-Okochi N, 

Kurokawa M. A role for RUNX1 in 

hematopoiesis and myeloid leukemia. Int J 

Hematol. 2013; 97(6):726-34.  

18. Watanabe-Okochi N, Yoshimi A, Sato T, 

Ikeda T, Kumano K, Taoka K, Satoh Y, 

Shinohara A, Tsuruta T, Masuda A, Yokota 

H, Yatomi Y, Takahashi K, Kitaura J, 

Kitamura T, Kurokawa M. The shortest 

isoform of C/EBPβ, liver inhibitory protein 

(LIP), collaborates with Evi1 to induce 

AML in a mouse BMT model. Blood. 2013; 

121(20):4142-55.  

 



204 東京医学・第 128 巻・平成 26 年 10 月 

 

生殖内分泌学・生殖腫瘍学・周産期医学・

分子細胞生殖医学 
 

 

 

はじめに 

産科婦人科学講座は生殖・発達・加齢医学専

攻に属し、生殖内分泌学、生殖腫瘍学、周産期医

学および分子細胞生殖医学の 4つの専攻分野に分

かれている。前三者は各々産科婦人科学の主要 3

臨床部門である生殖内分泌医学、腫瘍医学、周産

期医学に対応し、分子細胞生殖医学は主として基

礎的領域を取り扱う専攻分野として設置された。

また、附属病院の診療科としては、女性診療科・

産科、女性外科を担当しており、また診療部とし

ての周産母子診療部（平成 23 年 4 月より総合周

産期母子医療センター）を運営している。現在の

構成員は、教授：藤井知行（周産期医学、女性診

療科・産科科長、総合周産期母子医療センター

長）、大須賀穣（生殖内分泌医学、女性外科科長）、

准教授：山下隆博、川名敬、講師：織田克利、平

池修、甲賀かをり、永松健、平田哲也、特任講

師：有本貴英、助教 19 名、医員 5 名、後期研修

医 12名、大学院生 38名、留学者 4名、出張者約

100 名である（平成 26 年 3 月現在）。外来は外

来診療棟 1階、病棟はＡ病棟 3階南・北、周産母

子診療部は中央診療棟 2の 3階、医局および研究

室は南研究棟 3階及び旧中央診療棟 6階に位置す

る。以下に当教室の教育、研究、診療の現状につ

いて述べる。 

 

教 育 

卒前教育では、系統講義（M2）、臨床講義（M3、

M4）、ベッドサイド教育（M3、M4）を担当して

いる。講義では、産科学・婦人科学の学問的基礎

から臨床の最前線まで取り上げている。ベッドサ

イド教育では、M3は都内の連携病院で 2週間過

ごし、非常勤講師の指導の下、分娩や手術、外来

等臨床の現場に直接触れる機会を設けている。ま

た M4 では、医学部附属病院にて病棟臨床実習、

外来実習を行い、産婦人科を理論的に学び、また

先端的医療に触れる機会としている。 

卒後教育においては、新臨床研修制度に対応し

た教育システムを構築した。スーパーローテート

では初期研修の 2 年目に産婦人科を研修するが、

周産期（妊娠・分娩管理）、生殖（不妊・内視鏡手

術・内分泌）、腫瘍（悪性腫瘍）に分かれて、上級

医の指導の下実地臨床の研修を行っている。 

選択科目で産婦人科を長期に研修する場合は、

周産期・生殖・腫瘍勤務をすべて回り、帝王切開

の執刀等より高度な医療を実践する機会を設け、

また症例報告の学会発表も指導している。 

平成 21 年度から始まった産婦人科重点コース

では 1年目から産婦人科に回り、帝王切開や内視

鏡手術の執刀、NICU研修、地域病院産婦人科研

修等実地臨床の実践の機会をふんだんに設け、ま

た学会発表も指導している。 

専門研修においては、全員が産婦人科専門医に

なれるよう、医学部附属病院と連携病院で有機的

に連携し、臨床経験が積めるようプログラムを組

んでいる。 

また、臨床を行っていく中で研究に興味を持つ

者に対しては大学院コースを用意している。なお、

大学院教育では、研究的視点を持った臨床医を育

成すること、臨床的視点を持った研究指導者を育
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成することを目標としている。そのため対象は基

本的臨床研修が終了した者のみとしている。教室

内外の研究室で、産婦人科臨床と関連のある研究

プロジェクトに従事し、成果を臨床に還元すべく

努力している。 

 

研 究 

当教室では以下のような研究グループを形成

し、臨床的・基礎的研究活動を行っている。最近

の主な業績は後に示すが、臨床教室として極めて

高い研究 activityを持っている。その理由は全教

室員にチューター的な研究指導教官を割り当て、

責任を持って研究面の指導を行っているためであ

る。 

① 生殖内分泌領域 

② 周産期領域 

③ 悪性腫瘍・感染症領域 

④ 女性のプライマリケア領域 

 

診 療 

病院の診療体制は、女性診療科・産科と女性

外科で行っている。 

(1) 外来診療 

月曜日から金曜日まで一般外来の他、妊婦外来、

不妊外来、腫瘍外来、習慣流産外来、遺伝外来、

内分泌外来、子宮内膜症外来、超音波外来等の専

門外来を開設している。年間外来患者数は、女性

診療科・産科が延べ 35000 名超（うち新来患者

2500 名超）、女性外科が延べ約 9000 名（うち新

来患者約 500 名）である。診療は、専門医約 30

名、医員/専門研修医約 20名が当たっている。 

(2) 入院診療 

現在、実病床数は 74床で、このうち 43床を主

として婦人科疾患患者（女性外科）、31 床を妊婦

及び褥婦（女性診療科・産科）に充てている。 

分娩数はこの 5年間はほぼ横ばいであり、平成

25年は 847 件となっている。平成 23年度より総

合周産期母子医療センターに指定され、都中央ブ

ロックを中心に母体搬送を多数受け入れている。

当院は医師数、特に専門医数が非常に多いこと、

手術室・ICU・NICU・輸血部等のバックアップ

体制がしっかりしていることから分娩の安全性が

非常に高いのが特徴である。 

また、腹腔鏡手術は週 10 件程度コンスタント

に行い、体外受精・胚移植は年間約 100 件行って

いる。凍結融解胚移植も年間約230件行っており、

これらの治療により年間約 60人の児が出生した。 

悪性腫瘍に対しては、子宮頸癌、子宮体癌、卵

巣癌、子宮肉腫、外陰癌、腟癌、絨毛性疾患に対

し、手術療法、化学療法、放射線療法を組み合わ

せて集学的に治療している。患者数はこの 5年間

一貫して増加し、平成 25年は約 430人に対し治

療を行った。 

手術日は月・火・木・金曜日である。毎週水曜

日には総回診が行われ、教授・准教授を中心に症

例の方針について検討している。小児科・小児外

科との合同の周産期ミーティング、放射線科との

合同ミーティング、病理部との CPC が毎月開か

れ、診療の連携に努めている。 

 

おわりに 

産科婦人科領域を取り巻く状況は、社会情勢の

変化に伴って大きく変貌しつつある。不妊症治療

においては、体外受精・胚移植法、顕微授精、凍

結融解胚移植が中核的治療法として確立したとい

えるが、成功率の向上と、一方で多胎妊娠の減少

などの課題を克服していく必要がある。外科的手

術を低侵襲化する手段としての内視鏡下手術は、

普及の一途をたどっているといえ、需要もさらに

多くなってきているが、一方で安全性の追求及び

教育システムの確立などが今後の課題となってい

る。少産社会では周産期領域のより一層の充実が

不可欠である。高齢化社会における婦人の健康管

理に婦人科医の果たす役割は増大していく。この
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ような様々な要請に応えるべく、柔軟な体制で一

層の努力を継続して行きたいと考えている。 
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沿革と組織の概要 

東京大学医学部小児科学教室は本年で設立 122

年目を迎え、わが国で最も長い小児科学教室の歴

史を有する。江戸時代のわが国ではすでに各地に

小児科医が活動していたが、明治 21 年に弘田長

（ひろたつかさ）先生が本学（前身の帝国大学医

学部）にわが国初の小児科学教室を設立し、その

初代教授に就任された。以来当教室は指導的な小

児科医を多数輩出し、わが国の小児科臨床、小児

保健、小児医学研究、小児医学教育のすべての面

において多大の貢献を果たしてきた。 

現在の小児科学教室のスタッフは教授１、准教

授３、講師５、助教１５、特任助教３、特任臨床

医２、病院診療医２、後期研修医１４、大学院生

１８から構成される。近年 10 名／年以上の新た

な小児科医が後期（専門）研修医として当科に加

わっているが、平成 2５年度には１０名の後期（専

門）研修医が入局した。 

 

診 療 

新外来棟 2階南に小児科外来と小児外科外来が

あり、現在両科は小児心理部門と一緒に外来診療

を行っている。午前中は一般外来と専門外来、午

後は専門外来が主体の外来である。平均外来患者

数は 1日に約 70名、救急外来の平均患者数は 10

～15名である。小児科外来は助教以上のすべての

常勤小児科医が担当する。さらに、院外から数名

の届け出診療医が主に月数回専門外来を担当して

いる。 

小児病棟は 2008年 7月より増床され小児用病

床は 100床となり、小児総合医療施設と名乗るこ

とが可能となった。入院 A棟の 2階北と南に小児

用の一般床が、2階南に Pediatric Intensive Care 

Unit（PICU）が 6 床、3 階南には Neonatal 

Intensive Care Unit（NICU）が 9床、Growing 

Care Unit（GCU）が 15床存在する。 

PICU は国立大学病院としてはわが国初の治療

ユニットである。PICU には小児の重症患者が入

院するが、その半数以上が心臓外科の先天性心疾
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患の術後患者である。 

小児科への新規の入院患者数は年間約800名で、

先天性心疾患患者と血液・悪性腫瘍患者、

NICU/GCU への新生児患者が約 200名、神経・

筋疾患が約 150名を占める。その他、感染症、免

疫・アレルギー疾患、腎疾患、内分泌代謝疾患が

主な入院患者である。小児医療センターとなって

から小児科入院患者数は増加し 60 - 70名となり、

病床稼働率は 90%以上を占める。准教授、講師、

助教、医員、専門（後期）研修医の 5-10 名から

構成される 5 つの臨床班（〔1〕血液・悪性腫瘍、

〔2〕神経、〔3〕腎・内分泌・免疫・一般、〔4〕

循環器、〔5〕新生児）が分担して入院患者を担当

する。後期研修医は 5 つの診療グループを 1～3

ヶ月単位でローテーションし研修を受ける。 

月曜、木曜の午前 8時から教室員全員が入院 A

棟のカンファランスルームに集合し、新規入院患

者と重症患者について討議する（モーニングカン

ファランス）。火曜日午後１時からは全入院患者に

ついて経過や治療方針について討議する（チャー

トラウンド）。終了後、教授、准教授、講師による

患者回診が行われる。木曜日午後 5 時 30 分から

は症例検討会や研究報告会が行われる。 

平成 14年 9月から入院 A棟に小児病棟が設立

されてから、当科の小児科医は当院の小児外科医、

産婦人科医、心臓外科医と一緒に診療している。

科の間を結びつけるパイプは現在極めて太くなっ

ており、極めて良好なコミュニュケーションと協

力・信頼関係を保つことが出来ている。 

小児病棟に入院中の学童・生徒の多くは院内学

級である「こだま学級」に通学している。入院中

であっても教育を受ける権利が患児に確保されて

いることは、患児と親御さんの両方にとって極め

て有用である。また、病院全体のボランティア組

織「にこにこボランティア」に所属するボランテ

ィアによる患児と親御さんへの訪問活動も子供達

にとって大変楽しみな行事となっている。特に、

医療関係者以外の人との交流は患児にとっては安

らぎを与えるだけでなく、社会性を身につけさせ

る上でも有用である。親御さんにとっても安らぎ

を与えると共に、親御さんに私的な行動を保障す

る重要な時間を生み出している。平成 18 年 4 月

からは小児病棟に長年の念願であった病棟保育士

2 名が導入され乳幼児と付き添いの精神的ケアに

大きな力を発揮している。 

 

教 育 

M2 学生には小児科系統講義と小児科診断学の

実習を行う。学外の非常勤講師の協力を得て、専

門性の高い講義や少人数指導を行っている。M3

学生は 2週間の病棟実習を行う。実習期間中に学

生は各臨床班に配属となり 1名の入院患者を担当

し、病歴聴取、診察、入院診療録の記載、心臓カ

テーテル検査を含めた種々の検査の見学などを行

う。また、学生は心身障害児総合医療センターへ

訪問し実習する。小児病棟での実習中に、小児神

経学、腎臓病学、輸液、内分泌学、新生児学、血

液・腫瘍学などのクルズスを行う。M3 学生のク

ラークシップでは、毎年 5-6名が１か月単位で病

棟に配属され、2 週間の病棟実習では経験できな

い夜間の救急外来の見学なども含めて広く体験で

きるようになっている。M4 学生には外来実習を

5 日間行う。外来実習の 2 日目、3 日目には現在

外来小児科学会で活躍中の 4名の開業小児科医と

外来患者数の多い 4カ所の公的病院に学生が訪問

し、それらの施設の外来にて学生は外来実習を受

ける。大学病院小児科外来で小児の common 

diseaseを経験することは現在難しい状況にある。

外部病院と診療所における外来実習で学生は小児

の common diseaseを経験し、さらに乳児健診や

保育園検診を通じて健康小児に接することができ

る。なお、東京大学医学部における臨床実習にお

いて開業されている先生方が非常勤講師となって

外来実習を担当しているのは小児科だけである。



210 東京医学・第 128 巻・平成 26 年 10 月 

このような実習に対する医学部学生からの評判は

極めて良好である。 

 

研 究 

血液・悪性腫瘍グループは、小児固形腫瘍の分

子病態を解明するために、次世代シークエンサー

を用いて、横紋筋肉腫、神経芽腫、肺芽腫、肝芽

腫における全エクソーム解析およびターゲットキ

ャプチャーを行った。その結果、横紋筋肉腫にお

いて TP53、FGFR4経路および RAS経路の重複

変異を見出し、また肺芽腫において高頻度な

DICER1の両アレル変異を検出した。肝芽腫では

beta-catenin の散発性変異もしくは Wnt 経路の

生殖細胞系列変異を解析した全例に認めた。さら

に神経芽腫では、ヒストンのメチル化に関与する

ASH1Lの変異を新鮮腫瘍の約 10%に見出した。

これらの遺伝子変異が、それぞれの小児固形腫瘍

の発がんに関与している可能性が示された。腎臓

グループはネフローゼ症候群や蛋白尿の分子メカ

ニズムに迫る研究をおこなっており、蛋白尿のバ

リアーであるスリット膜の新たな因子として

SIRPaを同定した。また、遠位尿細管性アシドー

シスなどの尿細管疾患のあらたな発症メカニズム

の解明を行っている。内分泌グループは、遺伝性

くる病の新たな発症機序の解明を、分子生物学的

に行った。また、ビタミンD欠乏性くる病の遺伝

因子を解析し、複数の遺伝因子の関与があること

を見いだした。日本人小児では、冬期は約 40％が

ビタミン D 不足であることを明らかにした。

LMX1B 異常による今までにない腎症を見いだし

た。さらに、次世代シークエンサーを用いたエク

ソーム解析で、疾患原因遺伝子同定を行った。循

環器グループは先天性心疾患の網羅的遺伝子解析

のための遺伝子ライブラリーの作成やモデルマウ

スを用いた川崎病の治療法開発のための研究を行

っている。神経グループは、後天性脳障害の最大

の原因である急性脳症の病態の研究や、先天代謝

異常症、特にミトコンドリア異常症の病因遺伝子

の探索および病態解析、周産期脳障害の中でも最

も頻度の高い脳室周囲白質軟化症の病理学的研究

を行っている。新生児グループは教育学部と共同

で近赤外光分析を用いた脳機能解析を行い、早産

児であっても分娩予定日前後には正期産児と大き

く変わらない脳領域間 connectivityを示すことを

報告した。また、薬剤部との共同研究では、超低

出生体重児の肝臓薬物代謝動態の研究を行ってい

る。さらに、糧食研究会と他の大学との共同でビ

オチン添加ミルクの盲検臨床試験を行う計画を立

ている。免疫グループは治療抵抗性川崎病に対す

る治療戦略、感染症の疫学などを研究している。 
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沿革と組織の概要 

小児外科は、1951 年（昭和 26 年）に第二外科

学講座の小児診療チームとして発足した。その後、

1961 年（昭和 36 年）当時の第二外科木本誠二教

授の指導で、石田正統講師をチーフとして小児外

科の研究班が結成され、横隔膜ヘルニアの発生学

の研究に心血がそそがれた。 

1971 年（昭和 46 年）には、国立大学では初め

て診療科として小児外科が認可された。 

1973 年（昭和 49 年）には、当時の石田正統教

授のもとで中央診療部門として小児術後集中治療

部が新設され、小児外科患児を専門に収容できる

病棟が完成した。斉藤純夫助教授が小児外科診療

科長に就任され、第二外科から独立した。 

1983 年（昭和 58 年）には斉藤純夫先生が小児

外科専任教授となられた。胆道閉鎖症の術式、術

後管理などの臨床研究が精力的に行われた。 

1985 年（昭和 60 年）より中條俊夫先生が教授

に就任され、臍帯ヘルニアの腹壁閉鎖法や胆道閉

鎖症の逆流防止弁など、オリジナルな小児外科の

術式を開発された。これらの術式は、中條法とし

て現在も日本の小児外科医に受け継がれている。 

1989 年（平成元年）には、九州大学に引き続き、

国立大学では 2 番目の小児外科学講座として文部

省に認可された。 

1991 年（平成３年）より土田嘉昭先生が教授に

就任され、神経芽腫、悪性胚細胞腫瘍を中心とし

た悪性腫瘍の研究・臨床に携られ、高い評価の論

文を発表された。 

1995 年（平成７年）東京大学の大学院重点化に

伴い、小児外科学教室は生殖・発達・加齢医学専

攻 小児医学講座 小児外科学分野として再編さ

れた。 

1996 年（平成 8 年）より橋都浩平先生が教授

に就任され、第二外科の幕内教授らとともに、小

児の生体肝移植手術を開始された。 

2006 年（平成 18 年）8 月より岩中督教授が第

6 代教授として着任した。現在、教授１、講師２、

特任講師１、助教２、特任助教２、病院診療医２，

大学院生３名で教室を構成している。また各地の
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小児外科の拠点とされる関連病院で、20 名以上の

教室員が、臨床の最前線を担っている。 

 

診 療 

外来診療は月曜から金曜まで、主に助教以上の

スタッフが行っている。現在、外来は小児科と共

通であり、両科で緊密な連携を取りながら診療を

行っている。専門外来として、肝胆道外来、腫瘍

外来を行なっている。最近では、セカンド・オピ

ニオン外来を開設し、慎重、精緻な説明をおこな

い、好評を得ている。 

病棟は、入院 A 棟２階南にあり、形成外科など

他の外科系小児症例もこの病棟に入院している。

現在の病床数は 16 床で、年間約 400例の入院が

ある。手術症例でもっとも数が多いのは鼠径ヘル

ニアであるが、その他に神経芽腫、ウィルムス腫

瘍などの小児悪性腫瘍、胆道閉鎖症、胆道拡張症

などの胆道疾患、気管狭窄症、肺嚢胞症などの呼

吸器外科疾患、新生児の消化管奇形、水腎症、膀

胱尿管逆流症などの泌尿器科疾患などバラエティ

に富んでいる。 

他施設の小児外科と較べて特記すべき点は、内

視鏡手術（腹腔鏡手術・胸腔鏡手術）に積極的に

取り組んでいることである。保険に収載されてい

ない小児外科疾患に対しても、先進医療への申請

をめざして様々な術式の開発を行なっている。一

方で、重症心身障害児・神経難病疾患患児の外科

的治療にも積極的に取り組み、患児の生活の質

（Quality of Life：QOL）を改善するために内視

鏡手術を駆使し、在宅療養の支援を行なっている。

また、総合周産期母子医療センターとの協力によ

り、出生前診断症例に対しては、出生前治療なら

びに予定分娩による待機手術を行なっており、小

児科（新生児科）との連携も確立している。 

 

教 育 

学部Ｍ１、Ｍ２の学生に対しては、研究室配属

とフリークオーターでの指導を行なっている。臨

床の現場に積極的に係わるように指導されており、

研究プロジェクトの一部を担当させ、実習の終わ

りに成果発表会を行なっている。また、Ｍ２学生

に対しては様々な小児外科疾患の臨床講義を、Ｍ

４学生には、５日間のＢＳＬで、１回の手術見学、

１回の小児病院見学、５回のクルズスを行ってい

る。その中で、ビデオ、医学教育用モデルなどを

用いて、学生が理解し易いよう、またクルズスに

おいても、問題解決型の教育を行うよう、スタッ

フは鋭意工夫を重ねている。 

初期臨床研修では、外科研修科として臨床研修

医の教育を担当している。基本外科手技・術後管

理、及び小児外科疾患の基本から輸液管理、呼吸、

循環管理について学ぶことのできるプログラムと

なっている。 

 

研 究 

岩中教授赴任後、低侵襲手術研究グループを立

ち上げ、動物資源研究領域棟に実験設備を設置し、

家兎を用いた小児内視鏡手術研究およびトレーニ

ングプログラムを開始した。さらに、ロボット技

術を利用して、胆道閉鎖症に対する葛西手術を可

能とする、小児専用の腹腔鏡併用ロボッティクサ

ージェリーシステムの開発プロジェクトが開始さ

れた。現在、多機能な 3mm 径の鉗子作成に取り

組んでいる。また、最新の NOTES（Natural 

Orifice Transluminal Endoscopic Surgery）を用

いた Long Gap タイプの食道閉鎖症に対する手術

法を開発中である。 

また、低出生体重児に対して安全に内視鏡手術

を行うため、壊死性腸炎モデルを作成し、効果と

課題を検討中である。 

再生医療の研究も積極的に行っている。ティッ

シュエンジニアリング部に小児再生医療研究室を

設立し、気管狭窄症・気管軟化症治療を臨床応用

するために、動物実験のみならず、ヒト再生軟骨
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の研究を行っている。 

従来から存続する腫瘍研究グループでは、腫瘍

発生に関連する遺伝子の解析とその腫瘍を抑制す

る遺伝子の探求が行なわれている。さらに、新た

な腫瘍マーカーの検索を行っており、腫瘍組織、

患者血液を用いた研究が行われている。 
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沿革と組織の概要 

当教室は昭和 37 年本邦で初の老年病学教室と

して発足した。医学部附属病院診療科再編成に伴

い、当診療科の呼称を、平成 10 年 4 月、老人科

より「老年病科」に改めた。当教室は、診療部門

としての診療科、および教育部門としての大学院

講座の双方を担当している。 

診療科としての老年病科は内科診療部門に属

している。老年病科は教授 1、准教授 1、講師 2、

助教 6、特任臨床医 4、大学院生 7 名より構成さ

れている。 

大学院講座としての加齢医学講座は、生殖・発

達・加齢医学専攻部門に属している。加齢医学講

座は老年病学分野および老化制御学分野の 2分野

に分かれ、各々臨床医学的、基礎医学的アプロー

チにより加齢医学を究めることを目的としている。 

 

診 療 

老年病科の入院診療は、11階南フロアを中心に

おこなわれている。外来診療は、内科外来フロア

で 3つの診療室（206、207、208）を利用し月曜

日から金曜日まで午前、午後行われている。 

老年病科は、高齢者を主な対象として、多様な

疾患の診療をおこなっている。ADL低下や食欲低

下など、どのような病気がわかりにくく、どこの

診療科へ行けばよいか分からない症状を有する場

合、臓器別の診療では診療先が決定しない患者さ

んはまさに老年病科の対象といえる。特に高齢救

急患者は、原疾患にかかわらず容易に多臓器の障

害に至るので、救急診療において、老年病科の意

義は大きい。また、多くの対象疾患のなかでも、

認知症は主要な対象疾患であり、心理検査や地域

医療連携部との連携をとりいれて、検査、治療か

ら社会資源の活用にまで携わっている。 

高齢者の特徴として、一人の患者さんが多くの

疾患と症状を抱えていることが多い。当科では、

複数の疾患により惹起される老年症候群と呼ばれ

る高齢者に多い症候・症状にも専門的知識を結集

して診療にあたっている。さらには高齢者総合的

機能評価（CGA）を積極的に活用し、高齢者を個

人として包括的に診療することで、「病気を治す」

だけではなく、ADLやQOLを重視し「病人をよ

くする」ことを目標としている。 

そのほか、平成 15 年からは女性医師による女
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性のための女性専用外来（予約制）を開設した。

女性特有の悩みから女性の疾患まですべて対応し

ている。平成 25年度の新来患者数は 352名、外

来患者総数は 18,528名であった。 

 

教 育 

卒前教育では当教室は他の内科学教室と分担して

M2 の臨床診断学実習と系統講義、症候学、M3

とM4の臨床統合講義、M3に対する臨床実習（ク

リニカルクラークシップ）を担当しており、老年

医学に関する教育を行っている。 

系統講義では老年医学総論、次いで老化の概念、

老化に伴う身体諸機能の変化（循環器、神経系、

骨運動器、呼吸器）、高齢者薬物療法、病診連携、

老年症候群や総合機能評価について行った。症候

学は浮腫を担当した。臨床統合講義では、物忘れ

や低栄養など、個々の疾患の枠を超えた、いわゆ

る老年症候群について、教育的症例を挙げて講義

している。ベッドサイド教育では CGA や老年症

候群の評価を踏まえた症例検討を行い、さらに担

当症例に関わる最新の知見を学び発表する機会を

設けることより、治療方針を検討するための実践

的な能力が習得できるよう配慮している。 

卒後教育では、総合内科研修システムに参加して

おり、1ヶ月もしくは 2ヶ月ごとに内科研修医を

2-4 名程度受け入れて、内科・老年病臨床医とし

てのトレーニングを行っている。多彩な疾患の診

断から治療に至る全過程を経験できる科として、

研修を希望する者も多い。 

 

研 究 

当教室の主な研究テーマは以下の通りである。 

1) 心血管組織石灰化の分子機序の解明 

i) 培養系血管構成細胞および血管切片を用

いた分子生物学的アプローチ 

ii) 血管石灰化動物モデルを用いた検討 

iii) 血管石灰化因子に関する臨床的検討 

2) 性ホルモンの血管壁細胞に対する作用の分子

生物学的検討 

3) 老化制御の分子機序の解明 ―血管・神経老化

連関および Sirt1の役割 

4) サルコペニアの発症機序と治療法探索のため

の分子生物学的検討 

5) 高齢者高血圧や高齢者脂質異常症の至適管理

探索のための大規模臨床試験 

6) 後期高齢者におけるメタボリック・シンドロ

ームの影響を検討する臨床研究 

7) 認知症、介護ストレスおよび老年症候群のバ

イオマーカーの探索研究 

8) 薬物療法を初めとする高齢者に対する適切な

医療提供に関する研究 

9) 骨芽細胞および破骨細胞における核内受容体

の発現とその調節 

10) 骨粗鬆症治療薬の作用メカニズムの研究 

11) 骨粗鬆症ならびに変形性関節症の遺伝因子の

解明 

12) 前立腺癌と乳癌のホルモン応答に関わる標的

ネットワークの探索と機能解析 

13) 核内受容体の老化とがんにおける役割の研究 

14) ビタミン K の分子作用機序と老化における

役割 

15) 抗菌ペプチド defensin の新規病態生理学的

意義の探索 

16) アドレノメデュリンと気道過敏性 

17) klotho蛋白およびビタミンD代謝と肺細胞 

18) 睡眠呼吸障害の臨床研究 
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沿革と組織の概要 

呼吸器外科学教室の起源は（旧）第二外科学教

室である。第二次世界大戦前から第二外科学教室

では肺結核に対する外科療法が行われていた。都

築正男教授は 1934年より Coryllos氏選択的胸郭

形成術をもとに独自の治療を行った。また肺結核

に対する肺虚脱療法として 1942 年胸腔鏡手術を

わが国で初めて報告した。抗結核薬の登場ととも

に、呼吸器外科学は次第に肺癌をはじめとする胸

部悪性腫瘍に対象疾患を移行させた。 

1964 年12月15 日胸部外科学教室が第二外科

学教室から独立し、教室では心臓外科学と呼吸器

外科学を担当することとなった。胸部外科学の教

授として木本誠二（1964.12.15～1968. 3.31）、三

枝正裕（1968.4. 1～1981. 3.31）、浅野献一（1981.4. 

1～1986.3.31）、古瀬彰（1986. 4. 1～1997. 3.31）、

高本眞一（1997. 6. 1 - 2009. 3.31）が歴任し、2011

年 4月から中島淳がその任を務めている。大学院

大学への移行に伴い、胸部外科学教室は 1997 年

から心臓外科学と呼吸器外科学に分かれた。呼吸

器外科学は胸部臓器のうち肺・胸膜・縦隔・胸壁

疾患に対する外科学と位置づけられる。 

診療 

東京大学医学部附属病院呼吸器外科において、

呼吸器外科専門医 6 名｛中島・村川・安樂・似鳥・

長山・北野｝が中心となって高度な専門的治療を

おこなっている。呼吸器外科学関連疾患として、

肺･縦隔悪性腫瘍の治療に最も重点をおいている。 

原発性肺癌はわが国における癌死の臓器別第一

位を占める疾患である。厚生労働省人口動態統計

によると、2012年の死因統計では、死亡総数 126

万人のうち悪性新生物による死亡は約 37 万人で

あるが、気管・気管支及び肺の悪性新生物によっ

て 7万人余が死亡している。さらに死亡数は年々

増加している。非小細胞肺癌に対する外科療法は、

当科における最も重要な課題である。EBM に基

づき、さらに院内では関連各科の参加する呼吸器

cancer board での討議を経た治療を実践するこ

とにより、医学部学生・大学院生に対する臨床呼

吸器外科学の基礎修練、ならびに卒後研修医なら

びに専門医のための修練医に対する専門教育を行

なっている。 

2013 年には医学部附属病院において 300 例を

超える呼吸器外科手術治療を施行した。また近年
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の社会構造変化に伴う患者年齢の高齢化、心血管

疾患や閉塞性肺疾患などを合併した患者に対する

安全な肺切除術に対する臨床的研究として、当科

は全国に先駆け、1992年から内視鏡下手術（胸腔

鏡下手術）を導入した。現在は、臨床病期 IA 期

非小細胞肺癌に対する当科の標準術式は胸腔鏡下

肺葉切除および肺門縦隔リンパ節廓清となった。

2013 年には全肺癌手術の約 85％が完全鏡視下に

行われた。胸腔鏡における低侵襲性、胸部悪性腫

瘍に対する治療手段として用いた場合の術後成績

について、従来の開胸手術と胸腔鏡手術の比較検

討を行なっている。 

切除不可能または術後再発非小細胞肺癌に対す

る治療は化学療法および放射線療法が現状では標

準的であるが、十分な効果をあげるにいたってい

ない。細胞移入免疫療法、樹状細胞免疫療法がこの

ような難治性の悪性腫瘍に対して行なわれてきた。 

我々は本学免疫細胞治療学と共同でＴ細胞γδ

分画による細胞移入免疫療法の安全性を確立する

ための臨床研究を施行し、2012年度から第３項先

進医療技術【先進医療Ｂ】「ゾレドロン酸誘導γδ

T 細胞を用いた免疫療法」(非小細胞肺癌)を引き

続き行っている。 

転移性肺腫瘍は他臓器の癌・肉腫の遠隔転移と

位置づけられるが、一定の条件において肺切除の

適応となりうる。当科では多数の肺転移に対する

手術を行ない、生物学的予後、低侵襲手術に関す

る検討を行なっている。 

胸腺腫・胸腺癌をはじめとする胸腺上皮腫瘍は

縦隔腫瘍の中では最も多い疾患である。本疾患は

被包された良性腫瘍から、遠隔転移を示す悪性腫

瘍までさまざまな悪性度を呈することから、様々

な分類がなされてきたが、診断・治療方針を確定

する上でさらに研究が必要であると考えられる。

当科では本疾患に対する200例以上の手術経験を

有している国内でも有数の施設である。本年度は

日本胸腺研究会を主催するとともに、本研究会が

主催する国内胸腺上皮腫瘍データベースに参加し、

全国規模の解析を行っている。 

肺移植は薬物その他の保存療法によっては治療

が不可能な、びまん性肺疾患を有する患者に対す

る最終的な治療法であり、全世界では年間 2000

例あまりに行なわれている。一方日本ではドナー

数が少ないこともあり 1999 年脳死法が施行され

てから 2013年末までに 197例の脳死肺移植が行

なわれた。2010年脳死移植法改正施行後はドナー

数が増加し、全国的に肺移植治療の重要性が再認

識されつつある。国内では脳死肺移植を行なう施

設は認定を受ける必要があるが、我々は 2013 年

度末に移植施設認定を受け、今後東京圏の肺移植

診療に貢献する予定である。 

 

教育 

6 名の教員および 2 名の非常勤講師によって、

医学部医学科学生に対する系統講義・統合臨床講

義・臨床実習・フリークオーター等の教育を行っ

ている。リサーチマインドを医学生のうちから育

てるべく、自主的な研究を積極的に支援し、学術

集会での発表や論文作成を指導している。同様に

大学院生に対しては上記の研究分野における研究

指導を行っている。卒後臨床教育については、東

大病院研修医のうち当科研修を希望して配属され

たものは当科チームの一員として、呼吸器外科学

における基本的な疾患に対する診断・治療法の基

礎知識、術前術後管理・手術手技の習得を通じて、

一人前の臨床医となるための修練に貢献している。

呼吸器外科専門医資格の習得を希望する者に対し

ては、研修医修了後をめどに専門的修練を開始す

る。日本胸部外科学会・日本呼吸器外科学会合同

委員会の定める呼吸器外科専門医資格取得に必要

な手術経験・呼吸器外科専門知識の習得について

は、当科のプログラムにおいて達成することが可

能である。 
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研究 

肺癌・転移性肺腫瘍・胸腺上皮腫瘍などの胸部

悪性腫瘍に対する外科治療学ならびに臨床腫瘍学

については当科単施設における検討をおこなうと

ともに、近年は全国規模の多施設共同研究に参加

し、国内における研究成果を海外に発信すべく活

動している。臨床研究に加え、肺癌における発癌

機序に関する研究、バイオマーカーの基礎的研究、

新しい診断法の研究、癌免疫療法の基礎・臨床研

究、肺移植・気管移植の慢性拒絶に関する研究や

肺保存に関する研究など幅広い研究を大学院生と

ともに研究している。 

1. 胸部悪性腫瘍に対する低侵襲手術の研究 

2. 肺腺癌の画像所見と悪性度の関連に関する研

究 

3. 原発性肺癌の発癌機序に関する基礎研究 

4. 新しい蛍光物質を用いた肺癌診断法に関する

基礎研究 

5. 肺癌・胸膜中皮腫に対する免疫療法の基礎研究 

6. 胸腺上皮腫瘍悪性度に関する臨床病理学的研

究 

7. 結腸、直腸癌の肺転移に対する外科治療の成績

ならびに予後因子の研究 

8. 気管移植、肺移植における慢性拒絶の研究 

9. 肺移植におけるドナー肺保存の研究 など 
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沿革と組織の概要 

心臓外科の沿革は木本誠二先生の時代に遡る

ことができる。助教授であった木本先生は、昭和

26年 6月に動脈管開存症に対する結紮術、7月に

は弓部大動脈瘤切除、10月には日本で最初のファ

ロー四徴症に対するブラロック手術を行い、心臓

血管外科の幕を開いた。教授昇任後の昭和 27 年

には、腹部大動脈瘤に対して同種アルコール保存

大動脈移植、昭和 29 年には僧帽弁狭窄に対する

交連切開術を開始された。昭和 30 年 1 月には、

独自に開発した選択的脳灌流冷却法を用いて、米

国に遅れること約 2年、最初の開心術（心房中隔

欠損閉鎖術）に成功し、以後日本の心臓血管外科

の礎を築かれていった。 

昭和 39年 12月 15日、国立大学として最初の

胸部外科学講座の開設が認められ、木本教授が初

代教授となられた。木本教授のもとではペースメ

ーカーや人工心臓に関する研究も盛んに行われ、

日本をリードする多数の人材を輩出した。大学紛

争の混乱の中で就任された第 2代三枝正裕教授は

毅然として医局運営を行い、次々と新たな人工心

肺装置の導入を進め、開心術の安全性を高めてい

かれた。第 3代浅野献一教授は、僧帽弁置換にお

ける後尖組織温存術式を日本で最初に導入し、フ

ァロー四徴症では手術成績を著しく向上させた。 

第 4代古瀬彰教授は、多忙極まる胸部外科の病

棟運営や診療システムの整備を行い、手術成績の

さらなる向上を図られた。当時の東京大学の大学

院重点化に伴い、胸部外科学教室は医学系研究科

外科学専攻・心臓外科と同・呼吸器外科に再編成

された。 

平成9年6月より高本眞一教授が第5代教授（心

臓外科・呼吸器外科兼任）として着任された。診

療グループを成人心疾患、大動脈疾患、先天性心

疾患、肺縦隔疾患に分け、急速な心臓・呼吸器外

科の進歩を先取りできる体制を導入した。平成 21

年 11 月に小野稔教授が第 6 代教授に就任した。

重症心不全外科治療のニーズの高まりに応えるた

めに、新たな診療グループとして重症心不全チー

ムを創設した。心臓外科は、教授 1、准教授 1、

講師 1～2、助教 8～9、特任臨床医 2～3、大学院

生 6から構成されている。多数の関連病院を有し、
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約 30 名の教室員が関連病院で臨床の最前線を担

っている。 

 

診 療 

平日は、毎朝 7 時 15 分のカンファランスから

始まる。月水金は手術日で、2～3 例並列で手術を

行い、火は病棟回診を行っている。心臓大血管疾

患は 5 階南病棟、小児心疾患は 2 階南病棟、術後

管理は 4 階の CCU・ICUまたは 2 階の PICUと

機能の分化が進むと同時に、症例数の増加も伴っ

て活発な臨床実績を蓄積している。外来診療につ

いては、専門外来、初診外来ともに月曜から金曜

まで毎日行っている。 

2013年は心臓大血管手術数が年間約 350 例で、

日本でトップクラスの手術症例数を有している。

他施設から重症で治療困難な症例が多く紹介され

てくる中で手術成績も非常に優れており、名実と

もに日本の心臓外科をリードしている。成人心疾

患（虚血性心疾患、弁膜症、不整脈）、胸部大動脈

疾患、先天性心疾患、重症心不全の 4 チーム体制

で診療を行い、心臓血管外科専門医は 10 名おり、

それぞれの分野を得意とする専門医を有する。得

意分野はオフポンプ冠状動脈バイパス、僧帽弁形

成術、感染性心内膜炎の手術、重症心不全に対す

る補助人工心臓植込み、自己弁温存大動脈基部置

換手術、逆行性脳灌流を用いた弓部大動脈瘤や広

範囲胸部大動脈瘤の治療、ハイリスク症例に対す

るステントグラフト治療、複雑心奇形に対する手

術（Jatene, Fontan, Norwood手術）や新生児開

心術など多岐にわたっている。僧帽弁形成術・自

己弁温存大動脈基部置換手術や補助人工心臓植込

みでは日本のみならず、世界に誇れる実績を残し

ている。また、東大病院組織バンクを開設・運営

して、ヒト同種心臓弁・血管（ホモグラフト）の

採取・保存・供給を積極的に推進して、日本にお

ける同種組織治療の普及にも尽力してきている。

ホモグラフトを使用した手術治療は 2006 年に先

進医療の認定を受けた。ホモグラフトによる重症

の感染性心内膜炎・感染性大動脈瘤・人工血管感

染の治療においては、日本をリードしている。心

臓移植実施施設として 2014年 3月までに心臓移

植 47 例（国内第 3 位）を成功裏に施行した。こ

れと平行して、重症心不全の治療に欠かせない人

工心臓治療を 2014年 3月までに 140 例以上に行

い、国内トップの優れた遠隔成績を挙げている。 

 

教 育 

学部教育としてはM2の春に心臓外科学系統講

義を行っている。内容は、心臓血管外科学総論お

よび各論（虚血性心疾患、弁膜疾患、先天性心疾

患、大血管、心臓移植）である。M2 の夏秋には

臨床診断学実習の循環器の分野を担当している。

M1・M2の夏休みと春休みにあるフリークオータ

ーおよび研究室配属では、臨床や実験の現場に積

極的に関わってもらっている。 

M3・M4の臨床統合講義では循環器内科や小児

科などと合同で行い、一般臨床における心臓・大

動脈重要疾患の治療の現況とその問題点について

多角的にわかりやすく解説している。M3 を中心

に行われる必修クリニカルクラークシップでは、

学生 1人が 2 名の患者を担当し、診療チームと行

動を共にする。見学ではなく、積極的な参加型の

実習を目指し、術前診断・管理、手術、術後管理

を一貫した流れの中で学べるように配慮している。

また 2 週間のBSLの間には 11 単位の実習および

クルズスがあり、心臓解剖・疾患・手術などにお

ける重要ポイントをわかりやすく解説している。

英語による症例プレゼンテーションを行い、医学

英語にも親しんでもらうように心がけている。

M3 の最後に行われる選択型クリニカルクラーク

シップでは参加型実習を徹底して、チームの一員

として診療に参加して、手技実習を含んだ充実し

た実際的な内容としている。 

卒後初期臨床研修では必修外科研修を担当し
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ており、基本的外科手技・術後管理に加えて、成

人心疾患、胸部大動脈疾患、先天性心疾患各グル

ープで疾患の基本から、手術手技、呼吸・循環管

理にいたるまで学ぶことができるプログラムを組

んでいる。 

専門研修を目指す場合は、まず卒後 3, 4年目に

東京大学医学部附属病院外科系研修プログラム参

加関連病院で一般外科を中心に豊富な幅広い経験

を蓄積して、5 年目に外科専門医の資格を取得す

る。その後、心臓外科専門プログラムを専攻し、

卒後 10～11 年を目途に心臓血管外科専門医を取

得できるようにトレーニングを行っている。学位

の取得を目指す場合には、外科専門医取得後に大

学院生として臨床を視野においた研究を行う。 

 

研 究 

心臓、大血管に関する基礎的ならびに臨床的研

究を行っている。基礎研究は、日常の臨床業務の

中で生じた疑問を解決するために着想されること

が多く、臨床的応用を常に視野に入れて進められ

ている。日本の心臓外科の歴史を作ってきた当教

室には数多くの臨床データがあり、また、現在は

補助人工心臓装着、同種心臓弁・血管移植術、心

臓移植、大動脈弁温存基部置換、逆行性脳灌流、

ステントグラフト治療などの高度医療を積極的に

推進している。これらのデータ解析に基づく臨床

研究・学会発表も枚挙に暇がない。研究成果の発

表は、国内学会にとどまらず、主要な国際学会で

も数多く行われている。また、発表論文も多数あ

り、そのうちの一部を最後に挙げてある。毎月 1

回リサーチミーティングが持たれ、研究の進行状

況の報告や研究内容についての活発な討論が行わ

れている。 

研究テーマの主なものを挙げると、1）補助人

工心臓治療の成績向上と新たな駆動方式の開発、

2）凍結保存同種組織移植の基礎研究と臨床応用、

3）新たな手術ロボットの開発、4）重症心不全の

外科治療への再生医療の応用、5）右心不全に対

する薬物治療の研究、6）新しい縫合デバイスの

開発、7）新しい脊髄保護に関する研究などがあ

る。 
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組 織 

消化管外科学教室は分院外科（旧第三外科）を

母体としている。旧第三外科は、1997年の大学院

部局化以降、消化管外科学と代謝栄養内分泌外科

学の二つの分野として活動している。消化管外科

学は現在、准教授１名、講師２名、助教７名で構

成されており、これ以外に大学院生、研究生、留

学生が研究に従事している。 

高齢化社会の到来に伴い、癌患者および種々の

合併疾患を伴う重篤な患者が増えており、そうし

た患者に対しては専門的かつ横断的なアプローチ

による適切な診断と治療がますます必要となって

いる。当教室の臨床活動と研究活動はそのような

観点から代謝栄養内分泌外科学ならびに他の施設

との協力のもとに進められている。 

患者治療にあたっての当教室の基本方針は、術

前・術中・術後にわたる包括的な疾患管理を行な

うと同時に、術後の長期的なケア（終末期におよ

ぶこともまれではない）を提供することにある。

生涯にわたるこうした患者ケアによって新たな外

科的治療法の開発や、臨床的問題の解決のために

必要な基礎研究の新たな展開が生まれ、外科にお

ける診断・治療体系が確立されることになる。 

以上のようなことを通して、臨床的にも学問的

にも必要水準を満たしたよき外科医、そしてよき

科学者を育成することが、当教室の常に変わらぬ

指導理念である。 

 

教育活動 

学部学生（M3）に対しては、平成 25年より参

加型臨床実習が開始されている。より実践的、臨

床的な実習を目指したものであり、採血、静脈注

射、結紮、理学的所見の診察実習などを取り入れ

ている。また、積極的に手術にも参加し、実際の

外科治療を体験できるように心がけている。また、

積極的な学生（advanced course）に対しては臨

床チームの一員であるとの意識をもって、診療の

実際に立ち会ってもらっている。そして学生は、

周術期の疾患管理に限らず、術後、長期経過後の

障害に対する治療と終末期医療をも含んだ包括的

な患者ケアを学んでいく。当教室の教育制度によ

って、学生たちは医学的観点からみて実践に役立
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つ情報を豊富に手に入れると同時に、生と死の意

味について深く考察する機会も持つことができる。

クリニカルクラークシップ講義は外部の専門家を

呼び（非常勤講師）、週２，３回程度行われるが、

豊富な臨床経験にもとづいた斬新的な内容であり、

学生間にも評判上々である。 

卒後初期研修については、主な外科的疾患の診

断、治療における基礎的な考え方を教育すると同

時に、基本的な外科的手技ついての修練を行って

いる。初期研修を終えた後は、学外施設にて臨床

修練を数年間継続的に積み、その後、本院の病棟

担当医としてさらなる専門的課題について修練を

し、外科専門医（認定医）を取得あるいは、前後

して、より専門的な分野への道、あるいは大学院

生としての課程を歩むことになる。このように、

研修医と学部学生に対する当教室の教育制度は、

先に触れた理念を反映している。 

 

研究活動 

当教室は外科学を担うところであり、「よりよ

い手術で治す」ことを主たるテーマとしている。

癌手術においては、根治性が第一であり、術後の

QOLは二の次であった。しかしながら、癌手術の

特徴は臓器損失であり、患者さんの癌切除と引き

換えに余儀なくされる代償は計り知れない。理想

的癌手術は、「根治性を維持しつつ術前後で QOL

が維持される」であるとの理念のもと、すでに研

究結果が一部臨床に応用され始めている。それが、

ロボット支援下非開胸食道癌根治切除術

（NOVEL）であり、また腹腔鏡・内視鏡共同下

での完全胃壁全層切除術（NEWS）である。新し

い術式の開発のみならず、術後合併症ゼロ（特に

肺炎）を目指した様々な取組も、麻酔科、歯科口

腔外科、感染症内科とも協力して行っている。 

教室における従来よりの重要な基礎的テーマ

は「外科と炎症」である。炎症には大きく分けて

「慢性炎症」と「急性炎症」とがあり、それぞれ

を背景として様々な外科的疾患が発生する。とく

に癌の発生においては、多種多様な原因による慢

性炎症に対する生体の適応反応からの逸脱がその

本態であり、そのメカニズムの解析により新たな

癌の診断、治療・予防の展望が開かれてくる。ま

た外科手術や侵襲に伴う「急性炎症」は、周術期

管理において重要な課題であると同時に、患者の

予後にも影響を与えることになる。最近では、神

経に関連させた（特に迷走神経）、この領域での研

究も重要であると考え、手術部とも協力して研究

を行なっている。 

当教室は日本消化器癌発生学会を 1989 年に創

立し、消化器癌発生メカニズムの基礎的検討も行

っている。これまで様々な成果をあげてきたが、

とくに、胃の発癌機序に関する研究においては、

愛知県がんセンター研究所との共同研究にて

Helicobacter pylori感染が胃癌発生の強力なプロ

モーターであることを世界で初めて実験的に証明

してきた。また、胃癌における epigenetic change

の研究から hypermethylation のみならず

hypomethylationも胃癌発生に重要な役割を果た

していること、さらに、bone marrow-derived 

progenitor cellの胃発癌における意義についても

新たな知見を得ている。 

また、社会環境の欧米化に伴い肥満あるいはメ

タボリック・シンドロームに伴う各種の疾患の治

療が重要となるが、肥満に対する内視鏡的、腹腔

鏡的手術による新たな治療を開始し、治療効果の

みならず生体おけるホルモンやサイトカインの分

泌を視野に入れた研究を模索している。 

免疫治療部と協力し、免疫治療も臨床研究のひ

とつとして積極的に行っている。食道がん術後補

助DCワクチン療法、高度進行食道癌に対する化

学免疫療法（DCF+γδＴ）などは良好な成績を

示しつつある。 

前述の「よりよい手術を目指す」一環として、

現在は診断困難な微小転移を可視化することにも
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積極的に取り組んでいる。蛍光プローブを用いて

癌を光らせる手法は、生体情報学教室との共同研

究、アイソトープを用いて微小転移をとらえる研

究は放射線部門との共同研究である。 

 

臨床活動 

当教室は、入院患者と外来患者用に専門的かつ

横断的な疾患診断システムを採用しており、たと

えば上部・下部消化管の内視鏡検査とバリウムに

よるレントゲン撮影などがそれである。こうした

多面的な検査によって、外科的観点から疾患を系

統的に評価することが可能となっている。当教室

はまた胃カメラ発祥の施設であり、内視鏡診療に

は大いにこだわりを持っている。 

病院における担当診療科は胃・食道外科であり

手術症例は、胃癌、食道癌が数多く占めている。

胃癌では腹腔鏡（補助）下手術を積極的に行い患

者のQOL向上を目指した治療を行なっているが、

第一に胃を残すことが最重要であるとの考えのも

とに手術を行っている。また、前述のように食道

がんに対してはda Vinciを用いた先進的手術も行

っている。 

一週間のスケジュールとしては、まず月曜日に

教授の回診が行われ、術後、術前の症例検討会が

乳腺内分泌外科と合同で水・木・金の８時に、術

後経過検討と手術予定および化学療法予定患者に

ついてのカンファランスを水曜午後６時に、抄読

会が月曜日８時に行われている。また隔週で

cancer boardを消化器内科、放射線科と合同で行

っており、食道がんは新患全例、胃癌は困難例な

どがその場で、治療方針について討議検討される。

また、不定期ではあるが、若手向けに手術手技ビ

デオ検討会や腹腔鏡手術手技訓練も行なっている。 

手術は原則として火曜日、水曜日、木曜日に行

われる。胃癌が約 150例、食道癌が約 50例、ほ

か良性疾患であるヘルニアなどに対しても積極的

に手術を行っている。とくに食道癌症例が増加し、

さらに早期胃癌に対する腹腔鏡補助下手術症例の

増加と、その技術の標準化に向けて着実な実績を

上げてきている。教室員は上下を問わず全員、高

い意識をもって患者のために全力を尽くすべく努

力を傾注している。 
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はじめに 

肝胆膵外科、人工臓器移植外科学の前身である

第二外科学講座は 1893年に開設されて以来、120

年の歴史があり、日本外科学会の創立をはじめと

して、日本の外科学の発展に多大な貢献をしてき

た。東京大学の大学院大学への移行と臓器別診療

体制を目指す診療科再編成が進み、1998年 6月 1

日より旧第二外科学講座は肝胆膵外科および人工

臓器移植外科に名称を変えて今日に至る。 

現在肝胆膵領域疾患の診療および研究、生体部

分肝移植の臨床、移植免疫や人工臓器に関する研

究などに努力している。以下に当教室の教育、研

究、診療の特徴について述べる。 

 

1. 教育 

卒前教育は、他の外科学講座および内科学講座

と協力してM2の外科学系統講座、M3とM4の

臨床総合講義とベッドサイド教育を担当している。

本年からM3の臨床教育は Clinical Clerkshipと

してより実践的な形態に発展した。当科は

Clinical Clerkshipの有り方を示す先進的立場で、

学生にも積極的な外科診療への参加を促している。

今年度の系統講義は、肝疾患、胆道疾患、膵疾患、

肝を含む臓器移植、門脈圧亢進症・脾疾患につい

て担当している。また臨床総合講義では、生体肝

移植の実際、肝門部胆肝癌の外科治療、膵腫瘍の

診断と治療、胆嚢胆道癌の外科治療、肝細胞癌の

外科治療を取り上げることになっている。 

Clinical Clerkship では、病棟で症例を担当す

ることにより、診療の実際を学びチーム医療に参

加することに主眼を置いている。実際の患者の診

察、検査、採血などの侵襲的処置を通じて、外科

診断学に基づいた治療（手術）方針決定の実際、

手術、術前術後の管理を体験することが目的であ

る。主に肝胆膵領域の固形悪性腫瘍を有する患者

の診断、検査、病状の把握、併存合併症への対策、

治療方針の立て方、実際の手術手技、術後管理、

術後補助療法の考え方、外来での経過観察計画な

どをチームに参加することで自然に学べるような

教育方針を取っている。その他に、関連病院で先

進的治療を行っている医師によるクルズス、チー

ムで与えるテーマに従ったレポート作成、諮問な

どを行っている。Clinical Clerkshipの 3週間の

うち 1週間は関連病院での実習を組み込んでおり、

より実践的な診療形態を学ぶことができるような

プログラムとなっている。 
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2. 研究 

当教室では、肝・胆・膵、人工臓器・移植に関

する臨床的研究を積極的に進めている。特に ICG

蛍光抗体法を用いた胆道、肝腫瘍、肝血流動態の

把握、転移性肝癌や肝細胞癌に対する補助化学療

法の多施設共同の臨床試験の推進、コンピュータ

ーを用いた肝切除前シュミレーションの導入など、

Originalityの高い研究で世界をリードしている。 

 

3. 診療 

臨床チームは 6チームに分かれており、チーム

単位で術前検査、手術、術後管理を行う。定時手

術は月、水、金に週９枠で行われ、年間の総手術

件数は約 480件である。症例検討会は月・火・木

曜日の朝に行われ、診断、治療方針が討議される。 

主な治療対象疾患は肝胆膵領域の悪性腫瘍や

良性腫瘍、胆石症、末期肝硬変患者などである。

主な外科手術として、肝切除、胆道再建を伴った

拡大半肝切除、膵頭十二指腸切除、膵体尾部切除、

腹腔鏡下胆嚢摘出術、生体および脳死肝移植など

が挙げられる。術前・術後管理を徹底させ、手術

死亡率を常に非常に低率に抑えていることや、術

後補助療法を積極的に取り入れ生存率を向上させ

る努力を続けていることが当科の特色である。 
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沿革と組織の概要 

泌尿器科学は外科的、内科的手法を用いて副腎、

腎臓、尿管、膀胱、尿道、前立腺をはじめとする

男性生殖器の疾患を取り扱う臨床医学の一分野で

ある。更に泌尿器科学に包括される分野には、小

児泌尿器科学、神経泌尿器科学、女性泌尿器科学、

腎移植、腎血管外科学、内分泌外科学、老年泌尿

器科学が存在する。そのため、泌尿器科医は腫瘍

学、腎臓病学、内分泌学、男性学、免疫学、小児

科学、解剖学、微生物学、神経学、老年学などの

幅広い科学的知識を持つことを要求される。現在

では泌尿器科学の研究には細胞生物学、分子生物

学の知識、手法が広く用いられる。当教室は泌尿

器科学の科学的進歩に大きく寄与することを目的

としている。 

近年においても当教室は最新かつ低侵襲性治療

の導入において、国際的にも指導的立場を取り続

けてきた。例としては上部尿路内視鏡手術、尿路

結石に対する ESWL・レーザー砕石術、前立腺肥

大症に対するレーザー療法、従来の開放性手術に

代わる小切開鏡視下手術や腹腔鏡手術による副腎

摘除術・腎摘除術、さらにはロボット支援下の前

立腺全摘術・膀胱全摘術・腎部分切除術が挙げら

れる。 

 

診療 

泌尿器外科は A棟 8階北病棟に 44床を所有し

ている。泌尿器科の教授、准教授、講師、助教、

大学院生らは日々外来診療、入院診療に従事し、

また学生教育、臨床研究、基礎研究にも精力的に

取り組んでいる。関連病院からの非常勤講師は主

に学生教育に従事している。後期研修医は常時入

院患者の診療に当たっている。指導医師は後期研

修医とチームを組み、一対一の指導のもとに診療

を行う。2013年 1月から 12月までの入院患者数

は約 1,300人であった。 

待機手術は火曜日、水曜日、木曜日に施行され

ている。2013年の手術件数は 1,382例であった。

2013 年における主な手術症例数は、副腎摘除術

14 件、腎摘出術 35 件、腎部分切除術 38 件、腎

尿管摘出術 22件、膀胱全摘術 21件、前立腺全摘

術 92件、経尿道的膀胱腫瘍切除術（TUR-Bt）162
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件、経尿道的前立腺切除術（TUR-P）17 件、腹

腔鏡視下手術 60件、ロボット支援下手術 89例で

あった。 

毎週水曜日の午前中には病棟にて教授回診が行

われる。その場では個々の入院患者のデータが詳

細に提示され、適切な治療方針が決定される。 

同じく水曜日の夕方には外来カンファランスを

開き、様々な症例の治療方針について詳細に議

論・検討している。 

外来診療は毎週月曜日から金曜日まで行われて

いる。専門外来としてはセカンドオピニオン外来、

腎腫瘍外来、副腎外科外来、膀胱腫瘍外来、前立

腺外来、腎移植外来、腹膜透析外来、シャント外

来、小児泌尿器科外来、尿路結石外来、排尿障害・

夜間頻尿外来、女性泌尿器外来、男性不妊外来、

排尿障害外来、前立腺肥大症外来、女性泌尿器科

外来、間質性膀胱炎外来、男性更年期・ED外来、

男性不妊外来が設けられ、専門的な立場から診療

が行われている。 

2013年 1月から 12月までの 1年間における、

延べ外来患者数は約 28,700人であった。 

 

教育 

教授、准教授、講師によりそれぞれの専門分野

に関する 13 回の泌尿器科系統講義が医学部 2 年

生に対して行われる。臨床講義、ベッドサイド実

習は医学部 3・4年生に対して行われる。 

ベッドサイド実習は患者に対する診療に集約さ

れる。主に泌尿器科患者の術前･術後管理、解剖学、

手術技術に関する解説が教官によって行われる。 

 

研究 

研究全体の主題は手術技術の向上および難治性

疾患の治療である。手術技術としては、腹腔鏡下

手術、ロボット支援下手術などがある。難治性疾

患には各種泌尿器科癌、腎不全、性機能障害、間

質性膀胱炎などがある。研究成果として毎年約 40

編の英語論文を発表している。 
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沿革と組織の概要 

大学院講座制に伴い、旧第一外科は腫瘍外科学、

血管外科学を担当することになりました。本教室

は、現在もなお旧外科学第一講座の構成や内容の

多くを踏襲しており、教育・研究・診療に関して

は血管外科と共同で行っている部分が少なくあり

ません。構成員は、教授 1、准教授１、講師１、

非常勤講師 7、助教 9、医員 4、大学院生 18、研

修医 4です。外来は外来棟 3階、固有病床は入院

棟 Aの 8階南、医局と研究室は管理研究棟の 1階

と地下 1階にあります。 

腹腔鏡手術・ロボット手術（da Vinci）による

低侵襲手術や直腸癌に対する術前化学放射線療法

など、個々の患者さんにとって、最も負担の少な

くかつ最善の治療法を探求しています。 

 

診 療 

外来診療は月曜日から金曜日まで、一般外来と

専門外来を行っています。大腸肛門疾患を主な診

療としていますが、胃癌腹膜播種疾患の専門外来

も設けています。2013年の腫瘍外科の手術件数は、

515件でした。毎週、月、水、金曜日午前に、術

前、術後のカンファレンスがあり、毎週水曜日に

教授回診が行われています。手術日は、月、火、

木曜日です。月曜日に教室全体の研究カンファレ

ンス、金曜日に英文論文の抄読会が開かれている

ほか、各グループでの臨床検討会が週一度の割合

で行われています。また、週三回、年間約 1200

例の大腸内視鏡検査を施行しています。大腸癌の

診断、治療に最新の技術を導入しているほか、炎

症性腸疾患の診断、長期にわたるサーベイランス

を数多く実施しています。 

 

教 育 

卒前教育は旧第二、第三外科と分担してM2の

系統講義、M3、M4の臨床講義、M3の臨床統合

実習教育を担当しています。系統講義では、腫瘍

学、外科免疫、大腸肛門病学、ヘルニアなどを担

当し、臨床講義では、主に大腸癌、炎症性腸疾患

を対象とした講義を行っています。M2 M3の臨

床実習では、各学生は各チームに配属され、実際

の診療の流れを体験できるような診療参加型の実
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習を行っています。このような実習を通じて、基

礎となる医学知識のみならず、医師としての態度

（マナー）、疾患について自ら勉強する姿勢につい

て習得してもらうことを主眼にしています。卒後

臨床研修では、希望に応じ 6週間から 4か月のタ

ームで 5～7名の研修医を受け入れ外科医として

の基礎的トレーニングを行っています。研修医に

は、術前・術後のカンファレンス以外にも、教室

全体の抄読会、外科集談会などにおいて発表する

機会を与えています。また、日々の診療を通じて

外科の各種検査法、術前、術後の患者管理につい

て理解を深め、個々の患者に必要かつ十分な検

査・処置・治療を実施できるようになることを目

標としています。 

 

研 究 

癌の発生・進展の機構解明から治療に至る広範

囲な領域を、臨床試験をはじめ、分子細胞生物学、

遺伝子工学の手法も含めた様々な解析方法を用い

て、多角的な研究を行っています。本教室では、

臨床医としての研究は、学位取得や英文誌への論

文掲載を最終目標とするのではなく、個々の研究

成果をどのように日々の診療に生かすことができ

るのかということを最も重要な観点と考えていま

す。この観点からの研究課題の設定、討論、評価

を行うことを基本的姿勢としています。  

  

本教室の主な研究テーマを下記に列挙します。 

1) 下部直腸癌に対する術前照射療法 

2) 潰瘍性大腸炎に対する大腸癌サーベイランス 

3) 潰瘍性大腸炎の発癌機構 

4) 腹腔鏡補助下大腸切除術 

5) 大腸癌における局所免疫 

6) 大腸癌と大腸腺腫の遺伝子解析 

7) 早期大腸癌の予後因子 

8) 大腸癌術後のサーベイランスプログラム 

9) 大腸癌肝転移の発現機構 

10) 樹状細胞を用いた癌免疫療法 

11) 腫瘍血管を標的とした癌免疫療法 

12) がん転移における活性脂質とその産生酵素の

役割 

13) 癌の発生、進展と脂質代謝 

14) 癌の進展における末梢神経の役割 

15) 抗癌剤感受性と関連する遺伝子解析 

16) 癌と血液凝固、線溶系 

17) 消化器癌におけるアデイポネクチンとその受

容体の解析 

18) 腹膜播種における腹腔内抗癌剤治療 

19) 腹腔内化学療法後の薬物動態の検索 

20) 炎症性腸疾患における繊維芽細胞増殖因子

（FGF）の役割 

21) 低分化大腸癌の遺伝子解析 

22) 固形癌に対する集束超音波治療 

23) 腹膜播種における腹腔細胞の定量的検討 

24) 直腸癌に対する放射線化学療法における免疫

能の関与とその増強による治療効果の変化 

25) がんとオートファジイ 

26) ロボット支援腹腔鏡補助下大腸切除術（da 

Vinch手術） 
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沿革と組織の概要 

大学院講座制に伴い、旧第一外科は血管外科学、

腫瘍外科学を担当することになりました。本教室

は、現在もなお旧外科学講座第一の構成や内容の

多くを踏襲しており、教育・研究・診療に関して

は腫瘍外科と共同で行っている部分が少なくあり

ません。構成員は、教授１以下、講師 1、助教 4、

医員 2、大学院生 11、研修医 2、出張者 13（海外

3含む）、（平成 26年 7月現在）です。外来は外来

棟 3階、固有病床は入院棟 Aの 8階南、医局と研

究室は管理研究棟にあります。 

高齢化社会の到来に伴い動脈硬化性疾患は増

加の一途をたどっており、今後もますます手術治

療を要する症例は増えるものと予測されます。ま

た、下肢静脈瘤や深部静脈血栓症などの静脈系疾

患も年々増加しており、血管疾患に対するさらに

きめの細かい教育、診療、研究が求められるもの

と考えています。 

 

診 療 

外来診療として月～金曜日の毎日，専門外来を

開いています。水、金曜日には DSA を中心とし

た血管撮影検査を行い、血管超音波検査や近赤外

線分光法・皮膚灌流圧などの無侵襲検査は 2007

年より活動を開始した Vascular Board と連携し

て行っています。Vascular Boardは中央検査部、

放射線部及び脈管疾患を扱う診療科が協力して病

院に設置した脈管疾患評価組織です。手術日は月、

火、木曜日であり、火曜日には内シャント造設術

などの外来小手術を行っています。毎週、月、水、

金曜日午前に術前術後カンファランスが行われて

います。月曜日午前に腫瘍外科と合同で主に大学

院生による研究カンファランス、火曜日午後に血

管疾患症例検討会が行われており、金曜日午前に

は英文論文抄読会が開かれています。 

 

教 育 

卒前教育は旧第二、第三外科と分担してM2の

系統講義・診断学実習、M2、M3の臨床講義・臨

床実習教育を担当しています。血管外科の対象疾

患は、腹部大動脈瘤、閉塞性動脈硬化症、下肢静

脈瘤、深部静脈血栓症、リンパ浮腫など血管疾患

の多岐にわたっていますが、学生に対しては各々

の疾患について十分な基礎的知識が得られるよう

教育を行っています。M2、M3 の臨床実習では、

学生が血管チームの一員として配属され、実際の

診療の流れを体験できるような診療参加型実習を

行っています。このような実習を通じて、基礎と
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なる医学知識のみならず、医師としての態度（マ

ナー）、疾患について自ら勉強する姿勢について習

得してもらうことを主眼にしています。卒後臨床

研修では、三外科に胸部外科を含めた各科で、常

時 5～7 名の研修医を受け入れ外科の基礎的トレ

ーニングを行っています。また月一回臨床研修医

を含めた外科系医師を対象として開催される教育

セミナー（外科 ground round）にて血管外科領

域の担当をしています。研修医には外科の各種検

査法、術前、術後の患者管理について理解を深め

てもらい、個々の患者に必要かつ十分な検査・処

置・治療を実施できるようになることを目標とし

ています。術前、術後のカンファレンス以外にも、

教室全体の抄読会、外科集談会、日本血管外科学

会関東甲信越地方会などにおいて症例を発表する

機会を与えるようにしています。 

 

研 究 

毎年 2 ～ 3 人の血管外科分野の大学院生を受け

入れており、臨床研究では腹部大動脈瘤に対する

ステントグラフト内挿術後血行力学的変化の解明

や閉塞性動脈硬化症の遺伝子解析を、また基礎研

究としては小口径人工血管の開発、血管新生など

について遺伝子工学的ならびに分子生物学的な手

法を用いて研究を行っています。月に一回土曜日

午前には血管外科のリサーチカンファランスを行

っています。 

本教室の主な研究テーマを下記に列挙します。 

1) 低侵襲血管外科手術をめざしたナビゲーシ

ョンシステムの確立 

2) 動脈瘤発育の病態生理学的研究 

3) ステント再狭窄の病態生理学的研究 

4) 血管平滑筋細胞における細胞間伝達機構 

5) 近赤外線分光法を用いた組織酸素動態 

6) 動脈硬化症関連遺伝子の探索 

7) 動物モデルを用いた微小循環の薬学的解析 

8) 血管新生メカニズムの解明 

9) 血管新生を目指した新しいドラッグデリバ

リーシステムの開発 

10) ステントグラフト挿入後の血行力学的検討 

11) ナノテクノロジーを応用した血管壁細胞へ

の遺伝子導入法の開発 

12) 血管形成を伴った人工臓器開発のための基

礎研究 

13) 下肢虚血評価のための新しい診断法の開発 

14) 生体内皮機能自動測定装置の開発 

15）間欠性跛行患者の歩行様式に関する研究 

16) 嚢状瘤モデルの作成とシミュレーション 
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教授 
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講師 
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組 織 

代謝栄養内分泌外科学は現在、教授 1名、准教

授 1名、講師 1名、助教 4名で構成されており、

これ以外に臨床登録医、大学院生、が研究に従事

している。臨床科は乳腺内分泌外科である。当教

室の理念と教育活動、職務スケジュールは消化管

外科学教室とほぼ同様である。 

 

教育活動 

学部学生に対して、その制度が始まる以前より

クリニカルクラークシップを取り入れ、広く外科

的疾患の基礎を教育するとともに、専門的な疾患

についてはその診断・治療の過程における考え方

を中心に教育している。とくに臨床実習では、学

生である以上に臨床チームの一員であるとの自覚

を持たせ指導している。そして学生は、周術期の

疾患管理に限らず、術後、長期経過後の障害に対

する治療と終末期医療をも含んだ包括的な患者ケ

アを学んでいく。当教室の教育制度によって、学

生たちは医学的観点からみて実践に役立つ情報を

豊富に手に入れると同時に、生と死の意味につい

て深く考察する機会も持つことができる。当教室

の BSL は与えられる課題が多いが、大変役立ち

やりがいのある実習として評価が高い。 

卒後初期研修については、主に乳腺、甲状腺・

副甲状腺疾患の診断、治療の基礎を教育すると同

時に、基本的な外科的手技についての修練を行っ

ている。初期研修を終えた後は、学外施設にて一

般外科修練を数年間積み、その後、本院の病棟担

当医としてさらなる専門的課題について修練をし、

外科専門医（認定医）取得後、より専門的な臨床

医への道、あるいは大学院生としての課程を歩む。

とくに乳癌の病理、化学療法やマンモグラフィー

読影の勉強会を行っており、研修医と学部学生に

対する当教室の教育制度は、先に触れた理念を反

映している。 

 

臨床活動 

病院においては乳腺・内分泌外科を担当してい

る。甲状腺・副甲状腺を対象とする内分泌外科は、

日本ではまだ十分認識されていない部分もあるが、

欧米諸国ではトップレベルの外科医によるこの分

野の研究が始まってすでに日が長い。当教室での

本格的な活動は 1987 年であるが、この背景には



 The Tokyo Journal of Medical Sciences. Vol.128, Oct. 2014 253 

国内外での需要の高まりがあり、悪性疾患だけで

なく機能性疾患の治療が必要になってきたこと、

さらに QOL に対する関心が高まってきたことが

その原因にあげられる。この分野には、専門家と

しての高度な技量と内分泌系疾患に関する広範な

知識が求められる。 

一方、これまで東大病院においては、乳腺・甲

状腺疾患に対する診断、治療体制が十分整備され

ておらず、その確立が急務であったため、診療科

再編に伴い当教室が乳腺内分泌外科の診療を行な

うことになった。従って、甲状腺、乳腺、副甲状

腺の疾患を対象としており、乳腺・甲状腺の診断・

治療に習熟した乳腺外科・内分泌外科医の育成を

目指している。2013年度における症例は、乳腺外

科としては乳癌が 150例であり、内分泌外科とし

ては甲状腺癌、副甲状腺機能亢進症を中心に 60

例である。 

術後代謝栄養の観点から様々な実績を積み重

ねてきたが、それを基盤に東大病院の  NST 

（nutritional support team）の立ち上げにと運

営を、当教室が中心となって立ち上げ、多角的な

面における患者の QOL の向上と質の高い医療の

実践に向けて活動を開始した。 

一週間の勤務スケジュールとしては、まず月曜

日に教授の総回診が行われ、術後、術前の症例検

討会が水・木・金の早朝に、術後経過検討と手術

予定患者についてのカンファランスを火曜の夕方

に、科長病棟カンファ＋回診は木曜夕方、抄読会

が月曜日早朝に行われている。また放射線技師を

交えたマンモグラフィーの読影会、病理との合同

カンファランスを月１回、さらに内外の乳癌専門

家による研究会も年２回開催している。教室員は

上下を問わず全員、高い意識をもって患者のため

に全力を尽くすべく努力を傾注している。 

 

研究活動 

当教室の研究の基本テーマは侵襲学、代謝栄養

学、内分泌外科学である。「手術侵襲」や「外科的

ストレス」による急性炎症により、多彩な生理学

的・内分泌学的生体反応が惹起され、時には大変

重篤な経過をたどることがある。患者の生命に危

険をおよぼしかねない術中・術後の侵襲やストレ

スを軽減するためには、侵襲に対する生命反応の

研究が不可欠である。当教室は日本におけるこの

分野でのパイオニアであり、1965年に「日本外科

代謝栄養学会」を発足させ、国内外での研究活動

を活発に行ってきた。 

現在、遂行中の研究課題はエンドトキシンによ

る生体反応のメカニズムの解析と臨床応用である。

生体は致死的な侵襲を受ける前に少量あるいは亜

致死的な刺激を受けていると、次にもたらされる

致死的な侵襲に対して耐性（tolerance）を獲得し、

生き延びることが知られている。さらにこの現象

は異なった刺激を与えても同様の結果が得られて

おり。これを交差耐性（cross tolerance）と呼ん

でいる。このメカニズムを応用することにより、

手術侵襲の軽減がもたらされ、癌に対する拡大郭

清の適応拡大、高齢者に対する拡大手術の可能性

が拡がる。また、外科的侵襲を受けたときの腸管

麻痺は動物実験で確認してきたが、そのメカニズ

ムの解析と臨床応用を農学部と共同研究中である。 

乳癌の外科的治療はほぼ確立したが、ホルモ

ン・化学療法については今度の課題である。とく

に新しい分子標的治療剤やホルモン関連酵素阻害

剤などの適応については、個々の症例に応じた細

やかな治療選択が求められている。それらの感受

性の検索においては、遺伝子レベルのみならず蛋

白レベルでの解析が必要でありプロテオミクスを

応用した検討を開始している。 

乳癌の発生と進展のメカニズムの解析を目的

に、エストロゲンを中心とした核内受容体の機能

解析、やテロメラーゼ活性を指標とした診断・治

療、さらには癌組織の薬剤感受性のデータを集積

中で、個別化化学療法への応用が期待される。甲
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状腺疾患においては、当教室で開発したテロメラ

ーゼのmRNAに対する in situ hybridizationに

よる濾胞腺癌と濾胞腺腫との鑑別診断法のデータ

を蓄積中である。薬学部との共同研究により乳頭

癌に特異的に発現する糖蛋白を同定し、腫瘍マー

カーとしての発展が期待されている。以下、進行

中の研究テーマを列記する。 

 

1. 代謝栄養・生体反応 

①エンドトキシンや虚血ストレスに対する耐性の

メカニズム 

②エンドトキシン血症の評価法の開発 

③エンドトキシン血症と血管内皮細胞障害 

④Toll-like receptorの役割の解析 

⑤術後腸管麻痺のメカニズム解明 

⑥外科的ストレスへの適応に果たすカテコールア

ミンの役割 

⑦抗癌剤化学療法時における BT（bacterial 

translocation）とその予防 

⑧外科的ストレスに対する反応の性差 

⑨手術ストレスへ時の低Ｔ3状態のメカニズム 

⑩虚血再灌流におけるNOの意義 

⑪術後早期経管栄養の意義 

 

2. 乳腺・甲状腺疾患 

①乳癌の発生と進展における IGFRの働き 

②乳癌に対する抗癌剤感受性試験と個別化治療 

③甲状腺腫瘍におけるエピジェネティク解析 

④PDEによる Sentinel Node Navigation手術 

⑤乳管内皮細のメチル化と乳癌の発生 

⑥乳癌・甲状腺癌患者の血中 CTC解析 

⑦乳癌組織における癌幹細胞の検出 
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沿革と組織の概要 

1990 年に開講 100 周年を迎えている。現在のス

タッフは教授 1、准教授 2、講師 3、特任講師 2、

助教 6である。外来は、新外来棟 4階、病棟は主

として 6階北、医局及び研究室は管理研究棟 2階

にある。以下に、当教室の診療・研究・教育の現

状について述べる。 

 

診 療 

月曜日から金曜日まで一般外来（午前）と専門外

来（午後）を行っている。専門外来は、アトピー

性皮膚炎・乾癬・膠原病・皮膚外科・リンフォー

マ・水疱症などに加えて、レーザー外来を行って

いる。皮膚科の治療の特徴のひとつは、各種紫外

線（UVA, narrow band UVBなど）による治療を

行っていることもある。このことから、現在は外

来診療科名を、皮膚科・皮膚光線レーザー科とし

ている。生検・小手術は通常外来手術室で行って

いる。教室全体として病理組織検討会・外来症例

検討会を毎週火曜日午後 5:30から行っている。教

授廻診は、毎週水曜日午前中に病棟勤務医全員で

行っている。また対象疾患では、アトピー性皮膚

炎や乾癬など外用療法が基本の疾患、SLEや汎発

性強皮症など内臓疾患を伴う膠原病、悪性黒色腫

や有棘細胞癌など皮膚外科手技を要する疾患、壊

死性筋膜炎や真菌症などの感染症など広範な領域

にわたっており常時 30名以上の入院患者がいる。

皮膚症状は、それを理解できる『眼』ができてい

る場合に意味をもつものであるので病理組織検査

や臨床検査と相俟って『皮疹を正確に把握できる

眼』をもつ皮膚科医を育てるべく力を注いでいる。 

 

教 育 

卒前教育では、皮膚科学の総論・各論について系

統的な講義を行う一方、診断学の中で皮膚症状の

見方についての教育を行っている。また、学内外

の講師による皮膚疾患についての系統立った臨床

的な講義を行い、皮膚科学の研究と臨床がどのよ

うに結びついているかの理解を助けるようにして

いる。学生実習では、様々な患者の診察を通じて、
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皮膚科の診療の仕方について理解してもらえるよ

うに配慮している。卒後教育では、医療全般につ

いての訓練を充分に行うとともに皮膚科医として

の診療の仕方についてのトレーニングを行ってい

る。更に、日本皮膚科学会その他の学会で数多く

の発表の機会がもてるように配慮している。 

 

研 究 

当教室においては、専門外来を中心として臨床研

究及び基礎的研究を行っている。研究室としての

枠組みはとっていないが、大きく 1)免疫・アレル

ギー、2)膠原病、3)悪性腫瘍、4)リンパ腫のグル

ープができている。大学院生は、講師レベル以上

で留学経験のある指導者と共に研究を始めるよう

になっている。以下に主な研究内容を挙げる。 

（1）アトピー性皮膚炎などアレルギー疾患につ

いての臨床的・基礎的研究 

（2）乾癬についての臨床的・基礎的研究 

（3）膠原病（強皮症、SLE、皮膚節炎）の臨床

的研究 

（4）皮膚悪性腫瘍に関する臨床的・基礎的研究 

（5）ランゲルハンス細胞、樹状細胞の研究 

（6）細胞接着分子・ケモカインによる炎症制御

機構に関する研究 

（7）線維芽細胞からのコラーゲン産生制御に関

する分子生物的検討 

（8）皮膚リンパ腫の臨床的・基礎的研究 

（9）悪性黒色腫の転移機構の検討 
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沿革と組織の概要 

形成外科学教室の現在の構成は、教授 1名、講

師 1名、特任講師 2名、助教 5名、特任臨床医（医

員）6名、専門研修医 4名である。 

教室員の多くは関連病院に出張しているが、現

有教室員の総数は約 100名である。外来は外来診

療棟 3 階にあり、病棟は新病棟 10 階南に、研究

室は東研究棟に、教授室、教官室、医員室、医局

およびカンファランス室は内科研究棟にある。 

以下に当教室の教育、研究、診療の現状につい

て述べる。 

 

教育 

卒前教育では、M2、M4 の講義と M4 の BSL

を担当している。講義の内容としては、形成外科

学総論（先天性、後天性疾患）、創傷治癒、外傷、

植皮、頭蓋顎顔面外科、マイクロサージャリー、

組織移植、頭頸部再建外科、美容外科などを取り

上げている。BSLでは、手術見学、病棟回診、外

来見学に加え、非常勤講師によるクルズスおよび

ビデオ学習を行い、教授、講師、助手の指導のも

とに、形成外科が対象とする多様な疾患に多く触

れられるように配慮している。 

卒後教育では、初期研修２年間の後、後期研修と

して形成外科全般のトレーニングを行い、卒後 6

年間で形成外科認定医の資格が取得できるよう指

導を行っている。また海外からの見学者を積極的

に受け入れており、2013年は中国、イギリス、ア

メリカ、韓国、タイ、スペイン、ベルギー、台湾、

カナダ、インド、オーストラリア等から合計 31

名を受け入れている。 

 

研究 

研究室は東研究棟地下 1階にあり、平成 25年 7

月現在、大学院生 7名が席を置き、教官とともに

研究活動を行っている。 

代表的な研究テーマを下記に列挙する。 

１）微小血管吻合を用いた各種組織移植の基礎研

究 

２）脂肪由来幹細胞の血管新生治療、創傷治癒治

療、組織増大治療への応用に関する研究 

３）軟骨細胞、もしくは脂肪由来幹細胞を用いた

軟骨再生に関する研究 

４）毛乳頭細胞、表皮角化細胞を用いた毛髪再生
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に関する研究 

５）胎盤、羊膜、臍帯由来細胞の再生医療への応

用に関する研究 

６）血管壁に存在する血管前駆細胞に関する研究 

７）血小板など自己血液由来成分の再生医療への

応用に関する研究 

８）レチノイドによる色素細胞、表皮角化細胞へ

のシグナルに関わる研究 

９）新規レチノイド、レチノイド DDS 製剤の開

発に関わる研究 

 

診療 

月曜日から金曜日までの午前中、外来診療を行

っている。外傷、瘢痕、ケロイド、顔面神経麻痺、

乳房、唇、口蓋裂、頭蓋顔面奇形、耳介変形、腫

瘍再建、美容皮膚、美容外科の各専門外来がある。 

現在利用病床数は約 20 床である。術前検査は

外来で行い、術後も歩行可能となれば抜糸前に退

院となるのが普通である。 

毎週水曜日午前中に教授回診が行われている。

このほかに医局全体のクリニカルカンファランス

が毎週水曜日夜に、臨床抄読会が水曜日朝と木曜

日朝に、研究抄読会が金曜日夕刻に、研究カンフ

ァランスが月曜日、木曜日の夕刻に行われている。 
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沿革と組織の概要 

口腔外科学教室は、本邦における最初の歯科学

講座として、明治 35 年に創設され、これまで日

本の口腔外科の進歩に大きな役割を果たしてきま

した。現在、講座名は東京大学大学院医学系研究

科感覚・運動機能医学講座（口腔外科学分野）、病

院の診療科名は顎口腔外科・歯科矯正歯科と称し

ています。顎口腔外科・歯科矯正歯科は、医学部

附属病院唯一の歯科関連の診療科として、顎顔面

変形症（口唇口蓋裂をはじめとした先天的疾患や

“受け口”のような疾患）や、顎顔面外傷、口腔

内炎症、口腔腫瘍など歯や顎に先天性または後天

性異常のある方を対象としています。医師、歯科

医師、言語聴覚士、歯科衛生士などがチームを組

んで集学的治療を行っているのが、当科の特徴で

す。 

また、研究分野では、多くのスタッフが臨床お

よび基礎的研究にあたっており、特に骨、骨膜、

軟骨、軟骨膜、神経、皮膚などの再生医療につい

て重点を置いています。東京大学医学部附属病院

にはティッシュ・エンジニアリング部が平成 13

年 10 月に設立され当教室の高戸毅教授が部長を

兼任しておりますが、近い将来の臨床応用を目標

とし、トランスレーショナル・リサーチセンター

として機能すべく研究を行っています。口腔外科

学教室は軟骨･骨再生医療寄付講座をティッシュ･

エンジニアリング部に有しており、ここで助教や

大学院生が顎顔面領域における再生医療に関する

基礎的研究を日々行っています。 

 

診 療 

顎口腔外科・歯科矯正歯科においては主に、口

唇口蓋裂を始めとする先天性疾患、顎顔面変形症、

外傷、腫瘍などの疾患を持つものを対象として専

門外来を開設して診療にあたっています。また重

い全身疾患のある方の歯科診療も対象としていま

す。外来には、12の歯科治療ブースと外来手術室

1 室、および言語治療室を備えており、1 日の再

来患者数は現在約 100名となっています。 

実際の診療では、大きく２つの部門に分かれて

治療にあたっています。 

顎口腔外科部門は、智歯（親知らず）抜歯を始
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め、口、歯、顎に関連した外科手術を中心に、口

腔関連の炎症や腫瘍の管理なども行っており、歯

科矯正歯科部門では、著しい顎骨変形を持つ患者

の咬合改善、顎の成長のコントロール（矯正歯科）、

また、腫瘍や外傷による歯・顎骨欠損部を、入れ

歯やデンタルインプラント（人工歯根）を用いて

補う治療を行っております（補綴歯科）。 

また月曜日午後の専門外来では、顎口腔外科医、

矯正歯科医による臨床カンファレンスを行ってお

り、その他顎関節症の方を対象にした顎関節外来

も設けています。 

入院患者は年間 400人ほどで、全身麻酔による

手術件数は年間 300 例となっています。口唇口蓋

裂、顎変形症における外科的咬合改善術や骨移植、

顎骨骨折の整復固定、腫瘍切除等が主な手術内容

となっています。最近では、骨延長を顎顔面領域

に併用して、顎顔面変形に対する咬合改善を行っ

たり、 カスタムメイド人工骨を移植して、顎顔面

骨形態の改善を図るようなことも行っています。 

 

教 育 

当教室では、教授、准教授、講師および他大学

のエキスパートを含めた非常勤講師がそれぞれの

専門分野について、M2、M4 の学生に対して講

義・実習を行っています。M2 の学生には口腔外

科総論、歯科概論、口唇口蓋裂、嚢胞、腫瘍、外

傷、口腔粘膜疾患、感染症、顎顔面補綴について、

M4 の学生への臨床実習（BSL）では、歯および

口腔顎顔面の構造、う蝕・歯周病・不正咬合など

の歯科疾患、先天異常・腫瘍・嚢胞、感染症、外

傷などの口腔顎顔面疾患についての症例呈示をお

こなって歯科治療、口腔顎顔面外科治療について

の理解をしていただき、病棟見学、手術見学など

で、医師として最小限必要な口腔に関する知識を

深めています。卒後研修としては、現在は主に歯

学部卒業生に対し、歯科研修医として口腔外科、

矯正歯科各指導医の下、歯科治療全般にわたる知

識・技術の向上を目的とした研修が行えるよう、

指導を行っております。研修期間中に総合的な歯

科臨床知識を習得した上で、積極的に大学院進学

も勧めており、臨床・研究のバランスのとれた各

分野の専門医の育成を目指しております。 

 

研 究 

当教室での研究は当科で扱われる臨床症例と

密接に関連しています。すなわち口唇口蓋裂等の

先天奇形、顎顔面変形症、さらには再生医療の分

野においては、骨・軟骨の再生医療に関して臨床

および基礎の研究が行われています。 

 

臨床研究 

1) 口唇口蓋裂に伴う顔面変形および不正咬合に

対する治療 

2) 頭蓋顎顔面先天性疾患における顔面成長の研

究 

3) カスタムメイド人工骨（CT Bone）移植によ

る顎顔面再建 

4) 口唇口蓋裂に伴う重度鼻変形修正に対するイ

ンプラント型再生軟骨移植 

5) 進行性骨化性線維異形成症（FOP）患者の咬

合管理 

6) 周術期がん患者に対する口腔ケア体制確立の

ためのQOL研究 

7) 口腔カンジダ症に対する抗真菌薬の感受性に

関する臨床研究 

 

基礎研究 

1) 組織工学的手法を用いた骨・軟骨再生 

2) 骨再生誘導因子を付与したインテリジェント

型人工骨の開発 

3) 微小テトラポッド型人工骨の開発 

4) 軟骨の組織修復に関する分子生物学と再生医

療への応用 

5) iPS 細胞を用いた軟骨再生医療 
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6) 軟骨・骨再生における新規足場素材の開発 

7) 生体内における軟骨・骨再生組織の評価 

8) 間葉系細胞分化制御機構に関する研究 

9) 口腔癌および前癌病変におけるエピジェネテ

ィックな異常の解明 

10) 口腔がん多段階発がん過程におけるスフィン

ゴシン-１-リン酸シグナル調節機構の解明 

11) 歯髄由来幹細胞における microRNA の機能

解析 
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沿革と組織の概要 

本講座は 1906 年に日本で初めての整形外科学

講座として開講された。初代教授はドイツとオー

ストリアに留学した田代義徳であり、「整形外科」

の名称は田代教授が提案し、採用されたものであ

る。 

開講当初、主な対象疾患はポリオや脊椎カリエ

スなどの感染症と、内反足や先天性股関節脱臼な

どの先天性疾患であった。田代教授は外傷を整形

外科の治療対象と認識し、門下を教育した。また

田代教授と高木憲次教授（第 2代）は肢体不自由

児の療育事業を推進し、それは本邦におけるリハ

ビリテーション医学の源流へと発展した。また、

高木教授による関節鏡の発明は、現在の小侵襲手

術の基礎となった歴史的な業績である。近年では、

骨粗鬆症や変形性関節症などの研究、脊柱靱帯骨

化症や関節リウマチの研究、骨・関節のバイオメ

カニクスの研究など運動器を対象とする学科とな

っている。本講座は、平成 7年に始まった医学部

の大学院重点化に伴って大学院医学系研究科外科

学専攻感覚運動機能講座の中の整形外科学専門分

野となった。 

平成 26 年 3 月現在の教職員は、教授１名、准

教授 2名、講座専任講師 1名、講師１名、助教 15

名、特任研究員 1名、特任臨床医 7名、病院診療

医 1名、専門研修医 8名、学外非常勤講師 10名

である。 

 

教 育 

卒前教育としては医学部医学科学生、同保健学

科学生に対し、卒後教育としては医学系大学院学

生、初期臨床研修医（スーパーローテーター）、後

期臨床研修医、学会認定医資格取得前の医師、同

取得後の医師、および他院の理学療法士の教育を

行った。 

医学科学生の教育は、学部 2年生に対して、系
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統講義、診断学実習、症候学講義、チュートリア

ルを行った。系統講義は 12 コマの講義で、基礎

研究、小児疾患、リウマチ性疾患、代謝性骨疾患、

骨軟部腫瘍、外傷、各関節における疾患が含まれ

ている。診断学実習は、四肢の疾患、脊椎疾患の

診断手技、画像診断の実習を行った。学部 3年生

に対しては、本年度から新しいカリキュラムとな

った新クリニカルクラークシップに準拠し、学生

が 3 週間に渡って各診療グループの一員として活

動する参加型の臨床実習を導入した。整形外科実

習の手引を作成配布し、学生のためのカンファラ

ンスを行って重要な疾患の診断学、治療学の習得

を促している。学部 4年生に対するエレクティブ

クリニカルクラークシップでは学生を病棟のチー

ムに配属し、手術を含めた入院患者診療、救急外

傷医療に参加させ、より実践的な実習体制とした。

また、学部 4年生に対して形成外科、リハビリテ

ーション科と合同で臨床統合講義を行った。大学

院学生は、講座内、学内の寄付講座や関連講座、

学外に国内外留学者がおり、研究に従事している。 

平成 25年度は 14名のスーパーローテーターが

当科で初期研修を行った。プライマリーケアとし

ての運動器診療の修得を目標とし、一般的な疾病

の担当をする体制とした。専門研修医の研修は関

係病院との 1年間の研修プログラムの下、医学部

附属病院において整形外科学の初期研修を行うと

ともに、救急医学講座との連携により救急医療の

研修も行った。系統的に重要な運動器疾患につい

ての参加型講義を年間を通して週 1回行った。 

学会認定医資格取得前の医師の教育は、専門外

来診療カンファランスおよびリサーチカンファラ

ンスへの参加によって行い、認定医資格取得者の

教育は、個別指導のほか、専門的なテーマを取り

上げている教室の研究会および研修会によって行

った。 

保健学科学生の教育は、看護コースの臨床実習

の一部を担当した。主として病棟で行っており、

看護師長はじめ看護職員が直接の指導にあたった。 

 

診 療 

平成 25年度の外来患者は延 38,034人、初診患

者 2,330人であった。 

専門外来は脊髄脊椎、股関節、リウマチ、腰痛、

腫瘍、脊柱側弯、四肢再建・脚延長、膝関節、先

天股脱、手の外科、肘関節、肩関節、スポーツ外

傷、末梢神経、骨系統疾患、足の外科の各外来で

ある。 

病棟入院患者数は概ね 55-65床の間で推移して

いる。全入院患者に関して週 3回の病棟カンファ

ランスを開催し、診断・治療計画・経過について

検討・討議を行っている。平成 25 年度の入院手

術件数は 1,357件で、脊椎手術 300件（うち頸椎

手術 73 件、胸腰椎手術 111 件、側弯症手術 59

件、うち内視鏡視などの低侵襲手術 63 件）関節

リウマチ手術 81件、股関節手術 134件、膝関節

手術 262件（うちコンピューターナビゲーション

ACL手術 48件、コンピューターナビゲーション

TKA手術 47件、UKA48件）、肩関節手術 3件、

手の外科 253件、足の外科 25件、脚延長・変形

矯正 5件、骨・軟部腫瘍 106件、外傷 191件など

であった。 

特色ある治療法としては、三次元画像表示によ

るナビゲーションシステムを用いた脊椎・関節手

術、棘突起縦割法脊柱管拡大術、棘突起還納型腰

椎椎弓形成術、脊椎内視鏡手術、変形性股関節症

に対する寛骨臼回転骨切り術、膝十字靭帯損傷の

3 次元画像ナビゲーションを使用した解剖学的再

建術、骨軟部悪性腫瘍に対する集学的治療、高度

な関節破壊をきたした関節リウマチ患者に対する

人工関節置換術などを行なっている。また、研究

から発展した臨床応用として新しい人工股関節の

治験を行い、現在販売されている。一方、検査法

としては、3次元 CTおよび 3次元造型モデルを

用いた術前手術計画、有限要素法を用いた骨強度
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予測を行っている。このうち、三次元再構成画像

による股関節疾患の診断と治療、ナビゲーション

システムを用いた膝関節再建手術、定量的 CTを

用いた有限要素法による骨強度予測評価、実物大

立体臓器モデルによる手術支援、骨軟部腫瘍のキ

メラ遺伝子の分子病理診断、は先進医療の認可を

受けている。 

 

研 究 

最先端の生物学的および工学的手法を駆使し

て、各種運動器疾患の病態解明および治療におけ

る世界的な業績をあげている。特に、骨・軟骨の

分子生物学的研究では、世界をリードする存在と

なっている。本講座を中心に 4つの寄付講座が設

置され、緊密な協力のもとに研究を推進している。

整形外科学本講座と骨軟骨再生医療講座（ティッ

シュエンジニアリング部）は分子生物学・再生医

療学などを、関節疾患総合研究講座（22世紀医療

センター）は観察疫学・医用情報工学・臨床介入

研究を、臨床運動器医学講座（22世紀医療センタ

ー）はヒトゲノム疫学を、関節機能再建学講座は

バイオマテリアル工学を担当している。 

当教室では以前より骨代謝学に対しての研究

を積極的に行っており、特に生体内で唯一骨吸収

の働きを持つ破骨細胞の分化・活性化・アポトー

シス研究に関しては今までも重要な報告を行って

きた。近年は、骨代謝学と免疫学のシグナル伝達

のクロストークが明らかになることで新しい研究

分野として確立された骨免疫学 osteoimmunology 

分野における研究や、網羅的解析法の発達で注目

を集めている epigenetic な研究を行い、成果を上

げている。 

運動器疾患の基礎的研究のうち、軟骨研究につ

いては当教室を協力講座とする骨軟骨再生医療講

座と共同で行っており、軟骨細胞の発生・分化か

ら、関節軟骨の形成・成熟、さらに関節軟骨の変

性に至るまでの分子メカニズムと、これらを治療

するための研究を系統的に行っており、平成 25

年度は、NF-κBファミリーメンバーである RelA

が、軟骨基質分解酵素である ADAMTS5 を転写

誘導すること、また、その阻害によって軟骨基質

分解を抑制しうることを報告した。また、FGF-18

が、軟骨基質分解を抑制しうることを照明した。

さらに、現在は、HIF-1, HIF-2、Notchシグナル、

NF-κB シグナルによる軟骨細胞の制御メカニズ

ムの解析を継続しており、順次報告を予定してい

る。 

整形外科学本講座と寄付講座を有機的に連携

させて、運動器疾患の戦略的統合研究計画 ROAD

（research on osteoarthritis against disability）

が行われている。3,000 名以上という世界最大規

模の住民コホートを用いた詳細な臨床情報とゲノ

ム情報を網羅した運動器疾患臨床統合データベー

スの構築に成功した。10年以上の縦断研究を予定

している。この縦断的データベースを解析するこ

とによって、すでに変形性関節症や骨粗鬆症など

の運動器疾患の高い有病率、発生率およびそれら

の危険因子を初めて明らかにしたとともに、背景

にある環境因子・遺伝因子を系統的・網羅的に探

索している。現在までの成果によって運動器が初

めて政府の健康対策の指針（新健康フロンティア

戦略）に明記される原動力となった。また転写因

子 HIF2A が変形性関節症の強力な治療標的候補

分子となることを見出した。また、変形性関節症

レントゲン画像の全自動評価ソフトウェアの開発

に成功し、世界で初めて変形性関節症の重症度の

客観的な定量評価を可能とした。 

関節機能再建学講座では、関節機能の先端的な

再建法を目ざし、工学系研究科と協力して、長寿

命型人工関節の開発に成功した。 

疾患生命工学センターおよび医工連携部との

共同研究として、「インテリジェント型人工ウイル

スを用いた遺伝子導入による関節疾患治療の研

究」も行なっている。 
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学外の施設においても、国内外の複数の一流研

究施設に大学院生を研究生として派遣しており、

頻繁に学術的交流を行っている。国立病院機構な

どとともに関節リウマチに関するコホート研究

（Ninja）に参加しているほか、各診療グループ

が骨軟部肉腫治療研究会（JMOG）などの多施設

共同研究体制における臨床研究を遂行している。 
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沿革と組織の概要 

1871年（明治 4年）8月、プロシアよりレオポ

ルド・ミュルレル（外科）、テオドール・ホフマ

ン（内科）が着任。ミュルレルが眼科学を兼任し

たことにより東大眼科開講となる。以来、梅錦之

丞、河本重次郎、石原忍、庄司義治、中島實、萩

原朗、鹿野信一、三島済一、増田寛次郎、新家眞

らが東京大学眼科学教室の教授を歴任してきた。

東京大学眼科学教室は臨床科として眼科学講座、

附属病院角膜移植部からなり、その構成は教授 1、

准教授 2、講師 4、助教 13、特任臨床医 7、専門

研修医 5、技官 1、大学院生 7、留学生 4、非常勤

講師 9である。外来は外来診療棟 3階、病棟は入

院棟Ａ7階、医局は第一研究棟 2階にある。 

 

診 療 

一般外来（月～金曜）および専門外来（角膜、

緑内障、ぶどう膜、網膜、黄斑、斜視外来、糖尿

病、神経眼科、腫瘍外来、涙道外来）が特定の曜

日に行われている。一般外来は紹介状の有無に関

わらず来院患者のすべてを対象とし、専門外来は

専門的検査・治療を要する症例を対象に一般外来

と重複する症歴を作成し診察を行っている。従っ

て全ての症例が一般外来での治療経過の把握が可

能である一方、病院病歴の書き換え期間を超える

長期経過例については専門外来病歴（専門外来管

理）により容易に把握することが可能となってい

る。外来手術は水曜日を定時手術とし斜視、外眼

部疾患を中心に行われた。必要に応じて定時以外

にも手術を行っている。平成 25 年の新来患者数

は 2859名、再来患者数延べ 58120名であった。 

病床数は 44 床で平成 25 年入院患者数は延べ

15226 名、手術件数は 2454 件であった。病棟は

月曜朝准教授回診、木曜朝教授回診、火、金（全

日）が定時手術日となっている。手術症例として

は白内障が最も多く、次いで緑内障、網膜剥離、

重症糖尿病網膜症を中心とする眼底疾患、角膜移

植手術となっている。症例数及び緊急を要する症

例が多く定時手術枠内での手術は不可能で慢性的

に臨時、救急手術を中央手術室や外来手術室に依
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頼せざるを得ない状態となっている。 

 

教 育 

卒前教育としてはＭ2の系統講義（14単位）、

臨床診断学実習（16 回）、PBL（12 回）、M3

のクリニカルクラークシップ、M4の統合講義（2

単位）、臨床実習（16週）等を担当している。ベ

ッドサイド教育の骨子は眼科の特殊性と他科領域

との関連、老齢化社会に向かっての眼科の役割に

ついて理解を深めることとし、講師にはシニアレ

ジデント～スタッフが幅広く担当することとした。

系統講義においては眼科の基礎知識を、臨床講義

にあっては他科領域との問題も含めた代表的な眼

科的疾患をスライド、ビデオを用いて行っている。

卒後教育としては従来からの伝統として医局員

（入局 4年以内）は患者中心主義（同一患者は外

来、入院を問わず同一医師が担当する）により疾

患の病態像の理解を深めることを基礎としている。

新入医局員に対しては 6、7 月の 2 か月間、一般

医局員に対しては 10月から 3月までの 6か月間

夕方、教室内外の同窓先輩等を講師に依頼し、ク

ルズスを実施した。 

毎週水曜日、午後 6時から手術症例検討、午後

7 時～8 時症例、研究報告会を行っている。教室

外から講師を依頼し例年行う茶話会（日本眼科学

会専門医制講習会認定）も本年度は 6回主催した。

卒後教育の充実、教室内外との交流をはかった。

研修期間内における研修の補足、充実をはかって

いる。 

 

研 究 

研究は専門外来を基盤として研究内容（角膜、

緑内障、ぶどう膜、神経眼科、網膜等）の他、形

態、薬理、生理、分子生物学、免疫学的方法によ

る研究、また非侵襲的検査、研究方法の開発がな

されている。その主なものは 

1) レーザースペックルによる虹彩、眼底血流動態

解析法の開発 

2) 正常緑内障の病態研究 

3) 緑内障に対する薬物効果の検討 

4) 緑内障（特に正常眼圧緑内障）早期診断法、臨

床病態像の解明 

5) ティッシュ・エンジニアリングによるバイオ再

生角膜作成 

6) 角膜形状の臨床的解析 

7) 培養角膜輪部、口腔粘膜上皮の新しい培養法研

究 

8) 新しいマイボグラフィーを用いたマイボーム

腺関連疾患の解析 

9) エキシマレーザー屈折矯正手術、その臨床及び

基礎研究 

10) 網膜変性疾患の分子遺伝学的研究 

11) 色覚異常と視機能との関係 

12) 薬物の網膜に対する影響について電気生理学

的検討 

13)加齢性黄斑変性の病態解析 

14) 網膜新生血管の分子生物学的検討 

15) 原田病、ベーチェット病の免疫遺伝学的検討 

16) ベーチェット病における免疫抑制剤の効果・免

疫学的発病機序 

17) 糖尿病網膜症の臨床病態像および分子生物学

的アプローチによる検討 
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沿革と組織の概要 

耳鼻咽喉科学教室の現在の構成員数は教授 1、

准教授 2、講師 4、特任講師 2、助教 9、特任臨床

医2、病院診療医2、後期研修医10、大学院生15

である。外来は新外来棟 3 階、病室は新病棟 10

階北ウィング、医局と研究室は南研究棟 2階と旧

外科病棟 5階にある。脳神経医学専攻の認知言語

学講座の第 4部門として協力講座の感覚運動神経

科学分野を持ち、助手 1名が所属している。3号

館に無響室、南研究棟 1階に研究室を持つ。 

 

診 療 

月曜日から金曜日まで一般および専門外来を

行っている。専門外来には、腫瘍、難聴、中耳炎、

小児難聴、人工内耳、めまい、顔面神経、鼻、音

声言語、気管食道、ABR、補聴器の外来がある。 

病棟は新病棟 10 階北ウィングにあり、病床数

は 44、手術は毎週月曜日 2列、水曜日中手３列、

金曜日中手 2列で行われる。耳手術は月・金、腫

瘍は月・水、鼻副鼻腔は水、音声、気食は金曜日

である。 

入院患者の診療は、手術は各専門コースの責任

者のもとに研修医と医員が受け持ち、シニアの助

手が担当している。毎週火曜日午前に術前検討会、

木曜日早朝に手術報告会、火曜日午前の准教授回

診、木曜日午前に教授回診が行われている。入院

患者の内訳は、中耳疾患、人工内耳、頭頸部悪性

腫瘍、鼻副鼻腔疾患、咽頭、扁桃疾患、音声･障害、

喉頭疾患、気管・食道などの手術症例が大部分を

占めるが、悪性腫瘍の放射線・化学療法や急性の

難聴やめまいの保存的治療例も含まれる。当領域

の患者の特色は、生命的予後と機能的予後の両面

の配慮を要することにあり、診療に当たっては特

にヒューマンなコミュニケーションを重視してい

る。人工内耳手術は成人よりも小児が多くなり、

300例を越えた。 
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教 育 

卒前教育では、M2の系統講義、M2～4の基礎

統合講義、M4の臨床統合講義、M3～4の Clinical 

clerkship を担当している。現在、系統講義は 11

コマで、耳科学、聴覚医学、平衡神経科学、鼻科

学、口腔・咽頭科学、喉頭科学、音声言語医学、

気管食道科学、頭頸部腫瘍外科学について行って

いる。M4 の臨床統合講義、M4 の臨床統合講義

では頭蓋底外科、感覚器の老化、音声外科などに

ついて実施した。臨床学習のBSLは実質7 日間、

M4に対し1班3～6名のグループごとに外来実習、

病棟実習、手術見学、セミナー、教授・准教授に

よるカンファランスなど、いきいきとした内容で

行われている。他に M1～M2 の特別実習である

フリークォーター、研究室配属では耳鼻咽喉科学

は人気があり、聴覚や嗅覚の基礎を中心に約 2名

の教育を行っている。M3～4のクリニカルクラー

クシップでは毎月 3～6 名の参加があり研修医に

近い臨床実習を行っている。 

初期臨床研究教育では、スーパーローテート制

度により１年目に 1.5 ヶ月、2 年目に 2 ヶ月～8

ヶ月研修医が回っている。専門教育は専門コース

制度を行っている。耳、腫瘍、気管食道、外来と

4 つのコースに分けて教育を行っている。また、

火曜早朝の術前検討会、木曜早朝の手術報告会、

夕方の抄読会、医局集談会、各コース・専門外来・

研究グループごとのカンファランスや抄読会を行

っている。 

 

研 究 

耳鼻咽喉科領域、細胞生理、誘発電位、超微細

形態、側頭骨病理、分子生物学、腫瘍、組織培養、

発生と発達、成長、加齢、認知科学、音声言語、

EMG ゲノム解析等の研究グループがあり、さら

に疾患生命工学センター、代謝生理化学講座、細

胞分子生理学講座、医科学研究所粘膜炎症免疫学

分野にも協力を願って、形態学・生理学・分子生

物学などの各種の基礎的研究を行っている。関連

領域との共同研究を重視している。さらに、各専

門コース・専門外来においては、臨床から着想を

得た基礎的研究を行っている。以下に主な研究テ

ーマを挙げる。 

1) 中耳・内耳の病理からみた病態 

2) 難聴のモデル動物の作成と治療・予防法の開

発 

3) 感覚器の老化の機序の解明と予防 

4) 内耳有毛細胞の再生誘導 

5) 内耳内遺伝子導入法、タンパク導入法の開発 

6) 先天性難聴児・人工内耳施行児の聴覚言語発

達 

7) 聴覚皮質障害と言語音および音楽認知の

MEGによる研究 

8)  前庭誘発筋原電位の起源の解明と応用 

9) 内耳奇形症例における平衡の発達 

10) 単離前庭感覚細胞のパッチクランプによる研

究 

11) 顔面神経麻痺の電気生理学的予後研究 

12) 嗅上皮の発生と発達、老化に関する研究 

13) 嗅覚生理・嗅覚障害の発症機序と治療 

14) 後鼻神経切断術モデル動物作成と評価システ

ムの構築 

15) 内視鏡的副鼻腔手術の研究および嗅覚障害の

診断・治療 

16) NALTと粘膜免疫機構の解明 

17) IgA腎症に対する扁桃摘出の効果 

18) 嚥下障害の手術療法の開発と嚥下圧筋電図モ

ニターによる生理学的研究 

19) 音声障害の解析と治療法の開発 

20) 声帯の炎症モデルを用いた病態解析と予防・

再生 

21) 頭頸部悪性腫瘍に対する頭蓋底外科手術の改

良と開発 

21) 細胞接着因子と頭頚部癌発癌の関与 

22) アルコール摂取と咽頭癌の発癌の関係 
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23) 好酸球性副鼻腔炎の病態生理解明に関する研

究 
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沿革と組織の概要 

リハビリテーション医学分野が外科学専攻の中

に設置されたのは 2001年 4月である。東大病院

では、全国の大学病院に先駆けて中央診療施設の

1 部門としてリハビリテーション部が 1963 年に

開設された。しかし、文部科学省が認める名称は

理学療法部であった。理学療法の歴史は古く、東

京大学でも整形外科や物療内科において、約 100

年前から手がけられてきた。後者は 1926 年に設

置され、かつての英文名称は物理療法そのもの

（Department of Physical Therapy）であり、主

として、関節リウマチなどの骨関節疾患あるいは運

動器疾患が対象であった。しかし、リハビリテーシ

ョン医の専門性が誕生した背景は、近代医学の展

開により救命技術が劇的に進歩したことにある。 

脳卒中、外傷性脳損傷、脊髄損傷などの肢体不

自由だけでなく、心筋梗塞や慢性閉塞性肺疾患な

どの内部臓器の障害を有する人々の早期退院と社

会統合を支援、促進するためには、包括的介入と

チームアプローチが必要である。したがって、リ

ハビリテーション科は疾患特異性をもつ診療科で

はなく、日常生活活動を制限する障害を標的とし

た横断的な診療科である。チームを構成する各種

医療職（メディカルスタッフ）の養成という使命

も持っている。 

2001 年にリハビリテーション医学が設置され

たとき、人員配置は配慮されなかったため、スタ

ッフは教授 1 名のみである。大学院学生は 2001

年 4月から受け入れ、2012年までに 16名が入学

し、12名が学位を取得して卒業した。しかし、当

初は教員スタッフが配置されないだけでなく、研

究室も配備されていなかったので、研究は学内外

の関連施設の協力により遂行してきた。2006年以

降は、医学部附属病院内での研究体制を整えてい

る。 

リハビリテーション科は病棟を運営していない。

診療活動は中央診療施設のリハビリテーション部

と一体であり、教育と研究に関しても同様である。 

 

診 療 

2006年 11月にリハビリテーション部は旧中央

診療棟 2階から新中央診療棟 6階に移転した。病

棟からのアクセスも改善し、新しい建物の中での

診療が軌道に乗っている。 

リハビリテーション部は中央診療部として活動

し、原則として入院患者を対象としているが、一

部患者については退院後も外来で治療を継続した

り、経過の追跡をしたりする。また、紹介外来患

者の診療も行う。東大病院は、1996年度よりリハ

ビリテーション診療総合承認施設に指定され、保

険診療を行ってきた。2006 年 4 月にリハビリテ

ーションに関わる保険診療システムは大きく変わ

り、疾患別リハビリテーションの体制となった。

この中で東大病院リハビリテーション部は、脳血

管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリ

テーション料、呼吸器リハビリテーション料の施
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設基準認可を受け、更に 2007年 11月には循環器

内科・心臓外科等の協力により心大血管疾患リハ

ビリテーション料の施設基準認可が追加され、理

学療法および作業療法を行っている。2009年度に

はリハビリテーション部内で勤務する言語聴覚士

が赴任し、言語療法や摂食嚥下障害に対する治療

を行っている。2010年度にはがん患者リハビリテ

ーションの施設基準も取得している。 

年間の新患数はおよそ 3,000人で、入院患者の

約25～30％に相当する250～300人程度を常時担

当し、リハビリテーション治療を行っている。外

来通院でのリハビリテーション対象は 1 日約 30

人である。入院患者へのサービスのニーズ拡大に

対応することを優先するため、外来通院患者数の

比率は減少傾向にある。臨床各科からの依頼に応

じて入院患者の診療を行うのが主であり、ほぼ全

科から依頼がある。診療件数の多い主な診療科は、

整形外科、精神科、循環器内科、心臓外科、神経

内科、脳神経外科、小児科などである。 

近年の東大病院の対象患者の特徴は、重症疾患

が多く、安静臥床による運動障害が目立つことで

ある。悪性腫瘍を有する患者も増加し、全体の

20％を超えている。肢体不自由だけでなく、呼

吸・循環など全身の医学的管理と運動量コントロ

ールを必要とする例が大半を占める。訓練開始時

にはリハビリテーション部まで来られない患者も

多く、各セラピストが病棟に出張する例が増加し

ている。毎朝、前日の新患患者のプレゼンテーシ

ョンを行い、毎週木曜の午前中に、過去 1週間の

入院新患患者の回診を教授以下の医師により行っ

ている。 

精神疾患のリハビリテーションについては、作

業療法士 4名が専門的に担当している。精神科作

業療法室は主として入院患者の治療を分担してい

る。また、精神科デイホスピタルは精神科より移

籍した医師を中心に、精神科の医師スタッフ等と

連携して外来でのデイケアを施行している。デイ

ケアでは主として統合失調症を有する人々が約

40 名登録されている。彼らはメンバーと呼ばれ、

月曜から金曜まで来院し、さまざまな活動に参加

している。 

鍼灸は東洋の伝統的治療手技であり、東大病院

でも過去数十年来にわたり実施してきた。2005

年 4月からは自由診療として外来診療を行ってい

る。 

この他、2006年度には東大病院として、他の診

療科に所属していた言語聴覚士、視能訓練士をリ

ハビリテーション部へ所属変更する方針が示され、

すでにその作業が終了した。これにより今後より

包括的なリハビリテーション医療を提供できるよ

うになると考える。 

 

教 育 

卒前教育はＭ２への系統講義、Ｍ３の臨床実習

（クリニカルクラークシップ）、そしてＭ３とＭ４

に対する統合講義を行っている。系統講義は、リ

ハ医学総論、切断と義肢、代表的疾患としての脳

血管障害、神経筋疾患、骨関節疾患、小児疾患、

呼吸障害のリハビリテーションをテーマとして年

間 7単位行っている。臨床実習は各グループに対

して水曜から金曜までの 3日間行っている。この

必修の臨床実習に加えて、数名の希望者に対して

専門病床を有する外部機関（国立療養所東京病院、

JR 東京総合病院、東京都リハビリテーション病

院、荏原病院等）の協力により、4 週間のエレク

ティブ・クリニカルクラークシップを実施してい

る。さらに、メディカルスタッフの学生教育とし

て、年間 20 名以上の長期臨床実習生を受け入れ

指導を行っている。 

医師卒後臨床教育としては、全国に先駆けてリ

ハビリテーション部を発足させた当時は他大学か

らの研修希望者を多く受け入れていたが、近年は

私学を中心として他大学にリハビリテーション医

学講座が増えてきたこともあり、入局者は一時減
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少していた。しかし 2012 年度以降、増加傾向に

ある。初期研修は、卒後初期 2年間の臨床研修義

務化に伴い、2 年目のローテート研修医十数名を

受け入れ指導している。後期研修希望者に対して

は、いくつかの協力施設との連携により研修プロ

グラムを設定し、臨床医として学会専門医の取得

を目標とした教育を行っている。 

 

研 究 

リハビリテーションという多くの分野にまたが

る医学・医療の特長を生かして、病院内の他診療

科、東大の他学部、外部の各種機関との共同研究

を進めている。以下に、2013年現在進行中、ある

いは開始予定の研究を幾つか挙げる。 

1) 動作解析を用いた下肢関節疾患患者の歩行に

関する研究 

2) 動作解析を用いた小児の運動発達に関する研

究 

3) 高齢者運動器障害の早期発見、診断、重症化予

防に関する研究 

4) 血友病患者のリハビリテーションに関する研

究 

5) 二分脊椎症患者のリハビリテーションに関す

る研究 

6) 先天性四肢形成不全の治療とリハビリテーシ

ョンに関する研究 

7) 骨系統疾患患者の障害に関する研究 

8) 先天性無痛症の骨格系障害に関する研究 
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沿革と組織の概要 

麻酔学教室の 2013年 8月 2日現在の構成員は

教授山田芳嗣、講師折井亮、張京浩、伊藤伸子、

内田寛治、住谷昌彦、坊垣昌彦、特任講師（病院）

関山裕詩、金信秀、助教岸田謙一他 19名、医員・

専門研修医が計 15 名、大学院生 4 名である。外

来は外来棟 2階、病棟は A棟 6階北、医局と研究

室は東研究棟にある。 

以下に当教室の診療、教育、研究の現状につい

て述べる。 

 

診 療 

大きく分けて手術室での麻酔業務と、外来およ

び病棟でのペインクリニック業務がある。 

手術患者の麻酔業務は、術前・術中・術後管理

を含めた診療になる。月曜から金曜までの定時手

術の麻酔と、救急手術の麻酔に対応している。そ

の他、主として手術室内で発生した緊急事態にも

対処している。近年、poor risk患者や老年患者の

手術数が増加している。長時間にわたる手術は以

前から多かったが、近年臓器移植法の改正により、

脳死ドナーからの心臓移植、肝臓移植も行われる

ようになっている。平成 19 年 1 月より、新中央

診療棟二期棟手術室も使用されるようになり、手

術室数が 23 室とほぼ倍増し、年間手術件数も

10000件を突破した。 

月曜日～金曜日まで痛みセンター（ペインクリ

ニック）外来を行っている。各種疼痛疾患患者（他

科入院患者を含む）を対象に薬物療法と神経ブロ

ックを中心とした診療を行っている。また、重症

患者の術前評価に特化したオペコンサルト外来も

枠をもうけている。 

2013年度 4月から 2014年 3月までの外来患者

数はおよそ 1万名であった。そのうち、新来患者

は約 600名である。現在の病床数は 3床である。

麻酔科入院患者は約 60 名であり、他科入院患者

の疼痛管理は、約 1000 名であった。また、術前

コンサルト数は約 1200名であった。 

 

教 育 

卒前教育では、M2 の系統講義、M4 の臨床統

合講義とベッドサイド教育を担当している。今年
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度の系統講義は、麻酔法と術前評価、吸入麻酔、

静脈麻酔、全身麻酔総論、局所麻酔、麻酔と循環

管理、輸液管理・代謝管理、麻酔と呼吸管理、術

後管理、ペインクリニックをとりあげた。ベッド

サイド教育の内容は、①手術麻酔実習、②ペイン

クリニック実習、③クルズスで構成されている。

手術麻酔実習では、術前診察・麻酔管理法の立案・

手術麻酔管理に参画することで、周術期の生体管

理に必要な診察・検査手技ならびに生理学・薬理

学の知識に関して、臨床の現場で学習することを

目的としている。ペインクリニック実習では、様々

な難治性疼痛の成因ならびに薬物療法、神経ブロ

ック療法を中心とした鎮痛方法に関して理解を深

めることを目的としている。クルズスの内容とし

ては、麻酔学総論・気道確保および気管挿管・中

心静脈穿刺・脊髄くも膜下麻酔・ペインクリニッ

クの 5項目を取り上げ、麻酔科医が担う医療にお

いて必要とされる基本的知識の修得を目標として

いる。なお、気管挿管・中心静脈穿刺・脊髄くも

膜下麻酔に関してはシミュレーターを用いた実技

実習も行っている。ベッドサイド教育の総括とし

て、手術麻酔症例に関するレポートと麻酔薬・循

環作動薬に関するレポートを提出させるとともに、

それらの内容に関する発表と討論を行っている。 

卒後教育では、3 ヶ月ごとに研修義務化による

研修医を受け入れて、麻酔管理を含む、術前・術

中・術後管理のトレーニングを行っている。救急・

蘇生の基本的技術と知識の修得に役立っているも

のと思われる。年間 50 名程度の研修医の卒後教

育を行っている。研修期間中にでも、意欲のある

研修医には、（社）日本麻酔科学会地方会等の学会

で発表や論文投稿させるように配慮している。 

 

研 究 

当研究室には、大きく 7つの研究グループがあ

り、呼吸、循環、疼痛機構、免疫、ショックなど

の臨床ならびに基礎的研究を行っている。 

以下研究テーマの主なものを列挙してみる。 

1) 急性肺障害におけるサイトカインシグナルの

役割 

2) 呼吸不全患者における至適換気モードの検討 

3) 麻酔薬による免疫機能の修飾 

4) 敗血症及び虚血—再灌流傷害における細胞障

害機構 

5) ショックの病態の解明 

6) マウス下肢虚血再灌流後臓器障害の脂質受容

体による制御機構 

7) 痛覚過敏病態形成における脂質シグナル分子

の解明 

8) α2 アゴニストの抗痛覚過敏効果と止痒効果

の検討 

9) 炎症によって惹起される神経因性疼痛の成立

における脊髄グリア細胞の役割 

10) 脊髄鎮痛機構 

11) 末梢性及び中枢性掻痒メカニズムの検討 

12) 慢性疼痛患者でのブプレノルフィン舌下錠の

dose-escalationの検討 

13) 麻酔中の脳波解析 

14) 心臓手術と中枢神経障害の検討 

15) 大規模データベースの後ろ向き解析による麻

酔に伴う合併症疫学および麻酔関連薬剤の全

身麻酔予後に与える影響の検討 

16)麻酔薬の生体内糖代謝機構に与える影響 

17)代用血漿剤のショックにおける役割の解明 
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沿革と組織の概要 

昭和 36 年 2 月、東大病院を訪れる救急患者に

対応するため、中央手術室の管理下に外科病棟 1

階に救急処置室が設置され、救急患者、時間外受

診患者の診療が全てここで行なわれるようになっ

た。この救急処置室は昭和 38 年 4 月、中央手術

部から離れて救急部として独立した中央診療施設

の一つとなり、当時導入された救急告示病院制度

に本院も参画した。昭和 52年 4月には所謂 11人

セットと呼ばれる予算配置が講じられ、医師、看

護婦を含む 11 人の予算が救急部についた。昭和

50 年代に入って、厚生省による救急医療制度の

見直しが行なわれるようになり、当院でもこれに

呼応し、地域三次救急応需を企画して、外科病棟

3 階に重症患者室の整備を開始、続いて昭和 56

年 1月から専業方式の診療を開始した。以来、当

部は東京都の三次救急医療ネットワーク、熱傷ネ

ットワークの指定施設となっている。 

平成 2年 4月には国立大学では 2番目の救急医

学講座が新設され、平成 3年 4月初代教授が着任

し、救急部長を兼任することとなった。これを機

に救急医学の診療、研究、教育が実質的に開始さ

れた。卒前教育では M２に系統講義と BLS、M

４に臨床講義と ACLS 及び救急車同乗実習を行

なっている。卒後教育では、各科からの研修医を

受け入れ、救急医学、集中治療医学の短期教育を

行ない、臨床医に不可欠な救急患者診療及び重症

患者管理の初歩を修得させている。 

救急診療に関しては、平成 3 年 10 月の病院科

長会議において東大病院が地域救急要請にコミッ

トすることが確認され、一次から三次までの救急

患者を積極的に受け入れるようになった。その後、

救急用 CTの整備、放射線部、臨床検査部、輸血

部などの救急医療を支える組織の体制作り、また

夜間緊急入院手続きの簡略化、各科当直医の意識

の変化などが大きく寄与し、救急部受診患者は毎
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年増加している。地域の救急患者の初診、各科の

再診患者は各科の当直医が、東京都の救急医療ネ

ットワークから依頼される三次救急患者と所属科

を問わず救急外来で急変した救急患者には当救急

部の医師が対応している。 

平成 3年以来、救急部は院外からの三次救急患

者のみならず、各科に収容できない救急患者、院

内で発生した集中治療を要する重症患者も、ベッ

ドの余裕がある限り積極的に受け入れてきた。特

定機能病院指定に当たり、小児術後集中治療部か

ら集中治療部に名称の訓令改正が行なわれ、救急

部内に集中治療部が併設されることになり、平成

5年 5月には救急部病床の内 4床が特定集中治療

病床として認可され稼働を開始した。この後は、

院内の重症患者の入室が大幅に増加した。 

平成 13 年 9 月に新病棟が開設され、救急医学

講座の業務が ICU・CCU14 床、外科系 HCU36

床の管理運営へと大幅に拡張されたことに伴い、

集中治療部に助手 7 名が配置された。その後一次

二次まで含めた救急外来運営や病院全体の病床管

理へと業務を拡張しており、救急外来患者数も急

増している。平成 22年 12月には東京都より救命

救急センターの指定を受けた。 

 

診 療 

救急医学講座が担当している診療業務は、（1）

救急診療、（2）集中治療、（3）病床管理、（4）

危機管理、の 4つに大別される。 

（1）救急診療 

救急診療としては、院外からの三次救急患者の

みならず、一次・二次救急患者であっても、全身

状態や意識状態などから必要とみなされた場合、

常時対応している。平成 21 年度の救急外来受診

患者数は、総数約20,300件、うち救急車約6,000

件であった。 

救急外来は、旧施設の約 4 倍の面積を有し、一

般診察室 5、特殊診察室 4（歯科、耳鼻咽喉科、眼

科、産婦人科）、初療室 2、手術室 1、救命救急セ

ンター20などが設置された。 

（2）集中治療 

集中治療としては、ARDS等の重症呼吸不全・

敗血症・多臓器不全･ショック等の重症患者、高

侵襲の術後患者、救急外来から搬入された三次救

急患者の管理・治療などを主な業務とし、内科・

循環器科・整形外科・外科・脳外科・麻酔科など

それぞれの専門性を有するスタッフが治療にあた

る Semi-closed ICUの形をとる。また最新のエビ

デンスに立脚した治療を重視している。平成 21 年

度の集中治療部入室患者数は約2,700名であった。 

平成 19年には、これまでの集中治療室（ICU・

CCU）16 床に増床し、術後管理・重傷急性期離

脱後管理を中心とした第 2 ICU 24床と救急外来

からの夜間入院患者管理を中心とした救急病棟

10床が新設された。 

（3）病床管理 

東大病院には重傷度に応じて、第 1 ICU、第 2 

ICU、一般病棟の 3段階の病棟がある。急性期病

院としての機能を最大限活用するためには、院外

からの患者受け入れ、重傷度に応じた入院床の決

定、急性期離脱後の速やかな転床・転院を推進す

る必要がある。これを可能にするために、第 2 

ICU が中心となって病院全体の病床管理を行な

っている。 

（4）危機管理 

危機管理は大きく院内と院外に分けられる。院

内危機管理としては、院内で急変が起きた時に発

令されるコードブルーへの対応を始めとして、

24 時間 365 日院内で起きる患者状態変化に対応

している。院外危機管理としては、東大病院は災

害拠点病院であると共に、災害派遣医療チーム

（DMAT）の依頼を受け、災害時の患者受け入れ

や医療チーム派遣に向けて、院内の災害対策マニ

ュアルの抜本的な改訂、災害医療に関するＥラー

ニングやシミュレーショントリアージ実技訓練、
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入院棟・外来棟防災訓練、救急外来外部傷病者受

け入れ訓練などが進行中である。また、新救急外

来の廊下には災害時に多数の傷病者を受け入れる

ための、酸素および吸引設備をあらかじめ設置し

てある。 

 

教 育 

M2 への系統講義では、救急医療の最前線の様

子、外傷初療、災害医療などの救急分野に関わる

最新の知見を講義し紹介する。さらに院内の災害

訓練に参加する事により、より実践的な経験を積

む。臨床実習ではシミュレーターによる心肺蘇生

法（BLS）の習得を行なっている。 

M3 ではクリニカルクラークシップを受け入れ、

救急部スタッフと一体となり救急外来や救急病床

での実際の診療への参加および第 1 ICU や第 2 

ICUでの入院患者の診療を経験する。またクリニ

カルクラークシップ参加者には日本救急医学会認

定 ACLS基礎（ICLS）プロバイダ−コースを開催

し、合格者には ICLS プロバイダ−コース終了証

を授与している。 

M4 では臨床統合講議において、重症救急患者

の診断と治療「ショック、意識障害、外傷、中毒、

感染症、熱傷、体温異常、痙攣など」についてケ

ーススタディ−を提示し活発な議論を展開し、ま

た脳死、災害医療などの最近のトピックにも言及

する。また臨床実習においては、全員が ACLSを

習得した上で丸１日の救急車同乗実習でプレホス

ピタルの現場を経験し救急医療の最前線を体験さ

せている。また、東大病院救急集中治療部のみな

らず、都立墨東病院救命救急センター、公立昭和

病院救急部、さいたま赤十字病院救命救急センタ

ーなどの救急医療の現場でスタッフと共に２日半

行動を共にし、救急医療の現場を実習する。 

平成 16年度から卒後臨床研修が必修化されて、

全ての研修医が救急部門の研修を受けることが義

務付けられた。厚生労働省の研修指針に則り、救

急外来における一次から三次まで包括した総合診

療的救急医療を学習・実践している。また心肺停

止症例に対し、その適切な科学的な対処法につい

て、日本救急医学会認定 ACLS 基礎（ICLS）プ

ロバイダ−コースを救急部配属期間中に開催し全

ての研修医に正しい心肺蘇生法を習得させ、実際

の救急現場で実践できるよう指導している。 

また初期臨床研修医を集中治療業務にも配属し、

病態生理や内科学的な観点から集中治療について

理解できるように教育を行なっている。 

平成 18 年度から後期臨床研修が開始となり、

外傷初療や、多臓器不全やショック、各臓器不全

に対する機械的補助など、応用的な危機管理医学

について初期臨床研修医の指導的立場にたてる教

育を行なっている。 

災害危機管理については、研修医向けに英国

から世界に広まりつつある MIMMS（Major 

Incident Medical Management and Support）に

基づいた講義やトリアージ訓練、無線機を使用し

た災害時の情報伝達訓練などを行っている。また

本院に勤務する全ての職種を対象に災害時の医療

対応に関する Eラーンイングを実施し、また病棟

看護師、初期臨床研修医、各科の指導医希望者を

対象にセミナーおよびトリア−ジの実技訓練を開

催している。 

 

研 究 

基礎実験としては、脾臓摘出後肺炎球菌性敗血

症モデルや盲腸結紮穿刺腹膜炎による敗血症モデ

ル、ヒストン投与による ARDSモデルを作成して

新たな病態の解明を試みている。 

臨床研究としては、ICU症例を対象とした新規

バイオマーカーの探索に加え、我が国における最

大級の規模を有する DPC データベースを用いた

臨床疫学研究を行っており、院外心肺停止症例に

対する医療経済学的解析などについて国際一流誌

に論文発表を行っている。 
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沿革と組織の概要 

東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学

専攻精神保健学分野の前身は 1957（昭和 32）年

に医学部衛生看護学科に開設された臨床医学看護

学第四講座である。その後、1965（昭和 40）年

の衛生看護学科から保健学科への改組に伴い東京

大学医学部保健学科精神衛生学教室となった。精

神衛生学教室という名称での活動が長く続いてい

たが、1992（平成 4）年 4月、保健学科が健康科

学・看護学科に移行すると同時に精神衛生・看護

学教室となった。そして大学院重点化構想に基づ

く大学院講座制への移行に伴い、1996（平成 8）

年 4月に精神衛生・看護学教室は組織上、東京大

学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻健康

科学講座精神保健学分野および看護学講座精神看

護学分野の２つの分野となった。 

しかし平成 8年の大学院講座化以降も精神保健

学分野の教授が精神看護学の教授を兼任しており、

教室は教職員も院生も精神保健学分野と精神看護

学分野が一体となって活動している。また、学部

教育は従来の学部講座の担当を引き継いでいるた

め、医学部健康総合科学科での教育活動は精神衛

生・看護学教室として、あたっている。 

精神保健学分野は、教授 1、准教授 1、助教 1、

特任研究員 4、大学院生 10（博士課程 5、修士課

程 5）、客員研究員、研究生らによって構成されて

いる。 

当分野の課題は、精神看護学分野との協力体制

のもとに、より広い視野を持ちながら、なおかつ

精神保健学領域の専門性を深めることのできる教

育と研究体制を推進することである。 

 

教 育 

精神保健学および看護学に関わる諸問題を研

究及び実践の対象としている当分野の学部教育は

講義と実習からなり、上述の通り、精神衛生・看

護学教室として精神保健学分野と精神看護学分野

が一体となって行っている。 

学部の講義は精神衛生・看護学教室の教員及び

非常勤講師全員によって行われている。学部での

講義は、精神疾病論（必修 2 単位）、精神保健学

（必修 2単位）、人間心理学（必修 2単位）、行動

測定評価論（選択 2 単位）、精神看護学（看護学

コース必修 2単位）を担当している。実習は精神

保健学実習（必修 1単位）および精神看護学実習

（看護学コース必修 3単位）を担当している。精

神保健学実習及び精神看護学実習では、多くの施

設の協力を得て、大学院生のティーチングアシス



 The Tokyo Journal of Medical Sciences. Vol.128, Oct. 2014 299 

タントなども関与して行われている。 

大学院教育は、精神保健学Ⅰおよび精神保健学

Ⅱが開講されており、平成 25 年度はそれぞれ精

神保健疫学の研究方法論および職場のメンタルへ

ルスをトピックスとして取り上げた。また、精神

保健学分野と精神看護学分野共通の教室セミナー

として、毎週水曜日夕方に、教室所属の大学院生

と研究生が参加して、研究計画に関する発表と議

論，文献紹介，学外講師による講義も行っている。 

 

研 究 

当分野では、心の健康問題とストレスの研究を

国際的視野から推進している。WHO 国際共同研

究の一環である世界精神保健日本調査は、わが国

最大規模の地域住民を対象とした精神疾患の疫学

調査である。労働者を対象とした職業性ストレス

の健康影響およびこれへの対策の効果評価研究も

当分野の中心的な研究活動の１つである。最近で

は，職場のメンタルヘルスに関する新しいトピッ

ク（ワーク・エンゲイジメント、ワーカホリズム、

ワーク・ライフ・バランス、リカバリー経験、情

報技術を用いた健康支援、同僚間の相互尊重を高

める介入プログラム（CREW））に関しても積極

的に取り組んでいる。当分野の研究テーマはさら

に、精神科リハビリテーション、臨床心理学、心

理療法、児童・思春期精神保健など、多様な分野

に及んでいる。これらの研究の多くは国内外の機

関や大学の研究者たちとの共同研究で行われてい

る。 
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沿革と組織の概要 

平成 26年 3月 31日現在の構成員は、教授 1（大

橋靖雄）、准教授 1（松山裕）、助教 2（柏原康佑、

篠崎智大）、特任助教 1（上村夕香理）、大学院生

12、事務補佐 2、研究生 5、非常勤講師 8である。 

 

教育 

平成 4年度から、疫学・生物統計学に関してわ

が国では唯一といえる学部から体系化された教育

コースが実現している。この一連のコースとして

担当する講義は、疫学・生物統計学、統計情報処

理実習、応用数理、疫学研究の計画と解析・同実

習、医学データ解析・同実習であり、他に医学科

における統計学（M0）、さらに平成 18 年度まで

は医学系研究科クリニカルバイオインフォマティ

クス研究ユニット主催の教育プログラムのうち臨

床疫学・統計関連プログラムを担当してきた。ま

た、平成 19 年度からは医学系研究科公共健康医

学専攻で医学データの統計解析、医学統計学演習、

医学研究のデザインの 3講義を担当している。 

疫学・生物統計学（必修）では、健康科学の基

本のひとつである健康・疾病現象の数量的把握に

ついて基礎的講義を行い、統計情報処理実習（必

修）では快眠をサポートするサプリメントや整腸

薬、肩こり軽減機器などの二重盲検試験、アトピ

ーやアレルギーに関するケースコントロール研究

などの研究テーマに対して医学研究の計画から実

施、発表までを主体的に体験させている。文献検

索と批判的吟味、プロトコル作成、データ収集、

コンピュータ利用による統計解析、レポート作成、

発表と討論という一連のプロセスを体験すること

によって、研究の実際を肌で感じることが目標で

ある。疫学研究の計画と解析（選択）では、臨床

試験、栄養疫学、環境疫学も含む疫学方法論をや

や上級のレベルで講義している。同実習は、卒論

生を対象として、現在進行中のプロジェクトに関

する紹介と討議を行っている。医学データ解析・

同実習（選択）では、統計パッケージ SASを用い、

医学研究で頻用される統計手法の講義と実習を行

っている。応用数理（選択）は、線形代数・数理

統計という生物統計学の基本の講義と演習である。 

大学院生に対しては、生物統計学特論 I・II、疫

学・予防保健学特論 I・II を開講している。これ

らは主に、他学部卒業生も対象とした入門的講義
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と専門書の輪読からなっている。また、公共健康

医学専攻（専門職学位課程；通称 SPH）では、医

学研究実践を想定した講義を開講している。例え

ば、医学データの統計解析（必修）で統計的推測

の基礎とともに、医学研究で日常的に用いられる

統計解析手法について実例を中心に講義し、医学

統計学演習（選択）では、前述の講義で扱った主

要な統計解析手法について、実例を用いて統計パ

ッケージ SASでの演習を行っている。また、医学

研究のデザイン（選択）では、講義と事例研究に

基づいて主要雑誌に掲載されるレベルの研究デザ

インについて理解するための基礎知識習得を目指

している。他に、医学系研究科全体に対する共通

講義として医学統計学入門を担当している。 

平成 24 年度は卒業論文・修士論文（公共健康

医学専攻課題研究）・博士論文それぞれ5人、3人、

2 人の学生・院生に対して指導を行った。 

 

研究 

当教室で研究を行っているテーマを大別すると

(1) 臨床試験の方法論、(2) 動脈硬化を主な対象疾

患とした（前向きメタアナリシスによる）大規模

疫学研究のコーディネーションとデータ解析、(3) 

time-to-event データの解析や因果推論などの医

学データ解析の方法論、(4) QOL 調査票や評価尺

度の信頼性・妥当性の研究、およびこれらを用い

た実証的研究、(5) ゲノム統計学及び cDNAアレ

イ データ解析、(6) 医療技術の経済的評価に関

する研究に分けられる。 

平成 13 年度に当教室の教官が中心となり、研

究者主導の疫学・臨床試験を支援することを主な

目的として NPO 法人日本臨床研究支援ユニット

（J-CRSU）が設立された。主な活動として、日

本動脈硬化予防研究基金による日本動脈硬化縦断

研究（JALS）のコーディネーション、公益財団

法人パブリックヘルスリサーチセンターによる乳

癌臨床研究支援事業のデータマネジメント、細胞

移植治療臨床試験のデータマネジメント、厚生労

働省班研究で行われている大規模な糖尿病臨床試

験やがん戦略研究（乳癌検診の大規模ランダム化

試験）のデータマネジメント、移植学会の委嘱に

よる腎移植登録・追跡事業、乳癌学会の委嘱によ

る乳癌登録事業、前立腺予防財団による PSA 検

診評価事業のデータマネジメントなどを行ってい

る。研究室の研究活動はこれらの J-CRSUの活動

と密接に連携しており、研究計画や統計解析の支

援を研究者側に与える一方で、方法論上の新しい

研究テーマが見出されるという共存の形が生まれ

ている。 

当教室では、基礎・臨床あるいは予防を問わず、

医学研究の統計的側面に関し多くの研究指導・研

究協力を他教室及び学外の研究者に対して行って

いる。 指導・協力の形態もデータ解析からより本

質的な研究計画立案に重みが移行しつつある。生

物統計学の分野は、わが国では欧米（特にアメリ

カ、イギリス）に比べて極端な人材不足であり、

また生物統計学の重要性が研究者に浸透するにつ

れ、これらに対するコンサルテーションの負担は

大学の一講座では耐えられない状況になっている。

そこで平成 19 年度に開設された寄附講座、臨床

試験データ管理学と共同でこれらを行い、外部の

本格的な研究者主導の臨床試験に対しては前述の

J-CRSUが支援を行う形をとっている。 
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沿革と組織の概要 

医療倫理学・健康増進科学分野の前身は保健管

理学教室である。 

旧保健管理学教室は、1967年に設立され、1974

年に田中恒男博士が最初の主任教授として着任し

た。田中教授は日本の地域健康管理システムの開

発に大きく貢献し、地域健康管理に関する保健管

理システムとデータ管理システムの理論に関する

多数の論文を発表するとともに、健康総合科学科

の前身である保健学科の設立から携わった。 

1985年に、郡司篤晃博士が二代目教授として着

任した。郡司教授は、大きく二つの研究プロジェ

クトを担当した。一つ目は、身体活動と不活動の

健康影響に関する国際研究、二つ目は保健管理シ

ステムに関する研究で、特に保健経済と保健管理

の質に関する研究である。 

1996年に、保健管理学教室は健康増進科学分野

と旧保健経済学分野の二つの分野に分離された。

両分野は大学院医学系研究科に設立された。1996

年から健康増進科学分野は川久保清博士が助教授

として担当し、1998年に保健経済学分野の教授と

して小林康毅博士が着任した。小林教授は主に日

本の医療政策に関する研究を行った。 

2001年に、小林教授は同大学大学院医学系研究

科公衆衛生学の主任教授として異動した。 

2002年からは、現在の主任教授である赤林朗博

士が小林教授の後任として着任し、保健経済学分

野は医療倫理学分野となった。健康増進科学分野

は、川久保清助教授の転任に伴い、2007年より李

廷秀准教授が担当するようになった。 

医療倫理学・健康増進科学分野の平成 25 年度

の構成員は、教授 1、准教授 2、助教 1、技術専門

職員 1、事務補佐員 3人である。その他、客員研

究員 9人、学部非常勤講師 7人、大学院非常勤講

師 8人で、研究・教育にあたっている。 

大学院生は、医療倫理学分野の博士課程 6人（外

国人 0人）、修士課程 0人（外国人 0人）、健康増

進科学分野の博士課程 5 人（外国人 1 人）、修士

課程 0人（外国人 0人）である。 

 

教育 

学部教育：医療倫理学・健康増進科学分野が平

成 25 年度に担当した健康総合科学科の学部講

義・実習は以下の通りである。 
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(1) 医療倫理学（3年、必修、2単位） 

(2) 保健健康管理（3年、必修、2単位） 

(3) 保健福祉行政 I、II（3 年、選択必修、各 1

単位） 

(4) 保健労働行政･法制（3年、必修、1単位） 

(5) 保健･医療管理論（4年、選択、2単位） 

(6) 健康増進科学（3年、選択、1単位） 

(7) 保健･医療管理実習（4年、選択、2単位） 

その他、健康総合科学概論の講義の一部を担当

した。 

大学院教育：医療倫理学分野では、医療倫理学

特論 I、II、演習 I、II、実習 I、II を、健康増進

科学分野では、健康増進科学特論 I、II、演習 I、

II、実習 I、II を担当した。また、医療倫理学・

健康増進科学それぞれの研究会、共同の研究会を

定期的に行い、教室員の教育･研究指導に努めてい

る。 

なお、教員は、広島大学医学部（『生命・医療倫

理特論）、高知大学医学部（医療コミュニケーショ

ン学・漢方医学）、神田外語大学（自然科学概論 II）、

京都大学文学部（倫理学特殊講義（集中講義））、

学習院大学哲学科（哲学演習 I）、立教大学（宗教

と実践、ジェンダーとキリスト教）、桜美林大学（死

生学特論）など他大学の教育の協力をおこなった。 

 

研究 

医療倫理学分野 

医療倫理学分野では、医療に関わる政策決定や

臨床現場での倫理的判断の基礎となる倫理・哲学

的理論、生命・医療倫理学のトピックスについて、

人文・社会科学的方法論を用いて多彩な教育研究

を行っている。授業では、医療倫理学に関する諸

問題を理解するだけにとどまらず、倫理的な考え

方を身に付けることを重視しているため、全体講

義や文献講読のほか、グループ・ディスカッショ

ンや演習などにも重点を置いている。 

なお、「東京大学生命・医療倫理教育研究センタ

ー」（CBEL）では、① ライフサイエンス・医療

技術が日本社会および国際社会にもたらす倫理

的・法的・社会的諸問題に関して学際的に研究す

ると共に、② 国内外の研究拠点と連携することで、

質の高い国際ネットワークを形成している

（GABEX プロジェクト）。そして、③ 政策、研

究および臨床という実践の場に適した教育プログ

ラムを提供している。これら ①～③ により、今

後リーダーシップを発揮して国際的にも活躍でき

る高度な人材を養成し、次世代の国際標準となる

生命・医療倫理の教育・研究拠点となることを目

的としている（http://www.cbel.jp/）。 

 

主な研究テーマ 

(1) 医療倫理学総論・歴史 

(2) 倫理学の諸理論（規範理論とメタ倫理学） 

(3) 政治理論（正義論） 

(4) 医療資源の配分 

(5) 臨床研究や疫学研究における倫理 

(6) 倫理委員会 

(7) インフォームド・コンセント 

(8) 守秘義務 

(9) 情報開示 

(10) 脳死・臓器移植 

(11) 遺伝子医療 

(12) 安楽死・尊厳死 

(13) 人工妊娠中絶の倫理性 

など 

 

健康増進科学分野 

人々の健康・QOLの維持・増進に資する科学的

根拠を提示するための研究活動を基本としており、

地域・職域における健康づくりの効果的な実践方

法・評価方法の開発を行っている。研究の主なキ

ーワードは 3 つに絞ることができる。すなわち、

生活習慣、生活習慣病、健康管理である。これら

のキーワードをもとに、実験的あるいはフィール
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ド調査研究をおこなっている。生活習慣の中では

日常生活における身体活動・食生活についての評

価方法、これらの生活行動の変容による短期的・

長期的効果、行動変容の長期継続に関わる個人的、

または社会的・物理的環境的要因などについて、

職域・地域において明らかにしようとしている。

生活習慣病の領域では、特に肥満を中心に血圧、

糖・脂質代謝に関する研究を生活習慣との関連か

ら研究している。健康管理の領域では、健康管理

の費用・効果分析、地域・職域の健康管理のため

の社会的・物理的環境評価に関する研究を行って

いる。 

 

主な研究テーマ 

(1) 効果的な健康づくりプログラムの開発 

(2) 健康づくり支援環境の評価法の開発 

(3) 健康増進プログラムの費用・効果分析 

(4) 生活習慣変容が医療費削減に及ぼす影響 

(5) 身体活動量（運動を含む）評価ツールの開発 

(6) 地域社会環境が住民の生活習慣・生活習慣病に

及ぼす影響 

(7) 幼児の生活習慣と家族形態との関連 

(8) こどもと母親との生活習慣の類似性 

(9) 生活習慣変容が生活習慣病に及ぼす影響 

(10) 女性のライフコースと健康 

(11) 疾病や痛みのある人々の生活習慣とそれに及

ぼす地域社会環境の影響 

(12) 健診受診行動の関連要因に関する研究 

(13) インフルエンザワクチン接種状況に及ぼす人

口統計的・社会環境的因子 

(14) 雇用形態が主観的健康感に及ぼす影響 
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看護管理学／看護体系・機能学 
 

教授 

山本則子 

講師 
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助教 

竹原君江、齋藤凡 

 

ホームページ http://nurs-adm.umin.jp/ 

 

 

沿革と組織の概要 

当教室の前身は、1954（昭和 29）年に医学部

衛生看護学科に開設された基礎看護学講座である。

衛生看護学科は基礎医学系 2講座と看護系 6講座

の計 8講座で構成されていたが、1965（昭和 40）

年の保健学科への学科名称変更に伴って看護系講

座が 1講座のみに縮小されたため、当教室の名称

は看護学講座となり、学科における看護学教育の

ほとんどを担うことになった。1992（平成 4）年

4 月、学科名称は再度、保健学科から健康科学・

看護学科に変更され、看護系 2講座が増設された

ので、講座名称は基礎看護学講座に戻された。そ

の後、1996（平成 8）年 4 月の大学院部局化に伴

い、基礎看護学講座は看護管理学分野と看護体系･

機能学分野という 2 つの大学院分野となった。2

分野になった後も、両分野は一体として運営され

ている。また、学部教育については、従来どおり、

基礎看護学教室として担当している。 

本年は、成人看護学教室の山本則子が当教室の

教授を兼担し、教室業務を運営した。 

 

教育 

学部教育 

学部教育では、看護学コースにおける必修科目

として 2年次に基礎看護学Ⅰ（講義：2単位）、3

年次に基礎看護学Ⅱ（講義・演習：2単位）、基礎

看護学Ⅲ（講義・演習：4 単位）および基礎看護

学実習（実習：2単位）、4年次に看護管理学（講

義・実習：2 単位）を開講している。また、健康

総合科学科全体の必修科目として、3 年次に救急

処置（講義・演習：1単位）を開講している。 

基礎看護学Ⅰでは、看護学の基盤となる知識の

習得を目標として、看護の歴史および制度、看護

理論、看護の対象の特性、看護の提供過程や提供

システムについて学ぶ。また、これらの知識の臨

床看護における適用の実際について知るために、

各種の現場で活躍する看護職を講師として招聘し、

看護の多様な活躍についての講義や学生との討論

を実施している。基礎看護学Ⅱでは、臨床場面に

おける患者・看護師間のコミュニケーション、患

者の反応の理解、看護過程の展開などについて事

例を通した講義およびグループ演習を行い、看護

における対象理解の視点および方法について学ぶ。

基礎看護学Ⅲでは、臨床場面での基本的な援助技

術について、学問的な根拠と実践を前提にした知

識・方法について学ぶ。各回、講義に続いて技術

演習を行い、対象の生理的・心理的反応と関連づ

けながら援助の方法を考察する。つづいて行われ
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る基礎看護学実習では、看護外来の見学および入

院患者 1名を 1週間受け持ち、基礎看護学Ⅰ～Ⅲ

で学んだ患者・看護師関係の構築、患者理解、看

護過程の展開、基本的技術を臨床場面に適用する。

看護管理学では、保健・医療システム、関連施設、

各看護単位のレベルにおける看護管理の方法につ

いて講義を行い、諸課題の対応策について検討す

る。講義をふまえたうえで、病院における看護管

理の実際について実習し、看護管理者との話し合

いを通して看護管理の視点を養う。 

救急処置では、救急医療システムに関する基本

的知識および救急場面で必要な観察・処置につい

ての講義を行うとともに、学内演習で搬送法、包

帯法、心肺蘇生法、自動体外式除細動器（AED）

の使用方法を学ぶ。 

大学院教育 

本年は、当分野では特論を開講しなかった。個

別の学生指導を実施したほか、成人看護学教室と

共同で週 1回の教室セミナーを開催し、教室員（大

学院生・教員）および研究生が各自の研究課題に

関連する文献レビューや研究計画・進捗状況につ

いて発表し討議を行った。 

 

研究 

患者ケア環境・ケア技術に関する研究 

ケア環境及び方法論の側面からの研究として、

慢性疾患患者の自己管理支援に関する研究、外来

および高齢者施設における看護ケア提供に関する

研究、看護ケア技術の開発に関する研究、また、

よりよい患者理解を可能にするための研究として、

異文化看護の現状と課題の明確化、教育方法の検

討などを行った。 
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沿革と組織の概要 

家族看護学講座は、平成 4年度に新設され、平

成 25年度の構成員は、教授 1、非常勤講師 6、助

教 3、大学院博士課程 7、修士課程 13、卒論生 1、

研究生 2、客員研究員 24、事務職員 2名である。 

 

教 育 

医学部健康総合科学科学部学生を対象にした

教育では、看護学コースの学生を対象に小児看護

学（3 年生は講義 1 単位、保育所実習 1 単位、4

年生は講義 1 単位、病棟実習 2 単位）、健康科学

コースをあわせた全学生を対象に家族看護学 2単

位、病態生理免疫学 1単位を担当し、全体で講義

5単位、実習 3単位の教育を行なっている。また、

大学院を対象に家族看護学特論 I、II各 2単位と

家族看護学演習 I、II、実習 I、II, 各 4単位計 16

単位を担当している。また、医学集中実習「トラ

ンスレーショナルリサーチ看護学入門」2 単位を

担当している。 

 

研 究 

当教室・分野では、いわゆる健常な家族および

看護や介護を必要とする家族員を抱えた家族に関

して、周産期から高齢期までさまざまな発達段階

にある家族を対象とした研究を行なっている。 

現在進行中のテーマは、 

1）産後うつの重症化予防、及び児童虐待予防に

関する研究 

2）慢性疾患をもつ子どもと養育者のための 

QOL尺度開発 

3）小児がん経験者の晩期合併症と PTSD 

4）精神障がいを持つ母親とその子どもへの支援

に関する研究 

5）保育所看護職の役割とその専門性 

6）重症心身障がい児をもつ家族の介護負担と社

会サービスの利用行動 

7）死にゆく患者とその家族への援助（QOL、家

族機能に関する研究） 

8）看護職の家族看護に対する態度に関する研究 

 

中でも「周産期からの虐待予防を実現する家族

看護技術の確立と医療連携システムモデルの構

築」では、周産期メンタルヘルスと育児支援のシ

ステム構築に関して、東京大学医学部附属病院お

よび、近隣地域の方々とともに研究を進めている。

平成 25 年度からは厚生労働省科学研究費補助金

「病児・病後児保育の実態把握と質向上に関する

研究」において、保育所における看護職配置の在

り方に関する研究を分担し、特に当年度には体調

不良児の保育と看護について研究を行なっている。 

また、「小児がん経験者の晩期合併症の実態」、

「小児がん経験者の復学支援」に関する研究は、
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平成 16～18 年度文部科学省科学研究費補助金に

よる研究から引き続き、厚生労働省がん助成金研

究班として、全国の小児がん研究者や患者・家族

支援団体と協力しながら研究を進めている。さら

に発達段階（小児・成人）や疾患の有無を問わず、

さまざまな人の QOL 向上を目指した研究に取り

組んで来た経験から、平成 24年 4月より「QOL

研究センター」を設立し、さらに組織的な QOL

研究の計画・実施と知の蓄積、統合、発信を行っ

ている。 

平成 23 年の東日本大震災により甚大な被害を

受けた地域において、がんに罹患した子どもとそ

の家族が経験するさまざまな経験を明らかにする

ことをねらいとした研究も進行中である。 

さらに、家族ケア症例研究会を定期的に開催し、

近隣の看護系大学や医療機関、教職員との連携を

もとに家族看護の実践に関する理解を深め、家族

看護学の臨床・研究の質の向上および家族看護学

の確立をめざしている。 
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沿革と組織の概要 

地域看護学教室は 1992年に発足し、平成 10年

に地域看護学分野と名称が変更された。平成 18

年度より、健康科学・看護学専攻に保健師コース・

看護師コースが新設されたことにより、行政看護

学分野も兼ねている。平成 25 年度の構成員は、

准教授 1名、助教 3名、大学院生 11名（うち修

士 5 名、博士 6 名）である。他に非常勤講師 7

名、客員研究員 12名である。 

 

教 育 

本分野が担当している学部学生に対する教育

は以下の通りである。なお、保健師国家試験受験

希望者には全て必修科目である（2010年入学生か

らは保健師国家試験受験資格は取得できない）。 

1) 在宅看護論（3年・4年、各 2単位） 

在宅療養者をとりまく社会状況や保健医療福

祉のしくみの理解を踏まえて、在宅療養者の生活

や健康上の問題に対する個別的・家族的アプロー

チの方法、ケアプランの組み方、ケアの提供方法、

ケア・システムなどに関する講義を行う。 

2) 保健指導論（4年、2単位） 

地域で生活する人々の健康の保持増進を図る

ための支援技術である、保健指導の方法と実際を

学ぶ。具体的には、個別指導、集団指導、家庭訪

問、健康診査等であり、集団指導実施演習も行う。 

3) 地域看護学実習（4年、2単位） 

地域看護活動が展開されている場で実践活動

に参加、もしくは見学することによって、人々の

健康を守るしくみを理解する。また、実習先の活

動を通して地域看護の原則、及び共通する技法な

どを具体的に理解し、将来看護職として幅広く活

動できる基本的能力を養う。具体的には、保健セ

ンター・保健所などでの臨地実習を行なう。 

4) 在宅看護論実習（4年、2単位） 

地域で生活しながら療養する人々とその家族

を理解し、在宅での看護の基礎を学ぶ。また在宅

で提供する看護を理解し、基礎的技術を身に付け

他職種と協働する中での看護の役割を理解する。

具体的には、訪問看護ステーションと病院の退院

支援部門で実習を行う。 

5) 健康支援実習（2年、1単位） 

地域アセスメントを通して、地域に居住する

人々の特徴、地域の健康資源や環境、それらが健

康に与える影響などを多面的に把握し、地域全体

の健康問題について考察する。また、看護職が活

躍する様々な場において見学実習を行い、健康に

関連する多様な資源について知見を深めると共に、

個人・家族・集団を対象とした保健指導の実際に

触れ、そのスキルを体験的に学ぶ。 
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大学院生の教育内容は以下の通りである。 

1) 地域看護学特論Ⅰ（2単位） 

コミュニティレベルの健康およびその理論・実

践・研究と地域看護活動の方法論の一つである地

域組織活動の理論と応用を学ぶ。 

2) 地域看護学特論Ⅱ（2単位） 

地域看護学に関する研究の現状と課題、および

地域看護学研究の方法論について学ぶ。 

3) 地域看護学演習Ⅰ、Ⅱ、同実習Ⅰ、Ⅱ 

地域看護学に関連した学術論文の抄読や、研究

計画・進捗状況の検討を毎週 1 回の抄読会で行っ

ている。また、毎月第 3 金曜日の夕刻には、教室

研究会を行い、地域看護学に関連した学際的な研

究分野の外部講師を招聘し、様々なテーマで教室

研究会を行っている。そのほか、学部学生の卒業

論文、大学院学生の論文指導に個別にあたってい

る。 

 

研 究 

本分野では、地域で生活する人々を、個別に、

また家族や集団、地域全体としてとらえ、その健

康やQOLの向上をめざした研究を展開している。

また、保健師の技術の抽出と体系化に関する研究

にも重点を置いている。文部科学省科学研究費、

厚生労働科学研究費等のほか、民間の財団からも

助成金を得て研究を実施している。 

 

本分野において進行中の主な研究プロジェク

トは以下の通りである。 

1) 地域ケアシステムの整備：退院支援 

在院期間の短縮、在宅ケアの推進に伴い、ケア

を要する状況で早期に退院する患者が増加する中、

退院支援の重要性は増大している。当教室では、

退院支援実施者の能力や退院支援の効果の測定尺

度開発、病院への退院支援システム導入の効果測

定、支援方策の標準化に向けた支援内容の分析な

どを行っている。 

2) 地域ケアシステムの整備：機関・職種間連携 

地域医療・高齢者保健活動において、在宅ケア

サービス機関・サービス提供職種間の連携を強化

することは、国際的に重要な課題である。当教室

では、在宅ケアにかかわるサービス機関が果たす

機能や機関・職種間の連携状況を客観的に評価し、

その具体的な改善方法を提案することを目的に研

究を行っている。 

3) 母子保健活動 

親が子育てに対して感じる困難や課題は深刻

化・多様化しており、虐待や不適切な育児、親の

健康問題の予防は公衆衛生上の大きな課題である。

当教室では、母親の不安軽減や児童虐待の予防の

ためのグループ支援、およびNICUに入院中の児

の親への支援方法に関する研究を行っている。 

4) 精神保健活動 

近年、精神障がい者の家族も支援の受け手であ

るという見方が重要視され、家族支援が注目され

ている。当教室では、地域における精神障がい者

の家族支援を研究しており、特に、サポートグル

ープやセルフヘルプ・グループの支援、家族ピア

教育プログラムのプログラム評価を行っている。 

5) 高齢者保健活動 

地域に暮らす人々が、できるだけ健やかに、自

分らしい生活を最後まで送り続けるために、高齢

者を対象とした研究に取り組んでいる。 

具体的には、介護予防体操の開発や、閉じこも

り・閉じこもり予備群への介入方法の開発等を行

う「介護予防」研究、地域在住要介護高齢者のサ

ービスニーズの特定や、高齢者・家族に対するサ

ービス提供効果の評価、終末期の療養場所に関す

る現状調査やニーズに応じた介入方法の開発等を

行う「終末期療養への支援」がある。 

6) 災害時保健活動 

2011年 3 月 11 日の東日本大震災の後、当教室

では、岩手県大槌町において活動を継続し、仮設

住宅住民の健康状況把握と関連要因の探索、介護
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予防を目的とした町独自の体操製作などを行って

きた。今後も住民への継続的な調査とフィードバ

ック、体操の普及啓発などを行っていく予定であ

る。 

7) 保健師の支援技術 

保健師は、高い支援技術を用いて住民を支援し

ているが、研究で明確化されていない支援技術も

多い。当教室では、児童虐待を含む育児支援技術

や、未治療の住民を治療につなげる支援技術、グ

ループの相互作用を活用して個人やコミュニティ

を育てるグループ支援技術などの研究を行ってい

る。 
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分野ホームページ http://www.adng.m.u-tokyo.ac.jp/ 

 

 

沿革と組織の概要 

成人保健・看護学教室は、平成 4年の保健学科

から健康科学・看護学科への改組に伴う看護学講

座の拡充により、それまでの成人保健学教室の伝

統を引き継いで設けられた、50年近くの歴史を持

つ教室である。平成 9年の大学院重点化以降、成

人看護学分野とターミナルケア看護学分野という

2分野構成となり、平成 18年度からターミナルケ

ア看護学分野は緩和ケア看護分野と名称が変更に

なった。平成 24 年度より山本が教授として教室

運営を担当している。 

 

教育 

学部教育では、成人看護学に関する講義・演

習・実習ならびに疾病論 I・II の教育責任を教室

として預かっている。大学院教育においては、当

分野、専攻あるいは医学系研究科が提供する研究

に関する種々の講義・演習を踏まえ、看護実践に

関連した関心をリサーチ･クエスチョンに落とし

込み、研究計画を立てて修士論文や博士論文を作

成している。研究課題の着想からリサーチクエス

チョン、研究方法の選択に至る思考過程の展開と、

各自の研究者としての問題意識の確立を研究者育

成の要として重視している。今後の日本社会の変

化を見据え、かつ日本文化に根付いた看護を学問

的に探求し看護学を確立することをテーマとして

いる。 

 

研究 

教員は、成人・高齢期における看護についてい

くつかの視点から研究に取り組んでいる。まず、

山本が中心となり、看護の質管理・向上で、特に

訪問看護ステーションや長期療養施設の場で提供

される看護がどのようなしくみによってその質を

維持・向上できるかを、実践的な取り組みを通じ

て検討している。急性期病院よりも研修等の教育

機会が限られる訪問看護ステーションや長期療養

施設の場で、対象の多様なニーズに応える看護の

質保証・改善は、今後ますます重要性が高まる領

域である。 
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高井が中心となった取り組みは、慢性的な疼痛

の実態とケア方法の開発、普及に向けた研究活動

を実施している。地域や長期療養施設における慢

性的な疼痛の実態を把握し、「年のせいで仕方がな

い」「我慢しなければ外聞が悪い」と患者自身に認

識されるためもあって医療者には見過ごされがち

な高齢期の疼痛（認知症を持つ人々を含む）への

より良いケアと、それを通じた身体・生活機能お

よびQOLの維持向上を目指している。 

そのほか、慢性期を中心として、回復期からタ

ーミナルの時期まで、さらには、遡って発症前の

予防段階へも眼を向けた、非常に幅広い期間にお

ける看護のあり方について検討を重ねている。こ

の期間において看護を要する人々がどのような状

態にあるのかの理解に資する研究や、それらの

人々に対する効果的・効率的な看護ケアについて

の研究を行なっている。 

以上の研究領域について、従来の統計的手法を

用いた研究とともに、個別の患者・看護師の経験

を理解するための概念化・理論化を目指した質的

研究手法も多用している。「人が病むこと・老いる

こと」「人が他者をケアすること」という経験を説

明する枠組みの解明をとおして、海外からの借り

物でない「日本の現場育ちの看護学」の構築を目

指している。 

以下に挙げた研究領域は、今年度特に焦点を当

ててとりくんできたものである。成果の詳細、研

究費獲得状況などは、本教室ホームページの研究

業績および教室年報を御覧頂きたい。 

 

1) 長期療養施設における慢性痛ケアの質向上の

ための教育プログラム開発（山本） 

本プロジェクトでは、長期療養施設における慢

性痛ケアの質向上を目指し、日本の長期療養施設

における慢性痛ケアのプロトコール化、長期療養

施設における慢性痛ケアの実践を阻害する各種要

因の明確化と対応策の探索的整理、長期療養施設

の看護師を対象とする慢性痛ケアに関する教育プ

ログラムの開発・試行等を行う計画である。 

今年度は初年度で文献検討・施設の視察を実施

した。文献検討は慢性痛緩和ケア、施設ケアの質

改善に関して検討した。多職種連携による介入に

より疼痛が有意に軽減されたという報告が多く、

薬物療法、運動処方などの身体活動、ソーシャル

サポートなどが疼痛管理に有効とされていた。認

知症患者の疼痛管理では、認知行動療法が有効と

言う報告があった。長期療養施設におけるケアの

質改善には複数の介入方法が報告されており、質

改善の促進要因･障害要因がまとめられた。施設の

視察では、Missouri大学看護学部の高齢者ケア研

究センター及びNursing Home、国内の複数の療

養病床を視察した。文献検討は日本老年看護学会

学術集会、Gerontological Society of America学

術集会等で発表済・発表予定であり、論文として

投稿中・投稿準備中である。 

 

2) 疼痛を持つ高齢者への看護システムの構築（高

井） 

疼痛管理、特に慢性痛や認知症高齢者の体の痛

みへの看護システム構築に向け研究を行っている。

平成 25 年度は、施設入所中高齢者に適用可能な

慢性痛ケア基準構築に向け、作成した慢性痛ケア

基準を看護師や介護職者に実際に用いてもらい意

見や感想を収集し評価を行った。その結果、作成

したケア基準は一定の有用性を示した。しかしそ

の適正使用を促進するためには、痛みに関する教

育システムの提供が必要である。慢性痛のある高

齢者による痛みへの認識やセルフケアの実態を明

らかにするために、グランデッド・セオリー・ア

プローチを用い、その解明を試みている。その結

果は 15th World Congress on Pain等で発表予定

である。 
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3) 地域包括ケアにおける高齢者支援システムの

検討（鈴木・五十嵐） 

我が国の高齢社会において、地域全体で高齢者

の生活を支える仕組みを確立することが喫緊の課

題である。その一方策として地域における公的サ

ービスの適切性の評価が必要であり、要介護高齢

者が介護保険サービスをどのような組み合わせで

利用しており、どのような要因が関連しているの

かを検討してきている。今後、利用されるサービ

スの組み合わせによる効果についても評価を進め

ていく予定である。 

また地域包括ケアにおいては、民間サービス等

の地域の資源を活用することが求められる。我々

は、地域に多数存在するコンビニエンスストアを

高齢者支援の拠点として活用できる可能性を考え

た。その初めの段階として、コンビニエンススト

アによる高齢者支援の実態調査を行っている。 
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沿革と組織の概要 

母性看護学・助産学分野は、平成 14 年に設置

された。平成 25 年度の構成員は、准教授 1 名、

講師 1名、助教 1名、大学院生 9名（修士課程 5

名、博士課程 4名）、客員研究員 1名であった。 

 

教 育 

学部および大学院教育として、母性看護学・助

産学の単位を担当している。 

学部教育では、看護学コースの学生を対象とし

て母性看護学の講義 2単位（3年生）、実習 2単位

（4年生）の計 4単位を行っている。また、助産

学教育課程を専攻した学生を対象として助産学の

講義 8単位、実習 9単位（4 年生）の計 17単位

を担当している。 

大学院教育では、母性看護学・助産学特論Ⅰ、

Ⅱ、同演習Ⅰ、Ⅱを行っている。 

 

研 究 

当分野は、周産期における母子の健康だけでな

く、女性の生涯を通じた健康づくりに焦点を当て

て研究に取り組んでいる。現在の主な研究プロジ

ェクトは以下の通りである。 

1. 保健指導のエビデンスの創出 

1) 妊娠中の母体の栄養・体重管理 

母体体重、体組成、栄養素の測定、および日常

生活習慣や食習慣、身体活動量の調査により、妊

娠中のより適切な体重管理や生活習慣について調

査している。 

2) 妊娠中の運動効果 

健康な妊婦を対象に運動介入を行い、精神的・

身体的な効果の検証を行っている。 

3) 妊婦の日常生活習慣と酸化ストレスとの関連 

妊娠中の酸化ストレスについて、適切に評価で

きる生化学的パラメーターを探索し、日常生活習

慣との関連を調べ、適切な保健指導を考察するた

めの基礎資料を得ることを目的としている。 

4) 効果的な新生児の皮膚トラブル予防法の開発 

新生児皮膚トラブルの予防のため、生後早期で

の保湿に重点を置いたスキンケアの介入を実施し、

皮膚バリア機能改善への効果を検討している。 

 

2. 産後のボディ・マネジメントの支援体系構築 

1) 産後の肛門失禁および尿失禁に関する研究 

出産後 5年以内の肛門失禁と尿失禁の実態調査

とリスク要因を検討している。 

2) 産後女性の体重・体組成変化と母乳育児 

産後女性を対象とし、体重や体組成の経時的変
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化と生活要因との関連について研究している。 

 

3. 周産期のメンタルヘルスへの支援体系構築 

1) 本邦における出産恐怖感と心理社会的要因の

検討 

産後のメンタルヘルスに悪影響を及ぼすとされ

る出産恐怖感について、測定尺度（the Wijma 

Delivery Expectancy/Experience Question-

naire: W-DEQ）の日本語版の開発と検証を行い、

妊産婦の心理社会的要因について検討し、妊娠期

からの出産準備支援の一助とする。 
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沿革と組織の概要 

東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学

専攻精神看護学分野の前身は 1957（昭和 32）年

に医学部衛生看護学科に開設された臨床医学看護

学第四講座である。その後、1965（昭和 40）年

の衛生看護学科から保健学科への改組に伴い東京

大学医学部保健学科精神衛生学教室となった。精

神衛生学教室という名称での活動が長く続いてい

たが、1992（平成 4）年 4月、保健学科が健康科

学・看護学科に移行すると同時に精神衛生・看護

学教室となった。そして大学院重点化構想に基づ

く大学院講座制への移行に伴い、1996（平成 8）

年 4月に精神衛生・看護学教室は組織上、東京大

学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻健康

科学講座精神保健学分野および看護学講座精神看

護学分野の２つの分野となった。 

しかし平成 8年の大学院講座化以降も精神保健

学分野の教授が精神看護学の教授を兼任しており、

教室は教職員も院生も精神保健学分野と精神看護

学分野が一体となって活動している。また、学部

教育は従来の学部講座の担当を引き継いでいるた

め、医学部健康総合科学科での教育活動は精神衛

生・看護学教室として、あたっている。 

精神看護学分野は、教授 1（兼任）、講師 1、大

学院生 10（博士課程 4、修士課程 6）、非常勤講師、

客員研究員らによって構成されている。 

当分野の課題は、精神保健学分野との協力体制

のもとに、より広い視野を持ちながら、なおかつ

精神看護学領域の専門性を深めることのできる教

育と研究体制を推進することである。  

 

教育 

精神保健および精神看護学に関わる諸問題を研

究及び実践の対象としている当分野の学部教育は

講義と実習からなり、上述の通り、精神衛生・看

護学教室として精神保健学分野と精神看護学分野

が一体となって行っている。 

学部の講義は精神衛生・看護学教室の教員及び

非常勤講師によって行われている。学部での講義

は、人間心理学（必修 2 単位）、精神疾病論（必

修 2単位）、精神保健学（必修 2単位）、行動測定

評価論（選択 2 単位）、精神看護学（看護学コー

ス必修 2単位）を担当している。実習は精神保健

学実習（必修 1単位）および精神看護学実習（看

護学コース必修 2単位）を担当している。精神保

健学実習及び精神看護学実習では、多くの施設の

協力を得て、大学院生のティーチングアシスタン

トなども関与して行われている。 

大学院教育は、英文文献抄読を通じてWellness

に関するトピックについて検討する精神看護学特

論Ⅰおよび精神保健・精神看護の疫学研究方法に

ついて学ぶ精神看護学特論Ⅱが開講されている。
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また、精神看護学分野と精神保健学分野共通の教

室セミナーとして、毎週水曜日夕方に、教室所属

の大学院生と研究生、教員らが参加して研究発表

と討議を行っている。また、大学院生や研究生、

教室出身の OBOG らが参加し、精神保健看護学

領域に関する最新の実践についてその実施方法や

エビデンスについて取り上げる研究会や質的研究

の勉強会、それぞれの研究計画についてディスカ

ッションする勉強会など、有志による勉強会が多

数行われている。 

 

研究 

当分野の教員および大学院生は、精神保健およ

び精神看護学全般に関わる諸問題を研究の対象と

して活動している。 

研究テーマは多岐にわたる。精神健康に困難を

有する人にとってのリカバリー、精神保健領域に

おける健康の自己管理、糖尿病をはじめとした身

体疾患と精神健康、ピアサポート、精神疾患を有

する人の地域生活支援（精神科訪問看護、地域で

の包括支援等）、スティグマ、ソーシャルインクル

ージョン、家族介護者の介護負担、精神科クリニ

カルパス、認知症高齢者の行動心理学的症候

（BPSD）、精神科医療に対する患者満足度の研究

などに取り組んでいる。 
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沿革と組織の概要 

老年看護学教室は、平成 15 年 6 月に開講され

た教室である。平成 25 年度構成員は、教授 1、講

師 1、特任講師 1、助教 2、特任助教 1、特任研究

員 2、学部非常勤講師 2、大学院非常勤講師 6、大

学院生 19（修士 10、博士後期 8）である。平成

18 年度より、創傷看護学分野が開講され、現在は

2 分野の教育・研究活動を行っている。教室の基

本方針は、“エビデンスに基づいた老年看護学／創

傷看護学の実践と展開”である。 

 

教 育 

1. 学部 

1）「老年看護学」（3－4 年次，4 単位） 

3 年次の学習目標は、「高齢者の身体的、心理的、

社会的特徴を理解し、老年看護の基本に必要とな

る理論を学ぶ」である。平成 25 年度の主な内容

は、①高齢者模擬体験（演習）、②老年期の身体的・

心理的・社会的特徴と看護、③高齢者の看護と必

要な理論、④老年症候群と看護（歩行障害、排尿

障害、栄養障害、褥瘡、認知症）、⑤これからの高

齢者の看護（バイオロジカルナーシング、みまも

り工学、看護工学）であった。 

4 年次の学習目標は、「高齢者に適切な看護を提

供するために必要となる高齢者特有の疾患・病態

を理解する」である。平成 25 年度の主な内容は、

①加齢に伴う身体の変化、加齢と認知症、②加齢

と骨粗鬆症、加齢と呼吸器疾患、③加齢と腎臓・

高血圧・脳卒中、加齢と循環器疾患、④高齢者の

薬物療法、⑤高齢者の摂食・嚥下障害、⑥高齢者

の栄養管理、⑦高齢者との関わり コミュニケー

ション技術であった。 

なお、4 年次の授業に際しては、本学医学部加

齢医学講座および医学部附属病院の教職員による

協力の下に展開している。 

 

2）「老年看護学実習」（4 年次，2 単位） 

実習目的は、「介護老人保健施設の高齢者を通

して、高齢者看護のあり方を学ぶ。」である。平成

25 年度は、医療法人社団龍岡会、龍岡介護老人保

健施設の協力の下に展開した。 

 

3）卒業論文（4 年次，6 単位） 

平成 25 年度の該当者はいなかった。 
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2. 大学院 

1）「老年看護学特論Ⅰ」（夏期，2 単位） 

基礎・臨床・工学の 3 つの観点から、高齢者の

ケアに関連した最新の研究動向を把握し、今後の

老年看護学のあり方を考察することを学習目標と

した。具体的には、基礎・工学・臨床の論文を抄

読し、批判的吟味を行った。 

 

2）「老年看護学特論Ⅱ」（冬期，2 単位） 

高齢者医療・看護を様々な視点、つまり生物機

能の側面から、個体機能や社会機能の側面まで含

んだ視点を各専門家から幅広く学び、今後の日本

社会の在り方について各々が考察できるよう科学

的思考を身につけることを目標に、下記のテーマ

で非常勤講師による講義形式で展開した。平成 25

年度の主な内容は、①高齢者の排尿管理、②新た

な技術創成における大学・病院の連携-Nursing 

Translational Research、③老年症候群とヘルス

プロモーション、④若年認知症者と介護家族への

ケア、⑤運動機能フィールド計測・解析と運動介

入評価、⑥筋骨格のエネルギー代謝、侵襲や炎症

が引き起こす代謝変動とその対処、⑦療養型病院

における褥瘡ケアの過去・現在・未来であった。 

 

3）「創傷看護学特論Ⅰ」（夏期，2 単位） 

創傷看護学に関する研究を理解する上で必須

となる基本的知識（臨床的、基礎生物学的、工学

的知識）の習得を目標とし、下記のテーマで講義

を展開した。平成 25 年度の主な内容は、①皮膚

および創傷治癒の基礎、②褥瘡の基礎と看護学の

取組み、③臨床看護研究の基礎、④工学研究の基

礎、⑤分子細胞生物学研究の基礎であった。 

 

4）「創傷看護学特論Ⅱ」（冬期，2 単位） 

各論について基礎から最新の知見まで含めて

各分野の専門家が講義を行い、Discussion を行う

ことで自らの研究の糧とすることを目的とし、講

義を展開した。平成 25 年度の主な内容は、①WOC

の創傷ケア アドバンスト創傷ケアの取り組み、

②皮膚科学からの創傷の基礎と応用、③体圧分散

寝具の基礎と応用・残された課題、④看護学領域

における超音波検査の基礎と応用、⑤Basic 

Science 教育を通した科学と看護のトランスレー

ション 肥満皮膚障害に対するスキンケア方法の

確立を目指して、⑥バリューイノベーションのた

めの研究開発であった。 

 

5）修士論文 

平成 25 年度の実績は以下の通りである（6題）。 

“Thrombosis―HIF-1 cycle involving PAI-1 in 

compressed mouse skin: A new aspect of 

pressure ulcer development mechanisms” 

“Prediction of healing progress of pressure 

ulcers by wound blotting: Distribution 

analysis of peroxidase activity on necrotic 

tissue” 

“Development of an anomaly detection 

method in home monitoring system for the 

elderly using financial theories” 

“Development and evaluation of a system to 

assess the effect of footwear on the in-shoe 

plantar pressure and shear during gait” 

“Development and clinical evaluation of air 

mattress with independent control of air cell 

pressure depending on interface pressure 

distribution” 

“糖尿病患者の糖尿病用治療靴作成と着用継続

に関するプロセス” 

 

6）博士論文 

平成 25 年度の実績は以下の通りである（1題）。 

“Development of biomarkers for the Wound 

Fluid RT-PCR method to detect critically 

colonized and infected wounds” 
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研 究 

当教室では、老年看護学の対象として高齢者の

褥瘡、失禁、低栄養、疼痛（痛み）、嚥下障害、骨

粗鬆症、認知症等のいわゆる老年症候群の症状／

状態について、また創傷看護学の対象として褥瘡、

糖尿病性潰瘍、血管性潰瘍、癌性創傷などについ

ての研究を行っている。 

臨床研究のフィールドとしては、東京大学医学

部附属病院の褥瘡対策委員会による褥瘡回診、糖

尿病・代謝内科におけるフットケア外来、泌尿器

科・大腸肛門外科におけるストーマ外来などに参

加している。さらに、平成 24 年 12 月に設立され

た社会連携講座アドバンストナーシングテクノロ

ジーの協力講座として、診療科、看護部、大学院

のより一層の連携強化を図り、臨床現場に立脚し

た看護技術開発システムを構築している。また、

学外の関連施設において疫学研究ならびに臨床試

験を精力的に行っており、臨床との連携を強固に

とりながら、実践に即した研究を遂行している。 

平成 25 年度は、看護学が対応すべき臨床上の

課題のメカニズムを基礎的に検討し（バイオロジ

ー）、明らかになったターゲットに介入する機器開

発を行い（エンジニアリング）、さらにその技術・

システムを臨床で評価し、さらに新しい課題を抽

出する（ナーシングトランスレーショナルリサー

チ）研究ダイアグラムを「看護理工学：バイオエ

ンジニアリングナーシング」と標榜し、研究を進

めてきた。特に、日本学術振興会基盤研究（A）

の助成を受けて、看護理工学入門セミナーを開催

し、学内外の多くの看護学研究者、臨床看護師に

この研究方法論を教授した。この入門セミナー参

加者の中から希望者に対して、第 1回看護理工学

ハンズオンセミナーを行い、より高度な研究手法

を少人数制でレクチャーした。さらには、英文図書

である Bioengineering Nursing: New Horizons 

of Nursing Research. Nova Science Pub. Inc.を

執筆し、平成 26 年 4 月に刊行予定である。 

看護理工学の学術的な基盤形成及び関連学問

領域とのより積極的なコラボレーションを可能

とするため、これまで取り組んできた看護理工学

懇話会を発展させ、看護理工学会が設立され、真

田弘美教授が初代理事長に就任した。また、これ

に伴い第 1回学術集会を、当教室が協力講座とな

っている医学系研究科ライフサポート技術開発

学（モルテン）寄附講座の森武俊特任准教授を会

頭として、東京大学本郷キャンパスにて平成 25

年 10 月 4日、5日の 2日間開催した。 

先述の通り当教室は東京大学医学部附属病院

の褥瘡対策委員会と共同し、多職種協働による褥

瘡回診を行い、病院での褥瘡対策に貢献している。

この活動が認められ、創傷管理分野の専門雑誌で

ある Journal of Wound Care誌より、JWC2013 

Innovation Award が授与された。 

国際的な活動として、インドネシアで開催され

た  The 1st Borneo International Nursing 

Conference 2013 で真田教授が招待講演を行っ

たほか、ソウルにて開催された The 20th IAGG 

World Congress of Gerontology and Geriatrics 

においてシンポジストとして、5th Congress of 

Asia Pacific Enterostomal Therapy Nurses 

Association in Conjunction with Korean Society 

of Coloproctologyにてシンポジストとして発表を

行った。また、マニラで開催された 17th East Asia 

Forum of Nursing Scholars に executive 

committee member として参加した。10 月には

高齢者に多く発生する皮膚裂傷（スキンテア）の

国際共同研究者である Curtin University, School 

of Nursing and Midwifery の Keryln Carville 教

授を訪問し、現地の医療システムの視察や意見交

換をおこなった。平成 25 年度現在、引き続き世

界創傷治癒連合会議（WUWHS）Secretary、国

際リンパ浮腫フレームワーク（ILF）International 

Board of Directors を務めている。 

以下、当教室で平成 25 年度に実施された主な
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具体的な研究テーマを挙げる。 

１．動物実験・基礎的研究 

・細菌および宿主遺伝子発現に着目した新たな

創傷感染症コントロール手法の開発 

・創傷滲出液を用いた新たな創評価法の検討 

・Deep Tissue Injury型褥瘡のモデル動物作成

とその発生メカニズムの検証 

・スキンブロッティング法による皮膚の生理機

能推定方法の確立 

・糖尿病モデル動物の創傷治癒に関する研究 

・新たな創感染動物モデルの開発 

・皮膚浸軟のメカニズムに関する研究 

２．看護工学的研究 

・体圧センサ内蔵自動制御マットレスの開発 

・エコー、サーモグラフィによる創傷および前

駆病変の非侵襲的診断法の確立 

・歩行時の足底圧力・せん断力同時測定システ

ムの開発 

３．臨床研究 

・褥瘡の新規アセスメント手法の開発 

・糖尿病性足病変（潰瘍、胼胝、亀裂、爪白癬

など）の実態調査とその要因探索 

・乳癌癌性創傷の実態調査と悪化要因探索 

・リンパ浮腫の実態調査とその国際比較 

（International Lymphoedema Framework

との共同研究） 

・スキンテア発生予測技術の開発 

・エコーを用いた不顕性誤嚥同定方法の開発 

・施設入所中の高齢者の皮膚の実態調査 

・肥満者の皮膚の実態調査 

 

なお、これらの研究活動のうち、下記のテーマ

について受賞している。 

・JWC2013 Innovation Award 

・第 43回日本創傷治癒学会 研究奨励賞 

“Acylated Homoserine Lactone の投与による

マウス皮膚組織の遺伝子発現の変化” 

•第 1回看護理工学会学術集会 優秀講演賞 

“サーモグラフィーを使用した点滴静脈内注射

の血管外漏出のアセスメントの検討” 

“気管壁と誤嚥物質に着目した画像処理を用い

た超音波検査法による誤嚥所見の抽出”  

・The 20th IAGG Congress of Gerontology and 

Geriatrics Best Poster Award 

“Visual and morphological evaluation of 

peristomal skin under the ceramide- 

containing adhesive” 

・第 22 回日本創傷・オストミー・失禁管理学会

学術集会 会長賞 

“サーモグラフィと創面ブロッティング法の組

み合わせによる褥瘡の予後予測” 

“圧力による褥瘡治癒遅延を予測するアセスメ

ント手法の確立に向けた分子マーカーの探索” 

“乳癌癌性創傷を有する患者の創部痛の実態と

関連する要因” 

・第 22 回日本創傷・オストミー・失禁管理学会

学術集会 学術論文優秀賞 

“一大学病院の糖尿病患者における足部の実態

調査―インターナショナル・コンセンサスのリ

スク分類に基づいて―” 

・第 22 回日本創傷・オストミー・失禁管理学会

学術集会 学術論文奨励賞 

“Evaluation of skin temperature, humidity, 

and comfort of two types of absorbent 

products for urinary incontinence” 

・日本褥瘡学会 大浦賞  

“Combination of thermographic and ultra-

sonographic assessments for early detection 

of deep tissue injury” 
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ホームページ http://www.ghp.m.u-tokyo.ac.jp 

 

 

沿革と組織の概要 

2008年 10月に渋谷健司が教室主任に就任、国

際保健政策教室として新スタートした。2014年 3

月現在の構成員は、教授［渋谷健司］、特任教授［井

上真奈美］、准教授［西浦博］、特任講師［我喜屋

まり子］、助教［スチュアート・ギルモー、中岡慎

治］、特任助教［川上誠、横井博文、佐伯康孝］、

研究員 4 名、非常勤講師 12 名、博士課程学生 8

名、修士課程学生 5名である。 

 

教室のミッション 

- 国内外を問わず科学的根拠に基づいた政策を

推進し人口レベルでの人々の健康を増進する。 

- 社会的・学問的にインパクトの高い研究を通し

て新しい知識やアイデアを生み出し、専門性及

び指導力を発揮するためのスキルを磨く。 

- グローバルヘルスの実践や共同研究を通じ発

展途上国のキャパシティービルディングに貢

献する。 

- そして、最も大切なことは、グローバルヘルス

の次世代のリーダーを育成することである。 

 

主な研究課題 

- 保健アウトカムについての研究 

死亡、疾病・障害、保健サービス、感染症のモ

デリング、生活習慣病、比較危険因子分析、小

地域分析、放射線被爆 

- 保健医療制度のパフォーマンスの評価 

国内医療政策改革、医療技術評価と費用効果分

析、保健医療に置ける格差の分析、保健システ

ムのインプット（財政や人材）及びアウトプッ

ト分析、インパクト評価 

- 医療と外交政策 

グローバルヘルスの構造とガバナンス、グロー

バルヘルスのイノベーション、G8とグローバ

ルヘルス、ドナーのコミットメント 
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教 育 

すべての講義は英語で行われ、討論やプレゼン

テーション能力の向上をも伴わせて行われている。

また、グローバル・リーダーシップ・プログラム

（GLP）を通して、グローバルヘルスにおけるリ

ーダーの育成も行っている。 

 

修士課程 

修士課程は、様々な分野について学ぶ学際的プ

ログラムである。自ら学ぶ姿勢、論理的に課題を

解決する能力、保健政策分析や統計などグローバ

ルヘルスでの実践に必須とされるスキルを身につ

ける。修士課程では、30 単位の取得に加え、研究

を英文査読雑誌に出版できるレベルの修士論文と

してまとめる必要がある。 

 

博士課程 

博士課程では、研究の立案から査読雑誌への投

稿、研究費の獲得、あるいは、グローバルヘルス

関連の国際機関経の就職が可能となるグローバル

ヘルスの次世代のリーダーを養成する。博士課程

では、24 単位以上の取得に加え、博士論文の関連

論文が査読システムのある英文国際誌に出版され

る必要がある。また、公衆衛生・保健分野での修

士号を持たない博士課程の学生は、保健政策、生

物統計学、疫学等の授業も受講しなくてはならな

い。 

 

国際保健政策学特論 I 、II 

国際保健政策学特論は、グローバルヘルスの 

基本的原理や理論について学ぶ。さらに、国際保

健政策の課題を分析し理解するために、数量分析

手法（人口学、統計学、疫学、数量経済学、シミ

ュレーション）の実践を学ぶ。 

2013年度は、以下のトピックについて講義が行

われ、さらに数量分析の講義が追加された。 

- Global health policy 

- Global health governance 

- Health-related MDG and post-MDG 

- Universal health coverage 

- Global burden of disease  

- Comparative risk factor analysis 

- Health system performance assessment 

- Health financing and priority setting 

 

国際保健政策学セミナー 毎週月曜 13:00-15:00 

1) ジャーナルクラブ 

学生が著名な医学、社会学、経済学雑誌から最

新の論文を選んで概要を発表する。保健際策に関

する知識を共有し、活発に議論するために行われ

る。 

2) リサーチセミナー 

ゲストスピーカー、修士・博士課程の学生が研

究を発表する。15 分の発表に続いて、30 分のデ

ィスカッションの時間が与えられる。 

 

研 究 

現在助成を受けている研究 

渋谷健司、我が国の疾病負担予防に関する包括的

研究、科学研究費助成事業科学研究費補助金基盤

研究（A）、主任研究者 

 

渋谷健司、食品安全行政における政策立案と政策

評価手法等に関する研究、厚生労働科学研究費補

助金食品の安全確保推進研究事業、主任研究者 

 

渋谷健司、国際的基準に即した日本の保健医療シ

ステムに関するレビュー研究、厚生労働科学研究

費補助金地球規模保健課題推進研究事業、主任研

究者 

 

渋谷健司、母子保健に関わる医療人材の系統的レ

ビュー、世界保健機関（WHO）、主任研究者 
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渋谷健司、福島第一原発事故の保健医療制度に対

する中長期的影響に関する研究、トヨタ財団 2012

年度東日本大震災対応「特定課題」政策提言助成、

主任研究者 

 

渋谷健司、グローバル政策人材養成講座（Global 

Leadership Program）、科学技術振興機構、主任

研究者 

 

渋谷健司、医学研究のため、AXA 寄附講座、主任

研究者 

 

井上真奈美、人口構成、社会経済状況、生活習慣

の変化を考慮した疾病構造と経済的負担の将来予

測、厚生労働科学研究費補助金、主任研究者 

 

井上真奈美、アジア諸国でのがん予防、がん検診、

がん治療向上のための調査研究、厚生労働科学研

究費補助金、分担研究者 

 

井上真奈美、科学的根拠に基づく発がん性・がん

予防効果の評価とがん予防ガイドライン提言に関

する研究、国立がん研究センターがん研究開発費、

分担研究者 

 

井上真奈美、日本人のがんにおける糖尿病の寄与

度の推定、文科省科研費 基盤研究(C)、研究代表

者 

 

井上真奈美、料理単位法を用いた食事評価のため

の標準化データベース開発、文科省科研費、基盤

研究(C)、分担研究者 

 

井上真奈美、社会心理要因から循環器疾患に至る

プロセス解明のための社会・健康科学融合研究、

文科省科研費、基盤研究(A)、分担研究者 

 

西浦博、流行中の感染症の必要予防接種数の推定

と優先的接種対象の最適、医療科学研究所助成金、

主任研究者 

 

西浦博、感染症患者の隔離による 2次感染予防効

果の推定、住友電工グループ基金助成、主任研究

者 

 

西浦博、トリパノソーマ属原虫及びリーシュマニ

ア属原虫の自然宿主（リザーバ）の数理疫学的ア

プローチによる特定、大山健康財団助成金、主任

研究者 

 

西浦博、数理モデルを利用した予防接種の最適化

研究、科学研究費助成事業科学研究費補助金挑戦

的萌芽研究、主任研究者 

 

西浦博、数理モデルを利用した予防接種の政策判

断システムの開発、豊田理研スカラー助成金、主

任研究者 

 

西浦博、重症患者データのみを利用したインフル

エンザ大流行の疫学モデリング、中島健吉記念助

成金、主任研究者 

 

西浦博、ワクチン接種の生物学的効果の再分類と

その推定手法の開発、聖ルカ・ライフサイエンス

助成金、主任研究者 

 

西浦博、発病情報に基づく感染動態の定量化、科

学研究費助成事業科学研究費補助金若手研究（A）、

主任研究者 

 

西浦博、発生動向を理解するためのＨＩＶ感染者

数の推定手法の開発、厚生労働科学研究費補助金

エイズ対策研究推進事業、主任研究者 
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西浦博、感染症対策及び予防接種行政に資する数

理疫学研究、厚生労働科学研究委託費 感染症実

用化研究事業、主任研究者 

 

スチュアート・ギルモー、結核とHIVの新グロー

バル治療戦略の開発に関する研究、科学研究費助

成事業学術研究助成基金助成金挑戦的萌芽研究、

主任研究者 

 

中岡慎治、皮膚炎を標的とした免疫応答ダイナミ

クスのマルチスケールモデリング.科学研究費助

成事業科学研究費補助金若手研究（B）、主任研究

者 
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沿革と組織の概要 

国際地域保健学教室は大井玄教授（1993 年 4

月-1996 年 3 月）、ソムアッツ・ウオンコムトオン

教授（1996年 6月-1999年 3月）、若井晋教授（1999

年 8 月-2006 年 3 月）、神馬征峰教授（2006 年 6

月-現在）によって運営されてきた。 

本教室にとって国際保健学とは健康に焦点をあ

てつつ、「公正」と「社会正義」の実現を目指す「学」

である。「社会正義」実現のための科学的根拠を探

求し、その根拠を具体的な行動と政策へとつなげ

ていくことがこの「学」の大きな課題である。 

国際保健学が投げかける問いは、「国と国の間、

また国内で、人々の健康状態、社会・経済状態に

何故不公正が存在するのか？ 持てる者と持たざ

る者の格差がなぜこれほどまでに存在するのか？ 

それを取り除くにはどうしたらよいのか？」とい

うことである。 この問いは私たちがよって立つ

学問的、政治的立場を問いかけている。 

誰のために、何のためにそして誰のために私た

ちは学問としての「国際保健学」に携わり、「国際

保健」活動に関わって行こうとしているのか？ 

常にこの問いを念頭において本教室は教育と研究

を続けてきた。本教室の具体的な目的は、国際保

健の質向上のための人材育成と研究を行い、かつ

国際協力活動を実践することである。 

本教室では、コミュニティレベルでの活動をい

かに活性化し、さらにコミュニティからのボトム

アップの動きを国レベル、国際レベルの政策にリ

ンクさせていくかに力を注いでいる。2013 年度の

構成員は、教授 1 名、講師 1 名、助教 2 名、特任

助教 1 名、非常勤講師 10 名、博士課程 24 名、修

士課程 16 名、研究生 1 名、客員研究員 28 名であ

る。全学生の約 65％は留学生である。 

 

国際協力 

グローバルな活動としては、日本国際交流セン

ターや JICA と協力し、人間の安全保障プロジェ

クト等に参加し、国際ガイドラインを作成してい

るところである。 

また WHO の保健人材ガイドライン作成やアジ

ア太平洋保健人材連盟の活動に貢献した。ガーナ

では JICA、ガーナ保健省と協力して、母子保健
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研究を実施した。 

 

教育 

教育活動の主な目的は、以下の２つである。 （１）

現場の実践者の活動がわかる研究者の育成 （２）

研究のわかる実践者の育成 

大学院教育カリキュラムは大きく「国際地域保

健学特論」「国際地域保健学演習」「国際地域保健

学実習」からなっている。いずれもコミュニティ・

ヘルスに力点を置いている。カリ キュラム以外の

教育活動として、修士論文の作成、博士論文の作

成支援に力をいれており、国際ジャーナルへの投

稿を促している。純粋培養の研究者とならない よ

うに、できる限りフィールド体験をし、フィール

ドからの学びが得られるような支援もしている。 

外国人留学生が多いので講義、実習、討議はす

べて英語で実施している。また、保健医療のバッ

クグランドを持たない学生も多いため、基本的な

入門事項から専門的内容まで広くカバー出来るよ

うに工夫している。 

大学院外でも、海外からきた JICA 研修員への

教育、他大学での国際保健学の講義等を数多く実

施している。 

 

研究 

研究活動の主な目的は、以下の 2 つである。 

(1) グローバルにもローカルにも社会的インパク

トのある研究の推進  

(2) 内発的発展に貢献しうる研究の推進 

本教室では、できる限りコミュニティレベルで

の 1次収集データをもとに研究成果を示すように

している。そのためのフィールドワークを重視し

ている。同時にその成果の政策や実践活動への貢

献を目指している。大学単独としてというよりは、

途上国や欧米の諸機関、国際機関、JICA、NGO

などと協力して研究を行っている。途上国の研究

がメインではあるが、 日本国内の研究活動も行っ

ている。現在の研究課題の重点は以下の通りであ

る。(1) 健康、栄養と開発、(2) 健康、人権と人間

の安全保障、(3) 生態学と感染症、(4) ヘルスプロ

モーション、(5) 災害と健康、(6) 世界の保健人材、

(7) 母子保健 

対象となる国・地域としては、ネパール、ミヤ

ンマー（ビルマ）、タイ、バングラデシュ、ベトナ

ム、ラオス、カンボジア、ガーナ、タンザニア、

ケニア、ザンビア、ペルーなどがあげられる。 
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沿革と組織の概要 

人類遺伝学分野は平成４年に新設された。平成

25年度の構成員は、教授、准教授、助教 2、特任

助教 2、特任研究員 3、大学院生 11、実験・事務

補佐員 8名のほか、本学の臨床各科の医員 2名を

研究のため受け入れている。 

 

教育 

大学院生の教育としては、人類遺伝学において

重要な英文論文抄読会あるいは英文教科書の輪読

を英語で行う（人類遺伝学特論Ⅰ、Ⅱ）。 

学部学生の教育としては、医学科M0の学生へ

の人類遺伝学の講義のほか、M4 の学生への社会

医学コースの一部を分担する。健康科学・看護学

科では、人類遺伝学Ⅰ（必修）において、人類遺

伝学全般を概括する基礎的講義を行い、人類遺伝

学Ⅱ（選択）において、より深く、先端的内容を

含んだ、各論的講義を行っている。 

 

研究 

1) 睡眠リズム障害感受性遺伝因子の探索 

睡眠リズム障害は、患者の社会生活活動に大き

な支障をきたすばかりでなく、一般社会において

も産業事故や交通事故の原因と成りえる無視でき

ない疾患である。睡眠リズム障害の発症メカニズ

ムは複雑で、環境因子と遺伝因子が互いに関与し

合って発病すると考えられている。当教室では、

代表的な過眠症であるナルコレプシーなどを対象

としてゲノム全域からの発症関連遺伝子の単離・

同定を目指している。これらの遺伝因子から得ら

れる情報は、複雑な睡眠リズム障害の発病メカニ

ズムの解明に貢献するばかりでなく、これらの疾

患の早期予防、新たな治療法の開発にも貢献でき

ると考えられる。 

2) 骨関節疾患を対象とした感受性遺伝子探索研

究 

骨や関節に障害をもたらす疾患、とりわけ変形

性膝関節症や変形性股関節症、変形性脊椎症など

は、高齢者の生活の質を低下させ、健康寿命を短

縮させている重大な疾患である。その患者数は、

変形性膝関節症だけでも国内で 1,000万人を超え

ると推測され、高齢社会にある我が国にとってき

わめて重要な問題となっている。しかしながら、

根本的な治療法がないだけでなく、その発症・進
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行のメカニズムは不明なままである。当教室は、

東大医学部整形外科と協力し、本疾患の遺伝的背

景を解明するため、国内の地域集団を対象とした

大規模ゲノム疫学研究を行い、変形性関節症を始

めとした骨関節疾患感受性遺伝子の同定を試みて

いる。 

3) 各種複合疾患の遺伝要因の探索 

単一塩基多型（SNP）を解析するための独自の

マルチプレックス解析技術を開発するとともに、

先端的な大規模ゲノムワイド多型解析システムを

確立した。これを用いて、糖尿病、高血圧などの

生活習慣病、肝炎・結核などの感染症、パニック

障害などの精神疾患といった各種の複合疾患（多

因子疾患）に関する多施設共同研究グループに参

加し、大規模ゲノム多型解析を担当している。さ

らに、得られた大規模ゲノム多型解析結果を、公

開・共有するためのデータベースの構築も行って

いる。（https://gwas.biosciencedbc.jp/） 

4) アジア・オセアニア集団におけるゲノム多様性

解析 

国内外の多数の施設と共同し、日本の地域集団

を含めたアジア系集団におけるゲノムワイド

SNP解析を行っている。また、結核感受性や臨床

亜型と関連する遺伝子を同定するため、タイ人、

インドネシア人などにおいて、ゲノムワイド探索

研究を行っている。またこれらの解析により、ア

ジア系集団の形成過程および生体防御系遺伝子か

らみた微生物環境への遺伝的適応について考察し

ている。 

5) HLA（ヒト白血球抗原）と疾患関連の分子機構

解析 

HLA 遺伝子領域はヒトゲノム中で最も多型に

富む領域であり、自己免疫疾患・感染症に対する

感受性と非常に強く関連することが、ゲノムワイ

ド関連解析で明らかにされている。しかし、特定

の HLA 対立遺伝子が疾患感受性を規定する分子

機構は不明である。当教室では、HLAタンパク質

の安定性・特異的な抗原ペプチド結合性の二つの

観点から、疾患に関わる HLA タンパク質の機能

を解析し、ナルコレプシー及び他の自己免疫疾患

の分子機構解明を目指している。 
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沿革と組織の概要 

本講座は母子保健学講座として 1966 年に設立

された。わが国で最初に発足した母子保健学の教

室である。母子保健とは、母子の心身の健康を保

持、増進するためのすべての活動をいい、その基

盤となる学問が母子保健学である。大学院化に伴

い 1998 年に発達医科学分野と改称し、さらに関

連領域が広まった。実験系では神経・発生，感

染・免疫，内分泌・代謝など，調査系では発達，

環境，栄養, 精神保健などに関する研究を行って

きた。 

現在の構成員は、教授 1、准教授 1、助教 2、

事務補佐員（非常勤）1、研究補助員１、非常勤

講師 15、客員研究員 9、大学院生 15（うち外国

人留学生 6名）である。 

学部学生（健康総合科学科・医学科）、大学院

生（国際保健学専攻）を対象とした講義のほか、

教室内部での研究報告会議や抄読会、小児科（と

くに神経、新生児グループ）やこころの発達臨床

教育センターとの会合を開いている。国内外の研

究者や行政官を招待しセミナーも催している。 

海外からの留学生をアジア諸国（インドネシア、

タイ、ベトナム、バングラデシュ、台湾、中国、

モンゴルなど）から多数受入れ、国際的な視点に

立った研究を進めている。世界の母子の健康を向

上させ、健やかな子どもの発達を促進するため、

発達医科学（とりわけ発達神経科学、感染症学）

の研究を進めるとともに、国内外で科学研究・保

健行政に指導的役割を果たす人材を養成する。 

 

教 育 

医学部健康科学・看護学科学生に対する講義

として (1) 人間発達学、(2) 微生物・医動物学、

(3) 母子疾病論、(4) 免疫学、(5) 母子保健学、

(6) 学校保健・看護学を担当している。さらに、

(7) 国際保健学、(8) 健康総合科学概論の一部を

受け持っている。実習は保健学実験・検査法実習

のうち、血液検査一般・神経科学・免疫学の分野

を担当している。医学科の講義や実習（小児科学、

病理学、基礎・臨床統合講義）も受持つ。さらに、

健康科学・看護学科の卒論生に対して卒論指導を

行なっている。 

大学院に関しては、国際保健学専攻修士課程

の 1年生を中心に、発達医科学特論(Ⅰ) (Ⅱ)を通

年にわたり開講している。さらに、院生・研究生

を対象に毎週１回教室内カンファレンスを開講し

ており、これは院生に対しては、発達医科学演習

となっている。 
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研 究 

当教室では、実験系では神経・発達、代謝・

栄養、感染症など、調査系では発達、母子、保健

に関する幅広い研究を行なっている。いずれも国

際的視点で行なっている。研究テーマの主なもの

を以下に列挙する。 

(1) 急性脳症の臨床病理学的研究。とくに急性壊死

性脳症、けいれん重積型急性脳症、難治頻回部

分発作重積型脳炎の病因となる遺伝子変異・多

型と病態生理の解明。急性脳症の診療ガイドラ

インの作成 

(2) 発達期脳障害、とくに結節性硬化症、Noonan

症候群、Ellis-van Creveld 症候群など細胞内

シグナル伝達異常に起因する知的障害、自閉症、

注意欠如・多動性障害の分子病態と治療に関す

る研究 

(3) 小児の難治性てんかん・発達障害に関する遺伝

子工学的研究。West症候群・Rett症候群の原

因遺伝子のモデル動物作成と分子標的の解明 

(4) 神経細胞移動を制御する分子（doublecortin、 

cdk5 など）の機能と相互作用に関する分子細

胞生物学的、遺伝学的手法およびポストゲノミ

ックアプローチによる研究周生期脳障害にお

ける炎症、細胞死と可塑性の研究 

(5) 先天代謝異常症（ペルオキシソーム病）、神経

変性疾患（脊髄性筋萎縮症）の分子生物学的、

生化学的研究 

(6) 発達障害の病態・治療に関する神経薬理学的研

究。注意欠陥・多動性障害のモデル動物を用い

た行動解析 

(7) 光計測を用いた高次脳機能の機能イメージン

グと発達障害におけるその変化の解明 

(8) ヘルペスウイルス、ポックスウイルスの病原性

や薬剤耐性の機序の解明 

(9) 感染症の分子疫学的研究。消化器感染症（下痢

症）ウイルス（ロタウイルス、ノロウイィルス、

サポウイルス、ボカウイルスなど）、呼吸器感

染症ウイルス（インフルエンザウイルス、RS

ウイルス、ライノウイルスなど）、発疹症ウイ

ルス（風疹ウイルスなど）の分子疫学、HIV

の遺伝子変異と薬剤耐性など 
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沿革と組織の概要 

2013 年度は、教授渡辺、准教授梅﨑、助教清

水、小西の体制で教室運営をおこなった。また特

任講師 Stickley、特任助教田所は、主としてグロ

ーバル 30（英語で学位の取れるプログラム）の業

務を、特任助教冨塚と森田は最先端・次世代プロ

ジェクトの業務を、特任助教安本はGRENEプロ

ジェエクトの業務を担当した。2014 年 3 月末現

在、教員以外に秘書 2名、大学院博士課程 3名（内、

外国人１）、修士課程６名（同３）、特別研究員 1

名が在籍している。また、学部・大学院あわせて

10名の非常勤講師がいる。なお、渡辺は本学の地

球持続戦略研究イニシアティブ（TIGS）、地球観

測データ統融合連携研究機構（EDITORIA）を兼

任した。 

 

教 育 

大学院においては、国際保健学専攻の一領域と

して、「人類生態学特論Ｉ」では、人類生態学の基

礎的な構成要素である人口・栄養・環境について

講義を行い、「人類生態学特論 II」では、人類生

態学およびその関連分野における最近の研究の様

子を、主として外部から招いた非常勤講師が紹介

する形式で講義を行った。大学院レベルでの教育

は、国際保健学と人類生態学の相対的な位置づけ

が明らかになるように工夫しつつ、人類生態学分

野で取り組んでいる課題を紹介し、本領域のアプ

ローチの特色が理解されることを目的とした。大

学院レベルの教育は英語で実施している。  

学部においては健康総合科学科において、「人

類生態学」（必修）、「環境保健学」・「人口学」・「国

際保健学」・「医療人類学」（選択）を担当した。ま

た、当分野が責任担当するが、講義の全てあるい

は大半を非常勤講師が担当している科目として

「薬理・毒性学」・「生理学」・「解剖学」（以上必修）、

「環境工学・人間工学」（選択）を実施した。学部

教育では、人類全体・地球規模における生存・健

康をめぐる諸問題について、日本・アジア太平洋
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地域の諸集団に焦点をおきつつ解説した。 

そのほかには、国際保健学専攻（SIH）として

2つの教育プログラムを担当してきた。1つ目は、

本年度で終了したグローバル 30 事業で、国際保

健分野の基礎研究手段に関する履修科目を提供し

た。2 つ目は、大学の世界展開力強化事業（文部

科学省）に採択された「アジア都市環境保健学際

コンソーシアム（UEHAS）」（代表：滝沢教授・

都市工）で工学系研究科都市工学専攻と協同して、

ASEAN諸国の 6つの大学と連携し、単位互換を

内含する大学院レベルの教育プログラムを提供し

た。SIH側のプログラムの調整を当分野が担った。 

 

研 究 

人類生態学は、人間集団の生活形態・健康現象

を、個々の集団の生態学的枠組みおよび地球全体

の生態学的な枠組みの中で解析する学問領域で、

従来、環境保健学やヒト個体群生態学で扱われて

きた課題をより包括的な立場から解明することを

目指している。したがって、扱う課題に応じてフ

ィールドワーク、実験室的解析、GIS/GPSを用い

た解析をフレキシブルに組み合わせて研究を行う。

調査地域は、日本を含むアジア・オセアニア地域

であり、生活形態の変容にともなう環境の変化と

これに対する行動的適応・生体影響の評価（感受

性要因の解明を含む）、地域の持続可能性を規定す

る要因、広い意味での生活空間と身体活動・栄養

摂取との関連などの研究を展開した。また、あら

たに地球観測データを健康科学的課題に応用する

研究に着手した。包括的で多面的な分析を必要と

する分野の性格上、多くの研究課題が国内外の研

究機関との共同研究として実施されている。 

 

１．アジア都市・農村部の持続可能性の規定要因： 

インドネシア西ジャワ農村部において食物摂

取・身体活動調査を行った。これを同地域の数年

前および約 30 年前の調査データと比較し、栄養

状態との関連を解析することによって、同地域に

おける生活形態の変化が生活習慣病リスクにおよ

ぼしたインパクトを評価する。また、尿中フタル

酸エステルの分析、毛髪試料の同位体分析もおこ

なってきた。 

タイの首都バンコク市郊外の工業団地・農業世

帯の混交地域において、水の再利用システムを導

入するにあたり、健康リスク上の問題点を明らか

にするための調査を実施してきた。 

 

２．南アジアにおける（類）金属による環境汚染

とそれに対する感受性要因： 

バングラデシュ首都近郊の商工業地域におい

て，小児の鉛汚染の実態と，鉛毒性への遺伝的感

受性要因にかかわる調査を実施した。その結果、

環境レベル（非職業的レベル）で鉛曝露された小

児集団としては初めて、男女差が存在すること，

遺伝子多型と鉛による造血系への影響との関連が

認められることを示した。 

バングラデシュのヒ素汚染地域において、無機

砒素の代謝パターンに性・遺伝的多型が及ぼす影

響を検討し、多くの多型が代謝パターンと関連を

示すこと、また、遺伝子によっては、多型と代謝

との関連が性依存的であることを見いだした。代

謝パターンが毒性への感受性と関連するという近

年の報告に照らして、リスク評価上、重要な知見

と考えられる。 

同じくバングラデシュのヒ素汚染地域におい

て、周産期におけるヒ素曝露が新生児における免

疫機能の発達に及ぼす影響についての検討を開始

した。汚染の認められる地域のクリニックから妊

産婦の参加を募り、生体試料の収集を実施中であ

る。 

 

３．生業転換と適応戦略： 

アジア・太平洋地域の多くの国では、経済発

展・資源獲得・観光など多様な目的のもとに開発
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事業が実施され、住民の生活は大きく変容しつつ

ある。政策生態学の視点にたち、この変容の実態

を捉える試みを中国ならびにパプアニューギニア

において実施した。 

 

４．メチル水銀摂取が多い集団におけるセレンの

役割： 

メチル水銀は主として海産物から摂取される

が、魚介類を多量に摂食することは、健康に対し

正負の影響を与えると考えられ、定量的なリスク

が難しい一面がある。魚は、タンパク質、多価不

飽和脂肪酸、ミネラルなど栄養素の重要な供給源

であり、これらの栄養素がメチル水銀による毒性

を妨げる可能性が示唆されている。魚の多食に関

するリスク便益については明白でないため、我が

国で魚を多食し、水銀曝露レベルの高い集団にお

いて、微量栄養素セレンの栄養状態について検証

した。 

 

５．低タンパク質条件への適応能に関する研究： 

パプアニューギニア高地の住民は、サツマイモ

を主食としタンパク質摂取が低いにもかかわらず、

体格としては筋肉質である。この理由を腸内細菌

叢の構成を微生物学的に解析することによって解

明すべく、フィールド調査と実験的解析を平行し

て進めた。 

個人レベルの総タンパク摂取量を推定するた

め、食物摂取頻度調査票を作成し、妥当性を評価

した。糞便から回収した腸内細菌叢の分析により、

効率的なタンパク利用を裏付ける細菌を明らかに

した。 

 

６．地球環境情報統融合プログラム（DIAS）を

用いた地球観測データの健康科学領域への利

用： 

「グリーン・ネットワーク・オブ・エクセレン

ス‐環境情報分野（GRENE-ei）」事業の一環とし

て進行中の本プロジェクトでは、DIAS で保存も

しくは修正された様々な地球観測データを多様な

科学分野（いわゆる社会的便益領域）に活用して

いる。当分野はエコヘルスを展開し、人類生態学

の枠組みで環境と健康に関連した情報をつなぎ、

気候変動や社会人口学的変化による新興の健康リ

スクを捉えることを試みている。学内の他専攻、

国内外の大学・研究機関・政府機関とも共同研究

している。人間の土地利用に関連して、高温と大

気汚染、都市の水問題、熱帯感染症の課題に取り

組んでいる。 

 

７．高温と大気汚染の健康影響予測に向けた縮小

シミュレーションモデルの利用： 

気候変動とりわけ地球温暖化や、大気汚染とり

わけ国境を越えて長期に及ぶ汚染の健康リスクに

ついて関心が高まっている。気候変動適応戦略イ

ニシアチブ気候変動適応研究推進プログラム

（RECCA）（文部科学省）に採択された「大気環

境物質のためのシームレス同化システム構築とそ

の応用（SALSA）」（代表：中島教授・大気海洋研）

事業の下で、本分野は国立環境研究所と共同で、

高温と大気汚染（主に PM2.5）による健康影響の

将来予測を担うプロジェクトを遂行している。 
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沿革と組織の概要 

生物医化学教室は国際保健学専攻に属し、平成

10 年３月に北 潔が教授に就任した。現在の構成

員は教授（北 潔）、准教授（渡邊洋一）、助教（松

崎素道、稲岡ダニエル健）、特任助教（網野比佐子）、

ポスドク 4 名（佐藤恵春、畑 昌幸、坂本寛和、

エマニュエル・バログン）、秘書（長井由美子）と

大学院生（博士課程 8 名、修士課程 1 名）、卒業

研究生 2 名および客員研究員 4 名となっている。 

研究室の方針は「基礎研究を通して人類の向上

と福祉をめざす事」であり、代謝調節と生体膜の

生化学および分子生物学などの純粋な基礎生物学

的研究とともに国際的な医療問題に対する共同研

究を含めた指導、調査による研究室外の活動（中

南米、東南アジア、アフリカ等の発展途上国や欧

米の先進国）も積極的に進めている。 

 

教 育 

医学部の健康科学・看護学科において生化学、

分子生物学、実験・実習などの必修科目および栄

養学、生理化学・神経科学、医化学、国際保健学

などの選択科目、また医学科の寄生虫学を担当し

ている。国際保健学専攻においては生物医化学特

論および熱帯医学特論の講義を行っている。 

研 究 

代謝調節、とくにエネルギー代謝における「低

酸素適応の分子機構」についてヒト、寄生虫およ

び細菌類を用いて呼吸鎖成分の構造と機能、核と

ミトコンドリアの協調的遺伝子発現の調節機構、

遺伝子や酵素の進化について明らかにする目的で

研究を行っている。さらに、多細胞動物ミトコン

ドリアのタンパク質合成系および RNA の成熟化

についても、寄生虫および自由生活性の進化的に

近縁な生物、さらに古細菌を材料に研究を進めて

いる。またこれらの研究から得られる情報をもと

に新規の「抗感染症薬の開発」を試みると同時に、

分子進化の原理に基づいた「新しい生物機能の探

索と創製」をめざしている。以下に研究の概要を

述べる。 

1. ヒトミトコンドリア 

近年、ミトコンドリアの機能異常に起因するい

わゆるミトコンドリア脳筋症の発症機構の解析が

進み、ミトコンドリア DNA の欠失や点突然変異

について明らかになってきた。一方、核 DNA の

変異に起因する報告は少なく研究が遅れている。

我々は遺伝子が核 DNA にコードされ、TCA回路

と呼吸鎖電子伝達系を直接結び付けているコハク

酸脱水素酵素複合体（SQR）について研究を進め
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ている。この中でヒト SQR の４つのサブユニッ

ト全ての cDNA のクローニングを行い、触媒サブ

ユニットに変異を持つ症例の研究を進めている。

また、この触媒サブユニットにアイソフォームを

見出したが、これはイントロンのない遺伝子にコ

ードされており、その生理的意義について解析中

である。 

 

2. 回虫、エキノコックスおよび C. elegans 

生物は独立した生命を持ち独自の生活を営んで

いるが、一方他の生物と深い関わりを保ちつつ生

存している。寄生現象もこの様な関係のひとつと

考えられ、自由生活型の祖先から出発し、寄生生

活に移行してからの進化の過程において宿主内の

環境に適応し、宿主特異性や臓器特異性をそなえ

た種々の寄生虫が成立したと考えられる。この点

から寄生虫は真核生物における適応現象の研究を

進めるうえで極めて良い研究対象であり、特にエ

ネルギー転換系の様な全生物に共通の代謝系の適

応や進化、また基本的な反応機構を理解するうえ

で最適な系のひとつと考えられる。当研究室では

この様な観点から、寄生虫や大腸菌を用いて酸素

適応機構の解明を目的として研究を進めてきた。

特にエネルギー代謝における酸素適応機構の解明

という観点から生活環の中で好気・嫌気の環境へ

の適応を示す回虫ミトコンドリアをモデル系とし

て研究を進め、ミトコンドリアの複合体 II にそれ

ぞれコハク酸酸化、フマル酸還元を触媒するアイ

ソザイムが存在する事を初めて見出した。これら

の特徴を明らかにする目的で結晶解析を行なって

いる。これまでの低酸素適応に関する成果を踏ま

え、さらに酸化ストレス、老化や寿命の問題も含

め以下のテーマを中心に研究を進めている。 

1）酸素適応における核およびミトコンドリア

遺伝子の発現調節機構 

2）複合体 II アイソフォームの構造と機能 

3）条件嫌気性細菌のフマル酸還元酵素の解析

とロドキノンの生合成機構 

4）C. elegans 短寿命および長寿命変異株ミト

コンドリアの遺伝生化学的解析 

5）C. elegans を用いた遺伝子導入および遺伝

子破壊 

6）フマル酸呼吸系と標的とする抗線虫薬およ

び抗がん剤の開発 

 

3. マラリア、トリパノソーマ、クリプトスポリ

ジウム 

マラリアは地球上の 5億の人々が感染し、発展

途上国の将来を担うべき子供達が数百万の単位で

亡くなっている極めて重要な熱帯感染症である。

ところがこの様な流行地の国々にマラリアを制圧

するための研究を進める余裕はない。ワクチンの

開発にまだ時間が必要とされる現状で化学療法は

最も効果のある治療法である。しかし細菌におけ

る薬剤耐性と同様にマラリアにおいても薬剤耐性

マラリアの出現は重大な問題になっており WHO

がマラリアの「根絶」をあきらめ、「制圧」へと目

標を後退したのも主に特効薬クロロキンに対する

耐性株の出現による。そこで我々は新しい抗マラ

リア剤の開発を目的として、特に性質が宿主と非

常に異なっているミトコンドリア電子伝達系を標

的とする薬剤の探索を行っている。マラリアと同

様に原虫による寄生虫疾患であるアフリカ睡眠病

はヒトの感染に加え、家畜の被害が甚大でありア

フリカの政治、経済の混乱の背景となっている。

当研究室では病原体であるトリパノソーマに対す

る化学療法剤についても開発を試みているが、原

虫に特有なシアン耐性酸化酵素を特異的に阻害す

るアスコフラノンを見出し、WHO や DNDi との

共同研究を含めて阻害機構、臨床への実用化をめ

ざしている。最近、このシアン耐性酸化酵素がク

リプトスポリジウムを含む様々な寄生性原虫に存

在する事を見い出し、抗原虫薬の標的として解析

を進めている。 
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4. ミトコンドリアタンパク質合成系 

ミトコンドリアのタンパク質合成は、ミトコン

ドリア DNA にコードされるリボソーム RNA

（rRNA）および tRNA と核ゲノムにコードされ

る多くのタンパク質因子が協同して行われる。こ

のうち rRNAと tRNAは一般的なものと比べ鎖長

が著しく短小化しており、また生物種間でも変化

が大きい。我々はこれらの RNA と協調して働く

核コードのタンパク質も RNA の変化に対応する

ため、その構造や特異性を変化させていることを、

ペプチド延長因子やリボソームタンパク質の例に

おいて明らかにしてきた。そこで、これらの因子

の生物種間における変化をさらに明らかにすると

共に、特に寄生性真核生物を目標とした薬剤の開

発を視野に入れながら、研究を進めている。 

 

5. 古細菌 RNA 成熟化の研究 

古細菌は原核生物でありながら、遺伝情報伝達

系に関しては、真核生物との共通点を数多く持つ。

tRNA イントロンのスプライシング機構もそのひ

とつである。一方、われわれは、古細菌の、RNA

転写後修飾に関わる核小体低分子 RNA-タンパク

質複合体のホモログの研究から、古細菌のタンパ

ク質遺伝子のイントロンの最初の例を見出した。

このイントロンのスプライシングは、われわれの

研究から、古細菌の tRNA あるいは rRNAイント

ロンのスプライシング機構と同じ機構により、進

行することが明らかになった。この研究過程で、

現在同定されているタンパク質遺伝子イントロン

を持つ古細菌には、今までとは異なるサブユニッ

ト構造を持つスプライシングエンドヌクレアーゼ

が存在し、これが、それまで古細菌で見出されて

いた酵素と、真核生物 tRNAイントロンのスプラ

イシングエンドヌクレアーゼと、サブユニット構

造および基質認識機構が、ちょうど中間的である

ことを見出した。 
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沿革と組織の概要 

社会予防疫学教室は、医学系研究科に公共健康

医学専攻（公衆衛生大学院）が開設された 2007

年 4月に開設された研究室です。 

健康状態や疾患発生を集団内で計量的に把握し、

疾患発生のリスクに関係する因子と疾患発生の関

係を統計的に分析する学問が疫学です。飲酒・喫

煙、栄養や身体活動などの因子に加え、遺伝子や

その発現をコントロールする因子や社会経済要因

を対象とする疫学研究も盛んになっています。薬

物など治療の評価を行うためにも、疾患発生状況

などを把握するためにも疫学のデータが必要です

が、さらに、疫学は、予防保健分野における研究

方法論を提供するとともに、予防保健を実践する

実学として、健康科学の中心分野と考えられてい

ます。しかしながら、わが国ではその教育体制も

研究体制も十分ではありませんでした。 

社会予防疫学は、人間社会で起こっているさま

ざまな現象（個人の生活習慣も含む）と疾病との

関連について疫学的手法を用いて明らかにすると

ともに、それを疾病予防・疾病コントロールに用

いるための具体的な方策を探る学問です。 

社会予防疫学教室では、その中でも、個人なら

びに集団の健康を支える上で欠かせない「栄養」

の問題を中心的な研究課題として取り上げ、それ

を疫学的手法で研究する、「栄養疫学研究」を主に

行っており、この分野ではわが国の中心的な役割

を果たしています。 

現在の組織は教授１、（助教１）となっています。 

 

教育 

公共健康医学専攻（公衆衛生大学院）において、

次の２つの講義を受け持っています。 

 

・疫学研究と実践 

・予防保健の実践と評価 

 

ともに、公衆衛生・保健分野の実務に深くかか

わる内容であり、疫学の理論に立脚した保健活動、

保健業務を行える能力を授けることを目的として

います。 

また、学部教育においては、健康総合科学科に

おける教育や、医学科における公衆衛生教育の一

部も担当しています。 

 

研究 

「栄養疫学研究」の中でも、調査方法論の確立

とその利用に関する基礎的な研究を中心的なテー

マにしています。また、これらの研究で得られた

成果を用いて、栄養と健康ならびに疾患との関連

を検討するための各種疫学研究も広く行っていま

す。研究分野の性格上、共同研究が多いのが特徴
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であり、研究数のみならず、関連する疾患の種類

が多いのも特徴のひとつです。 

また、栄養と健康ならびに疾患との関連を検討

した国内外の疫学研究の成果（論文）の収集にも

力を入れており、当教室が有する情報は、栄養改

善を通じた健康管理や疾病管理、公衆衛生行政に

広く活用されています。 
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沿革と組織の概要 

臨床疫学・経済学分野は 2007年 4月に開設さ

れた公共健康医学専攻の一分野としてスタートし

た若い分野である。近年、医療技術の適正な評価

や医療政策・社会保障制度の改革が求められるな

か、確固たる科学的アプローチに依拠した保健医

療技術・政策の評価を行うべく、手法論開発と実

証的研究を推進し、またそれを支える人材育成に

寄与することをミッションとして掲げている。ま

た本分野は社会医学専攻との協力分野として博士

課程の教育にも参画している。 

本分野は上記の社会的任務を果たすために、臨

床疫学と経済学という背景の異なる２つの数量的

分析手法と関連の社会科学的理論を裏付けとし、

境界領域的な応用学問分野として、実証データに

基づいた研究と実践・教育を志向している。 

 

教 育 

公共健康医学専攻公共健康医学修士課程では、

臨床医学概論、臨床疫学講義、臨床疫学演習、保

健医療経済学講義、医療技術評価額演習,および医

療経営学演習を担当している。 

臨床医学概論は非医師の学生を対象とした臨

床医学の導入である。臨床疫学講義では、初等～

中等レベルの疫学の体系として、研究デザインや

バイアス・エラー、統計的検定などについて復習

したのち、応用分野の既存研究を題材としたディ

スカッションを通じてその知識を実践知に転換す

ることを促している。具体的には健診の効果評価、

新規薬剤の費用対効果分析、手術など治療技術の

アウトカム評価などを用いている。後期に行われ

る同演習では、学生は自らの研究課題を選択し、

それにそって実際の研究プロトコールを作成し、

それを発表、相互に評価・講評することを段階的

に体験する。 

保健医療経済学講義では、ミクロ経済学をベー

スとした応用レベルの医療経済学について、消費

者選好理論、人的資本理論、保険リスク、衡平性

問題などを取り上げ、経済学的な観点から医療・

保健における現象を、消費選択行動としてモデル

化し理解することを学ぶ。 

夏季に実施される医療技術評価演習では、費用

対効果分析や意思決定分析など、学生自らが分析

技術の習得のためにコンピュータ実習など含めた

事例研究を行う。 

医療経営学演習では、会計学の基礎、人的資源

管理、リスク管理、情報・戦略設定の枠組みを講

義したのち、実在の事例に基づいたシナリオを用

いたケースメソードによる実践的ディスカッショ

ンを展開する。 

2013年度は、公共健康医学専攻（修士課程）の

課題研究生 6名の指導にあたった。 
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研 究 

本分野が取り組む研究の領域はヘルスサービ

ス研究の広い分野にまたがるものとなっている。 

本分野では、日本独自の患者分類システム

（Patient Classification System）として知られ

るDiagnosis Procedure Combination（DPC）を

用いた大規模データベースを用いた臨床疫学・政

策評価への応用研究を展開している。DPCの標準

様式を用いて収集された詳細かつ世界的に見ても

ユニークなプロセスデータによって、わが国の急

性期病院における診療の内容について実証的な分

析が可能となりつつある。また既存のデータ（た

とえば患者調査）とDPCデータを組み合わせた、

新たな分析を展開しつつある。 
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沿革と組織の概要 

平成 19 年 4 月 1 日に公共健康医学専攻（専門

職修士課程）の発足とともに、附属病院大学病院

医療情報ネットワーク研究センター（UMIN セン

ター）の大学院講座化が行われ、医療コミュニケ

ーション学分野が誕生した。医療コミュニケーシ

ョン学分野は、教授、准教授各１名から成り立っ

ており、両者とも UMIN センターを兼任している。 

医療コミュニケーション学は、海外、特に米国

では、数多くの専門の研究室が存在して活発な研

究活動が行われており、Health Communication

と呼ばれることが多い。日本でも、近年その重要

性についての認識が少しずつ高まっているが、医

療コミュニケーション学を専門とする講座・分野

は数少なく、本分野は九州大学に次いで全国で２

番目に創設された。 

 

教 育 

医療コミュニケーション学分野は、専門職大学

院（公共健康医学専攻）に所属し、研究者の養成

のみならず、医療・公衆衛生分野における実務家

養成を目的としている。このため、研究、教育に

ついても、UMIN センターにおける実務経験も生

かした教育活動を行っている。 

大学院修士課程については、公共健康医学専攻

（専門職大学院修士課程）において、医療コミュ

ニケーション学講義、医療コミュニケーション学

実演習を行っている。その概要は下記のようにな

っている。 

 

[医療コミュニケーション学講義] 

1. 医療コミュニケーション学概論 

2. カウンセリング入門 

3. 患者-医療者間コミュニケーション(1)： 

医療機関の立場から 

4. 患者-医療者間コミュニケーション(2)： 

患者の立場から 

5. 患者-医療者間コミュニケーション(3)： 

医療者のための実践的コミュニケーション

スキル 

6. メディアコミュニケーション(1)：テレビ 

7. メディアコミュニケーション(2)：新聞 

8. メディアコミュニケーション(3)： 

インターネット 

9. ソーシャルマーケティング 

10. エンターテイメント・エデュケーション 

11. 健康キャンペーン 

12. 医療コミュニケーションの評価と実証研究 

 

[医療コミュニケーション学演習] 

1. 対人コミュニケーション演習 (1)： 

コーチング 
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2. 対人コミュニケーション演習 (2)：接遇 

3. 対人コミュニケーション演習 (3)：MBTI  

4. メディアコミュニケーション演習 (1)： 

マス・コミュニケーション演習 

5. メディアコミュニケーション演習 (2)： 

インターネットコミュニケーション演習 

 

大学院博士課程では、社会医学専攻医療情報経

済学分野を兼担し、医療情報経済学実習・演習を

実施している。 

学部教育では、医学部医学科学生向けの医療情

報学の講義を１コマ（「医学文献情報学（木内）」

を担当している。 

 

研 究 

医療コミュニケーション学分野では、従来の大

学病院医療情報ネットワーク研究センターにおけ

る情報システムの構築・運用を主体とした研究を

継続しつつ、医療･公衆衛生関連分野におけるコミ

ュニケーション一般に関する研究にまで、その研

究対象範囲を広げようとしている。大学病院医療

情報ネットワーク研究センターから継続している

研究は、下記を特徴としている。 

 

１）情報ネットワーク・コミュニケーションの研究 

医学・医療情報関係の研究部門の中で、インタ

ーネット等の情報ネットワーク・コミュニケーシ

ョンを専門に研究する全国唯一の部門となってい

る点が特徴である。 

 

２）医療でなく、医学を主たる対象としていること 

日本の医学分野における情報学の研究部門が、

病院情報システムを中心とした「医療」関係の情

報システム（病院情報システム、電子カルテ、遠

隔医療、レセプト電算化等）の研究を主として行

っているのに対して、「医学」関係の情報システム

（医学文献データベース、医学研究データ収集、

医学教育用情報システム等）の研究を主体として

いることに大きな特徴がある。 

 

新たな医療コミュニケーション学の研究及び従

来から継続して行っている情報システムの構築・

運用に関連した研究の具体的な内容は、下記であ

る。 

 

(1) ヘルスコミュニケーションに関する研究 

様々な臨床研究の成果は、実際に臨床あるいは

社会の中で活用されることで初めてアウトカムの

改善に結びつくため、近年、医療と社会のコミュ

ニケーションという視点が重要視されている。こ

の点を踏まえ、我々は、臨床と社会のニーズを集

め、研究成果を医療従事者あるいは一般国民、患

者に広く伝えるために必要な「情報」と「コミュ

ニケーション」に関する知識と技術に関する研究

を行なっている。 

 

(2) 患者－医療者間コミュニケーションに関する

研究 

患者－医療者間のコミュニケーションは、効果

的な医療のための基盤である。実際の診療や模擬

診療場面における患者-医療者間コミュニケーシ

ョンの分析を行い、患者アウトカムにどのような

影響を持つのか、患者および医療者の属性によっ

てどのような影響を受けているのかなどを検討し

ている。また、医療コミュニケーションの分析手

法として欧米を中心に広く使用されている Roter 

Interaction Analysis System（RIAS）の普及を

目指した研修も行っている。 

 

(3) ヘルスリテラシーに関する研究 

マスメディアによる報道やインターネットの急

速な普及に伴い、健康や医療に関する様々な情報

が一般市民にも利用可能になる一方、必ずしも質

の保証されていない情報も多く流布するようにな
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った。このような中、｢健康の維持･増進のために

情報にアクセスし、理解、活用する動機や能力を

決定する認知的、社会的スキル｣として、ヘルスリ

テラシーという概念が注目を集めている。日本の

社会的文脈に沿ったヘルスリテラシーの測定尺度

を開発し、それが患者および医療者のコミュニケ

ーションや健康行動などにどのように影響するか

分析を行っている。 

 

(4) UMIN に関するもの 

UMIN で開発・運用されている多くの情報シス

テムが研究の対象となっており、先進的なもの・

学術的に特徴のあるものについて、論文・学会発

表等を行っている。他の分野の研究者との共同作

業によって構築されているシステムも多い。 

 

(5) 臨床・疫学研究のための情報システム  

臨床・疫学研究のための情報システムの開発・

運用の研究を行ってきた。最近では、CDISC 等

の治験の電子化・標準化への取り組みを中心に行

っている。UMIN においても、この成果を生かし

て、インターネット医学研究データセンターの運

用を行っている。 

 

(6) 情報ネットワークのセキュリティに関する研究  

全国の医療機関を VPN で結ぶ、医療 VPN、

Web メールを用いた暗号電子メールの運用等の

研究を行っている。UMIN の運用の上でもセキュ

リティは非常に重要な要素であり、研究成果を

UMIN 運営に役立てている。 
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沿革と組織の概要 

当分野は、故宮坂忠夫名誉教授を初代とする保

健社会学講座を前身とし、わが国医学部における

医療社会学・行動科学研究部門として最も早期に

創設されたもののひとつである。第２代教授であ

る故園田恭一教授は、社会学者としての独自の視

点からこれを発展させ、わが国における保健社会

学の確立に多大な貢献を果たした。さらに第３代

教授である川田智恵子教授は、エンパワーメン

ト・学習支援などの教育学的概念を健康教育の領

域に導入することで、健康教育研究に新たな展開

をもたらした。1997 年からは、第 4 代教授であ

る甲斐一郎教授のもと、倫理学などのより広い社

会科学を統合した老年社会科学分野の創設により

わが国における gerontology 発展の基礎の一角を

形成するとともに、山崎喜比古准教授を中心とし

て慢性疾患の病体験やスティグマ形成の問題、健

康生成論、健康格差論、医師患者コミュニケーシ

ョンなどの社会学的研究が精力的に展開された。

2007年、公共健康医学専攻専門職大学院の創立に

伴い、本分野も改組され、さらに 2012 年より、

ライフコースアプローチを取り入れた、社会的健

康決定要因の健康影響を射程に入れるべく、老年

社会科学分野を保健社会行動学分野に改名し、今

日に至る。当分野は社会的文脈の中で形作られる

健康、行動、認識のありようについて、社会学・

行動科学・経済学・心理学などの人文科学と健康

科学の融合を通じて研究することを一環としてミ

ッションとし、健康の社会的格差の解消と、医療

疾病モデルにとらわれない、健康を主体的に育む

個人や社会の構築に向けた科学的知見の蓄積と発

信を志向している。 

 

教 育 

2013 年度は大学院では公共健康医学専攻専門

職大学院において 4コース、学部教育では健康総

合科学科において 5コースを担当している。 

1. 公共健康医学専攻修士課程 

1) 社会と健康 I, II：社会的健康決定要因に焦点

を当て、健康の社会的格差の形成メカニズム

や政策的取り組みの可能性について外部講師

を交えて、テーマ別のオムニバス講義を提供

した。テーマとしては収入格差、社会階層の

生成、職業ストレス、ジェンダー、差別、健
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康影響評価などを取り上げた。IIでは、より

実践的に社会的健康決定要因を取り上げ、演

習方式を採用している。  

2) 健康教育：健康増進や生活習慣行動に関する

基礎的な行動理論・教育理論の講義を提供し、

その後職場・学校・地域などのケースについ

て、外部講師の話題提供のもと、グループデ

ィスカッションを通じて、健康教育の目的、

限界・問題点、介入プログラムのマネジメン

トにおける課題について理解を深化させた。  

3) 健康社会学：健康の医療モデルと社会モデル

を対比させ、健康の社会的決定要因について

取り上げるほか、医師の社会化、慢性患者の

疾患世界の理解、文化と健康など、医療・健

康をとりまく社会学モデルについて講義した。 

 

学部教育については、講義「健康社会学」、「健

康教育（職域、地域）」、「産業保健・看護」、「社会

調査実習」「社会保障・福祉論」を担当した。 

 

研 究 

本分野では、社会経済的格差による健康格差の

実態把握やそのメカニズムの解明など、いわゆる

社会疫学的研究を、最重要な研究テーマとして現

在位置づけている。これまでも国民生活基礎調査

などの 2 次データを用いた解析を実施してきたが、

現在、経済産業研究所や本学経済学部との共同研

究として、高齢者を対象とした大規模パネル調査

（「くらしと健康」調査 Japanese Study of Ageing 

and Retirement; J-STAR）を実施し、所得・資本・

学歴・就労などの社会経済的要因と、医療・介護

サービスへのアクセス、生活習慣、社会的支援な

ど社会関係が健康に及ぼす影響について包括的か

つ多面的な検討を進めている。本調査は、米国の

Health and Retirement Studyと、その欧州・英

国姉妹調査、さらにアジア各国で現在展開する共

同研究の一翼を担うもので、すでにその第 1 ・ 2 

波調査については、データ公開を通じて、国際比

較研究を展開しつつある。 

また 2010 年度から若年成年を対象とした新た

な社会調査（「まちと家族の健康」調査 Japanese 

study of Stratification, Health, Income, and 

Neighborhood; J-SHINE）を、医学・経済学・社

会学・社会心理学・医療政策学などの研究グルー

プと共同で開始し、社会経済的格差の形成が、健

康格差につながるメカニズムの同定と、それを回

避するための社会経済的政策の在り方について実

証的検討を開始している。 

日本福祉大学などと共同で、高齢者の大規模社

会 疫 学 調 査 で あ る J-AGES （ Japan 

Gerongological Evaluation Study）について、近

藤が事務局を務め、全国 20 以上の自治体が参加

し、20 万人規模のデータが集積され、社会参加・

連携と高齢者の健康との関連が明らかにされつつ

ある。 
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沿革と組織の概要 

情報工学とは、客観的な形で存在する情報を対

象とし、その伝達、記憶、処理、入出力などに関

する方法を考案し、その装置やシステムを構築す

る技術を作ることに重点が置かれ、国内では情報

科学とほぼ同義に使われている。 

医学への計算機（コンピュータ）の応用の歴史

を紐解くと、1950年代に科学者や技術者の計算を

支援する装置として登場し、1960年代には統計や

会計処理などの計算に用いられている。 

1980 年代になるとパーソナルコンピュータが

登場し，コンピュータが個人の一般的な知的作業

に利用される一方、大学病院などの大規模病院基

幹部門の業務の情報システム化が急速に行われた。 

Information Engineering（情報工学）という

言葉は、1981年Martin J. と Finkelstein C.によ

り最初に提唱され、組織での情報処理技術を効率

的かつ効果的に行うための計画、分析、設計、実

装などから構成される一連の情報システム化の方

法論とされている。 

1990年代に入ると，表現，設計，科学的発見な

どのヒトの思考への支援ツールとして利用されて

いる。同時に、組織の中の情報流通のみならず組

織間や社会全体での情報流通がインターネットを

介して国際的にも容易となり、高度情報化社会や

第四次産業革命とまで称されるまでになる。医学

分野も同様で、国内の大学の中に情報学関連の講

座が登場し始める。 

特に 21 世紀に入り、ヒトゲノム情報の解読に

代表されるバイオインフォマティクスの登場や病

院業務支援や地域医療連携をはじめとした多くの

医療分野の情報化のみならず，診療ガイドライン

の電子化や知識処理技術を駆使した診療ナビゲー

ション機能の実用化など医学・医療分野における

知識マネジメントへの応用も始まり、医学及びそ

の関連分野における情報処理はコンピュータ無く

しては成り立たなくなってきている。つまり、医

学研究、診療、保健など医学・医療のどの分野を

とってもその発展には情報工学への基本的理解が

必須不可欠のものとなっている。 

このような時代背景の中、臨床情報工学（Clinical 

Information Engineering）教室は、平成 14年度

から始まった文部科学省科学技術振興調整費新興

分野人材養成プログラムの一つであるクリニカル

バイオインフォマティクス研究ユニットの中の臨

床情報工学部門を前身として、平成 19 年 4 月国

内で初めて公共健康医学専攻医療科学講座の中の

一分野として設置され、現在に至っている。 

 

教 育 

最先端の情報工学技術の医学分野への応用に関

する医学と工学双方の知識と技術を有する国際レ
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ベルの人材の育成を行うことを目指している。そ

のため、医学・医療・保健分野の臨床における情

報工学技術の設計・開発・評価と情報化プロジェ

クトマネジメントに関する教育を担当している。

本務を当教室に置く教育スタッフは教授１名、助

教１名。京都大学や国立がん研究センタ-等から世

界的に著名な非常勤講師及び客員研究員を招聘し、

重責を果たせるよう努めている。 

(1) 大学院医学系研究科 

公共健康医学専攻では、公共保健・医療分野へ

の 情 報 工 学 技 術 の 応 用 （ Public Health 

Informatics）に関する講義と実習を担当し、情報

工学技術を応用したに関する実践的知識と技術の

習得を目標としている。 

また、社会医学専攻医療情報経済学分野を兼担

し、医学博士課程（4 年制）を受け持ち、データ

マイニングや Virtual Reality 技術の応用と評価

法の修得を目標とした大学院セミナーや研究発表

会を実施している。医科学修士専攻の学生も受け

入れており、当教室では医学博士、公衆衛生学修

士の学位取得が可能である。 

(2) 医学部医学科 

社会医学専攻医療情報経済学分野の兼担により

医学部医学科の講義も一部担当している。 

 

研 究 

医学への情報工学の応用について社会的価値が

高く、国際レベルの研究開発を目指し、以下の四

項目を中心に進めている。 

(1) Medical Decision Making： 

初期診療ガイドラインの電子的利活用を行う上

で必要な医学知識構造化とその応用に関する研究

を行っている。 

(2) Data Mining & Knowledge Discovery from 

Databases： 

インターネット上に公開されている複数の医学

系データベースを仮想的に統合する仮想統合化技

術と多様な情報要求に応じた情報処理技術に関す

る研究開発を行っている。 

(3) Biomedical Computer Graphics & Virtual 

reality： 

脳神経外科学教室と共同で本モデルを用いた

3D Interactive Visualization 手法による手術前

診断精度の向上や手術への有用性, 術者の熟達度

の評価に関する研究開発を行っている。 

(4) Public Health Informatics (PHI)： 

Public Health Informatics の現状について国

内の情報化の現状とその課題について調査分析し、

欧米との国際比較研究を行っている。 
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沿革と組織の概要 

平成 24年 4月 1日現在の構成員は、特任教授 1

名（久保田潔）、特任准教授名（瀬戸口聡子、Duke

大学との併任）、特任助教 2 名（木村公一、佐藤

嗣道）、教務補佐員 3 名、事務補佐員 2 名、技術

補佐員 3名である。 

本講座は、平成 5年（1993年）4月に寄付講座

として設立され、その後 6回にわたって延長され、

現在（20012年）は平成 23～25年度の第 6期目

の 2年目である。 

薬剤疫学は、1980年代に始まった新しい分野で

あり、本講座の第 1 期 3 年目の平成 7 年（1995

年）7 月には本講座の故楠正前教授が中心となり

日本薬剤疫学研究会（現日本薬剤疫学会）が発足

した。 

本講座の第 2期の平成 8年からは、市販後医薬

品の英国における一調査法である PEM

（Prescription-Event Monitoring）をわが国で試

行するため、厚生科学研究として新 2つのパイロ

ットスタディを実施した。本講座の第 3期 3年目

である平成 13 年には、当講座が中心となり非営

利特定活動法人（NPO）「日本医薬品安全性研究

ユニット（DSRU Japan）」を大学外に設立した。

同ユニットでは上記 PEM のパイロット研究をは

じめ、2002年からは NSAIDsと上部消化管出血

に関するケース・コントロール研究などの企業か

らの委託あるいは学会主導研究の研究事務局とし

ての役割を果たしてきた。 

 

教育 

本講座は本学医学部、健康科学・看護学科、大

学院医学系研究科公共健康医学、薬学系研究科医

薬品評価科学講座における薬剤疫学の講義など大

学内の教育を関連講座との協力の下に実施してき

た。また、ICH E2Eガイドラインに沿った薬剤疫

学の研究方法による調査のデザインや実施に必要

な人材養成を目指して、企業の担当者・薬学部教

育者・医薬品医療機器総合機構（PMDA）の若手

職員などを対象とする日本科学技術連盟（日科技

連）が主催する 6ヶ月コースの「薬剤疫学セミナ

ー」の運営に本講座は中心的な役割を果たしてい

る。2006年（平成 18年）に初年度のセミナーを

実施し、2012 年には第 7 回目のコースを実施し

た。 

そのほか、平成 22 年秋に本講座のスタッフが

中心となって、薬剤疫学の本格的な教科書である

「薬剤疫学の基礎と実践」を出版した。また、元、

英国規制当局のPatric Wallerの“An introduction 
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to Pharmacovigilance”の邦訳「医薬品安全性監

視入門：ファーマコビジランスの基本原理」が平

成 23年夏に出版された。 

 

研究 

薬剤疫学研究は他の疫学研究と同様多数のヒト

を対象とする研究分野であり、その実施には研究

費とともに研究を支える組織を必要とする。本講

座が中心となって 2001 年に設立した特定非営利

活動法人（NPO）日本医薬品安全性研究ユニット

（DSRU Japan）は、これまでに日本版 PEMの

パイロット研究の事務局として、また非ステロイ

ド消炎鎮痛剤と上部消化管出血の関係に関する住

民コントロールを用いた症例対照研究実施のため

の研究事務局として機能した。 

また、2006年から 2009年にかけては、岡山労

災病院をはじめとして西日本の 26 病院の協力を

得て、悪性中皮腫患者 328例の後ろ向き研究を実

施し、日本の抗がん剤治療で問題になることが多

い間質性肺炎の悪性中皮腫における背景発現率と

生存を検討した。 

そのほか、複数の医師主導治験において、医薬

品医療機器総合機構に提出する「治験薬副作用症

例報告書」作成を中心に重篤有害事象のハンドリ

ングを行っている。 

また、当講座は平成 22 年度から稼働を開始し

た、東京大学医学部附属病院臨床研究支援センタ

ーの中央管理ユニットの「安全性情報部門」とし

ての役割も担っている。 

現在、本講座は日本薬剤疫学会と日本病院薬剤

師会学術委員会による共同プロジェクトとして開

始された、スタチン系抗脂血症治療薬と筋・肝・

腎の有害事象に関するケース・コホート研究

（Japan Statin Study, JSS）の牽引役として、同

研究を支えている。上記NPOは JSSの研究事務

局をつとめている。 

本講座は、平成 17-19年度の厚生労働科学研究

として医学情報大学病院医療情報ネットワーク

（UMIN）の協力の下に、個人輸入されるサリド

マイドの登録システムを開発した。上記 NPO は

2009 年 6 月から、厚生労働省からの請負契約の

下に多発性骨髄腫に対する承認後も、多発性骨髄

腫以外の疾患の治療のためなどに個人輸入されて

いるサリドマイドの登録システムである Safety 

Management system for Unapproved Drugs

（SMUD）運営のための事務局として機能してい

る。 

2011年に入り、2011年 4月からわが国におい

ても電子化されたレセプトのナショナルデータベ

ース（NDB）の研究などへの二次利用が開始され

ることが明確になってきている。本講座ではNDB

研究実施の現実化を見据え、わが国のレセプトデ

ータを使った研究をいかに実施すべきかを検討す

るために、数十万人分のレセプトをデータベース

化している日本医療データセンター（Japan 

Medical Data Center）のデータを使った試行的

研究も開始している。 

また、2011年に始まったNDBの試行的利用申

請に 2件応募し、そのうちの 1件（乾癬の疫学研

究）の申請が認められ、2012年 10月にデータが

提供され、その解析が進められている。 
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沿革と組織の概要 

本寄附講座は、生体防御機能学という観点から

漢方医学の有効性、適応と限界を科学的に明らか

にすることを目的として、平成 8年 7月 16日に

旧物療内科を協力講座として設置されました。平

成11年7月16日に老年病科も協力講座に加わり、

更に 3年間更新されました。この間にアレルギー

疾患、自己免疫性疾患、加齢に伴う異常に対する

漢方薬の作用を基礎的・臨床的に研究して来まし

た。協力講座の全面的支援の下で、漢方薬の臨床

薬理的研究から疾患モデル動物を使った研究、さ

らに作用機序の解明まで幅広い研究がなされて一

定の成果を上げてきました。また、欧米で最近注

目を集めている代替医療も含めた伝統医学全般に

関する基本的知識を学生に選択科目として教育し

てきました。平成 14年 7月 16日に更に 3年間更

新されました。平成 16 年からはコアカリキュラ

ムとして東洋医学・代替医療が系統講義に組み込

まれ本講座が講義を担当しております。また卒後

教育として漢方セミナーを定期的に開催し、教育

活動を強化しております。またMINKS放映で全

国の医科大学を対象に漢方セミナーを行ってきま

した。なお本講座は生体防御機能学という観点か

ら漢方医学の研究・教育・臨床研究を科学的に行

う目的で設置されたものでありますが、内容をよ

り的確に講座の名称に表現することが必要である

という観点から、第四期、平成 17年 7月 16日に

は本寄付講座の名称を当初の生体防御機能学講座

から漢方生体防御機能学講座に改称し遺伝病の漢

方薬によるnon-genetic therapyを開始しました。 

漢方医学は西洋医学と異なる病態認識に基づい

ており、世界に通用する医学として東西医学を融

合するには、単に漢方薬の西洋医学的解釈を目的

とした薬理学的研究では不十分であり、この伝統

医学独自の病態生理学を科学の言語に翻訳できる

本格的研究が益々必要とされております。それに

は化学的分析とともに生物物理学的研究が特に必

要とされます。そのため第四期には「東洋の生命

科学としての漢方医学」(全学自由ゼミナール)と

して疾患の科学研究情報の収集とその漢方医学的

分析・統合作業を開始しました。また高齢者医療

がますます重要となっておりますが、漢方医学で

は加齢という心身の経時的変化を疾患発症の基本

的生理として詳細に分析しており、加齢の制御は

漢方医学では養生学として確立されております。

特にホルモン補充療法は漢方治療と共通する概念

であり、東西医学融合による加齢制御の本格的研

究は益々重要な研究となっております。それには

漢方医学を本格的に研究する若手医師・研究者を

育てることも急務であります。現在本講座では大

学院生の教育及び基礎研究とともに臨床研究活動、

特に東西医学の融合による臨床治療学の開発と老
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化の制御の検討、外来診療、教育活動を行ってい

ます 

 

診療 

漢方生体防御機能学講座に所属する医師は、総

合内科の中で、主として漢方薬を中心として診療

（漢方外来）を行っている。大学院生、医学生を

対象に外来見学と実習も行っている。さらに学外

の漢方外来と共同研究を行っている。共同研究が

可能な関連医療機関を全国より集め、東大病院及

び、関連医療機関における東洋医学の診療レベル

の向上と充実をはかり、漢方生体防御機能講座を

中核拠点として臨床研究のネットワークを構築し

ている（東京大学統合伝統医学研究会）。 

 

教育 

東京大学医学部では、かつて「治療学」（板倉武

担当）の中で、漢方と鍼灸の系統講義が昭和 30

年代頃まで行われていた。日本東洋学会の理事、

重鎮に東大関係者が多いのはこの影響である。漢

方生体防御機能学講座は寄付講座であるが、この

伝統を復活させ医学部の中における漢方医学教育

の典型を創ることを目指し、活動を行ってきた。 

平成 13 年 3 月に医学部教育におけるコアカリ

キュラムが発表され、その中に和漢薬の知識を学

ぶことが入れられた。東京大学においても、平成

14年度から実施することを求められているが、生

体防御機能学は既に充分にこの任にあたることが

可能な実績を持っている。 

学部教育としては平成 16 年より医学部の系統

講義として東洋医学・代替医療を担当している。

平成 18 年より全学自由ゼミナール（東洋の生命

科学としての漢方医学）を担当している。平成 19

年には基礎統合講義（漢方）4 単位が行われた。

またMINKS放映による東洋医学の講義を全国の

国立大学医学部、医科大学対象に行っている。西

洋医学と東洋医学の両者に優れた技能を有する若

手医師の育成を目標としている。また国際教育研

究活動として世界 40 ヶ国の学生に漢方の基本的

原理の講義と実習を東大生と一緒に国際的実験授

業を行った（Harvard Project for Asian and 

International Relations ｢ HPAIR ｣  Tokyo 

Conference 医療分科会 講義）。 

大学院教育としては、アレルギー・リウマチ学

講座、加齢医学講座と協力して cell biology, 

molecular biology, biophysicsを中心とした研究

の基礎的教育を行っている。また卒後臨床教育と

して、東京大学付属病院総合研修センターと協力

しての医師に対する漢方医学セミナーを実施して

いる。また、漢方症例検討会による漢方医学の臨

床教育も行っている。また、学内における当講座

以外での漢方医学の研究にも協力している。 

 

研究 

研究に関しては培養細胞を使用した生化学的、

薬理学的研究に加え生物物理学的方法も導入して、

国際的にも漢方医学を西洋科学に翻訳できる本格

的な研究を行っている。まず漢方医学の基本的病

態生理（証）の科学研究を生物物理学的観点から

立ち上げた。第四期の成果として、漢方薬の有効

成分が性ホルモン様作用を持つ事が証明された。

内因性ホルモンと異なりその作用機序は non-

genomic actionが主体であることも判明した。更

年期障害にしばしば漢方薬が用いられるが、この

ことは更年期のホルモン補充療法の代替治療とし

て漢方治療の可能性を示唆した。また、最近欧米

で盛んに議論されている抗老化ホルモン補充療法

の代替治療としての漢方療法も可能性も示唆した。

今後、漢方薬による副作用のないホルモン補充抗

老化療法の開発を行う。もう一つの成果として、

神経変性疾患の治療分野で脊髄小脳変性症の治療

研究が新たに展開した。漢方薬による治療の成果

がでており、遺伝性脊髄小脳変性症タイプ６の漢

方薬による治療法が開発され、多系統萎縮症の治
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療も開始された。また、パーキンソン病、てんか

ん、多発性硬化症、脊髄視神経炎の漢方治療も行

い、一定の効果が確認された。神経疾患の漢方治

療は今後の重要な研究課題である。遺伝性脊髄小

脳変性症に対する漢方療法については遺伝子異常

に対する漢方薬の作用機序の分析を行い、種々の

遺伝性疾患の漢方による non-genetic therapyを

開発する。 

また漢方治療は本来再生医療を包含しており、

抗老化治療等を再生医療の観点からその作用機序

を解明していく。実際骨・関節の老化による脊椎

辷り症の漢方治療を行い症状のみならず脊椎の辷

りの改善を確認した。このように我々は、骨関節

疾患における再生治療に成功しており、この分野

での漢方治療の有効性を更に検証する。また、心

身一如の漢方医学の基本概念を心身医学による分

析と神経内分泌学的視点による統合的研究により

検討し、漢方薬の有効性の機序を科学的に解明す

る。以上、臨床研究としては治療法が存在しない

遺伝性疾患や神経変性疾患、認知症、緑内障、再

生不良性貧血、溶血性貧血、骨髄異形成症候群、

シエーグレン症候群、骨粗鬆症、肺気腫などの加

齢に伴う疾患を対象に本格的に漢方治療が進行中

であり、その有効性を検証されつつある。 
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沿革と組織の概要 

臨床疫学研究システム学講座（Department of 

Clinical Epidemiology and Systems）は、文部科

学省の振興調整費によるクリニカルバイオインフ

ォマティクス（CBI）研究ユニット（代表：永井

良三 当時の循環器内科教授（現在の自治医科大学

長））が 2006年度末（平成 18年度末）に 5年間

の活動を終了する期限を迎えたことから、この

CBI の臨床疫学部門を継承し発展させる形で、

2007年（平成 19年）4月に当時の万有製薬株式

会社（現在の MSD 株式会社）の寄付によって設

立された。設立当時の教員は山崎力特任教授と小

出大介特任准教授であった。 

その設立目的は、大量かつ経時的な臨床情報を

扱うこととなる生活習慣病を中心とした予防医学

領域において、質の高い臨床疫学研究を行うため

の臨床情報交換規格の標準化とそれに基づくシス

テムを創生して、その有効性を実証し、その学術

的基盤となる「臨床疫学研究システム学」を確立

するとともに、今後必要性の増大する当該分野の

人材養成に貢献するためである。 

運営体制としては、親講座である循環器内科と

の連携を持ちながら、2007年（平成 19年）に設

立された検診部の部長を当時の山崎特任教授（現

在の臨床研究支援センター長）が兼任していたた

め、CBIのゲノム科学部門を継承・発展させたユ

ビキタス予防医学講座の教職員との協力のもと予

防医学を含めた幅広い活動をしてきた。さらに 22

世紀医療センター内にある臨床試験データ管理学

講座との共同運用として臨床試験・研究全体のコ

ンサルテーションも実施している。そして小出特

任准教授は医療情報学の出身であることから、病

院内の企画情報運営部および大学病院医療情報ネ

ットワーク研究センター（UMIN センター）、疫

学・生物統計学講座や薬剤疫学講座との協力のも

とで、臨床疫学分野における情報の標準化やシス

テム化を進めている。 

2012年（平成 24年）4月には第一期の 5年の

時限を終えて更新され、第 2 期目に入っている。

その際に山崎特任教授が東京大学医学部附属病院

の臨床試験支援センター長兼教授）に異動となり、

また親講座として糖尿病・代謝内科（門脇 孝教授）

が加わり、検診部との兼務で高梨幹生特任助教及

び水野由子特任研究員が採用された。そしてさら

に 2013年（平成 25年）3月には、改めて循環器

内科（小室一成教授）、および新規に臨床研究支援

センター（山崎力教授）が親講座として加わった。 

このように診療科と検診部および臨床研究支援
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センターとも連携を持ちながら教育・研究を実施

している。さらにこれまでのように小出特任准教

授が個人情報管理補助者を担当し、医学研究科・

医学部で行われるヒトゲノム・遺伝子解析研究に

ついて、個人情報を匿名化する作業も行っており、

2013年度（平成 25年度）では、31件の依頼によ

り 6184検体の匿名化を実施した。 

さらに CBI 時代から継続して学内外の機関と

の協力のもと、教育・研究を実施している。 

 

教 育 

東京大学医学部健康総合科学科 3年生対象「薬

理・毒性学」において「循環器・生活習慣病領域

の臨床試験およびゲノム解析について」というタ

イトルで山崎力教授に代わり小出特任准教授が

2013 年（平成 25 年）5 月 14 日に医学部３号館

N101にて講義を行った。また 2013年（平成 25

年）11 月 19 日には「医学共通講義 XXXIII」に

おいて「データベースによる薬剤疫学・薬剤監視」

というタイトルで医学教育研究棟 13 階第 6 セミ

ナー室にて小出特任准教授が講義をした。さらに

高梨特任助教が医学部医学科の 5，6 年生を対象

としたクリニカルクラークシップ（病棟実習）に

おいて、2013年度（平成 25年度）から脂質分野

の講義を担当している。 

そして学内外を対象にメディカルライティング

基礎講座を、2013 年（平成 25 年）9 月 12 日と

13 日に集中講義形式で、特定非営利活動法人

（NPO）日本メディカルライター協会（JMCA）

主催、臨床疫学研究システム学講座と臨床試験デ

ータ管理学講座、ユビキタス予防医学講座の 3講

座共催にて開催した。また薬剤疫学講座とともに

公開講義を 2013年（平成 25年）11月 9－10日

に東京大学医学部附属病院内で開催し、「日本にお

けるレコードリンケージの可能性」のタイトルで

小出特任准教授が講義をした。 

学外に対しては、2013年（平成 25年）4月 23

日に自治医科大学の教育・研究棟 1階大教室 2に

おいて開催された第 9回臨床研究セミナーで、小

出特任准教授が「臨床研究・治験の e-learningシ

ステムを展開する研究」のタイトルで講義を行っ

た。さらに 2013年（平成 25年）7月 4日に東京

薬科大学にて、「“臨床薬理学特論”医薬品の効果・

副作用の評価（３）薬剤疫学」の講義もした。 

厚生労働省の公募により小出特任准教授が研究

代表者として採択された「大学の連携による職

種・レベル別に対応した臨床研究・治験の

e-learningシステムを展開する研究」の 2年目に

あたる 2013 年度（平成 25 年度）は、実際に

e-learning システムを UMIN 上に導入してサー

ビスを開始した。このように臨床疫学のみならず

広い意味での臨床研究や治験を担う人材養成に取

り組んでいる。 

 

研 究 

1） 臨床疫学研究に利用可能な医療情報データベ

ースの構築とバリデーション・スタディ 

厚生労働省が医薬品等の安全対策の向上のため

に 1000 万人規模の医療情報データベース基盤整

備事業として東京大学を含む 10 医療施設を選定

し、そのうちまず東京大学から医療データベース

の構築が始まることとなった。このシステム構築

およびデータのバリデーション事業を小出特任准

教授が厚生労働省からの受託研究として 2013 年

度（平成 25 年度）担い、他の機関とともに臨床

疫学研究に活用することを目指している。 

 

2） 医療の質向上のための研究 

病院の医療の質・評価委員会、国際診療部運営

委員会、クリニカルパス委員会および保険委員会

のメンバーおよび病院機能評価委員会の委員長を

本講座の小出特任准教授が担当し、院内の機能評

価の自己点検等、医療の質向上に貢献している。 
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3） 臨床疫学分野における情報の標準化 

日米 EU 医薬品規制調和国際会議（ ICH: 

International Conference on Harmonisation of 

Technical Requirements for Registration of 

Pharmaceuticals for Human Use）や国際的な医

療情報の標準化団体であるHealth Level 7（HL7）

に小出特任准教授が参加して、医薬品等の規制情

報の伝送について電子的標準に関する作業をして

おり、特に安全性情報の電子的標準化を中心に検

討を進めている。また Clinical Data Interchange 

Standards Consortium（CDISC）の活動にも参

加し、臨床試験などにおける臨床情報の相互運用

性についても研究を行っている。 

 

4） 脂質代謝メカニズムの in vivo解析 

脂質代謝メカニズム解明のため、トリアシルグ

リセロール（TG）やコレステロールエステル（CE）

の水解酵素を欠失させた遺伝子改変マウス、高コ

レステロール血症を来す遺伝的背景を持ったマウ

スなどを用いた in vivo 解析について高梨特任助

教を中心に実施している。 

糖尿病などのインスリン作用減弱時に生じる著

しい高 TG血症に着目し、糖尿病モデルマウスを

用いてその原因解明を目指している。また、これ

まで研究を進めてきた「自然突然変異により生じ

た新規肥満抵抗性マウス」について一定の成果が

得られたことから、2013年秋に初めて学会で報告

した。現在、原因遺伝子の同定のため研究を進め

ている。さらに各種の脂質異常症モデルマウスや

脂肪肝モデルマウスなどを用いて、脂質代謝と肥

満・脂肪肝とを繋ぐ分子メカニズムの探索を行っ

ている。 

 

5） 循環器疾患の予防医学 

当講座の水野由子特任研究員を中心に、東大検

診部のデータベースをもとに、臓器領域をまたが

る幅広い受診者情報を網羅的に探索し、循環器疾

患を基軸とした疫学研究を行っている。近年、動

脈硬化性疾患の発症リスクに関し、古典的な生体

指標にとどまらない新しい観点が求められている。

平成 25 年度は、生体内の酸化促進因子である慢

性炎症や感染が動脈硬化に及ぼす影響に着眼し、

健常者の鉄過剰状態が、動脈硬化に促進的に影響

することを見出したほか、潜在的な甲状腺機能異

常と循環器疾患の関りについて研究を進めてきた。

健常人を対象に包括的な臨床研究を行うことは、

新規の病態メカニズムの探索にも繋がり、予防医

学研究が包含する可能性は大きいといえる。 

 

出版物等 

 

(1) Yamazaki T, Kohro T, Chujo M, Ishigaki M, 

Hashimoto T.: The occurrence rate of 

cerebrovascular and cardiac events in pa-

tients receiving antihypertensive therapy 

from the post-marketing surveillance data 

for valsartan in Japan (J-VALID). Hyper-

ten Res.36:140-150, 2013. 

(2) 小出大介: 病院機能評価のトレンド. 日中医

学 28(2):3. 2013. 

(3) 小出大介: 序文：「SS-MIXを基盤とする大規

模データベースを用いた医薬品等の安全性

調査・研究」の企画にあたって. 薬剤疫学 

18(1):13. 2013. 

(4) 小出大介、木村通男: 大規模データベースの

バリデーション. 医療情報学 33 (Suppl.): 

12-3. 2013. 

(5) 小出大介: 医療情報データベースを用いた安

全対策. 臨床薬理. 44 (Suppl.): s133. 2013. 

(6) 山崎晶司、吉尾卓、苅尾七臣、浜本敏郎、星

出聡、小出大介: アカデミアにおける治験・

臨床研究に関する教育の実態調査. 臨床薬理. 

44 (Suppl.): s315. 2013. 

(7) 小出大介: 日本の医療データベース研究の現

状. 日本薬剤疫学会第19回学術総会 抄録集. 

p38. 2013. 

(8) 水野 由子, 山崎 力, 小出 大介, 小室 一成: 

ヘリコバクターピロリ菌感染と口腔内病巣
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の関連. 人間ドック. 28(2):274, 2013. 

(9) 久保田 潔, 小出 大介, 古閑 晃, 景山 茂, 

植田 真一郎, 木村 通男, 豊田 建, 大橋 靖

雄, 大津 洋, 青木 事成, 小宮山 靖, 庄本 

幸司 , 平河  威 , 篠田  英範 , 佐藤  嗣道 : 

SS-MIX 標準ストレージを活用した製造販売

後の調査・臨床研究推進に関する提言. 薬剤

疫学. 18(1): 65-71.2013. 

(10) 小出大介: 序文：「SS-MIXを基盤とする大規

模データベースを用いた医薬品等の安全性

調査・研究」の企画にあたって. 薬剤疫学 

18(1):13. 2013. 

(11) 水野 由子, 山崎 力, 興梠 貴英, 飯室 聡, 

小出 大介, 小室 一成: 頸動脈内膜中膜複合

体厚（intima-media thickness）と鉄過剰. 超

音波医学. 40 (Suppl): S458. 2013. 

(12) 小出大介：ナショナルデータベースと

SS-MIX の現状. 応用統計学会 2013 年会講

演予稿集.p11-16. 2013. 

(13) 小出大介: 日経メディクイズ 医学統計の読

み方 . 日経メディカル . 3(544):125-126. 

2013. 

(14) 小出大介: 電子的副作用報告に関する ICH

国際仕様標準の検証. 東京大学先端医療シー

ズ開発フォーラム. p109. 2013. 
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沿革と組織の概要 

ユビキタス予防医学講座は東京大学大学院医

学系研究科寄付講座として、平成 19年（2007年）

8 月１日より運営を開始した。第一期はトーアエ

イヨー株式会社、シオノギ製薬株式会社、日本電

気株式会社の 3社から、また第二期（平成 22年 8

月）よりはシオノギ製薬株式会社よりの支援を受

け活動を継続している。関連する前身部門として、

東京大学大学院医学系研究科クリニカルバイオイ

ンフォマティクス研究ユニット（代表：永井良三）

がある。同部門は平成 14年（2002年）に文部科

学省科学技術振興調整費人材養成プログラムとし

て東京大学医学部附属病院内に設置された。平成

19年に同ユニットが終了することを受け、これを

引き継ぐ形で本講座と臨床疫学研究システム学講

座が設置された。なお、両講座とも関連講座は東

京大学大学院医学系研究科循環器内科である。 

初代担当は鈴木亨であり、平成 19年 8月 1日

より客員准教授、平成 20年 4月 1日より特任准

教授を務める。教員は 1名、平成 23年 3月まで

相澤健一、平成 23 年 4 月より澤城大悟が特任助

教を務めている。 

 

本講座の設置目的は、高度かつ鋭敏なプロテオ

ーム解析技術を用いて、予防・早期発見につなが

る診断用バイオマーカーならびに診断用診療シス

テムを開発し、人間ドック等予防医学へ導入する

ことである。また心血管治療薬の創薬、薬剤効能

の最適化等につながるサロゲート・バイオマーカ

ーを開発する。さらに、プロテオーム診断の臨床

導入がもたらす先進的な個別化医療を支援する情

報基盤技術も開発することにより、予防医学・参

加型健康増進医療を推進する。このようなトータ

ルなシステムを研究する応用科学「ユビキタス予

防医学」を確立することが目的である。 

本講座は、平成 19 年に東京大学医学部附属病

院に新設された検診部を診療および学術的から支

援している。本講座と同様に、検診部の運営を支

援する講座として、臨床疫学研究システム学講座

があり、本講座と協力関係にある。 

 

研 究 

本講座では高度かつ鋭敏なプロテオーム解析

技術を用いて、疾患の予防・早期発見に役立つ診

断技術を開発すること、また疾患メカニズムの解

明等基礎的な研究成果を具体的な臨床応用・成果

へと結実させることを目的とするトランスレーシ

ョナルなリサーチを活動の主軸としている。診断

用バイオマーカーならびに診断用診療システムの

開発では、代表例として、心血管疾患における蛋

白質の修飾・変性の測定法を開発し、今までにな

かった早期診断のためのバイオツールの開発を行
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っている。具体的な成果として、本講座の鈴木亨

特任准教授と島津製作所が共同で開発した、世界

初の虚血性心疾患のバイオマーカーが挙げられる。

これは、特定蛋白質のプロセシング産物ならびに

翻訳後修飾等の定性的な評価ならびに定量的な測

定を可能にした質量分析測定と、免疫法のハイブ

リットであるイムノ質量分析法を用いて、心血管

病態に重要な蛋白質の変化を検出するものである。

すでに、虚血性心疾患の世界初のバイオマーカー

として臨床での有用性を確認しており、その成果

を論文として発表し（Clin Chem, in press）、また

東大病院からプレスリリースとして周知も行った。 

（http://www.h.u-tokyo.ac.jp/press/press_archiv

es/20130516.html） 

プロテオーム解析技術を用た診断用バイオマ

ーカーならびに診断用診療システムの開発につい

ては、具体的には平成 23 年度より厚生労働省医

療機器開発（ナノテクノロジー等）総合推進研究

事業：心臓カテーテル検査の低侵襲性代替診断法

の開発－被曝量低減化に向けた革新的体外診断薬

の開発－を行い、産学連携共同研究（株式会社島

津製作所との共同研究）を講座のメイン研究プロ

ジェクトとして継続実施している。 

また、プロテオーム診断法の開発に留まらず、

その臨床導入がもたらす先進的な個別化医療を支

援する情報基盤技術（IT）も開発する。将来的に

は人間ドック等予防医学へ導入することも目指し

ている。このように、予防医学や基礎医学の知見

を臨床応用につなげるトランスレーショナルリサ

ーチを推進する応用科学が「ユビキタス予防医学」

であり、本講座名の所以である。 

 

診 療 

本講座は東京大学医学部附属病院検診部の運

営に携わるとともに、検診部の診療および学術的

支援も行っている。 

 

教 育 

東京大学 21 世紀ＣＯＥプログラムおよび、グ

ローバルＣＯＥプログラムにおける学術講演・講

義（医学部と薬学部との共通講義）を担当し、心

血管疾患のプロテオミクス解析から遺伝子発現制

御を中心とした分子病態から創薬までを概説した。

また、医学部附属病院臨床ゲノム情報部公開セミ

ナー講義も担当し、臨床におけるプロテオミクス

解析の総論について講演した。本講座の関連講座

である循環器内科の大学院生および博士研究員の

教育および研究指導も行った。 

 

出版物等 

 

・英文論文 

1. Garrido-Martín EM, Blanco FJ, Roque M, 

Novensà L, Tarocchi M, Lee UE, Suzuki T, 

Friedman SL, Botella LM, Bernabeu 

C.Vascular injury triggers Krüppel-like 

factor 6 (KLF6) mobilization and co-

operation with Sp1 to promote endothelial 

activation through upregulation of the 

Activin Receptor-Like Kinase 1 (ALK1) 

gene.Circ Res. 2012, 112(1): 113-127.  

2. Di Eusanio M, Trimarchi S, Patel HJ, 

Hutchison S, Suzuki T, Peterson MD, Di 

Bartolomeo R, Folesani G, Pyeritz RE, 

Braverman AC, Montgomery DG, 

Isselbacher EM, Nienaber CA, Eagle KA, 

Fattori R. Clinical presentation, manage-

ment, and short-term outcome of patients 

with type A acute dissection complicated by 

mesenteric malperfusion: Observations 

from the International Registry of Acute 

Aortic Dissection. J Thorac Cardiovasc 

Surg. 2012, 145(2): 385-390. 

3. Ishida J, Suzuki T, Aizawa K, Sawaki D, 

Nagai R.Comparison of Analytical Per-

formance of Two Single-step Measurement 

Devices of B-type Natriuretic Peptide. Int 

Heart. 2012, 53: 320-323. 
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4. Suzuki T, Tomiyama H, Higashi Y. 

Vascular dysfunction even after 20 years in 

children exposed to passive smoking- 

alarming results and need for awareness. 

Arterioscler Thromb Vasc Bio. 2012, 32: 

841-842, 

5. Suzuki T, Isselbacher EM, Nienaber CA, 

Pyeritz RE, Eagle KA, Tsai TT, Cooper JV, 

Januzzi JL Jr, Braverman AC, 

Montgomery DG, Fattori R, Pape L, Harris 

KM, Booher A, Oh J, Peterson M, 

Ramanath VS, Froehlich JB. Type-selective 

benefits of medications in treatment of 

acute aortic dissection; (from the 

International Registry of Acute Aortic 

Dissection [IRAD]). Am J Cardiol. 2012, 

109: 122-127. 

 

・和文論文 

1. 相澤健一、鈴木亨 

バイオマーカーの探索・発見・同定の試み. 

Heart View 2012, 16(12): 306-310  

2. 相澤健一、鈴木亨 

新しい動脈硬化のバイオマーカー開発 － 新

しいプロテオーム技術を用いて －.  

循環器専門医. 2012, 20(2): 237-244  

3. 澤城大悟、鈴木亨、 

特集『バイオマーカーupdate ―診断から治療

評価へ―』「急性大動脈解離」 

「ICUと CCU」, 2013, vol 37(1) 21-26 

4. 澤城大悟、鈴木亨、 

特集「循環器病のバイオマーカー」2．循環器

疾患診療ツールとしてのバイオマーカー f. 

大動脈解離・大動脈瘤, 

Heart View, 2012, vol.16 No12（増刊号）, 

72-78 

5. 石田 純一、鈴木亨 

慢性炎症と疾患 11.心血管病の分子マーカー 

hsCRP，Pentraxin 3，Myeloperoxidase 他 

別冊 BIO Clinica（バイオクリニカ） 2012,10, 

20 vol1-(1) 

6. 石田 純一, 永井良三 

分子標的薬 Ⅱ-5.疾患領域別分子標的薬の基

礎研究 (4) 血管・循環器系疾患の分子標的薬

研究  

日本臨牀増刊号 2012, 11, 12, 378-382 

 

・国際学会 

American heart association scientific session 

2012 (Los Angeles, CA, USA: 2012/11/5-8) 

1. Toru Suzuki, Eric M Isselbacher, Kim A 

Eagle, Christoph A Nienaber, Daigo Sawaki, 

Lindsay M Hagan, Daniel G Montgomery, 

James B Froehlich, Effect of Medical 

Treatment for Aortic Dissection on 

In-Hospital Mortality and Follow-Up Aortic 

Expansion in Patients with and Without 

Marfan Syndrome; Observations from the 

International Registry of Acute Aortic 

Dissection 

2. Eduardo Bossone, Kevin M Harris, Toru 

Suzuki, Rossella Fattori, Stuart Hutchison, 

Marek P Ehrlich, Reed E Pyeritz, P. Gabriel 

Steg, Kevin Greason, Arturo Evangelista, 

Matthias Voehringer, Daniel G Montgomery, 

Eric M Isselbacher, Christoph A Nienaber, 

Kim A Eagle, Stroke and Outcomes in 

Patients with Acute Type A Aortic 

Dissection 

3. Dan Gilon, Reed E Pyeritz, Arturo 

Evangelista, Patrick O'Gara, Kevin M 

Harris, Alan C Braverman, Mark D 

Peterson, Matthias Voehringer, Toru 

Suzuki, Lori D Conklin, Daniel G 

Montgomery, Eric M Isselbacher, Christoph 

A Nienaber, Kim A Eagle, Amit Korach, Is 

Conservative Treatment Justified in 

Marfan Syndrome Patients with 

Non-Complicated Acute Type B Aortic 

Dissection? Insights from the International 

Registry of Acute Aortic Dissection 

4. Junichi Ishida, Toru Suzuki, Kenichi 

Aizawa, Daigo Sawaki, Takayoshi 

Matsumura, Scott L Friedman, Ryozo 
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Nagai, Krüppel-like Factor 6 Promotes 

Obesity and Glucose Intolerance Through 

Adipocyte Differentiation 

5. Bo Kyung Son, Toru Suzuki, Daigo Sawaki, 

Kenichi Aizawa, Hong Zhan, Junichi Ishida, 

Takayoshi Matsumura, Ryozo Nagai, KLF6 

Modulates Aortic Aneurysm Formation by 

Balancing Between Inflammatory and 

TGFβ Signaling Pathways 

6. Daigo Sawaki, Toru Suzuki, Kenichi 

Aizawa, Takayoshi Matsumura, Yoshiko 

Munemasa, Junichi Ishida, Scott Friedman, 

Ryozo Nagai, Cardiomyocyte Regulates 

Cardiac Fibrosis through Cell to Cell 

Interaction Mediated by KLF6 

7. Yoshiko Mizuno, Toru Suzuki, Takahide 

Kohro, Satoshi Iimuro, Tsutomu Yamazaki, 

B-type Natriuretic Peptide and Subclinical 

Atherosclerosis in Healthy Population  

 

European society of cardiology congress 2013 

(Munich, Germany: 2012/8/25-29) 

1. E. Bossone, A. Korach, R. Fattori, G.C. 

Hughes, T.T. Tsai, D.G. Montgomery, K.A. 

Eagle, C.A. Nienaber, E.M. Isselbacher, T. 

Suzuki, Racial differences in acute aortic 

dissection: insights from the International 

Registry of Acute Aortic Dissection 

2. Suzuki T, Biomarkers of aortic disease, 

invited session, The aorta: a mysterious 

organ 

 

FASEB Summer Research Conference "Biology 

& Pathobiology of Kruppel-Like Factors (KLFs)" 

(Snowmass, Colorado, USA: 2012/8/5-9) 

1. Suzuki T, KLF6 in cardiovascular and 

metabolic disease 

2. Sawaki D, Krüppel-like Factor 6 Modulates 

Recruitment and Polarization of Inflam-

matory Cells through Cardiomyocytes in 

Initiation of Cardiac Fibrosis. 

 

・国内学会 

第 76 回日本循環器学会総会・学術集会 

（福岡: 2012/3/16-18） 

1. Son BK, Suzuki T, Sawaki D, Aizawa K, 

Matsumura T, Munemasa Y, Zhan H, 

Okamoto Y, Ishida J, Nagai R, Aortic 

remodeling stimulates aneurysm formation 

in apoE-/- mice through gp130/STAT3 

signaling.  

2. Daigo Sawaki, Toru Suzuki, Kenichi 

Aizawa, Takayoshi Matsumura, Yoshiko 

Munemasa, Junichi Ishida, Scott L 

Friedman, Ryozo Nagai, KLF6 Modulates 

Recruitment and Polarization of Inflam-

matory Cells through Cardiomyocytes in 

Initiation of Cardiac Fibrosis. 

3. Kenichi Aizawa, Regulation of cardiac 

hypertrophy by DNA damage response as 

mediated by KLF5 
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慢性腎臓病(CKD)学 
 

特任准教授 

長瀬美樹 

特任助教 

吉田成孝 

 

 

 

沿革と組織の概要 

慢性腎臓病（CKD）学講座は、腎臓・内分泌

内科（藤田敏郎教授）および泌尿器科・男性科（本

間之夫教授）を協力講座として、日本ベーリンガ

ーインゲルハイム株式会社からの寄付により、

2009年 1月に大学院医学系研究科内に設立され

た講座です。 

慢性腎臓病（CKD）とは 2002年に米国腎臓財

団により提唱された疾患概念で、末期腎不全・人

工透析の予備軍としてのみならず、心血管病

（CVD）による死亡のハイリスク群として注目

を集めており、現行医療の最重要課題のひとつと

されています。 

本講座では、近年社会問題ともなっているメタ

ボリッシンドロームによるCKDの発症メカニズ

ムや、CKD が CVD を発症しやすい原因（心腎

連関）を解明し、新たな治療標的分子の同定、画

期的な診断法・治療法の開発などトランスレーシ

ョナルリサーチを推進し、CKD治療に応用可能

なエビデンスを構築することを主要な研究テー

マとしています。その際、協力講座や学内外の他

講座と密接な連携を図り、その豊富な臨床知見や、

多岐にわたる解析アプローチを活用・駆使し、治

療戦略の理論的根拠や新規治療法開発につなが

るような病態生理の解明、さらには臨床研究によ

るヒトにおける意義の検討を推し進めていきま

す。本講座は本邦初の CKDに特化した講座であ

り、世界をリードする基礎研究拠点となることを

目指しています。 

 

研 究 

本講座では、メタボリックシンドロームが

CKDを進展させるメカニズムについて、CKDの

主徴候である蛋白尿の主因である糸球体足細胞

障害に焦点をあて、アルドステロン／鉱質コルチ

コイド受容体（MR）系、食塩、アディポカイン、

酸化ストレス、免疫細胞による炎症機転などの関

与を検討しています。元来、アルドステロン／

MR系は腎臓での塩分の再吸収を司る系で、塩分

の少ない環境で生命を維持する手段として重要

な役割を果たしてきました。ところが近年、塩分

の取り過ぎや過食といった生活習慣の変化に伴

い、アルドステロン／MR系の過剰な活性化によ

る高血圧や心血管病、CKDが問題化するように

なりました。我々はメタボリックシンドロームを

呈する動物モデルを用いて、メタボリックシンド

ロームに伴うCKDがアルドステロン／MR系に

強く依存すること、脂肪細胞より分泌される未知

の因子（aldosterone-releasing factors: ARF）が

アルドステロン過剰、腎での MR 活性化、ひい

ては腎障害をもたらすこと、肥満に塩分過剰が加

わると MR 活性化が増強し、著しい心腎障害が

生じることを示してきました。さらに腎臓での

MR 活性化は血中アルドステロン濃度が必ずし
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も高くなくても生じることが判明し、遺伝子改変

マウスの解析を通じて新たな MR 活性化因子と

して低分子量 G蛋白 Rac1を同定しました。すな

わち、Rac1という細胞内情報伝達物質が遺伝子

変異やある種の細胞外刺激により活性化される

と、アルドステロン非依存性に MR を活性化し

腎障害を引き起こすこと、Rac阻害薬が腎保護薬

として有望であることを世界に先駆けて報告し

ました。 

現在、分子細胞生物学的・発生工学的手法など多

角的アプローチでメタボリックシンドロームに

伴う腎障害のメカニズムを解明するとともに、ヒ

トにおける Rac1・MR 活性化の意義の検証、新

規診断法・治療薬の開発を進めています。 

(1) メタボリックシンドロームモデル動物

（KKAy、SHR 肥満、食餌性肥満など）を用い

て、臓器障害、Rac1・MR 活性化状態、Rac 阻

害薬や MR 拮抗薬の臓器保護効果、糖代謝・脂

肪細胞への影響を検討する。また Rac1活性化を

惹起する因子を探索する。肥満糖尿病性腎症にお

いて腎 Rac1が活性化することと、その抑制によ

り MR 活性化とその下流遺伝子の発現が抑制さ

れ、それと共に腎障害が改善することを見出した。

これまでのRac1-MR系の腎障害における役割の

報告は血漿アルドステロン濃度が低値ないし正

常の病態における報告であったが、肥満糖尿病モ

デルにおいては高アルドステロン血症を示して

おり、高アルドステロン血症存在下でも Rac1の

抑制により MR 活性化を抑制しうることがはじ

めて示された。in vitroの検討においては培養メ

サンギウム細胞においてグルコース負荷が Rac1

活性化・MR 活性化をもたらすこと、Rac1 抑制

によりMR活性化が抑制されることを示した。 

(2) 臓器・細胞特異的 Rac1活性化・遺伝子欠損

マウス（腎糸球体足細胞など）を作製し、当該細

胞における Rac1活性化とMRカスケード・臓器

障害の関係を検証する。 

(3) SHR肥満ラットと非肥満 SHRの脂肪細胞培

養液の比較に基づき、脂肪細胞由来アルドステロ

ン分泌刺激因子 ARFを同定する。一般的に糖尿

病においてレニン－アンギオテニシン－アルド

ステロン系全体が抑制されると報告される中で、

肥満糖尿病においては高アルドステロン血症を

示し、非糖尿病も含め一般に肥満病態においては

アンギオテンシンと相関しない高アルドステロ

ン血症が見られることから、肥満病態において脂

肪細胞からアルドステロン分泌をもたらす因子

が分泌されていることが推定され、我々も脂肪細

胞の培養上清で培養した副腎由来細胞からはア

ルドステロン分泌が亢進することを見出し、報告

してきた。現在同因子の同定に向けて絞込みを行

っている。 

(4) 新たなMR活性化機構の同定。 

(5) 新規治療薬（Rac、ARF、新たに同定された

治療標的分子に対する阻害薬）の開発を進める。

診断法に関しては、血中アルドステロン濃度に代

わる臓器 MR 活性化指標を同定するとともに、

活性型 Rac1の可視化法を開発し、腎生検サンプ

ルなど臨床検体を用いて Rac1・MR 系が関与す

る病態を特定する。 

(6) レニン－アンギオテニシン－アルドステロ

ン系全体の抑制として全体の rate-limiting step

であり、alternative pathwayがないとされるレ

ニンの阻害薬の効果をアンギオテンシン変換酵

素阻害剤と比較した検討も行っている。人レニ

ン・アンギオテンシノーゲンの遺伝子を導入した

ツクバ高血圧マウスに対し、直接的レニン阻害薬

であるアリスキレンは比較的少量でアンギオテ

シン I・アンギオテンシン II共に著明な抑制を示

した。アンギオテンシン変換酵素阻害剤はアンギ

オテンシン Iを著明に上昇させ、アンギオテシン

II/アンギオテンシン I 比は著明に低下させたも

のの、アンギオテンシン II 濃度の抑制はアリス

キレンに劣る結果であり、腎障害抑制効果もアリ
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スキレンが優れていた。これらも現在論文投稿中

である。 

 

教 育 

大学院生を中心とした研究者育成のための教

育も本講座の責務です。基礎実験や臨床試験の推

進における教育はいうまでもなく、カンファレン

スによる学術的思考のスキルアップや国際学会

を含む学会での発表、論文作成や投稿を積極的に

行い、将来の東京大学の研究を担える人材の育成

に努めています。 

 

出版物等 

 

(1) Nagase M, Ayuzawa N, Kawarazaki W, 

Ishizawa K, Ueda K, Yoshida S, Fujita T: 

Oxidative stress causes mineralocorticoid re-

ceptor activation in rat cardiomyocytes: role 

of small GTPase Rac1. Hypertension 2012 59: 

500-6. 

(2) Kawarazaki W, Nagase M, Yoshida S, 

Takeuchi M, Ishizawa K, Ayuzawa N, Ueda K, 

Fujita T: Angiotensin II- and salt-induced 

kidney injury through Rac1-mediated miner-

alocorticoid receptor activation. J Am Soc 

Nephrol 2012 23: 997-1007. 
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分子構造・動態学 
 

特任教授 

廣川信隆 

特任助教 

仁田亮、小川覚之 

 

ホームページ http://cb.m.u-tokyo.ac.jp/ 

 

 

教 育 

本講座では、最先端光学顕微鏡法によるイメー

ジングの手法及びクライオ電子顕微鏡による原子

レベルの解像度で機能蛋白の構造と動態を時間・

空間分解能の極限まで追求する試みを行っている。

フリークォーターは、電子顕微鏡の基礎技法、細

胞骨格の細胞生物学、免疫細胞化学、組織培養、

ナノスケールの顕微鏡法、分子生物学、分子遺伝

学など、本人の希望にあわせて実際の研究室の研

究に参加してもらっている。 

学部・大学院教育は細胞生物学・解剖学大講座

と一体となって行っている。教育は、講義と実習

ならびにフリークォーターからなる。 

医学部学生及び理学部人類学学生を対象に骨学、

肉眼解剖学、細胞生物学、発生学、組織学総論・

各論 合計323時間を大講座全体で協力し一体と

して行っている。また健康科学・看護学科生に研

究方法論、解剖示説、合計 22 時間の教育を行っ

ている。実習は教授、准教授、講師の内１名と助

教が１名組んで担当している。なお、加えて講師

が他学部（教育学部、理学部、文学部等）生を対

象に肉眼解剖学及び組織学の講義、実習（25 コマ、

80 時間）を行っている。又大学院共通講義（分子

細胞生物学入門）を 15 コマ（23 時間）と実習 40

コマ（70 時間）行っており、教育は大講座全体で 

総計 518 時間である。 

研 究 

本 講 座 で は 、 私 達 が 発 見 し た Kinesin 

superfamily molecular motors（KIFs）の構造、

機能、動態を解析することを目的としている。 

用いる手法は、最先端の光学顕微鏡法、クライ

オ電子顕微鏡、Ｘ線結晶解析、生物物理学、分子

遺伝学等を駆使して課題を解決する。 

すべての細胞は、細胞の機能にとり必須の機能

蛋白分子を合成後、様々な膜小器官あるいは蛋白

複合体さらには mRNA 蛋白複合体として目的地

へ適正な速度で輸送する必要がある。この細胞内

の物質輸送は細胞の重要な機能、形作りそして生

存のため必須である。私達は今までにこの輸送機

構の主役である微小管をレールとしたキネシンス

ーパーファミリーモーター分子群（KIFs）を発見

し哺乳類の全遺伝子４５個を同定した。またこの

KIFs が多様な機能分子を輸送するだけでなく脳

の高次機能、神経回路網形成、左右の決定、腫瘍

の抑制等に重要な役割を果たす事を明らかにして

来た。このようにモーター分子群 KIFs は重要な

細胞機能の根幹を担っていると同時に私達の体の

様々な基本的生命現象に深く関わっておりこの研

究は分子細胞生物学、神経科学、発生生物学、生

物物理学、臨床医学等の広範な学問分野に大きな

学術的意義を有すると思われる。私達は今まで遺

伝子群の発見、機能の解析、個体レベルの機能解
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析、作動原理等すべての課題について常に世界を

リードする研究を行なって来た。しかしながら未

知の多くの課題が存在しこれらを解く為、世界に

先駆けて研究を大きく発展させることを目的とし

ている。本年度は以下の研究成果を得た。 

 

微小管の構造と軸索輸送 

微小管は、神経の形作りと機能にとり大変重要

で、tubulin の mutation は、神経疾患を起因す

る。これらの mutation を解析した結果、小胞や、

ミトコンドリア等の軸索輸送が強く障害されるこ

とが分かった。これらの mutation は、βtubulin

の H2 helix にあり微小管表面の minus charge 

変化させ、KIFs と微小管の結合を阻害する。其

の結果、KIFs の局在が変化し、軸索の伸長を阻

害する。この結果、軸索輸送にとり極めて重要な

βtubulin のドメインが判明し、tubulin mutation 

によるヒト神経疾患の分子機構が解明された

( Niwa et al. 2013)。 

 

ATP 状態での KIF モーター領域の構造変化 

これまでに我々は X 線結晶構造解析を用いて

様々なヌクレオチド状態での KIF モーター領域

の構造を明らかにしてきたが今回 KIF4 モーター

領域の ATP 結合状態での構造を X 線結晶構造解

析により初めて明らかにした。 

この構造はこれまでの構造と異なり、ヌクレオ

チド結合ポケットのバックドアと呼ばれる部位が

完全に閉じられていた。さらにバックドアが完全

に閉じることで、KIF の移動において重要な要素

であるスイッチ I領域、スイッチ II領域が構造的

に安定化し、特にスイッチ II領域の安定化に伴う

構造変化はネックリンカーと呼ばれる部位とモー

ターコア部のドッキングをもたらしていた。ネッ

クリンカー部は KIF 二量体モーターのもう片方

のモーター領域と接続しているため、このような

一方のモーター内での協調的な構造変化はもう一

方のモーターの動きに伝わっていくことになる。

ところがネックリンカーの長さ自体は変化しない

ため、リンカーとコアが近づく、遠ざかるという

動きによって、2 つのモーター領域間の距離は規

定され、自ずと二量体モーターの微小管上の動き

に制限が加わることになる。 

KIF は ATP 加水分解により移動のエネルギー

を得るのみならず、この化学反応に伴うヌクレオ

チド結合部位での局所的な構造変化がネックとコ

アのドッキングを誘発し、結果的に KIF の微小管

上の動きをコントロールしていることがわかった 

（Chang et al. 2013）。 

 

KIF13B は LRP1 のカベオリン依存性エンドサイ

トーシスを促進する。 

LRP1（LDL Receptor related Protein 1）は

LDL や factorVIII といった多種類のリガンドと

結合し細胞内に取り込む。しかしどのように

LRP1 を介したエンドサイトーシスが制御されて

いるかはほとんど解っていなかった。KIF13B は

肝臓で発現が高く、肝細胞の洞様毛細血管側の細

胞膜上に局在した。KIF13B欠損マウスでは血中

コレステロールや factorVIII の上昇が観察され、

KIF13B欠損MEF は LDL の取り込みが減少して

いた。KIF13B を細胞に発現させるとまず細胞膜

上でカベオリンと共局在を示し、その後 LRP1や

カベオリンと共に細胞質内に小胞の形で移動した。

従来KIF13B は hDLG1 と結合することが知られ

ていたが、我々は utrophin も KIF13B と結合す

ることを見出した。KIF13B を介して hDLG1 と

utrpophin は結合し、さらに hDLG1 と utrpophin

はそれぞれ LRP1 とカベオラと結合した。これら

の結合のいずれもが KIF13B による LRP1 のカベ

オリン依存性エンドサイトーシスに必須であった。

こ の 研 究 に よ り KIF13B が LRP1-hDLG1-

KIF13B-utrophin-caveolae 結合を通して LRP1

をカベオラにリクルートし、LRP1 のエンドサイ
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トーシスを促進し、血中コレステロール濃度を制

御している事が示された（Kanai et al. 2014）。 

 

KIF12 は、SP1/Hsc70 の発現を制御し、ぺルオキ

シゾーム形成と酸化ストレスをコントロールし、

その障害は、II 型糖尿病を起因する。 

KIF12 の生理学的な重要性はほとんど明らか

になっていない。マウス KIF12 cDNA クローニ

ングを行い、そのノックアウトマウスを樹立し、

その代謝疾患における重要性について解析を行っ

た。 

個体レベルでの耐糖能異常の解析ならびに膵臓

ベータ細胞の一次培養系を用い細胞生物学的、分

子生物学的、ならびに薬理学的解析を行った。 

KIF12 ノックアウトマウスは耐糖能異常を示

し、これは膵臓ベータ細胞からのインスリン分泌

の低下によるものであることが示唆された。そこ

でベータ細胞のオルガネラ染色により、ペルオキ

シソームの特異的な障害とその結果としての酸化

ストレスの上昇が示された。次に、このペルオキ

シソームの障害の分子機構を探ったところ、

KIF12 が微小管系のスキャフォールドとして転

写因子 Sp1 を安定化することによって、その下流

の Hsc70 シャペロンの発現を増強することによ

って、ペルオキシソームへのマトリックス蛋白の

導入効率を高め、酸化ストレスをコントロールし

ていることが示された。ここにおいて、他のグル

ープがそれぞれ独立に発表していた、高脂肪食は

ベータ細胞において Hnf1Aα/β転写因子を阻害す

るという知見と、KIF12 遺伝子が Hnf1Aα/β転写

因子の下流にあるという知見から、高脂肪食が

KIF12 遺伝子の発現を阻害している可能性を考

え、これを qRT-PCR 法ならびにイムノブロッテ

ィング法により証明した。したがって本ノックア

ウトマウスはベータ細胞の脂肪毒性のモデル系で

ありHsc70誘導薬のteprenoneによってこれら脂

肪毒性の表現型が治療可能であることを示した。 

これらの結果から KIF12 は Sp1/Hsc70/ペルオ

キシソーム形成それぞれの障害を介した酸化スト

レス上昇のトリガーであり、糖尿病の脂肪毒性の

新たな分子メカニズムが明らかとなった（Yang et 

al. 2014）。 
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分子血管内分泌学講座 
 

特任准教授 

一色政志 

特任助教 

水野理介 

 

ホームページ http://plaza.umin.ac.jp/~kid-endo/07-lab/17-issikilab/issikilabtop.html 

 

 

沿革と組織の概要 

本講座は、腎臓・内分泌内科および検査部を協

力講座として、ノバルティスファーマ(株)の寄付

により 2009 年 4 月に大学院医学系研究科内に設

立されました。 

血管系は諸臓器の機能発揮や維持に重要な役割

を果たしている。高血圧を始めとする生活習慣病

は血管の異常をきたし、その結果、心・腎・脳と

いった重要臓器の障害を来たすことが知られてい

ます。この過程で種々の血管作動物質や血管構成

細胞内シグナル伝達の異常が関与すると考えられ

ます。本講座では、生活習慣病などがもたらす血

管障害の分子機構や病態生理を解明し、心血管病

治療に応用可能な知見の蓄積を目的として研究を

行います。 

 

研究 

1. 【細胞内局所 Ca2+シグナルによる血管内皮機

能調節機構の解明】 

 我々が血管調節因子として特に注目している

のが血管内皮細胞内カルシウムシグナルです。 

 カルシウムイオンは、多くの生命現象に関与

する極めて重要なシグナル分子です。カルシウ

ムシグナルの重要な特性は、その時間・空間的

制御により細胞機能の多様性を発揮する点にあ

ります。われわれは、これまで共焦点レーザー

顕微鏡のイメージングシステムを利用していく

つかの興味深い現象を観察してきました。培養

内皮細胞に ATP などのアゴニストで刺激する

と、細胞内カルシウム上昇は細胞辺縁のカベオ

ラが豊富に存在する部分から開始し、細胞全体

へとカルシウムウェーブとして広がっていく事

を以前に報告しました（Isshiki M et al. PNAS 

1998）。カベオラというのは、細胞膜に存在す

る直径約 100nm の陥凹構造であり、そこには

細胞内カルシウム調節蛋白をはじめ血管機能に

重要と思われる数多くのシグナル伝達分子が存

在する事から近年その機能が注目されています。

また、カベオラはダイナミックな細胞膜構造物

であり、カルシウムウェーブ発火点であるこの

カベオラの集中部位はシェアストレスにより流

れの上流側へ、細胞遊走時には進行方向逆側へ

と集積する性質があります（Isshiki M et al. J 

Cell Sci 2002）。シェアストレスのセンサーの

候補として細胞膜上の P2x4 受容体が提唱され

ており、内皮細胞の一酸化窒素（NO）産生と

カップルしている事を示唆する実験データも得

られています（Yamamoto K, Isshiki M, et al. 

Nat Med, 2006）。近年は FRET（Fluorescence 

Resonance Energy Transfer）を利用した細胞

内局所のカルシウム動態と内皮細胞機能との関

連の検討にも取り組んでいます。例えば、細胞
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内カルシウムストア内カルシウムが減少すると

細胞外から細胞内へカルシウムが流入するとい

う現象（store-operated calcium entry, SOCE）

がありますが、その流入経路がカベオラ膜であ

り、 そこに存在 する一酸化窒素合成酵素

（eNOS）の活性化による NO 産生とリンクし

ていることを我々は示しました（Isshiki M et 

al, J Biol Chem 2002）。NO は血管トーヌスの

調節や抗動脈硬化に深く関与しているので、こ

の経路が高血圧や動脈硬化の病態と関連してお

り、また治療のターゲットにもつながる可能性

があります。また細胞外のカルシウム濃度に応

じて従来のカルシウム指示薬ではとらえられな

い細胞膜直下のカルシウム動態とカルシウム依

存性分子制御との関連（Isshiki M. et al, Circ 

Res 2004）なども解析しています。  

 

2. 【新規 Ca2+調節分子 STIM1 による血管調節と

病態の解明】 

 近年、SOCE 制御には ER Ca2+ストア上に存

在する STIM1 という分子が重要な役割を果た

すことが発見され、当研究室においてもこの

STIM1 に着目して内皮細胞における役割を検

討しています。 

 内皮細胞特異的 STIM1 ノックアウトマウス

を作成して内皮機能、血圧への影響を解析し、

動脈硬化や高血圧に伴う血管障害など病態との

関連についての研究が進行しています。 

 

3. 【新規および既知の血管作動性物質の探索及び

新たな血管作用メカニズムの解明】 

 また、我々は新規血管作動物質の探索及び既

知物質の新たな作用機構の解明にも興味をもっ

て取り組んでおります。例えば、近年アルドス

テロンの転写を介さない血管内皮機能に及ぼす

影響について培養細胞やラットの大動脈リング

のトーヌス測定などにより検討しました（Muto 

et al. Hypertens Res 2008）。また、選択的アル

ドステロン拮抗薬であるエプレレノンが eNOS

拮抗分子であるカベオリンの発現抑制を介して

内皮機能を改善  することを発表しました

（Muto et al. AHA2008）。最近では H2S の血

管機能に与える影響を生理学的・薬理学的など

にも興味を持ち研究を行っています。 

 

4. 【食塩感受性高血圧の病態におけるリンパ管機

能の寄与を生理学的に検討】 

 近年、食塩負荷によって生じる皮膚の毛細リ

ンパ管新生が食塩感受性高血圧の病態に関連し

ていることが報告されました。しかしながら、

リンパ循環調節制御機構における食塩負荷の影

響は未だ十分に解明されていません。現在、動

物モデルを用いて、リンパ輸送の主体をなす集

合リンパ管の機能特性変化に対する食塩の影響

について興味を持ち研究を行っています。 

 

出版物等 
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コンチネンス医学講座 
 

特任教授 

井川靖彦 

特任助教 

相澤直樹 

 

ホームページ http://cont-med.umin.jp/ 

 

 

沿革と組織の概要 

コンチネンス医学講座は、泌尿器外科学分野

（本間之夫教授）を協力講座として、アステラス

製薬株式会社の出資によって、平成 22 年 7 月 1

日に新設された寄付講座である。平成 25 年 7 月

以降は、アステラス製薬株式会社、旭化成ファー

マ株式会社、小野薬品工業株式会社、キッセイ薬

品工業株式会社、杏林製薬株式会社、大鵬薬品工

業株式会社の 6社からのご賛意を受け、継続設置

されている。 

「コンチネンス」というのは、英語の失禁

（ incontinence ） の 反 対 語 で あ る 禁 制

（continence）を片仮名で標記したものである。

この「コンチネンス」のもつ本来の意味は，我慢

できる・自制心のある、といったものであるが、

こと排泄に限ると、失禁しない状態を意味する。

しかし、広い意味では、「身体的・社会的に排泄

障害のない状態」を指す。従って、「コンチネン

ス医学」は「排泄障害の予防・治療・管理に関す

る医学」を意味することになる。 

本講座は、この「コンチネンス医学」に特化し

た世界でも例をみない研究講座で、排泄障害を基

礎医学的・臨床的・社会的側面から総合的に捉え、

その病態の解明、新規治療の開発、ケア方法の改

善、患者の QOL の向上などを通して、コンチネ

ンス医学の発展に寄与することを目指している。 

尿失禁、頻尿、排尿困難、大便失禁、便秘とい

った排泄の問題は、生命に直接関わることはまれ

であるが、本人はもとより周囲の家族や介護者に

とっても、日常生活上大きな支障となり、生活の

質（QOL）を著しく低下させる要因となっている。

また、排泄をしている姿・音･臭いを他者に知ら

れることは恥ずかしい思いがあり、「いくつにな

ってもシモの世話だけは受けたくない。」といっ

たように、排泄の問題は、根源的に人間の尊厳に

関わるものでもある。排泄障害はこれまで，排尿

障害は泌尿器科医が担当し，排便障害は大腸肛門

専門医が担当するといったように、診療科単位で

個別に扱われてきたが、本来，排泄の問題は、こ

れらの専門医に加えて、リハビリテーション医、

皮膚・排泄ケア（WOC）認定看護師、作業療法士、

理学療法士、保健師、介護士、社会福祉行政の専

門家などの多職種が関わって、全人的に、かつ、

統合的に取り組むべき対象である。現在の講座の

研究テーマは、主に下部尿路機能やその障害に関

する基礎研究が多いが、今後は、このような視点

から、関連する多くの職種の専門家が連携して統

合的な排泄ケア・システムを構築することも目指

したい。 

 

診療 

井川は、泌尿器科・男性科において、難治性排
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尿障害、小児泌尿器科疾患を主体とした専門外来

を担当している。 

さらに、難治性排泄障害に対する先進医療の提

供と排泄障害に対する集学的診療・ケアの実践を

目指して、附属病院内に、多職種の連携による横

断的な診療システムの構築に着手している。 

 

教育 

医学部学生の「泌尿器科学」の系統講義および

クリニカル・クラークシップを分担担当してい

る。 

 

研究 

当講座では、下部尿路機能の制御機構と様々な

下部尿路機能障害の病態生理を解明する研究を行

っている。 

特に、膀胱知覚伝達機構の解明、過活動膀胱の

発症機序の同定、間質性膀胱炎のバイオマーカー

の開発、加齢やメタボリック症候群における下部

尿路機能障害の病態解析、下部尿路機能障害の新

規薬物療法の開発などを主な研究テーマとしてい

る。 

今年度は、膀胱知覚神経伝達機構に関する研究

では、特に、直腸伸展が膀胱求心性神経伝達に与

える影響[5]、TRPA1 チャネルの膀胱伸展刺激受

容求心性神経活動修飾作用[7]について検討して

報告した。また、メタボリック症候群や糖尿病に

伴う下部尿路機能障害の病態を多角的に解析し、

報告した[1, 2]。難治性で未だ病態生理が不明で

ある間質性膀胱炎については、膀胱粘膜における

各種 TRP チャネルの発現を検討したところ、

TRP A1, M2, M8, V1, V2が有意に発現増強して

おり、特に、TRP M2および V2の発現が、症状

の重症度とよく相関することを明らかにした[6]。

さらに、間質性膀胱炎患者に対して、アルカリ化

したリドカインの反復膀胱内注入療法の効果を検

討して報告した[4]。 
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ゲノム医学 
 

特任准教授 

山下義博、崔永林 

特任講師 

河津正人 

 

ホームページ  http://mano-lab.umin.jp/genome.html 

 

 

沿革と組織の概要 

ゲノム医学講座は、機能スクリーニング法とゲ

ノム解析技術とを有機的に統合しヒト発がんメカ

ニズムを解明することを目指して 2009年 9月に

設立された。実際の開設にあたっては協力講座と

して本学分子病理学講座（宮園浩平教授）、寄付者

としてアステラス製薬株式会社およびイルミナ株

式会社のサポートをいただいた。なお 2012 年 8

月からはアステラス製薬株式会社単独のサポート

で運営される形に寄付者が変更となった。また

2013 年 4 月より協力講座に細胞情報学分野（間

野博行教授）が加わり、2013 年 9 月に山下義博

が特任准教授として着任した。 

ゲノム医学講座は国内外の多くの研究期間と共

同研究を展開しており、特に自治医科大学分子病

態治療研究センターゲノム機能研究部とは密接な

連携を取り、両研究機関で得られる次世代シーク

エンサー解析データは共同の大型サーバーで解析

を行っている。 

 

教育 

本学医学部学生の生化学実習を分担して担当し

た。また医科学博士学生及び修士学生の実験指導

を行っている。 

 

研究 

ゲノム医学講座は、ヒトがん細胞株及びがん臨

床検体を用いて、主に以下の 2種類のアプローチ

により発がん原因を解明することを目指している。 

(1) レトロウィルスライブラリーによる機能スク

リーニング 

我々は「がん組織内のmRNAから cDNAを作

り、それらを発現させる組換え型レトロウィルス

ライブラリー」を構築するシステムを開発した。

本ライブラリーを用いれば 3T3 細胞のみならず

任意の増殖細胞にがん組織内 cDNAを導入・発現

可能であり、しかもライブラリーに組み込んだ全

ての cDNA の発現は強力なプロモーターである

レトロウィルス LTR によってドライブされる。

我々らのシステムは微量の臨床検体からでも

cDNAを増幅し多数のクローンからなるライブラ

リーを構築でき、しかも得られたライブラリー内

の cDNA サイズが十分に長くかつ人為的配列変

異がほとんど無いことを特徴とする、世界有数の

機能スクリーニング法である。 

我々らは肺がんにおける新たな原因遺伝子を同

定する目的で、このライブラリーシステムを用い

て喫煙者に生じた肺腺がん切除検体から cDNA

発現レトロウィルスライブリーを作成し、3T3繊

維芽細胞に感染させて複数の形質転換フォーカス

を得た。それらの一つから回収した cDNAを解析
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したところ、新たな融合型がん遺伝子

EML4-ALKを発見することに成功した（Nature 

448:561）。本遺伝子は、肺がん細胞中で 2番染色

体短腕内に極めて短い逆位（～12 Mbp)が生じ、

本来 2番染色体短腕上に互いに反対向きにマップ

される微小管会合タンパク EML4（Echinoderm 

microtubule associated protein like 4）遺伝子と

受容体型チロシンキナーゼ ALK（Anaplastic 

lymphoma kinase）遺伝子とが融合した結果生じ

たものであり、活性型チロシンキナーゼ

EML4-ALKを産生することになる。 

本年度は EML4-ALK陽性肺がん細胞のゲノム

コピー数異常を解析し、EML4-ALK 陽性肺がん

が他の肺がんに比べがん遺伝子･がん抑制遺伝子

のコピー数異常が有意に少ないことを明らかにし

た。 

(2) がんゲノムリシークエンス 

次世代シークエンサーを用いた網羅的配列解析

は、近年のがん研究の大きなトレンドとなってい

る。我々はイルミナ社の次世代シークエンサー

HiSeq2500およびHiSeq 2000システムを用いて

極めて高精度に塩基配列異常を検出する新しいリ

シークエンス技術の開発に成功した。 

ゲノム中のエクソン領域のみを純化した上でそ

のゲノム断片を配列解析することで、効率よく配

列異常を有するタンパクをスクリーニングするこ

とが出来る。ヒトゲノム内にエクソン領域が占め

る割合は約 1 ％程であり、タンパク配列異常を探

索するのであれば、このエクソンキャプチャー法

を用いることで効率よく次世代シークエンサー解

析が可能である。 

しかし発がん原因となる融合遺伝子は一般にイ

ントロン間結合で生じ、上記エクソンキャプチャ

ーを用いるとイントロン情報が失われるため融合

遺伝子が検出不可能である。そこで我々はゲノム

からエクソンを純化する代わりに、cDNAを基質

としてエクソンを純化する「cDNA-キャプチャー

法」を開発した。 
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分子精神医学 
 

特任准教授 

岩本和也 

特任助教 

文東美紀 

 

ホームページ http://www.molpsy.com 

 

 

沿革と組織の概要 

分子精神医学講座は、2010 年 2 月より、アス

テラス製薬、大日本住友製薬、吉富薬品、2013

年 2月より、大日本住友製薬、吉富薬品の寄附に

より設立された寄附講座である。本学大学院医学

系研究科精神医学分野を協力講座とし、特任准教

授および特任助教を各１名配置している。 

統合失調症、気分障害、発達障害など、主要な

精神疾患の病因・病態解明を目指した研究を推進

し、分子生物学、神経科学的観点などから多面的

に解析を行っている。特に、協力講座との連携の

もと収集された試料や、国内外の精神疾患患者死

後脳バンクから供与された脳試料などを用い、患

者試料を出発点にした研究に力点をおいている。 

 

教育 

協力講座と共に、大学院生やフリークオーター

学生の受け入れと教育のための体制を整えている。

また、臨床研究者育成プログラムなどを通じ、研

究教育に参画している。 

 

研究 

1) 死後脳を用いたゲノム研究 

主要な精神疾患である統合失調症や気分障害の

発症には、多数の遺伝子群と環境要因の双方が関

与していると考えられている。遺伝―環境要因の

相互作用は、患者脳組織における長期的かつ病的

な性質変化として検出されると考えられ、そのよ

うな性質変化の背景を、患者脳ゲノム解析を通し

て明らかにしていく。具体的には、DNA メチル

化状態などエピゲノム状態変化や、神経細胞特異

的なゲノム多型性に着目して研究を行っている。 

 

2) 末梢由来試料を用いた研究 

血液や唾液由来試料が精神疾患の病態を真に反

映し得るかどうかは議論の余地のある問題である

が、将来的な診断法開発を念頭においた、バイオ

マーカー探索を多方面から推進している。特に、

精神病リスク状態群や、初発統合失調症患者など

に着目しオミックス動態の変動の有無の検討を行

っている。 

 

3) 動物モデルを用いた研究 

理化学研究所脳科学総合研究センターや広島大

学、札幌医科大学など他施設との共同研究におい

て、統合失調症および自閉症モデル動物における、

エピゲノム解析を中心としたオミックス解析を行

っている。 
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ライフサポート技術開発学 

（モルテン）寄附講座 
 

特任准教授 

森武俊 

特任助教 

野口博史，吉田美香子 

 

ホームページ http://www.lifesupport.m.u-tokyo.ac.jp/ 

 

 

沿革と組織の概要 

本講座は、理学・工学などの自然科学を基盤と

して、生活に起因する疾患・症候の病態を解明す

るとともに、直接介入可能な看護学的アプローチ

から広く生活支援を行う方法論を創り出す Life 

Support Technologyを創設することを目的に、東

京大学大学院医学系研究科・医学部に 2010年 10

月 1日に設立された株式会社モルテンによる寄附

講座である。 

かねてから、看護学分野において強力にトラン

スレーショナルリサーチを進めていた東京大学大

学院医学系研究科健康科学・看護学専攻老年看護

学／創傷看護分野の真田弘美教授と、医療・福祉

機器開発を手がけていた株式会社モルテンの協力

のもと、講座の設立が企画され、東京大学大学院

情報理工学系研究科土肥健純教授（当時）の仲介

もあり、東京大学情報理工学系研究科知能機械情

報専攻から、森武俊准教授を招聘することにより

本寄附講座が設立された。 

その後、2011 年 5 月 7 日には、学士会館にて

設立祝賀パーティが開かれた。パーティでは、株

式会社モルテンからは、民秋清史代表取締役社長、

健康用品事業本部最高執行責任者梶原隆司取締役

を含め関係者の方々、また、本学からは医学部健

康総合学科学科長大橋靖雄教授（当時）、情報理工

学系研究科土肥健純教授（当時）をはじめ、看護

学だけでなく、健康科学、工学系の先生方もお招

きし、非常に盛大に行われた。 

2012 年より看護学と理工学の融合としての初

めての学会である看護理工学会の立ち上げに携わ

り、2013年 10月 5日の学会設立と同時に行われ

た第１回の学術集会を森武俊特任准教授が大会長

として開催し、講座がホスト役として重大な役割

を果たした。 

 

組織としては、2010年 10月 1日に、森武俊特

任准教授が着任するとともに、大江真琴特任助教

が着任した。その後、2011年 4月には、大江真琴

特任助教が、連携協力講座である老年看護学／創

傷看護分野の助教に異動し、入れ替わりで情報理

工学系研究科知能機械情報学専攻から、野口博史

特任助教が着任した。また、2012 年 4 月には、

看護領域との協力研究促進を目指し、看護学の研

究者として、玉井奈緒特任助教が着任した。その

後、2012年 12月に玉井奈緒特任助教が連携協力

講座である老年看護学／創傷看護分野の助教に異

動し、代わって、同じく看護学研究者として吉田

美香子特任助教が着任した。現状の講座組織とし
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ては、特任准教授 1名、特任助教 2名である。 

講座は健康科学・看護学専攻の修士課程・博士

課程学生を受け入れており、2013 年度末に 2 名

の在籍学生が修士課程を修了している。 

 

教育 

授業としては、連携協力講座である老年看護学

／創傷看護分野の修士向け授業である、創傷看護

学特論 Iでは、医療機器や計測に関係する電子回

路やセンサ技術についての講義を行った。また、

老年看護学特論 Iでは、工学系の論文の特徴や読

み込み方などについて典型的な 2件の論文を元に

授業を行った。また、老年看護学特論 IIに、お茶

の水女子大学太田裕治教授をお招きし、ご講義い

ただいた。創傷看護学特論 IIでは、株式会社モル

テンより梶原隆司様をお招きし、ご講義いただい

た。さらには、学部向けの老年看護学 Iについて

は、みまもり工学、看護工学についての授業を提

供するとともに、学部演習のラボメソ、駒場向け

講義「生きることを支える科学」において老年看

護学分野を補助担当している。 

2013 年度は講座在籍の 2 名の修士課程の学生

を指導した。修士論文テーマは、“Development 

of  an anomaly detection method in home 

monitoring system for the elderly using 

financial theories ” と “ Development and 

evaluation of a system to assess the effect of 

footwear on the in-shoe plantar pressure and 

shear during gait”である。 

老年看護学／創傷看護分野に所属する修士・博

士の学生についても、共同研究を通じて指導を行

った。直接関係した修士論文テーマは、

“Development and clinical evaluation of air 

mattress with independent control of air cell 

pressure depending on interface pressure 

distribution”である。他の 3 件の研究について

も装置作成や画像処理手法の開発、データ解析等、

工学的側面についての指導、共同研究を行った。 

外部向けの啓発講義・演習として行った老年看

護学／創傷看護学教室が主催する第 1回看護理工

学セミナーにおいては、工学に関する講義、エコ

ーを利用した実際の研究についての講義を行った。

加えて、アドバンストーコースでは、工学分野で

計測によく利用される Labview とよばれるソフ

トウエアの実習を行った。 

 

研究 

講座では、人間の日常生活行動に起因する様々

な病気やけがを予防するため、その原因を解明し、

効果的なモニタリング・予防機器を開発する研究

を進めている。その中で、みまもり工学、看護工

学、人間行動計測を中心とした科学・技術を追究

している。また、情報工学、メカトロニクス、ロ

ボティクスをベースに、みまもり・看護と工学と

を越境する新たな領域の開拓を目指して研究を進

めている。特に、みまもり工学としては、日々の

生活をさまざまなセンサ技術でみまもることでそ

の人のふだんの状況を把握し、病気・怪我や事故

を予見することで、健康で快適な暮らしを支援す

る方法論を確立することを目指した研究を推進し

ている。 

 

講座における主なテーマとしては、 

・ベッドにおける生体情報モニタリング・マット

レスによる生体情報観察・推定システムの開発 

・日常生活環境における簡易モニタリング・生活

パターンやその変化の推定アルゴリズムの作成 

・足・下腿の三次元動態モニタリング・褥瘡予防

を目的とした足の 3次元時変状態計測 

・測域センサによる人位置計測・行動推定 

・生活行動データベースデザイン・データベース

構築 

に取り組んでいる。 

工学部・工学系・情報理工学系との協調研究と
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しては、 

・個人用モビリティの運転・操縦の補助・支援 

・生活行動や運転行動の確率モデル・統計的クラ

スタリング 

・次世代モーションキャプチャ・マーカレスモー

ションキャプチャ 

に取り組んできている。 

 

臨床研究のフィールドとして、連携講座である

老年看護学／創傷看護分野のフィールドである、

東京大学付属病院の糖尿病・代謝内科におけるフ

ットケア外来に参加している。 

 

大きなプロジェクト参加という観点では、総務

省における「ICT超高齢社会構想プロジェクト」

における研究の中で、センサ技術を利用した見守

りサービスに関するテーマについて、講座が主体

となり研究調査を進めた。 

 

講座のメインテーマの一つであるみまもり工学

に関しては、独居高齢者宅に設置したみまもりセ

ンサから取得される活動量に関するデータの解析

において新たな手法を開発した。時系列センサデ

ータがファイナンシャル分野におけるデータ系列

と類似することに着目し、同領域で用いられる確

率微分方程式の考え方を用いる方法である。その

中で、時系列変化をトレンドと変動性に分離し、

高齢者の活動パターンを４分類した後に、パター

ン毎に活量変化を予測する方程式を切り替え、異

変予測手法を当てはめる方法開発した。血圧変化

などのリファレンスがある方のみまもりセンサデ

ータへ手法を適用し、異変を検知することに成功

している。 

 

講座設立時より進めている糖尿病患者における

足潰瘍予防のための歩行時のせん断力計測システ

ムについては、これまでの計測のための専用靴が

必要という問題点を解決するための改善を行った。

具体的には、足底側に貼付可能な薄いシート内に

せん断力センサ自体を埋め込むように改良した。

これにより、靴に依存せず、歩行時のせん断力を

計測可能になり、患者の普段利用している靴にお

いて計測可能となった。また、健常者において、

計測システムの信頼性・妥当性を検証している。

現在臨床での簡易な利用に向けて、小型化・無線

化について取り組んでいる。 

 

連携協力講座である老年看護学／創傷看護分野

との共同研究により、看護と工学の融合による研

究が実現できた。褥瘡予防のための部分除圧機能

を持つエアマットレスの開発である。骨突出や拘

縮のある寝たきり患者などについては、その身体

的な特徴から極度に体圧が高い部位ができること

があり、通常のエアマットレスではその部位の体

圧分散が難しい。そこで、マットレス上に配置し

た体圧分布センサを用いて、体圧が局所に高い部

分を同定し、その圧のある領域のエアセルの内圧

を下げる機能である部分除圧を実現した。これま

で、体圧分布モニタリングや個別エアセルの制御

には成功していたが、これらの組み合わせによっ

て初めて出来た機能である。また、体圧分散の効

果についても、体圧分布画像から重心や最大圧の

移動軌跡を評価に利用する方法も開発した。これ

は、講座での計測や解析などのサポートにより実

現できた研究である。 

 

なお、研究活動の内、下記テーマについて、受

賞している。 

１．三浦由佳．第１回看護理工学会学術集会優秀

講演賞． 

三浦由佳，仲上豪二朗，戸原玄，藪中幸一，野

口博史，森武俊，真田弘美．気管壁と誤嚥物質に

着目した画像処理を用いた超音波検査法による誤

嚥所見の抽出．第１回看護理工学会学術集会プロ
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グラム・概要集．2013；21．（第１回看護理工学

会学術集会，東京，10月） 

２．野口博史．日本機械学会情報・知能・精密機

器部門ベストプレゼンテーション表彰． 

野口博史，高野学，雨宮歩，大江真琴，森武俊，

真田弘美．蹴り出し時における靴内部と足底で生

じる剪断力の計測システム．日本機械学会 2013

年度年次大会講演論文集．2013．J241034．（日

本機械学会 2013年度年次大会，岡山，9月） 

 

出版物等 

 

1. Yoshida M, Murayama R, Ota E, Nakata M, 

Kozuma S, Homma Y.  Reliability and 

validity of the Japanese version of the 

pelvic floor distress inventory-short form 20. 

Int Urogynecol J. 2013;24(6):1039-46. 

2. Yoshida M, Murayama R, Haruna M, 

Matsuzaki M, Yoshimura K, Murashima S, 

Kozuma S. Longitudinal comparison study 

of pelvic floor function between women with 

and without stress urinary incontinence 

after vaginal delivery. J Med Ultrasonics. 

2013;40(2):125-31. 

3. Sari Y, Minematsu T, Huang L, Noguchi H, 

Mori T, Nakagami G, Nagase T, Oe M, 

Sugama J, Yoshimura K, Sanada H. 

Establishment of a novel rat model for deep 

tissue injury deterioration. Int Wound J. 

2013 May 7. doi: 10.1111/iwj.12082. 

4. Yoshida M, Murayama R, Nakata M, 

Haruna M, Matsuzaki M, Shiraishi M, 

Sanada H. Pelvic floor function and 

advanced maternal age at first vaginal 

delivery. Open Journal of Obstetrics and 

Gynecology. Vol.3No. 4A, 28-34, Pub. 

Date:June 18, 2013. DOI: 10.4236/ojog.2013.

34A005 

5. Mori T, Nagase T, Takehara K, Oe M,  

Ohashi Y, Amemiya A, Noguchi H, Ueki K, 

Kadowaki T, and Sanada H. Morphological 

Pattern Classification System for Plantar 

Thermography of Patients with Diabetes. 

Journal of Diabetes Science and Technology, 

Volume 7, Issue 5, pp.1102-1112, September 

2013. (2013 h5-index 31, h5-median 41) 

6. Ogawa Y, Mori T, Noguchi H, Nakagami G, 

Sanada H., Development and evaluation of 

an air mattress structure and function for 

reducing discomfort when elevating the 

head-of-bed. Disabil Rehabil Assist Technol. 

2013 Sep 20. [Epub ahead of print] 

7. Mugita Y. Minematsu T. Huang L. Sugama 

J. Ichikawa Y. Nakagami G. Nagase T. Oe 

M. Noguchi H. Mori T. Sanada H. A 

convenient and highly sensitive method for 

quantification of ceramide in tape-stripping 

samples by dot-blot analysis as a skin 

barrier assessment technique in murine 

macerated skin. J Jpn WOCM.2013;17(3): 

201-212. 

8. Noguchi H, Fukada H, Mori T, Sanada H, 

Sato T, Object and Human Localization 

with ZigBee-Based Sensor Devices in a 

Living Environment. Radio Frequency 

Identification from System to Applications. 

Edited by Mamun Bin Ibne, ISBN 978-

953-51-1143-6, InTech, 6 2013. Edited by 

Mamun Bin Ibne, ISBN 978-953-51-1143-6, 

InTech, 6 2013. DOI: 10.5772/53366. 

http://www.intechopen.com/books/radio-freq

uency-identification-from-system-to-applica

tions/object-and-human-localization-with-zi

gbee-based-sensor-devices-in-a-living-envir

onment 

9. Mori T, Sato T, Kuroda A, Tanaka M, 

Shimosaka M, Sato T, Sanada H, Noguchi 

H. Outdoor Map Construction Based on 

Aerial Photography and Electrical Map 

Using Multi-Plane Laser Range Scan Data, 

Journal of Robotics and Mechatronics, Vol. 

25, No. 1, pp. 5-15, 2013. 
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ユースメンタルヘルス講座 
 

特任准教授 

荒木 剛 

特任助教 

八幡憲明 

学術支援専門員 

菊次 彩 

 

ホームページ http://plaza.umin.ac.jp/~youth-mh/ 

 

 

沿革と組織の概要 

ユースメンタルヘルス講座は、2011年 5月に、

大塚製薬の寄附により新設された寄附講座である。

本学大学院医学系研究科精神医学分野を協力講座

とし、特任准教授および特任助教を各１名配置し

ている。 

ユース（Youth）とは、主に 10 代～20 代の思

春期青年期の若者世代をさす言葉である。ユース

期（思春期・青年期）は、生物の中で人間だけが

持つ「自分が自分であるという意識＝自我機能」

が育まれる人間の一生の中で非常に大切な時期で

あり、何らかの原因で自我の成長が上手くいかな

い場合には、精神疾患の発症につながると推測さ

れる。実際、ユース期の精神疾患の発症は多く見

られている。そのため、精神的な健康を生涯にわ

たって保つためには，ユース期は非常に重要な時

期になる。しかし、ユース期は、子どもと大人の

はざまの時期に当たり、これまで精神医学の歴史

の中で、特別に焦点を当てた研究や実践が行なわ

れてこなかった。この大切な時期において、から

だ（生物学的変化）とこころ（心理的変化）と環

境（社会的変化）の全ての要因を鑑みて、支援を

行う必要がある。 

ユースメンタルヘルス講座では、ユース期のメ

ンタルヘルスについて、これまでの生物学的精神

医学と社会精神医学を融合させ、新たな社会精神

医学を構築し、支援と人材育成を通じて成果を社

会に還元していきたいと考えている。以下に述べ

る活動は協力講座である精神医学教室との協同に

よって成り立っている。 

 

診療 

1) こころのリスク外来 

東大病院精神科において行われている精神疾患

を発病して間もない人を主に対象として治療をお

こなう「こころのリスク外来」にも参加している。

本外来の開設時より関わりを持っており、引き続

き支援を行っていく 

 

2) 啓発事業 

都立高校において、高校からの希望に応じて精

神科医・コメディカルの派遣を行っている。学生

全員に対してわかりやすく講演を行ったり、教員

からの相談に応じたりするなど、多彩な活動を続

けている。 

 

3) 震災支援 

東日本大震災の直後から、東大精神科は宮城県
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東松島市において震災支援を行っていた。震災後

中長期に渡って継続した支援を行っている。震災

後の精神医療の体制構築・一般市民への啓発活動

など本講座との関連も深く、本講座教員が支援を

継続している。 

 

教育 

協力講座である精神医学教室と共に、各種医学

部講義・文学部講義への参画、駒場における全学

自由研究ゼミナールへの講師としての参画、大学

院生やフリークオーター学生の受け入れ、精神科

研修生の教育、臨床研究者育成プログラムにおけ

るmental health research courseの指導、など

様々な教育をおこなっている。 

 

研究 

1) IN-STEP（Integrative neuroimaging studies 

for schizophrenia targeting early 

intervention and prevention）研究 

統合失調症をはじめとする思春期に発症する精

神疾患について、複数の神経画像検査や心理検査

や血液検査などを行って、縦断的に個々人の経過

をみていく研究である。欧米では行われているも

のの、日本では行われておらず、本研究は貴重な

研究となっている。診断、予後予測など個々人の

支援を行うに当たって何らか役立つ生物学的指標

を探索している。 

 

2) コホート研究 (Tokyo Teen Cohort) 

東京大学のみならず、学外連携組織である東京

都精神医学総合研究所・東京都立松沢病院ととも

に思春期コホート研究の立ち上げに参画している。

日本では複数のコホート研究が行われているもの

の、メンタルヘルスの要素を十分に取り入れたも

のはなかなかない。特にユース期における一定数

の人々を複数年追跡して、どのような要因が精神

疾患の発症に結び付くのかなどを明らかにしてい

きた。 

3) 早期支援における RCT研究 

精神疾患においても早期支援の重要性が近年注

目されるようになってきている。実際に早期支援

の効果があるかどうかをみるためには RCT 研究

が不可欠であり、現在、その研究を複数の協同研

究として行っている。 

 

出版物 

 

1. Natsubori T, Inoue H, Abe O, Takano Y, 

Iwashiro N, Aoki Y, Koike S, Yahata N, 
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Kasai K. & Yamasue H.  Reduced Frontal 

Glutamate + Glutamine and N-

Acetylaspartate Levels in Patients With 

Chronic Schizophrenia but not in Those at 

Clinical High Risk for Psychosis or With 

First-Episode Schizophrenia.  Schizophr 

Bull. 2013 (in press). 

2. Nagai T, Tada M, Kirihara K, Yahata N, 

Hashimoto R, Araki T and Kasai K: 
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Schizophr Res, 2013 DOI 10.1016/j.schres.

2013.08.005 
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2013 Apr 2. [Epub ahead of print] 

6. Aoki Y, Orikabe L, Takayanagi Y, Yahata N, 

Mozue Y, Sudo Y, Ishii T, Itokawa M, 

Suzuki M, Kurachi M, Okazaki Y, Kasai K 

& Yamasue H: Volume reductions in 

frontopolar and left perisylvian cortices in 
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print] 
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2013  DOI 10.1016/j.schres.2013.02.028. 

12. Nishioka M, Bundo M, Koike S, Takizawa 

R, Kakiuchi C, Araki T, Kasai K, Iwamoto 

K.: Comprehensive DNA methylation anal-
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patients with first-episode schizophrenia. J 

Hum Genet 58: 91-7, 2013  DOI 10.1038/

jhg.2012.140. 
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スコピィ（解説/特集）精神科臨床サービス
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【うつ病を「客観的に」診断するとは？－ど

こからが病気か－】うつ病の診断補助ツール

としての NIRS（解説/特集）精神科（1347-

4790）22 巻 3 号 Page250-258, 2013. 
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沿革と組織の概要 

近年、サイトカインや細胞表面分子を標的とし

た「生物学的製剤」が開発され、種々の自己免疫

疾患に対し、大きな成果を上げています。「生物学

的製剤」治療が保険適応となっている疾患は、関

節リウマチ、若年性関節リウマチ、乾癬、ベーチ

ェット病、炎症性腸疾患と多岐にわたります。こ

れらの疾患は、アレルギー・リウマチ内科、皮膚

科、整形外科、消化器内科、大腸・肛門外科、眼

科でみられています。本講座は、患者数の多い関

節リウマチおよび乾癬を主に扱っているアレルギ

ー・リウマチ内科、皮膚科、整形外科が母体とな

り、製薬会社 6社（田辺三菱、ブリストル・マイ

ヤー ズ、中外、ヤンセンファーマ、アッヴィー、

エーザイ）のご厚意により 2013年 4月に設立さ

れました。 

現在、関節リウマチに対しては、炎症性サイト

カインである TNF-α を抑制するインフリキシマ

ブ、アダリムマブ、ゴリムマブ、セルトリズマブ、

エタネルセプト、IL-6受容体を抑制するトシリズ

マブ、T 細胞共刺激抑制剤であるアバタセプトの

7 剤が使用可能です。乾癬に対しては、インフリ

キシマブ、アダリムマブ、そして IL-12/23を抑制

するウステキヌマブが使用可能です。そして新た

に、免疫担当細胞の特定分子を標的とした「低分

子化合物」として JAK 阻害剤であるトファシチ

ニブが、2013 年 7 月より、本邦においても使用

可能となりました。 

「生物学的製剤」や「低分子化合物」は分子標

的治療薬と呼ばれ、今後ぞくぞくと開発されてい

くことが予想されます。また、これら分子標的治

療薬の適応疾患や対象症例はますます拡大してい

くことも予想されます。一方、これらの分子標的

治療薬は全ての患者に効果があるわけではなく、

効果の程度も様々であり、重大な副作用も少なか

らず経験します。どのような患者にどの分子標的

薬が効くのか、どのような患者にどのような副作

用が出現するかなどを予見することは現時点では

ほとんど不可能です。そこで、本講座では、各分

子標的治療薬による免疫学的変化の解析やバイオ

マーカーの探索、遺伝子情報の検討を行うことで、

個人個人に適した新規治療プロトコールの作成お

よび新規分子標的治療薬の開発の基盤を構築する

ことを目的としています。  

 

診療 

診療面では、(月)～(金)の午前中に、アレルギ

ー・リウマチ内科外来の中に「バイオ外来」を設

け、関節リウマチにて生物学的製剤投与中の患者

の臨床的管理を行っています。また、他科で生物

学的製剤導入予定の患者に対し、内科的診察や各

種検査を行い、導入可能かどうかの判断を行い、
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連携を図っております。 

 

教育 

患者に対しては、内科処置室と連携し、生物学

的製剤の必要性・効果や合併症・投与方法・費用

など、提供しております。病棟や外来スタッフに

対する教育は、新たな薬剤の導入にあわせて施行

しています。さらに、医学部学生には、BSL・系

統講義などを通じて教育を行っています。 

 

研究 

研究においては，自己免疫疾患の治療薬として

重要な生物学的製剤について、免疫への影響、バ

イオマーカーや遺伝子情報との関連の研究を介し

て、個人個人の治療法の至適化や新規分子標的治

療薬開発の基盤を構築することを目指しています。 
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Hayashi A, Tateishi S, Yamamoto K.: 

Characterization of 5C11-positive activated 

interferon-producing cells in patients with 

systemic lupus erythematosus. Lupus. 22:

44-51. 2013 

4. Kanda H, Koya A, Uozaki H, Tateishi S, 

Sato K, Hagino N, Sawada T, Yamamoto K.: 

Membranous nephropathy with repeated 

flares in IgG4-related disease. Clin Kidney 

J. 6(2): 204-7, 2013 

5. 神田浩子：診断と治療「わたしはこう治療す

る」関節リウマチ 101(4) 631-7 2013, 診断と

治療社 

6. 森田薫、庄田宏文、藤尾圭志、神田浩子、     

川畑仁人、山本一彦：Peripheral spondylo-

arthritis と aortitis が合併した高齢女性 

関東リウマチ 46 号 182-9, 2013 

7. 神田浩子：リウマチ科「関節リウマチ治療に

おける MTX 高用量時代を迎えて」 MTX 投

与時の葉酸の使い方―そのタイミングと投与

量 49(1)30-5, 2013, 科学評論社 

8. 神田浩子：内科 「検査値を読む 2013」「血

清蛋白、その他の生化学検査 クリオグロブ

リン（寒冷グロブリン）定性 111(6) 1291-2, 

2013, 南江堂 
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臨床分子疫学講座 
 

特任准教授 

後藤田貴也 

特任助授 

山本隆史. 

 

ホームページ http://www.h.u-tokyo.ac.jp/research/center22/contribute/rinsyo_bunshi.html 
 

 

沿革と組織の概要 

臨床分子疫学講座は、東京大学医学部附属病院

腎臓内分泌内科に関連する寄付講座（田辺三菱製

薬）として 2004年 6月に東京大学大学院医学系

研究科内に開講致しました。本講座はまた、医学

部附属病院のトランスレーショナルリサーチの一

拠点である 22 世紀医療センターの構成部門の一

つでもあります。当講座の研究室は中央診療棟 2

の 8 階の 22 世紀医療センター内および入院棟 B

の 10 階にあります。講座の責任者は後藤田がつ

とめ、22世紀医療センター内の各部門や関連する

腎臓内分泌内科等の各研究室と密接な関係を保ち

つつ、研究を中心とした活動を行なっております。 

本講座は、日本人のメタボリックシンドローム

に関する臨床疫学的解析を行ない、さらに分子遺

伝学的手法を用いたヒトとモデル動物のゲノム解

析を通じてメタボリックシンドロームの疾患感受

性遺伝子（群）を単離し、心血管疾患の新たなリ

スク診断法や新規治療薬の開発に貢献することを

主な目的としています。とくに最近では、メタボ

リックシンドロームの成因的基盤とされる内臓脂

肪蓄積や高血圧に関わる新規の遺伝素因の探索等

に力を入れています。また、レニンアンジオテン

シン系の抑制薬やスタチンなどの、メタボリック

シンドローム治療薬の作用機序に関する研究も行

なっております。 

診療 

講座構成員は、病院の外来診療や病棟診療に当

たっています。また、病院腎臓内分泌内科に関連

する寄付講座として、クリニカルカンファランス

等に積極的に関わり、また、患者様と倫理委員会

の同意・許可のもと、臨床検体を活用したトラン

スレーショナルリサーチを行っています。また、

外部の診療機関とも提携して、メタボリックシン

ドロームに関する臨床データを集めて疫学解析な

ども行い、それらの成果の臨床現場への還元を目

指しています。 

 

教育 

当講座は、大学院医学系研究科に所属し、常時、

数名の医学系研究科大学院生の研究の指導を行っ

ております。また、大学院生の学位の審査につい

ても積極的に関わっております。また、学部の系

統講義や統合講義における講義も、各スタッフが

講師として活躍しております。 

 

研究 

本講座における基本的な研究目標をまとめると

以下のようになります。 

� ヒトとモデル動物の解析を通じて、メタボリッ

クシンドロームの疾患感受性遺伝子および新

規の関連因子を単離・同定する。 
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� メタボリックシンドロームに関する臨床疫学

的解析を行なう。 

� 心血管疾患の新たなリスク診断法を開発する。 

� 心血管疾患の新規の予防・治療薬の開発に貢献

する。 

� 心血管疾患の既存の治療薬の新たな作用機序

を探る。 

この中で、メタボリックシンドロームに関して

は、まず、日本人の疫学データを因子分析により

解析した結果から、メタボリックシンドロームに

含まれる危険因子の重複には日本人においてもイ

ンスリン抵抗性の亢進がもっとも重要である可能

性を示しました。 

また、メタボリックシンドロームの動物モデル

の遺伝解析を通じて、われわれは最近、内臓脂肪

蓄積の原因となる新規遺伝子を単離・同定しまし

たので、以下に詳述致します。 

高血圧自然発症ラット（SHR）は、メタボリッ

クシンドロームに関連する高血圧やインスリン抵

抗性を遺伝子の面から考える上で有用なモデル動

物であります。われわれはこれまでに、SHRには

CD36を欠損する SHR（NCrj）と欠損しない SHR

（Izm）が存在し、この２系統間には、内臓脂肪

重量やインスリン分泌能、腎重量などに関する顕

著な差違が存在し、これは CD36遺伝子変異以外

の遺伝的要因によることを報告してきました。そ

して、この SHR２系統間の交配に由来する F2群

を用いたQTL（quantitative trait locus）解析を

行った結果、ラット１番染色体長腕の D1Wox28

近傍に脂肪組織重量や血圧と有意な連鎖を示す

QTLの存在を確認しました。 

ついで、QTL領域内遺伝子のマイクロアレイ解

析を含む網羅的スクリーニングの結果、候補領域

内中央に位置する SLC22A18 遺伝子に関して、

NCrj には存在するが、Izm には認められない遺

伝子変異（イントロンのドナースプライス部位の

点突然変異）を同定しました。SLC22A18遺伝子

は、もっとも高発現している肝臓や腎臓以外にも、

脂肪細胞や膵ラ氏島を含め ubiquitous に発現し

ていますが、その遺伝子産物の生理的機能はほと

んど分かっておりません。ただ、その構造上の特

徴から物質の膜輸送に関わる蛋白質であると考え

られますが、NCrjでは変異によって生ずる exon 

skippingにより蛋白の部分欠失が生じ、膜貫通型

蛋白の構造に重大な変化が引き起こされるものと

予想されます。実際に、SLC22A18の外因性基質

と想定される化合物と単離脂肪細胞とを用いた機

能解析実験の結果、変異をもつ SHR の脂肪細胞

では SLC22A18 の機能に異常が生じていること

を確認しています。 

以上の結果から、われわれは、SLC22A18遺伝

子の機能的変化が内臓脂肪蓄積や腎機能障害、あ

るいは血圧やインスリン分泌能の変化の原因とな

るとの仮説を立て、それを検証する目的で、培養

細胞での過剰発現系と shRNA を用いた発現抑制

系の確立、アデノウイルスベクターを用いた in 

vivoでの過剰発現実験を行い、また発生工学的手

法を用いて当該遺伝子を過剰発現（Tg）あるいは

欠損（KO）するマウスの作製を試みております。

今後は、それらの表現型の解析を通じて、内臓脂

肪蓄積のメカニズムや遺伝的成因の解明へと繋げ

ていきたいと思っております。また、興味深いこ

とに、SLC22A18の機能は合成化合物などの外因

性基質によって調節できる可能性が考えられ、上

記の仮説が証明されれば、SLC22A18を治療標的

としたメタボリックシンドロームに対する新規治

療薬の開発応用も期待されます。 

さらに、SHRの高血圧原因候補遺伝子として同

定したKAT-1（kynurenine aminotransferase-1）

の欠損マウスを作製し、欠損ホモマウスが 8週齢

以降有意な血圧の上昇を示し、また、空腹時血糖

値の上昇とインスリン抵抗性の亢進、および高塩

食下における 24 時間尿中カテコラミン分泌の亢

進を呈し、さらに、活動度の増加に伴い高脂肪食
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による肥満誘発に抵抗性を示すことを確認しまし

た。以上のことから、SLC22A18と同様、KAT-1

を治療標的としたメタボリックシンドロームの新

規治療薬の開発も期待されます。 

 

出版物等 
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M, Hayashi T, Sone H, Suzuki H, Yamada 

N; Research Committee for Primary 

Hyperlipidemia, Research on Measures 

against Intractable Diseases by the 

Ministry of Health, Labour and Welfare in 
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type I and type V hyperlipoproteinemia.  J 

Atheroscler Thromb. 2012;19:1-12.  

2. Arai H, Ishibashi S, Bujo H, Hayashi T, 

Yokoyama S, Oikawa S, Kobayashi J, 
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the Ministry of Health, Labour and Welfare 
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lines for control of plasma HDL-cholesterol 
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免疫細胞治療学（メディネット） 
 

特任准教授 

垣見和宏 

特任助教 

松下博和 

 

ホームページ http://immunoth.umin.jp/ 

 

 

沿革と組織の概要 

「免疫細胞治療学（メディネット）講座」は、

株式会社メディネットからの寄付により 心臓外

科・呼吸器外科（高本眞一教授）を親講座として

2004 年 6 月に２２世紀医療センター内に開講し

た。当初より垣見和宏が特任准教授として着任し、

がん治療における免疫細胞治療の役割を明確にす

ることを目的として、がんに対する免疫細胞治療

の基礎および臨床研究を実施している。 

免疫細胞治療とは、生体の免疫を担う細胞を体

外で加工・処理することで大量に数を増やしたり、

または機能を付加したりした上で、それを治療に

用いる先進的ながん治療法である。本講座は、が

んに対する免疫細胞治療の基礎および臨床研究を

実施し、がん治療における本治療技術の役割を明

確にすることを目的としている。 

2006 年 9 月から中央診療棟 2 の 9 階に設置さ

れた新しい施設を使用することが可能となり、

2007 年 2 月から「がんに対する免疫細胞治療」

の外来診療を開始した。施設の設計段階から、「ベ

ンチからベッドサイドへ」の臨床研究を行うため

に必要な要素として、①基礎研究と前臨床研究を

行う研究部門、②細胞調整部門、③がん患者の診

療を行う外来診療部門の 3 つの部門を合わせたが

んの免疫細胞治療専門講座を作り上げ、トランス

レーショナルリサーチを実践するためのモデル講

座として活動している。安全で信頼性の高い治療

用細胞を供給するために、適切なハード面の構造

設備基準に則った施設と、その取り扱いを規制す

るソフト面の基準に則った、一貫した品質保証シ

ステムの構築が不可欠である。免疫細胞治療に用

いるために加工された細胞は、各患者本人の自己

由来の細胞であるため、現行薬事法への適応は困

難であるが、高い倫理観に基づいた自主的な取り

組みで GMP に準拠して細胞を調整し、質の高い

臨床研究を実施している。現在、倫理委員会で承

認されたプロトコールに基づき、UMIN 臨床研究

登録システムに登録し、東京大学医学部附属病院

の各診療科と共同で臨床研究を実施している。

2009 年度から肝胆膵外科（國土典宏教授）2010

年度から心臓外科（小野稔教授）2012 年度からは

呼吸器外科（中島淳教授）の 3 つの講座を親講座

として活動している。 

 

診療・研究 

癌に対する免疫細胞治療として、とくに 

①腫瘍特異的な免疫応答の誘導法の開発 

②γδ（ガンマデルタ）T 細胞を用いたがんに対

する免疫細胞治療 

③ペプチドワクチン・樹状細胞治療に関する研究

と免疫応答を詳細に解析するための研究 

④免疫モニタリングに関する研究、を実施した。 
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さらに、上記に使用するための細胞培養施設

（GMP 準拠）を講座内へ設置運営している。 

 

免疫細胞治療学（メディネット）講座で実施中

の臨床研究 

1. NY-ESO-1f ペプチドを用いた進行がんに対す

るがんワクチン療法（第 IIa 相臨床試験）、臨

床試験審査委員会承認番号 P2012061-11X、

UMIN000001260 

2. （先進医療）標準治療抵抗性の非小細胞肺がん

に対するゾレドロン酸誘導γδT 細胞を用い

た免疫細胞治療、臨床試験審査委員会承認番号

P2011018-11Z、UMIN000006128 

3. ゲムシタビン（GEM）化学療法と免疫細胞（活

性化自己γδT 細胞）治療の併用による膵癌術

後補助療法の安全性および有効性の評価、倫理

委員会承認番号 1810、UMIN000000931 

4. 食道癌に対する活性化自己γδT 細胞治療の

有効性および安全性に関する研究、倫理委員会

承認番号 2120、UMIN000001419 

5. 腎細胞がんに対する樹状細胞ワクチン治療の

安全性と有効性の評価、倫理委員会承認番号

2492、UMIN000002136 

6. 食道癌 StageⅡA（T2N0,T3N0）に対する術後

樹状細胞ワクチン治療の安全性と有効性の評

価、 倫 理 委 員 会 承 認番号 2759 、 UMIN

000002837 

7. 腹水貯留胃癌に対するγδT 細胞治療、臨床試

験審査委員会承認番号 P201019-11Z、UMIN

000004130 

8. 腎細胞がんに対するインターフェロンα併用

樹状細胞ワクチン治療の安全性と有効性の評

価、臨床試験審査委員会承認番号 P2011025-

11Z、UMIN000006646 

9. 進行・再発がん患者を対象とした HSP105 由

来ペプチドパルス樹状細胞ワクチン治療、臨床

試験審査委員会承認番号 P2011028-11Z、

UMIN000006730 

10. 食道癌に対する 5-FU、シスプラチン、ドセタ

キセル 3 剤併用（DCF）治療と活性化自己γ

δT 細胞治療の併用に関する研究（DCFγ治

療 第 I相試験） 臨床試験審査委員会承認番

号 P2012016-11Z、UMIN000008097 
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Chisari FV. CD40 activation rescues antiviral 

CD8⁺ T cells from PD-1-mediated exhaustion. 
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J, Matsushita H, Kakimi K. Ex vivo 

characterization of γδ T-cell repertoire in 

patients after adoptive transfer of Vγ9Vδ2 T 

cells expressing the interleukin-2 receptor 

β-chain and the common γ-chain. Cyto-

therapy. 2013 Apr;15(4):481-91. 

 

和文論文 

1. 垣見和宏、松下博和 

上部消化管癌に対する免疫細胞治療 

Medical Practice 2013 第 30 巻 第 7 号; 

1222-1224 

2. 垣見和宏、宮井まなみ 

γδT 細胞によるがん免疫治療 

実験医学増刊 2013, Vol. 31 No.12；185-189 

3. 松下博和 

がん免疫編集機構における自然免疫系と適応

免疫系の役割 

実験医学増刊 2013, Vol. 31 No.12；92-99 

 

学会講演会発表 

国際学会 

1. 2013/4/6-10, AACR Annual Meeting 2013, 

Washington DC, USA. Kazuhiro Kakimi, 

Hirokazu Matsushita, Akihiro Hosoi, Ryuji 

Maekawa, and Osamu Ohara. Killing and 

IFN-γ-dependent G1 cell cycle arrest is the 

mechanism of regulation of tumor growth by 

Cytotoxic T Lymphocytes. 

2. 2013/9/30-10/2, 21st Annual cancer research 

Institute International cancer Immuno-

therapy Symposium Cancer Immunotherapy 

2013: Dynamics of Host-Tumor Interaction.  

Hirokazu Matsushita, Akihiro Hosoi, Satoshi 

Ueha, Jun Abe, Michio Tomura, Ryuji 

Maekawa, Osamu Ohara, Kazuhiro Kakimi. 

Killing and IFN-γ-dependent G1 cell cycle 

arrest is the mechanism of regulation of 

tumor growth by Cytotoxic T Lymphocytes. 

 
国内学会 

1. 2013/5/15、肺癌骨転移講演会in MITO、茨城県

水戸市（招待講演）、垣見和宏、ゾレドロン酸を

用いた免疫細胞治療 

2. 2013/5/16-17、第34回癌免疫外科研究会、岡山

県、岡山市（特別講演）、垣見和宏、癌免疫治療

新時代に向けて 

3. 2013/5/19、市民公開講座肺がん治療最前線、福

岡県福岡市、主催：九州大学先端医療イノベー

ションセンター（特別講演）、垣見和宏、がん免

疫治療の最前線 

4. 2013/7/3、第17回日本がん免疫学会総会、山口

県宇部市、日本バイオセラピィ学会と日本がん

免疫学会との合同特別企画、河上裕、徐明利、

谷口智憲、野地しのぶ、南雲春菜、岡本正人、

桜井敏晴、藤田知信、鳥越俊彦、佐藤昇志、中

面哲也、垣見和宏、池田裕明、珠玖洋、奥野清

隆、杉浦史哲、中山睿一、硲彰一、岡正朗、伊

東恭吾、ヒトがん免疫病態の解明と免疫バイオ

マーカーの同定 

5. 2013/7/4、第17回日本がん免疫学会総会、山口

県宇部市、Midori Isobe, Shingo Eikawa, 

Kazuhiro Kakimi, Hisashi Wada, Yu Mizote, 

Yoshihiro Ohue, Koji Kurose, Akiko Uenaka, 

Mikio Oka, Eiichi Nakayama、A Phase I 

study of vaccination with 20-mer NY-ESO-1f 

(NY-ESO-1 91-110) peptide. 

6. 2013/7/4、第17回日本がん免疫学会総会、山口

県宇部市、長瀬博次、和田尚、磯辺みどり、垣

見和宏、溝手雄、栄川伸吾、黒瀬浩史、大植祥

弘、西塔拓郎、西川博嘉、森正樹、土岐祐一郎、

岡三喜男、中山睿一、TLR4アゴニストとして

のOK-432を併用したNY-ESO-1長鎖重複ペプ

チドがんワクチン臨床試験 

7. 2013/7/4、第17回日本がん免疫学会総会、山口

県宇部市、宮井まなみ、松下博和、榎本裕、中

川徹、久米春喜、細井亮宏、近藤真、前川隆司、

本間之男、垣見和宏、標準治療の免疫制御作用

を活用した転移性腎細胞がんに対する樹状細胞

療法 

8. 2013/7/4、第17回日本がん免疫学会総会、山口

県宇部市、細井亮宏、松下博和、上羽悟史、前

川隆司、小原收、垣見和宏、細胞傷害活性とIFN

γ依存性の細胞周期停止がCTL治療における
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腫瘍制御のメカニズムである 

9. 2013/7/4、第17回日本がん免疫学会総会、山口

県宇部市、平野康介、野地秀一、森和彦、近藤

真、泉謙道、高橋卓也、松下博和、前川隆司、

瀬戸泰之、垣見和宏、食道癌に対するDCF療法

と自己γδT細胞治療の併用による治療効果の

検討 

10. 2013/7/4、第17回日本がん免疫学会総会、山口

県宇部市 、星川真有美、青木琢、神原佳織、近

藤篤、藤枝奈緒、細井亮宏、松下博和、國土典

宏、前川隆司、垣見和宏、膵癌術後補助療法：

化学療法と自己γδT細胞免疫治療の併用 

11. 2013/7/4、第17回日本がん免疫学会総会、山口

県宇部市、近藤篤、和田郁雄、藤枝奈緒、神原

佳織、泉謙道、高橋卓也、前川隆司、松下博和、

瀬戸泰之、垣見和宏、治療抵抗性胃癌患者の腹

膜播種に対するγδT細胞治療 

12. 2013/7/4、第17回日本がん免疫学会総会、山口

県宇部市、松下博和、Robert D.Schreiber、垣

見和宏、がん免疫編集と腫瘍拒絶のメカニズム 

13. 2013/9/28、第1回日本神経内分泌腫瘍研究会、

京都府京都市、星川真由美、青木琢、森下保幸、

松下博和、垣見和宏、國土典宏、消化管・膵神

経内分泌腫瘍のmTOR pathway関連タンパク

質発現解析と、手術・薬物治療に対する臨床経

過との比較検討 

14. 2013/10/3、第72回日本癌学会学術総会、神奈

川県横浜市、井上雄太、中島淳、村川知弘、松

下博和、垣見和宏、Vγ9Vδ2 T 細胞は免疫細

胞移入治療におけるキメラ型抗原受容体遺伝子

導入の有望な細胞である 

15. 2013/10/4、第72回日本癌学会学術総会、神奈

川県横浜市、西塔拓郎、和田尚、磯辺みどり、

垣見和宏、榮川伸吾、大植祥弘、西川博嘉、岡

三喜男、森正樹、土岐祐一郎、中山睿一、

NY-ESO-1重複長鎖ペプチドを用いたがんワク

チン第Ｉ相臨床試験 

16. 2013/10/4、第72回日本癌学会学術総会、神奈

川県横浜市、NY-ESO-1f (NY-ESO-1 91-110) 

peptide、榮川伸吾、垣見和宏、磯辺みどり、和

田尚、上中明子、葛島清隆、西川博嘉、鵜殿平

一郎、岡三喜男、中山睿一、 NY-ESO-1f 

(NY-ESO-1 91-110) ペプチドワクチンによる

抗体・CD4・CD8T 細胞免疫応答の誘導 

17. 2013/10/4、第72回日本癌学会学術総会、神奈

川県横浜市、下川卓志、藤田英俊、細井亮宏、

佐藤克俊、垣見和宏、今井高志、炭素イオン線-

樹状細胞併用療法による肺転移抑制機構の解明 

18. 2013/11/20、かずさDNA 研究所/産総研 生命情

報工学研究センター共催ワークショップ（招待

講演）、垣見和宏、"クリニカルゲノミクスへの

期待：がん免疫治療の見地から" 

19. 2013/12/11-13、第42回日本免疫学会総会/学術

集会、千葉県、Kazuhiro Kakimi、Bench-to-Bed 

Research (BBR) Seminar 6、Autologous γδT 

Cell Transfer Therapy for The Treatment of 

Cancer 

20. 2013/12/11-13、第42回日本免疫学会総会/学術

集会、千葉県、Kakimi Kazuhiro, Matsushita 

Hirokazu, Hosoi Akihiro, Ueha Satoshi, Abe 

Jun, Tomura Michio, Maekawa Ryuji, 

Matsushima Kouji, Ohara Osamu、Killing 

and IFN-γ-dependent G1 cell cycle arrest is 

the mechanism of regulation of tumor growth 

by cytotoxic T Lymphocytes 

21. 2013/12/11-13、第42回日本免疫学会総会/学術

集会、千葉県、Hosoi Akihiro, Matsushita 

Hirokazu, Shimizu Kanako, Fujii Shin-ichiro, 

Ueha Satoshi, Abe Jun, Maekawa Ryuji, 

Matsushima Kouji, Kakimi Kazuhiro 、

Adoptive cytotoxic T lymphocyte therapy 

triggers a counterregulatory immuno-

suppressive mechanism via recruitment of 

myeloid-derived suppressor cells 

22. 2013/12/11-13、第42回日本免疫学会総会/学術

集会、千葉県、Matsushita Hirokazu, Schreiber 

Robert, Kakimi Kazuhiro、Cancer immuno-

editing: mechanisms of immune elimination 

of tumor 

 

公募科学研究費補助金による研究 

1. 基盤研究(C)課題番号25462014、次世代シーケン

サーを用いた胃がんミュータノーム解析と個別

化がんワクチンの開発、2013年度～2016年度
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（予定）、研究代表者：和田 郁雄、研究分担者：

垣見和宏 

2. 基盤研究(C) 課題番号25462470、腎癌を対象と

したインターフェロン併用樹状細胞療法の臨床

応用に関する研究、2013年度～2016年度（予定）、

研究代表者：榎本 裕、研究分担者：垣見和宏 

3. 基盤研究(C) 課題番号25430148、次世代シーケ

ンサーを用いた腎がん固有抗原の同定と個別化

がん免疫治療の開発、2013年度～2016年度（予

定）、研究代表者：松下博和、研究分担者：垣見

和宏 

4. 基盤研究(C) 課題番号24501329、リバースTR

（橋渡し研究）としての腫瘍内免疫応答の解析

とバイオマーカーの検索、2012年年度～2014年

度（予定）、研究代表者：垣見 和宏 

5. 基盤研究(B)課題番号24390326、キメラ抗原受容

体導入発現γδT細胞による悪性胸膜中皮腫の

免疫療法、2012年年度～2014年度（予定）、研

究代表者：中島 淳、研究分担者：垣見 和宏 

6. 厚生労働科学研究費補助金、課題番号H24-実用

化（がん）-一般-006、難病・がん等の疾患分野

の医療の実用化研究事業（がん関係研究分野）

固形がんに対する抗ＣＣＲ４抗体療法第Ⅰa/Ⅰb

相医師主導治験、2012年年度～2014年度（予定）、

研究代表者：上田龍三、研究分担者：垣見和宏 

7. 基盤研究(C) 課題番号23592003、膵癌術後再発

に対する化学療法・樹状細胞ワクチン治療併用

の安全性、有効性の評価、2011年度～2013年度、

研究代表者：青木 琢、研究分担者：垣見 和宏  

8. 基盤研究(B)→基盤研究(B) 課題番号23360370、

タンパク質カチオン化技術のがん免疫治療への

応用、2011年度～2013年度、研究代表者：二見 淳

一郎、研究分担者：垣見 和宏 

9. 次世代がん研究シーズ戦略的育成プログラム、

「効果的な複合免疫療法の確立」研究領域チー

ム 臨床5-⑤免疫増強・制御総合モニタリングに

基づく免疫制御解除型がんワクチンの基盤開発 

2011年度～2013年度、研究代表者：中山睿一、

研究分担者：垣見和宏 

 
講座が主催した講演会研究集会 

1. 2013/12/10、第 46回東京大学医学部附属病院・

22 世紀医療センター産学連携メディカルフロン

ティアセミナー、2 型糖尿病薬メトホルミンの

CD8T 細胞疲弊解除を介した抗腫瘍作用、講師：

榮川伸吾博士、岡山大学大学院医歯薬学総合研

究科、病態制御科学専攻 腫瘍制御学講座 免疫

学分野 

2. 2014/1/23、第 48 回東京大学医学部附属病院・

22 世紀医療センター産学連携メディカルフロン

ティアセミナー、新規がん免疫療法（イミュノ

モジュレーター）の臨床開発と免疫モニタリン

グ、講師：北野滋久博士、国立がん研究センタ

ー 早期・探索臨床研究センター、中央病院 先

端医療科 免疫療法開発分野 

3. 2014/2/25、第 49 回東京大学医学部附属病院・

22 世紀医療センター産学連携メディカルフロン

テ ィアセミナ ー 、肺癌に お け る XAGE1

(GAGED2a) 免疫、講師：大植 祥弘博士、川崎

医科大学 呼吸器内科 
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腎疾患総合医療学講座 
 

特任准教授 

花房規男 

特任助教 

浜崎敬文 

 

ホームページ http://www.h.u-tokyo.ac.jp/research/center22/contribute/jinsikkan.html 

 

 

沿革と組織の概要 

現在，わが国では約 31 万人の患者が腎不全に

より透析療法を受けている。この透析療法には血

液透析と腹膜透析とがあるが，まだまだ腹膜透析

が広く行われているとはいえない．しかし，腹膜

透析は，在宅治療であり，通院の頻度が少ないた

め，QOLが高く，社会復帰が容易であることが知

られている。さらに，医学的にも腎臓の機能を持

続的・緩徐に補助する治療であるため，血圧の変

動がみられない。この点は，昨今の心血管合併症

をもった患者においても，望ましい透析形態であ

るとともに，残腎機能の保持にもよい効果がみら

れる。 

本講座は，こうした腹膜透析療法の知識・技術

の普及を目的として 2004 年にテルモ株式会社の

ご厚意により，腎臓内分泌内科を協力講座として

設立された。 

過去 9年間にわたって，本講座では，腎代替療

法・腹膜透析を中心にすえた，総合的で，テーラ

ーメードの腎不全医療を行ってきており，臨床・

教育・研究において成果をあげてきている。 

 

診療 

診療面では，当院通院中の腹膜透析患者の医学

的管理を行うとともに，血液透析導入予定患者に

ついて，そのバスキュラーアクセスの作成を積極

的に行ってきた。さらに，保存期腎不全患者から

の継ぎ目のない医療の継続を目的として，保存期

腎不全医療についても，腎臓内分泌内科との協力

関係の下，取り組んでいる。 

 

教育 

教育については，患者教育としては，腹膜透析

を導入予定の患者教育，年 4回の慢性腎臓病講座

への協力を行っている。また，テルモ株式会社と

の共同で，病棟スタッフの教育を年 2回施行して

きた。さらに，医学部学生にも，BSL・系統講義

などを通じて腹膜透析の教育をおこなっている。 

 

研究 

研究においては，血液透析併用療法の有用性の

臨床的検討とともに，腹膜透析の合併症として重

要な被囊性腹膜硬化症の予防手段の開発を，in 

vivo, in vitroで行っている。 

 

出版物等 
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沿革と組織の概要 

統合的分子代謝疾患科学講座は、現在、大きな

社会問題となっている日本における糖尿病患者

急増という実態を受け、日本人における遺伝素因

と環境因子の相互作用による生活習慣病発症様

式を明らかにし、それを予防・診断・治療に役立

てることを目的としています。遺伝子多型

（SNP）解析などによる「生活習慣病遺伝素因

情報」と詳細な食物摂取量の聞き取り調査などか

らの「生活習慣病環境因子情報」を統合し、遺伝

因子・環境因子の総合データベースを作成し、生

活習慣病発症リスクの正確な予測法を確立する

ことを目指しています。効果的な糖尿病の一次予

防、糖尿病発症様式・病態の分子診断、最適な治

療法の提供など、科学的な側面からも、社会的な

側面からも大いなる効果が期待できると考えて

います。糖尿病新規発症者が抑制され、糖尿病治

療水準の向上に繋がるものと考えています。 

東大病院における患者情報・環境因子情報・遺

伝因子情報・発現情報から、薬剤に対する反応性

を予測する計算式や、安全性を予測する計算式を

立て、開発薬剤の安全・効果的使用を評価できる

システム構築を考えています。 

東大病院に代謝疾患関連ヒト組織バンクを設

置し、ヒトの肝臓、脂肪組織サンプルからの発現

情報や、電子カルテ、SNP の情報、生活習慣を

含めた網羅的臨床情報を「統合データベース」と

し、実際のヒト疾患における標的分子の

validation、SNP・発現情報を考慮した臨床試験

システム、環境・遺伝相互作用を考慮した治療薬

反応性予測モデルを確立し、標的分子を同定し、

候補化合物をスクリーニングし、優れた新薬の創

出を目指し、かつ、安全・効果的使用が行われる

ことを最終目標としています。 

統合的分子代謝疾患科学講座は、人々の健康と

未来の医療に貢献する講座となりうることを目

指し、日々、研究・診療活動を行っています。 

 

研 究 

当研究室は、肥満症に伴うメタボリックシンド

ローム・糖尿病・心血管疾患等の生活習慣病の病

因・病態の分子メカニズムを解明し、それを標的

分子とした治療に応用することを目標としてい

ます。これまでにアディポネクチン受容体などの

生活習慣病の「鍵分子」を複数同定し、発生工学・

RNA 工学を利用した機能解析によってどのよう

に生活習慣病が発症・発展するかを解明してきま

した。また、アディポネクチン受容体のリガンド

であるアディポネクチンは高分子量型が高活性

であり、その測定がインスリン抵抗性やメタボリ

ックシンドロームの診断に有用であることを見

出しました。更に、アディポネクチンの受容体を
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介して、植物由来ペプチドであるオスモチンが抗

生活習慣病作用に重要な AMPKを活性化するこ

とを発見しました。臨床応用に向けて、立体構造

解析から、アディポネクチン受容体の特異的リガ

ンドによる生活習慣病根本的治療薬の開発に取

り組んでいます。 

 

出版物等 
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obesity. Nature 503, 493-499 (2013) 
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Kadowaki T.: Male pattern baldness and its 
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H, Hirose H; DIAGRAM consortium, Kaku 
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association study identifies three novel loci 

for type 2 diabetes. Hum. Mol. Genet. 23, 

239-246 (2014) 

(5)  Yamada T, Hara K, Kadowaki T.: Comment 

on: Lin et al. Long-term changes in 
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associated with past adenovirus infection. 

Diabetes Care 36, 701-707 (2013) 
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Kadowaki T.: Adiponectin receptors: A 

review of their structure, function and how 

they work. Best Pract. Res. Clin. 

Endocrinol. Metab. 1, 15-23 (2014)  
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longevity. The Lancet Diabetes and 
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沿革と組織の概要 

先端臨床医学開発講座は、2004年 10月に、心

血管疾患の新しい治療法の開発とそれを臨床応用

に発展させることを目的にアンジェスＭＧ株式会

社の寄附講座として医学部附属病院２２世紀医療

センター内に開設されました。 

高度先進医療を安全かつ確実に医療現場に還元

するためには、従来の診療科や研究範囲を超えた

大きな枠組みのなかで研究成果を共有することが

必要になっています。本講座では、近未来の先進

医療に応用しうる、ユニークな病態解析、複合疾

患モデル開発、新規治療法を有機的に結びつけ、

これらの研究成果を臨床応用すべくトランスレー

ショナル・リサーチのさらなる充実に力をいれて

研究を進めております。 

 

研究 

本講座では、以下のような基礎および臨床研究

を進めています。 

基礎研究 

•皮下脂肪細胞由来幹細胞を用いた新規動脈硬化

治療法の開発 

•心臓移植後拒絶の病態解明と治療法の開発 

•心不全の病態解明と治療法の開発 

•心筋炎の病態解明と治療法の開発 

•心筋梗塞の病態解明と治療法の開発 

•動脈硬化の病態解明と治療法の開発 

•動脈形成術後の病態解明と治療法の開発 

•血管新生機序の病態解明と治療法の開発 

•慢性腎臓病の病態解明と治療法の開発 

 

臨床研究 

•大動脈瘤・解離の発症機序とその治療法の開発 

•動脈硬化に対する核酸医薬の効果 

•歯周病の心血管疾患に対する影響 

•冠動脈 CTによる川崎病や先天性心疾患の解析 

•睡眠時無呼吸症候群の心血管疾患への影響 

•腎機能障害の心血管疾患に対する影響 

•人工透析の心血管疾患に対する影響 

 

今後の研究の展望 

医学研究の基礎成果と臨床応用を結びつけるた

めに、上記の研究活動を継続して参ります。 

 

出版物等 
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Nagai T, Kobayashi Y, Komuro I. Notch 

activation mediates angiotensin II-induced 
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7. Tada Y, Uto K, Wada H, Sakakura K, 

Suzuki J, Nishikawa T, Ako J, Momomura 

S. A case of fulminant myocarditis with 

preceding repeated episodes of congestive 

heart failure. Cardiol Res. 4: 78-81, 2013. 
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沿革と組織の概要 

加圧トレーニングによる生体への影響について

研究している。臨床においては、高齢者、循環器

疾患、耳鼻咽喉科疾患（OD）患者などに対して、

加圧トレーニングの効果を検討している。また、

加圧トレーニングを取り入れた心臓リハビリテー

ションを行っている。 

 

研 究 

高齢化が急速に進む我が国において、寝たきり

の増加や医療費の増加は深刻な問題となっている。

サルコぺニア予防、治療においてリハビリ、とく

に筋力、筋量を増加させるような運動療法は有用

である。本講座 設置の目的は、加齢に伴うサル

コペニアとともに、心不全、呼吸器疾患、糖尿病、

癌などに伴う２次性サルコぺニアの予防、治療の

ための新たな有効なリハビリ法を開発するため、

臨床及び基礎的研究を実施することである。とく

に、骨格筋に対する低酸素、電気刺激、温熱刺激

につき注目しており、加圧トレーニングも局所の

低酸素刺激などを応用した方法で、筋力増強、筋

肥大において、注目すべきリハビリ、トレーニン

グ法である。そこで、高齢者を中心とした各種疾

患の患者さんを対象に、リハビリ、運動療法を実

施し、従来のリハビリテーション法の効果と比較

することにより、新たな有用なリハビリ法を開発、

検証する。さらに、機序の解明のために、動物実

験も実施する。とくに、心不全、糖尿病などの病

態でみられる筋萎縮の治療への応用の可能性につ

き、各種モデル動物を使用して検討する。また、

無負荷モデルによる研究は、今後、廃用症候群、

宇宙での長期滞在に伴う筋萎縮防止対策としても、

有用な方法として注目される可能性もあり、その

点についても、臨床研究、基礎研究を実施する。

血流制限による下肢血液のプーリング作用は、

lower body negative pressure（LBNP）と同様な

立位刺激効果を有することから、宇宙飛行士なら

びに長期臥床患者の循環器系 deconditioning 防

止効果、起立性調節障害（OD）の改善の可能性

もある。これらの効能により、日本のスポーツ界、

看護予防、臨床ならびに宇宙医学と幅広い分野で

貢献するものと考えられる。さらに、各種疾患の

筋力トレーニングとしての応用も考えられる。運

動の困難な患者などに対しては、電気刺激も極め

て有用である可能性があり、この点も検証してい

く。 
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糖尿病、心不全の病態において、サルコぺニア

は重要な問題である。その機序として、筋タンパ

ク質分解系の促進、合成の抑制など報告されてい

るが詳細は不明である。最近、我々は、ラット血

流制限モデルにおいて、血流制限による明らかな

筋酸素分圧の低下と刺激後に筋タンパク合成系の

活性化をみとめるとともに、同様の刺激でラット

を３週間トレーニングすると、前脛骨筋の有意な

筋肥大が認めることを確認している。今後、これ

らの病態における筋萎縮機序の分子機構の解明と

あらたな治療法としての有用性につき、実験的に

も検証していく予定である。 

今後、さまざまな領域で、本法の臨床上の有用

性を継続して検討する必要がある。この研究は、

日本のスポーツ界、看護予防、臨床ならびに宇宙

医学と幅広い分野で貢献するものと考えられる。 

一方、心筋を中心とする基礎電気生理（循環器

内科基礎電気生理学教室 252 研究室）をはじめ、

骨格筋などの興奮性細胞の電気生理学的及び分子

生物学的基礎的研究も行っている。こうした検討

の応用により、本法の機序の解明をめざしている。 
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沿革と組織の概要 

本講座は㈱日立製作所および㈱日立メディコの

寄附により平成 17 年 1 月に設立され、本学循環

器内科学講座と共同で臨床情報データベースシス

テムの構築・運用をおこなってきた。平成 20年 1

月～平成 22年 12月は㈱セラバリューズおよび㈱

日立製作所の寄附により、平成 23 年 1 月以降は

ディーブイエックス㈱、㈱ウィン・インターナシ

ョナル、田辺三菱製薬㈱の寄附により講座が運営

されている。目下運用中の臨床情報データベース

システムを有効活用して質の高い臨床研究を展開

し、その成果を社会に発信していくことが本講座

の最大の使命と考えている。 

本講座は東京大学医学部附属病院 22 世紀医療

センターに所属し、産学連携の最前線として、企

業側のノウハウと大学側のリサーチマインドとが

融合し最大限のアウトプットが得られるよう活動

を行なっている。臨床研究を行なうにあたって最

も重要なのは、「その活動拠点が病院にあり、情報

交換および人的交流が臨床現場との間で活発に行

なわれる」、ということである。本講座は臨床医、

リサーチナース、その他のメデイカルスタッフ、

企業の技術者がお互いに連携して活動を展開して

いる。また、本学循環器内科学講座の若手医師と

の共同研究もさかんに行なわれている。 

 

研究 

多くの疾患は環境要因と遺伝要因とが相互作用

した結果発症すると考えられる。疾患の原因、増

悪因子、予後決定因子を明らかにし、メカニズム

を突き詰め予防・治療へとつないでいくためには

まずどのようなアプローチが必要であろうか。そ

れは臨床情報の詳細なファイリングであると考え

る。日常の診療行為の中で膨大に生み出される臨

床情報を体系的に整理整頓することで、個別のカ

ルテからだけでは判然としなかった事実が明快に

見えてくる。本講座では本学循環器内科学講座と

共同で臨床情報データベースシステムの構築・運

用をおこなってきた。今後このデータベースシス

テムを有効活用し、質の高い臨床研究を効率的に

展開する。具体的には疾患マーカーの同定、治療

反応性を規定する遺伝要因の割り出しなどが挙げ

られるが、既知の物質・遺伝子であっても未知の

メカニズムで疾患と関わっている可能性があり、

このような「再発見」も意識して研究を進めたい。 

また、疾患準備状態いわゆる未病も十分に研究

されるべき分野である。すなわち、巷に溢れてい

る食品・エクササイズ・生活習慣などに関する諸

情報を科学的に検証することも本講座の活動のひ

とつである。実験動物や培養細胞を用いた基礎研

究を併用し、リスク検証・メカニズム解析をおこ

なう。 

科学的検証を経て得られた健康情報・医学情報
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を社会に普及・浸透させることが最終目標である。

社会への成果の還元があってはじめて本講座での

研究は意味をなす、と考える。健康教育や医療シ

ステムの現状をどのように分析し、正確な健康情

報・医学情報の普及をいかに図るべきか。正解を

得るには多くの領域の研究者との交流・議論が欠

かせない。大学の内外を問わずひろく共同研究を

展開したいと考える。 

 

科学研究費補助金 

平成 24－28年度文部科学省科学研究費補助金 

再生医療の実現化プロジェクト 

疾患特異的 iPS細胞を活用した難病研究（小室一

成） 

研究分担者 森田啓行 

 

平成 25年度文部科学省科学研究費補助金 

挑戦的萌芽研究 

大動脈瘤発生拡張予防剤の発見同定 

研究代表者 森田啓行 

 

個人の遺伝情報に応じた医療の実現プロジェクト

（第 3 期）疾患関連遺伝子研究平成 25-29年度 

メタボリック・シンドローム関連疾患における個

別化医療の実現（門脇孝） 

研究分担者 森田啓行 

 

平成 25年度厚生労働科学研究費補助金 

難治性疾患克服研究事業 

遺伝学的検査の実施拠点の在り方に関する研究

（辻省次） 

研究分担者 森田啓行 

 

平成 25－29年度厚生労働科学研究費補助金 

難病・がん等の疾患分野の医療の実用化研究事業 
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究（門脇孝） 

研究分担者 森田啓行 
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関節疾患総合研究講座 
 

特任准教授 

吉村典子 

 

ホームページ http://www.h.u-tokyo.ac.jp/center22/index.html 

 

 

沿革と組織の概要 

関節疾患総合研究講座は 2005 年に、中外製薬

株式会社の寄付金により、22世紀医療センターに

設立された寄付講座で、整形外科学講座およびリ

ハビリテーション医学分野を協力講座としている。

同センター内にある臨床運動器医学講座と共同で、

変形性関節症をはじめとする高齢者運動器疾患の

大規模統合データベースを構築し、観察疫学とゲ

ノム疫学の手法により、運動器疾患の予防法の確

立や、原因療法開発の可能性に繋がるエビデンス

の解明を目指している。 

 

講座概要 

近年、生活習慣病は健康管理の面からも大きな

話題として取り上げられてはいるものの、高齢者

の健康寿命に大きな影響を与える骨関節疾患への

取り組みはまだ十分とはいえない。特に変形性関

節症に代表される関節疾患は、痛みや歩行困難の

ために高齢者の生活機能を低下させ、生活寿命を

短縮させている重大な生活習慣病であるにもかか

わらず、その発症・進展機序についてはほとんど

解明されておらず、治療・予防も対症療法の域を

出ていないのが現状である。 

2005 年 3 月、関節疾患総合研究講座は、変形

性関節症をはじめとする高齢者運動器疾患の病態

解明と画期的な治療戦略の開発を目的として開講

した。 

目的の達成のため、当講座では臨床運動器医学

講座と共同で、詳細な臨床情報とゲノム情報の両

方を網羅した大規模データベースの作成に着手し、

これを基盤として、臨床研究プロジェクト ROAD

（ Research on Osteoarthritis / osteoporosis 

Against Disability）を開始した。本プロジェクト

では、世界最大規模の住民コホートの前向き追跡

調査を 10年間以上にわたって行う予定である。 

 

研 究 

研究内容 

ROADプロジェクトでは、都市（東京都板橋区）、

山村（和歌山県日高川町）、漁村（和歌山県太地町）

と、特性の異なる３地域にコホートを設置し、

2005年から 2007年にかけて総数 3,040人からな

るベースライン調査を完了した。本研究への参加

数は、変形性関節症のコホート研究では現在世界

最大規模である。 

ROADベースライン調査参加者 3,040人（男性

1,061人、女性 1,979人、平均年齢 70.3歳）のデ

ータベースから、Kellgren-Lawrence法 grade 2

以上をOAありとした場合の膝、腰椎の OAの有

病率を検討した。40歳以上でみると、膝OAの有

病率は全体で男性 42.6%、女性 62.4%であった。

一方、腰椎OAの有病率は 40歳以上でみた場合、

男性 81.5%、女性 65.5%であった。 

この有病率を、平成 17 年度の年齢別人口構成

に当てはめて、ここから本邦のOA有病者数（40

歳以上）を推定すると、X 線で診断される膝 OA



448 東京医学・第 128 巻・平成 26 年 10 月 

の患者数は 2530万人(男性 860万人、女性 1670

万人)、腰椎OAの患者数 3790万人(男性 1890万

人、女性 1900万人)となり、従来の試算よりもは

るかに多いことがわかった。 

 

今後の研究の展望 

住民コホートにおいては、2008年から 2010年

にかけて 3 年目の追跡調査を完了し、2012 年か

ら2013年にかけて7年目の追跡調査を完了した。

一般住民を対象としたこのコホート研究を基盤と

して、観察疫学とゲノム疫学の手法を駆使し、変

形性関節症をはじめとする高齢者運動器疾患の発

生率、発生に関わる危険因子、ADL/QOL、要介

護への影響、疾患感受性遺伝子の解明などを順次

進めていく予定である。同時に 2015年より 10年

目の追跡調査を開始しており、2016年内に終了す

る予定である。 
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沿革と組織の概要 

医療経営政策学講座は、東大病院に設置された

産学連携拠点である「22世紀医療センター」に所

属する寄附講座である。2005年の開設以来、臨床

疫学・臨床経済学・医療政策学・医療経営学の複

合的研究基盤を確立し、多施設にわたる診療情報

ネットワークを学術活用して､医療の質と効率性

の向上をより高い次元で実現するための学際的研

究と政策提言を実践している。 

本講座は、ニッセイ情報テクノロジー株式会社

の寄附により 2005年 4月 1日に開講した。2013

年末現在、ニッセイ情報テクノロジー株式会社、

中外製薬株式会社、塩野義製薬株式会社、旭化成

ファーマ株式会社、クレコンリサーチ＆コンサル

ティング株式会社、大塚製薬株式会社の 6社から

ご寄付をいただき、研究活動を実施している。協

力講座は，東京大学大学院医学系研究科社会医学

専攻医療情報経済学分野、公共健康医学専攻臨床

疫学・経済学講座、および公共健康医学専攻生物

統計学分野である。 

 

研究 

2013 年 5 月より現特任教授、特任准教授が着

任した。新体制では以下の活動を中心に行い、医

療に関する情報を活用して広く国民の健康に寄与

する研究を進めている。 

１）公的統計データを活用した医療政策研究 

公的統計調査データ活用した医療政策研究は、

新規調査の実施に比較して、迅速かつ、より少な

い費用で実施できることから、根拠に基づく医療

政策の推進に大きく寄与することが期待できる。 

本講座では、特に、厚生労働省が実施している

医師・歯科医師・薬剤師調査、医療施設調査、患

者調査を中心に公的統計データの分析を行うこと

で、初期臨床研修制度の評価、医師の地域別・診

療科別分布、医師のキャリアパス、専門医制度に

関する医療政策研究を行っている。 

 

２）医療情報の活用と個人情報保護に関する研究 

政府が 2010年 6月に決定した「新たな情報通

信技術戦略」の行程表では、レセプト情報データ

ベースの第三者への提供に加え、DPCデータの第

三者提供についても提供の仕方やガイドラインの

策定に関する検討を行うこととされている。 

本講座では、医療情報の活用と個人情報保護に

関する研究を進めるとともに、山本が厚生労働省

の「レセプト情報等の提供に関する有識者会議」

に座長として、内閣官房のパーソナルデータ検討

会には委員として参画するなど、医療政策の研究

とともに形成過程にも積極的に関与する活動を展

開している。 
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３）そのほか以下の研究も実践している。 

①医師供給の地域間・診療科間格差とその要因

に関する研究 

②外科手術の供給量（volume）とアウトカム

（outcome）の関連についての研究 

③保健医療サービスの経済評価に関する研究 

④過労死防止対策など労働衛生の政策評価研究 

⑤医療安全に資するシステムの研究 

⑥地域医療システムの持続的発展のための研究 

⑦AED 普及による心肺停止患者のアウトカム

向上に関する研究 
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沿革と組織の概要 

コンピュータ画像診断学／予防医学講座は、

2005 年 5 月に開講した。放射線医学講座を親講

座とする寄付講座である。当講座は特任准教授 3

名と寄付講座教員 5名、特任研究員 2名で構成さ

れているが、その他に検診部門では検診業務に従

事する医師、看護師、放射線技師、臨床検査技師、

事務職員など約 50名の職員が存在する。 

 

当講座の研究目的は、下記の通りである。 

1) データベース構築：長期にわたる経過観察が可

能な受診者を対象として、高度な検査内容から

なる健康診断を定期的に施行し、詳細かつ信頼

性の高いデータベースを構築する。特に先進的

な画像診断機器である FDG-PET、多列 CT 及

び 3T-MRIを用いて、全身の微細な初期病変の

検出を可能とする体積データを収集する。 

2) 大量画像データ処理方法の研究：検査日・種類

の異なる画像を１つの多次元データとして取

り扱うための基本的な画像処理機能を開発す

る。さらに大量の多次元データの中から微細な

異常所見を自動的に検出するアルゴリズムの

研究を行う。 

3)コホート研究：データベースを経時的に解析し、

上記手法により自動的に検出される様々な異

常所見の疾病予測における臨床的有用性につ

いて検証する。 

 

診 療 

当講座はコンピュータ画像診断学／予防医学

検診部門の診療を担当している。この検診部門で

は株式会社ハイメディックから委託された検診を

行っており、東大病院としては検診受信者の募集

を行っていない。検診場所は中央診療棟 2の 9階

であり、一般的な検診項目に加えて、PET/CT（陽

電子断層撮影／コンピュータ断層撮影）や超高磁

場のMRI(磁気共鳴画像）、超音波検査やマンモグ

ラフィーを導入している。 

 

教 育 

現在、コンピュータ画像診断学／予防医学講座

としては学生の受け入れを行っていないが、放射

線医学講座の大学院生や研修医などの学生教育に

協力している。研究テーマとして CAD をはじめ

とする画像処理の研究、あるいは、検診データを

用いた疫学的研究を行う場合には積極的な支援を

行っている。 
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研 究 

1) 検診データベースの構築： 

独自の検診システムを開発し、日常の検診業務

の運営や検診データの入力に活用している。この

検診システムは現在も改良を重ねている。検診で

撮像された画像は病院のPACSに保存されている。

研究目的に限って使用される医用画像は検診部門

内に設置された独自の PACSに保存されている。 

2) 画像処理ソフトウェア開発： 

われわれは統合的ソフトウェア開発環境を構

築した。このシステムは臨床サイドと研究サイド

に分かれており、後者ではデータが匿名化されて

いる。臨床サイドのシステムではソフトウェア開

発のための症例登録と、開発されたソフトウェア

の臨床応用が行われる。研究サイドではソフトウ

ェアを開発するための典型症例の取出しと、集積

された症例によるソフトウェアのテスト環境が整

備されている。 

3) ソフトウェアの臨床評価と応用、疫学的研究： 

検診データベースに基づいた研究が他の様々

な専門領域の研究者と共同で行われている。検診

データのうち画像に関しては、開発されたソフト

ウェアを利用して解析されている。 
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沿革と組織の概要 

臨床運動器医学講座は 2005 年に、エーザイ株

式会社の寄付金により、22世紀医療センターに設

立された寄付講座で、整形外科学講座および人類

遺伝学講座を協力講座としている。同センター内

にある関節疾患総合研究講座と共同で、変形性関

節症をはじめとする高齢者運動器疾患の大規模統

合データベースを構築し、観察疫学とゲノム疫学

の手法により、運動器疾患の予防法の確立や、原

因療法開発の可能性に繋がるエビデンスの解明を

目指している。 

 

講座概要 

変形性関節症や変形性脊椎症などの運動器変

性疾患は、高齢者の生活機能を低下させ、健康寿

命を短縮させる重大な生活習慣病となっているが、

その発症・進展機序についてはほとんど解明され

ていない。また、予防対策をたてる上での基盤と

なるべき基本疫学データすら確立されておらず、

治療も対症療法の域を出ていないのが現状である。

国立社会保障・人口問題研究所は、高齢者（65歳

以上）人口は今後も増加し、現在の 2,200万人か

ら平成 25（2013）年には 3,000 万人を突破、平

成 30（2018）年には 3,417 万人に達するとの急

速な増加を予想しており、更なる高齢化に伴う運

動器疾患や障害、およびこれに要する医療・介護

費用は甚大なものになっていくことが予想される。 

臨床運動器医学講座では、変形性関節症をはじ

めとする高齢者運動器疾患に対する予防方法およ

び根本的治療法の開発に向けた基盤研究推進のた

め、関節疾患総合研究講座と共同で大規模データ

ベースの構築とこれを用いた疫学研究：Research 

on Osteoarthritis/osteoporosis Against Disability

（ROAD）プロジェクトを立ち上げた。現在まで

に世界でも有数の大規模地域住民コホートを確立

し、ゲノム情報と臨床情報を含む統合データベー

スを構築してきた。観察疫学およびゲノム疫学的

手法を用いて、変形性関節症などの高齢者運動器

疾患の背景にある遺伝因子・環境因子を系統的・

網羅的に探索し、治療標的分子の同定や、画期的

な予防方法や原因療法の開発に繋げることを目指

している。 

 

研 究 

研究内容 

ROADプロジェクトでは、変形性関節症などを

ターゲットとして、東京都都市型コホート（1,350

例）、和歌山県山村型コホート（864 例）、和歌山

県漁村型コホート（826 例）の特性の異なる３地

域コホートを設置し、2005年から 2007年にかけ

て、3,040 例のベースライン調査を完了させた。

本登録者数は、変形性関節症のコホート研究で世
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界的に名高い Framingham study の 1,805 例、

Chingford studyの 1,353例を凌駕し、世界最大

規模のスタディとなっている。上記コホートのベ

ースライン調査データより、本邦の変形性関節症

および変形性脊椎症の推定有病者数は、レントゲ

ン上では、膝で2400万人、腰椎では約3000万人、

症状を伴うものに限定しても膝で約 800万人、腰

椎で約 1000 万人であり、非常に高い有病率であ

ることが明らかとなった。 

 

今後の研究の展望 

2013年度には第二次追跡調査が完了した。既に

終了したベースライン調査データおよび 2008 年

から 2010 年にかけて実施したコホート追跡調査

データと統合し、観察疫学手法を駆使して、変形

性関節症をはじめとする高齢者運動器疾患の危険

因子、ADL/QOL への影響、効果的な予防対策の

解明などを順次進めていく予定である。 
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沿革と組織の概要 

医療安全管理学講座（Department of Health 

Care Safety Management）は 2005年 12月、東

京海上日動火災保険会社の寄付により東京大学医

学部附属病院 22世紀医療センターに開講した。 

20世紀の終わりころ、ブリストル小児病院事件

やダナファーバー事件などの事件を契機として、

多くの先進国で、医療事故や医事紛争に対する社

会的関心が高まった。 わが国では、1999 年を境

として、医療事故や医事紛争に関するメディアの

報道が激増し、医師法 21 条の警察届出を介して

刑事事件化への危惧が高まる中で、いくつかの事

件が捜査の対象となるとともに複数の無罪判決が

出されるなど、医療への刑事手続の介入について、

さまざまな議論と混乱が渦巻いている状況である。 

一方、民事損害賠償をめぐる医事紛争について

は、永きにわたり、多数の紛争事案について、さ

まざまなチャンネルを通じて、訴訟になる前の説

明や和解などの対応が行われてきている。このよ

うな努力にもかかわらず、民事医療訴訟新受件数

は、1970 年ころ（新受件数年間約 100 件）から

2004年（年間 1110件）まで 10年ごとに倍増す

るペースで増加を続けた。2004年以後新受件数は

減少傾向を示しているが、2009年において新受件

数 733件、既済件数 952件（速報値）であり、多

数の医療紛争事案について訴訟が行われている。 

当講座では、医療事故や医事紛争の現実を直視

しながら、患者・医療者・社会のそれぞれの視点

から、健全な医療制度の再建と医療への信頼回復

をめざし、よりよい法的システムのあり方を考え

るとともに、大学病院という最先端の現場での経

験を生かし、臨床現場との連携の中で、患者と医

療者との対話による相互理解を推進する取り組み

を行なっている。 

 

研究 

従来の研究テーマである（１）医療事故の防止

に関する研究、（２）事故が発生した場合のその真

の解決のための研究（紛争・訴訟化の防止）に加

え、2012年から厚生労働科学研究（地域医療基盤

開発推進研究事業）として「医療安全支援センタ

ーにおける効果的なサービス提供のための研究」

を行っている。上記の研究活動を積極的に進め、

その成果を広く社会に還元すべく教育活動を展開
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している。 

 

教育 

当講座では、研究活動における成果を踏まえて、

学内では大学院生等を対象に研究者を養成するた

めの教育を進めている。専門職大学院である東京

大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻

（School of Public Health, SPH）においては、医

療安全管理学の講義と実習を担当した。 

 

実践 

当講座では、研究活動における成果を踏まえて、

医療現場での取り組みをサポートするとともに、

現場から発信されたテーマに関する研究や、現場

のスタッフ等への教育を進めている。 

また、医療安全支援センター総合支援事業（厚

生労働省委託事業）において医療法の規定に基づ

き各都道府県等に設置されている「医療安全支援

センター」の職員を対象に研修等の支援を行って

いる。 

 

出版物等 
 

論文 

1. 児玉安司「医療ADR」日本評論社『法律時報』

2013年 85巻 4 号、33-38、2013年 4月 1日 

2. 児玉安司「禁忌事項に関する法的問題点」医学

書院『JIM』第 23 巻第 5 号、376-378、2013

年 5月 15日 

3. 児玉安司「死因究明のさらなる向上を目指して」

日本内科学会『日本内科学会雑誌』第 102巻第

9 号、2347-2349、2013年 9月 10日 

 

著書 

髙橋譲編著 高瀬浩造、小口五大、安原幸彦、児玉

安司ほか著「裁判実務シリーズ５ 医療訴訟の実

務」商事法務、57-78、2013年 7月 5日刊 

 

学会・講演会発表 （国際学会、国内学会） 

（招待講演・シンポジウム） 

国内学会 

1. 児玉安司．パネルディスカッション・死因究明

のさらなる向上を目指して「死因究明制度の基

盤整備に向けて～法律家の立場から」第 110回

日本内科学会総会・年次講演会パネルディスカ

ッション、2013年 4月 14日 

2. 児玉安司．「医療安全と医事紛争の考え方」独立

行政法人国立病院機構 院長研修会講演、2013

年 5月 16日 

3. 児玉安司．「医事紛争をめぐって」独立行政法人

国立病院機構 副院長研修会講演、2013 年 5

月 30日 

4. 児玉安司．「医事紛争・医療安全に関する法的基

礎知識」一般社団法人日本病院会 医療安全管

理者養成講習会、2013年 6月 8日 

5. 児玉安司．「医師・歯科医師を取り巻く法律関係」

厚生労働省 医師再教育団体研修、2013 年 6

月 29日 

6. 児玉安司．「リスク管理の基本を考える」全国社

会福祉法人経営者協議会 社会福祉法人経営者

講座（前期）講演、2013年 7月 22日 

7. 児玉安司．「医療ADR」東京都多摩立川保健所 

医療安全研修会講演、2013年 7月 26日 

8. 児玉安司．「医事紛争・医療安全に関する法的基

礎知識」（社）日本看護協会 医療安全管理者養

成研修会講演、2013年 7月 29日 

9. 児玉安司．「医事紛争・医療安全に関する法的基

礎知識」医療の質・安全学会 医療安全管理者

養成研修会 講演、2013年 8月 2日 

10. 児玉安司．「医療におけるリスクマネジメント～

賠償・補償のLaw and Economics」医療経済研

究機構講演、2013年 9月 4日 

11. 児玉安司．「事故調査のあり方―法律論の立場か

ら」第 61回日本心臓病学会学術集会講演、2013

年 9月 20日 

12. 児玉安司．「医師・歯科医師を取り巻く法律関係」

厚生労働省 医師再教育団体研修、2013 年 9

月 28日 

13. 児玉安司．「医療におけるリスクマネジメント～

賠償・補償のLaw and Economics」東京大学公
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共政策大学院 医療政策実践コミュニティー

（H-PAC）講義、2013年 11月 13日 

14. 児玉安司．「医事紛争の最近の動向」都立病院医

療事故予防対策部会、2013年 11月 22日 

15. 児玉安司．「リスクマネジメント概論Ⅰ」全国社

会福祉施設経営者協議会 初級リスクマネジャ

ー養成講座（前期）講演、2013年 12月 3日 

16. 児玉安司．「医療紛争対応と法制度」医療の質・

安全学会 医療安全管理者養成研修会 講演、

2013年 12月 12日 

17. 松浦知子．患者と医療者の情報共有は医療をど

う変えるのか～患者参加による情報作成～（市

民公開ワークショップ）．第 8 回医療の質安全

学会学術集会．2013.11.23-24 

18. 渡邊清高、幸田有子、東健一、武山ゆかり、水

木麻衣子、石川雅彦、原田賢治．医療対話と相

談支援のための組織間連携と人材養成の工夫

（シンポジウム）．第 8 回医療の質・安全学会

学術集会（2013年 11月 23-24日 東京） 

19. 水木麻衣子， 松浦知子，瀬川玲子，長川真治，

小川祥子，児玉安司．「病院の相談窓口と院外の

相談窓口の連携を目指した取り組み」．第８回医

療の質・安全学会学術集会（2013年 11月 23-24

日 東京） 

20. 石田千恵子，水木麻衣子「当院における患者サ

ポート体制充実に向けた取り組み 苦情を接遇

向上にいかすために」第８回医療の質・安全学

会学術集会（2013年 11月 23-24日 東京） 

21. 宮崎詩子，水木麻衣子．「地域医療連携における

ケアマネージャー研修の課題，在宅看とりにお

ける役割意識の重要性」第 8回医療の質・安全

学会学術集会（2013年 11月 23-24日 東京） 

22. 瀬川玲子, 長川真治, 松浦知子, 水木麻衣子, 小

川祥子, 児玉安司. 医療機関における患者相談

窓口業務の困難感. 第 8 回医療の質・安全学会

学術集会. 2013.11.23-24. 

 

国外学会 

1. Yasushi Kodama, ”Alternative Dispute 

Resolution New Dawn for Asia New 

Development of ADR in Japan”, 26th 

LAWASIA Annual Conference, The Law 

Society of Singapore, October 28, 2013 

2. Reiko Segawa, Ayako Nagata, Tomohiro 

Shinozaki, and Katsuya Kanda. The 

Association between Nurses’ Changes in 

Practice and Responses of Colleagues to their 

Medical Errors in Japan. International 

Society for Quality in Healthcare 30th 

International Conference in Edinburgh. 

2013.10.13-16. 

3. Reiko Segawa, Ayako Nagata, Mami onishi, 

Satoko Nagai, and Katsuya Kanda. Factors 

Predictive of Nurses’ Negative Change in 

Practice after Their Error: A Classification 

and Regression Tree Approach. East Asian 

Forum of Nursing Scholars 17th in Manila. 

2014.2.20-21. 
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分子循環代謝病学（第一三共株式会社） 
 

特任准教授 

安東克之 

特任助教 

藤田 恵 

 

ホームページ http://plaza.umin.ac.jp/~kid-endo/a-3-13.html 

 

 

沿革と組織の概要 

2006 年 4 月 1 日に第一三共株式会社の寄付に

よって、食塩過剰摂取や肥満などの生活習慣の歪

みによって生じる高血圧をはじめとする生活習慣

病ならびにそれによって生じる腎・心血管病につ

いて研究を行うべく、腎臓・内分泌内科を親講座

として創設された寄付講座です。上記の 2人を中

心に若干名の非常勤職員・大学院生で構成されて

います。動物実験を中心に活動していますが、一

部臨床試験にも関与しております。2014 年 4 月

に終了しました。 

 

教育 

大学院生の教育を行っています。2007 年 3 月

に 1名、2008年 3月に 1名、2010年 3月に 1名、

2012 年に 2 名が、過程を終了して医学博士を取

得しております。 

 

研究 

基礎研究：食塩感受性高血圧及びメタボリック

シンドロームとその腎合併症における中枢交感神

経系の役割や腎障害の進行における交感神経系な

らびにレニン-アンジオテンシン-アルドステロン

系（RAAS）の関与について研究しています。 

たとえば、食塩感受性あるいは肥満高血圧なら

びに慢性腎臓病モデル動物を用いて、これらの病

態では脳における酸化ストレス亢進が交感神経刺

激を生じて、血圧上昇の原因となっていることを

示してきました。すなわち、脳内酸化ストレス亢

進による交感神経刺激が高血圧を伴う多くの生活

習慣病の病態として、重要である可能性を示しま

した。これらの病態では組織 RAASの亢進が知ら

れており、心や腎では特にアルドステロン-酸化ス

トレスが臓器障害の発症並びに進行に重要な役割

を果たしていることから、現在脳内アルドステロ

ンならびにミネラルコルチコイド受容体（MR）

の関与について検討を加えており、興味深い成績

を発表しています。 

腎障害を糸球体障害と間質障害に分けて交感神

経系の役割を解明した研究はこれまでにはありま

せん。そこで、糸球体特異的に交感神経亢進を抑

えるナノキャリアーを用い、糸球体障害進行にお

ける交感神経の役割を明らかしつつあります。 

また、食塩感受性高血圧モデルにおいては幼少

時期の食塩過剰摂取の方が血圧上昇・腎障害が顕

著であることを見出し、MR の亢進、炎症亢進、

rac-1 の関与を示す成績を得ています。幼少時の

肥満高血圧についても同様のコンセプトの検討を

進めています。 

また、MR 亢進には炎症が重要な役割を果たし

ている可能性がいわれています。われわれは、食

塩過剰摂取がなくても炎症のみでもMR亢進を来
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たし、腎障害が進行する可能性を、ループス腎炎

モデルを用いて示すことができ、さらにとくにマ

クロファージのMRが重要で、全身性エリテマト

ーデス（SLE）モデルで腎臓以外の臓器障害にも

MR 亢進が関与している可能性を示唆する所見を

得ています。 

臨床研究：現在、いくつかの大規模臨床試験の

事務局として本講座が関与し、また他施設が主催

する臨床研究のステアリング・コミッティーとし

ても活動しています。 

 

出版物等 

 

1. Sadanaga T, Ando K, Hirota S, Mitamura H, 

Tsuchihashi T, Kohsaka S, Fukuda K, 

Ogawa S. B-type natriuretic peptide levels 

are decreased by reducing dietary salt 

intake in patients with compensated heart 

failure with preserved ejection fraction. 

Intern Med J. 2013; 43(6): 663-667 

2. Ando K, Ueshima K, Tanaka S, Kosugi S, 

Sato T, Matsuoka H, Nakao K, Fujita T.. 

Comparison of the antialbuminuric effects 

of L-/N-type and L-type calcium channel 

blockers in hypertensive patients with 

diabetes and microalbuminuria: The Study 

of Assessment for Kidney Function by 

Urinary Microalbumin in Randomized 

(SAKURA) Trial. Internat J Med Sci. 2013; 

10(9): 1209-1216. 

3. Ando K, Kawarazaki H, Miura K, 

Matsuura H, Watanabe Y, Yoshita K, 

Kawamura M, Kusaka M, Kai H, 

Tsuchihashi T, Kawano Y. [Scientific 

Statement] Report of the Salt Reduction 

Committee of the Japanese Society of 

Hypertension (1) Role of salt in 

hypertension and cardiovascular diseases. 

Hypertens Res. 2013; 36(12): 1009-1019. 

4. Miura K, Ando K, Tsuchihashi T, Yoshita K, 

Watanabe Y, Kawarazaki H, Matsuura H, 

Kusaka M, Kai H, Kawamura M, Kawano Y. 

[Scientific Statement] Report of the Salt 

Reduction Committee of the Japanese 

Society of Hypertension (2) Goal and 

strategies of dietary salt reduction in the 

management of hypertension. Hypertens 

Res. 2013; 36(12):1020-1025. 

5. Tsuchihashi T, Kai H, Kusaka M, 

Kawamura M, Matsuura H, Miura K, Ando 

K, Maruyama S, Hayabuchi H, Takagi Y, 

Nakahigashi N, Sato T, Kawano Y. 

[Scientific Statement] Report of the Salt 

Reduction Committee of the Japanese 

Society of Hypertension (3) Assessment and 

application of salt intake in the manage-

ment of hypertension. Hypertens Res. 2013; 

36(12):1026-1031. 

6. Shimamoto K, Ando K, Fujita T, Hasebe N, 

Higaki J, Horiuchi zm, Imai Y, Imaizumi T, 

Ishimitsu T, Ito M, Ito S, Itoh H, Iwao H, 

Kai H, Kario K, Kashihara N, Kawano Y, 

Kim-Mitsuyama S, kimura G, Kohara K, 

Komuro I, Kumagai H, Matsuura H, Miura 

K, Morishita R, Naruse M, Node K, Ohya Y, 

Rakugi H, Saito I, Saitoh S, Shimada K, 

Shimosawa T, Suzuki H, Tamura K, 

Tanahashi N, Tsuchihashi T, Uchiyama M, 

Ueda S, Umemura S, on behalf of The 

Japanese Society of Hypertension 

Committee for Guidelines for Management 

of Hypertension. The Japanese Society of 

Hypertension Guidelines for Management 

of Hypertension (JSH 2014). Hypertens Res. 

2014; 37(4): 253-392. 

7. Ando K: L-/N-type calcium channel 

blockers and proteinuria. Cur Hypertens 

Rev. 2014;9:210-218. 

8. Ando K, Nitta K, Rakugi H, Nishizawa Y, 

Yokoyama H, Nakanishi T, Kashihara N, 

Tomita K, Nangaku M, Takahashi K, 

Isshiki M, Shimosawa T, Fujita T. 

Comparison of the antialbuminuirc effects 
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of benidipine and hydrochlorthiazide in 

renin-angiotensin system (RAS) inhibitor-

treated hypertensive patients with albu-

minuira: the COSMO-CKD (COmbination 

Strategy on renal function of benidipine or 

diuretics treatMent with RAS inhibitOrs in 

a Chronic Kidney Disease hypertensive 

population) study. Int J Med Sci 2014; 

11(9): 897-904. 
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医療品質評価学 
 

特任准教授 

宮田裕章 

特任助教 

友滝 愛 

特任研究員 

野川裕記 

特任研究員 

平原憲道 

特任研究員 

大久保淳一 

学術支援専門職員 

高橋 新 

学術支援専門職員 

藤村知恵子 

学術支援員（講座秘書） 

京極七佳 

 

ホームページ http://hqa.umin.jp/ 

 

 

沿革と組織の概要 

医療品質評価学講座は東京大学大学院医学系研

究科 22 世紀医療センターに設置されている寄付

講座です。当講座は東京大学医学部附属病院心臓

外科・呼吸器外科を協力講座として、2006 年 4

月に発足しました。また、2009年より同大大学院

医学系研究科公共健康医学専攻臨床疫学・経済学

講座が、2010年より同大大学院医学系研究科小児

外科学講座が協力講座として加わりました。2012

年からは臨床疫学・経済学講座に代わり同大大学

院医学系研究科保健社会行動学分野が加わり、現

在では 3講座を中心とした様々な部門の支援の下

で運営を行っています。 

 

医療の真の目的は医療費を削減することではな

く、患者に対してより良いサービスを提供するこ

とです。Institute of Medicineが 21世紀の医療

改革にむけて、患者中心主義を主軸の 1つとして

提示したように、今後の医療において患者の価値

を中心に据えることは、ますます重要となります。

医療においては、良質なサービスを提供すること

をまず第 1の目的として設定し、その為にどのよ

うな資源を投入する必要があるのかを検討するこ

とが不可欠です。従って、診療報酬をはじめとし

た医療提供体制や臨床現場における取り組みの調

整・検討を行う上でも、「医療の質向上」という視

点に基づくことが必要とされます。 
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医療品質評価学講座は「医療の質向上」という

コンセプトを主軸に、臨床現場のスタッフの方々

との密接な連携の下で研究・実践活動を行ってい

ます。当講座では、各領域において臨床現場が理

解・納得できる指標を同定し、継続的に情報を活

用するための臨床データベースの構築・運営の支

援を行っています。一方で実証的なデータに基づ

いた「医療の質評価」や「アウトカム分析」、「政

策研究」や、医学研究における学術的質の担保、

医療の質の評価法など、学術的方法論の構築・体

系化についても取り組んでいます。 

 

研究 

「医療の質向上」を考える上では、まず各領域

における「医療の質」自体を適切に同定し、評価

を行うことが必要とされます。医療に関わらずど

のような領域でも、“専門家”と名乗る集団が存在

する場合には、ハイレベルな（あるいは熟練した）

専門家と、経験の少ない（あるいは訓練中の）非

専門家との間では、何らかの差が生まれるはずで

す。従って、専門領域を適切に定義し、専門家の

関わりやそれによってもたらされる影響を正しく

把握することが、医療の質において必要とされる

要素です。これは継続的に専門分野別の治療提供

体制（structure）や診療過程（process）、治療成

績（outcome）を測定し、臨床現場が理解・納得

して改善に活用すること（Plan-Do-Study-Actサ

イクル）により実現されます。このようなパフォ

ーマンス指標を各領域で明らかにし、全体との比

較の下で改善に取り組むことにより質が向上する

ことは、医療だけでなく製造業や教育などさまざ

まな分野で広く実証されています。しかしながら

最近まで日本には、ほとんどの領域において、医

療の質を示す信頼できる客観的な指標がありませ

んでした。適切な指標を求めるには臨床現場が理

解・納得できる情報を継続的に収集し、その情報

を分析・活用するデータベース事業を行うことが

極めて重要となります。医療品質評価学講座では、

日本外科学会や心臓外科領域、日本消化器外科学

会との連携の下、上記事業に取り組んでいます。 

 

医療の質を考える上で、アウトカム（治療結果）

は不可欠な要素です。ただし医療では、患者の個々

の状態像が異なるため、アウトカムを考える上で

は、重症度を考慮した指標を用いることが重要と

なります。医療品質評価学講座においては、患者

のための最善の医療を長期的に提供することがで

きる体制を構築するため、体系的なデータ収集に

基づいたアウトカム分析を行っています。心臓外

科領域では、国際的な連携の下で、日本全国から

詳細なデータを蓄積しています、これらのデータ

分析から、心臓外科手術におけるリスクの同定が

行われ、重症度補整された各施設の臨床成績や特

徴を示すレポートなどの情報が臨床現場で活用さ

れています。またリスク分析に基づき、患者の術

前の条件を入力すると各個人の手術における成功

率、合併症の発生率などがフィードバックされる

予後の推定機 能なども実装されています

（JapanSCORE）。このような情報は医療提供者

が術前カンファレンスなどで活用できるだけでは

なく、インフォームドコンセントなどに利用され

ることで、患者にとっても治療をよりよく理解す

るために有用な情報となっています。さらに、デ

ータベースに登録された詳細な臨床データを活用

し、各種投薬や手術手技、医療機器についての評

価を行なう他施設共同研究を実施しています。 

 

データベース事業を通した米国胸部外科学会の

医療の質向上への取り組みが、様々な領域におけ

る医療改善活動の枠組みとなっていったように、

日本における心臓外科領域での一定の成果は、心

臓外科以外の外科領域やさまざまな内科領域など、

医療における多くの分野で応用することが可能な

研究・実践活動となっています。 
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また、心臓外科領域におけるこれら一連の体系

的な活動の理論と手法を基に、現在は内科領域も

含めてさらに多くの臨床現場と連携を行なってい

ます。新たに共同研究を行っている一般社団法人

National Clinical Databaseは、今日では全国約

4100 以上の施設が参加し、一般外科領域において

年間約130万症例のデータが集積する事業となっ

ています。このような規模で専門医制度と連携す

る臨床データベースは国内外にもほとんど例がな

いものです。また既に一定の成果を挙げている心

臓外科領域についても、国内だけでなくアジア諸

国の主要施設と共同研究を進め、アジア全体のデ

ータベース事業および、医療の質向上を体系的に

支援する活動にも注力しています。今後は国際的

な枠組みの中でも、医療の質向上を体系的に支援

する活動を行っていく予定です。 

 

出版物等 

 

1. Kobayashi H, Miyata H, Gotoh M, Baba H, 

Kimura W, Kitagawa Y, Nakagoe T, 

Shimada M, Tomita N, Sugihara K, Mori M. 

Risk model for right hemicolectomy based 

on 19,070 Japanese patients in the 

National Clinical Database. Journal of 

Gastroenterology: 2013; July. 

2. Kuno T, Numasawa Y, Miyata H, Takahashi 

T, Sueyoshi K, Ohki T, Negishi K, Kawamura 

A, Kohsaka S, Fukuda K.  Impact of 

coronary dominance on in-hospital outcomes 

after percutaneous coronary intervention in 

patients with acute coronary syndrome. 

PLOS ONE, 2013;8(8):e72672. 

3. Saito A, Miyata H, Motomura N, Ono M, 

Takamoto S and Japan Cardiovascular 

Surgery Database Organization. Propensity-

matched analysis of bilateral internal mam-

mary artery versus single internal mammary 

artery in 7702 cases of isolated coronary 

artery bypass grafting; European Journal of 

Cardiothoracic Surgery, Eur J Cardiothorac 

Surg. Eur J Cardiothorac Surg. 2013; 44(4):

711-7. 

4. Ohno Y, Maekawa Y, Miyata H, Inoue S, 

Ishikawa S, Sueyoshi K, Noma S, Kawamura 

A, Kohsaka S, Fukuda K. Impact of 

periprocedural bleeding on incidence of 

contrast- Induced acute kidney injury in 

patients treated with percutaneous coronary 

intervention. J Am Coll Cardiol. 2013; 62(14):

1260-6. 

5. Tokuda Y, Miyata H, Motomura N, Araki Y, 

Oshima H, Usui A, Takamoto S; The Japan 

Adult Cardiovascular Database Organization. 

Outcome of pericardiectomy for constrictive 

pericarditis in Japan: A nationwide outcome 

study. Ann Thorac Surg. 2013;96(2):571-6. 

6. Kubota H, Miyata H, Motomura N, Ono M, 

Takamoto S, Harii K, Oura N, Hirabayashi S, 

Kyo S. Deep sternal wound infection after 

cardiac surgery. J Cardiothorac Surg. 2013 

May 20;8:132.  

7. Kaminishi Y, Misawa Y, Kobayashi J, 

Konishi H, Miyata H, Motomura N, 

Takamoto S; Japan Cardiovascular Surgery 

Database Organization. Patient-prosthesis 

mismatch in patients with aortic valve 

replacement. Gen Thorac Cardiovasc Surg. 

2013 May;61(5):274-9. 

8. Endo A, Kohsaka S, Miyata H, Kawamura A, 

Noma S, Suzuki M, Koyama T, Ishikawa S, 

Momiyama Y, Nakagawa S, Sueyoshi K, 

Takagi S, Takahashi T, Sato Y, Ogawa S, 

Fukuda K. Disparity in the application of 

guideline-based medical therapy after 

percutaneous coronary intervention: analysis 

from the Japanese prospective multicenter 

registry. Am J Cardiovasc Drugs. 2013 Apr; 

13(2):103-12. 

9. Numasawa Y, Kohsaka S, Miyata H, 

Kawamura A, Noma S, Suzuki M, Nakagawa 

S, Momiyama Y, Takahashi T, Sato Y, 



 The Tokyo Journal of Medical Sciences. Vol.128, Oct. 2014 473 

Fukuda K. Use of thrombolysis in myocardial 

infarction risk score to predict bleeding 

complications in patients with unstable 

angina and non-ST elevation myocardial 

infarction undergoing percutaneous coronary 

intervention. Cardiovasc Interv Ther. 2013 

Jan 30. 

10. Kodaira M, Kawamura A, Miyata H, Noma S, 

Suzuki M, Ishikawa S, Momiyama Y, 

Nakagawa S, Sueyoshi K, Takahashi T, 

Takamoto S, Ogawa S, Sato Y, Kohsaka S, 

Fukuda K; For JCD-KICS investigators. 

Door to balloon time: How short is enough 

under highly accessible nationwide insurance 

coverage? Analysis from the Japanese 

multicenter registry. Int J Cardiol. 2013; 

168(1):534-6. 

11. Numasawa Y, Kohsaka S, Miyata H, 

Kawamura A, Noma S, Suzuki M, Nakagawa 

S, Momiyama Y, Sato Y, Fukuda K. Safety of 

transradial approach for percutaneous 

coronary intervention in relation to body 

mass index: A report from a Japanese multi-

center registry. Cardiovasc Interv Ther. 2013; 

28(3):242-9. 

12. Arai T, Yuasa S, Miyata H, Kawamura A, 

Maekawa Y, Ishikawa S, Noma S, Inoue S, 

Sato Y, Kohsaka S, Fukuda K. Incidence of 

periprocedural myocardial infarction and 

cardiac biomarker testing after percutaneous 

coronary intervention in Japan: Results from 

a multicenter registry. Heart Vessels. 2013; 

28(6):714-9. 

13. 大久保豪, 宮田裕章, 友滝愛, 本村昇, 村上新, 

小野稔, 岩中督. 臨床データベースを用いた研

究 現状と方法① 臨床データベースを用いた研

究の特徴・目的 . 胸部外科  2013; 66(4): 

325-330. 

14. 大久保豪, 宮田裕章, 友滝愛, 本村昇, 村上新, 

小野稔, 岩中督. 臨床データベースを用いた

研究 現状と方法② 臨床データベースにおけ

るプロジェクト設計にあたって１．研究目的

の設定と対象例および収集項目の検討. 胸部

外科 2013; 66(5): 401-405. 

15. 大久保豪, 宮田裕章, 友滝愛, 本村昇, 村上新, 

小野稔, 岩中督. 臨床データベースを用いた

研究 現状と方法③ 臨床データベースにおけ

るプロジェクト設計にあたって２．研究体制

の構築と進捗状況の管理. 胸部外科 2013; 

66(6): 485-489. 

16. 大久保豪, 宮田裕章, 友滝愛, 本村昇, 村上新, 

小野稔, 岩中督. 臨床データベースを用いた

研究 現状と方法④ 臨床データベースにおけ

るプロジェクト設計にあたって３．進捗状況

の管理と参加手順. 胸部外科 2013; 66(7): 

575-579. 

17. 友滝愛, 宮田裕章, 大久保豪, 本村昇, 村上新, 

小野稔, 岩中督. 臨床データベースを用いた

研究 現状と方法⑤ 臨床データベースにおけ

る医療機関での症例登録およびデータ検証. 

胸部外科 2013; 66(9): 827-832. 

18. 友滝愛, 宮田裕章, 大久保豪, 本村昇, 村上新, 

小野稔, 岩中督. 臨床データベースを用いた

研究 現状と方法⑥ 臨床データベースの利活

用. 胸部外科 2013; 66(10): 919-924. 

19. 廣瀬圭一, 村上新, 宮田裕章, 松村剛毅, 小沼

武司, 高岡哲弘, 高本眞一. 日本先天性心臓

血管外科データベースの現状 これまで、今、

そしてこれから. 日本小児循環器学会雑誌 

2013; 29(1): 11-16. 

20. 大久保豪, 宮田裕章, 友滝愛, 本村昇, 村上新, 

小野稔, 岩中督. 臨床データベースの活用. 

CIRCULATION Up-to-Date 2013; 8(3): 

288-294. 

 

学会発表 

1. 宮田 裕章, 大久保 豪, 友滝 愛, 後藤 満一, 

小野  稔 , 本村  昇 , 橋本  英樹 , 岩中  督 . 

National Clinical Databaseにおける今後の

展望. 第 113 回日本外科学会定期学術集会．

2013年 3月． 

2. 後藤 満一, 宮田 裕章, 杉原 健一, 森 正樹. 

NCDにおける消化器外科領域の展開. 第 113

回日本外科学会定期学術集会．2013年 3月． 



474 東京医学・第 128 巻・平成 26 年 10 月 

3. 後藤満一, 宮田裕章. NCD と臨床研究. 第 113

回日本外科学会定期学術集会．2013年 3月． 

4. 後藤満一, 宮田裕章. 臨床研究のあり方 NCD

と臨床研究. 第 113 回日本外科学会定期学術集

会．2013年 3月．  

5. Yoshiyuki Tokuda, Hiroaki Miyata, Noboru 

Motomura, Hideki Oshima, Akihiko Usui, 

Shinichi Takamoto. OUTCOME OF 

PERICARDIECTOMY FOR CONSTRIC-

TIVE PERICARDITIS IN JAPAN, THE 

21ST ANNUAL MEETING OF THE 

ASIAN SOCIETY FOR CARDIO-

VASCULAR AND THORACIC SURGERY 

THE 6TH AATS / ASCVTS POST-

GRADUATE COURSE, Kobe. 2013/4. 

6. 宮田 裕章, 新倉 直樹, 友滝 愛, 大久保 豪, 

岩中 督, 後藤 満一, 岩瀬 弘敬, 徳田 裕. 

NCD 乳癌登録の現状と展望 NCDと連動し

た臓器がん登録の現状と展望. 第21回日本乳

癌学会学術総会. 2013年 6月． 

7. 宮田裕章，大久保豪，友滝愛，香坂俊．NCD

におけるレジストリの現状と展望．第 22 回日

本心血管インターベンション治療学会学術集会 

J-PCI データマネージャセミナー，神戸．

2013/7. 

8. 岩中 督，宮田 裕章，大久保 豪，友滝 愛．特

別企画 3：National clinical data base (NCD) 

のデータから見た我が国の消化器外科医療水準

と今後の展開．演題番号：S-3-7 NCDからみ

た消化器外科保険医療制度の意義と問題点．第

68 回日本消化器外科学会総会，2013/7，宮崎. 

9. 木村 理，宮田 裕章，後藤 満一，見城 明，北

川 雄光，島田 光生，馬場 秀夫，冨田 尚裕，

杉原 健一，森 正樹．特別企画 3：National 

clinical data base (NCD) のデータから見た我

が国の消化器外科医療水準と今後の展開．演題

番号：SS-3-6  膵切除 (膵頭十二指腸切除

術)-NCD データから見た我が国の現状と今後

の展開? 第 68 回日本消化器外科学会総会，

2013/7，宮崎. 

10. 宮田 裕章，大久保豪，友滝愛，後藤 満一，今

野 弘之，橋本英樹，岩中督，森正樹. 特別企画

3：National clinical data base (NCD) のデー

タから見た我が国の消化器外科医療水準と今後

の展開．課題番号：SS-3-1 消化器外科領域に

おける今後の医療水準評価関連分析の展望．第

68 回日本消化器外科学会総会;2013/7;宮崎. 

11. 馬場 秀夫，渡邊 雅之，宮田 裕章，後藤 満一，

杉原 健一，森 正樹．特別企画 3：National 

clinical data base (NCD) のデータから見た我

が国の消化器外科医療水準と今後の展開．演題

番号：SS-3-3 胃全摘術?NCDデータからみた

我が国の現状と今後の展開? 第 68 回日本消化

器外科学会総会，2013/7，宮崎. 

12. 冨田 尚裕，松原 長秀，外賀 真，後藤 満一，

宮田 裕章．特別企画 3：National clinical data 

base (NCD) のデータから見た我が国の消化器

外科医療水準と今後の展開．演題番号：SS-3-4

低位前方切除術-NCDデータからみた我が国の

現状と今後の展開-．第 68 回日本消化器外科学

会総会，2013/7， 宮崎. 

13. 後藤 満一，宮田 裕章．特別企画 3：National 

clinical data base (NCD) のデータから見た我

が国の消化器外科医療水準と今後の展開．演題

番号：SS-3-5 肝切除における治療成績とリス

クモデル 第 68 回日本消化器外科学会総会，

2013/7，宮崎. 

14. 宮田裕章．特別講演：地域医療における医療の

質評価の可能性．第 16 回日本病院脳神経外科

学会，2013/7, 福山. 

15. 宮田裕章. 特別企画 1) NCDが医療にもたらし

たもの、今後もたらすもの．National Clinical 

Database の胸部外科領域における課題と今後

の展望．第 66 回日本胸部外科学会定期学術集

会, 2013/10, 仙台. 



 The Tokyo Journal of Medical Sciences. Vol.128, Oct. 2014 475 

 

抗加齢医学 
 

特任教授 

井上聡 

特任講師 

浦野友彦 

 

ホームページ http://www.h.u-tokyo.ac.jp/research/center22/contribute/koukarei.html 

 

 

沿革と組織の概要 

抗加齢医学講座は、2006年に 22世紀医療セン

ターに設立された寄付講座で、現在は加齢医学講

座を協力講座としている。 

肥満、糖・脂質代謝異常、メタボリック症候群、

骨粗鬆症、変形性関節症、サルコペニア、ロコモ

ーティブ症候群、動脈硬化症、認知症、加齢黄班

変性症、前立腺癌、乳癌ならびに易感染性といっ

た各臓器あるいは全身の加齢変化に伴い発症する

疾患の遺伝的素因と環境要因の両面を解明し、そ

のメカニズムを探求するべく研究を行っている。

特に性ホルモンをはじめとする内分泌因子、核内

受容体とそれらの標的因子、関連因子が個体老化

と疾患に果たす役割に関して重点をおいている。

また個体の老化メカニズムついて探り、個体、臓

器、細胞の各レベルでの老化の基礎研究を進める

とともに、様々な疾患の予防、健康のための医学

を目指している。これらの成果は、疾患の診断な

らびに治療への臨床応用へと結びつき、このよう

なアプローチにより、臨床と基礎の基盤のもとに

抗加齢医学としての新しい分野の学問を確立する

ことを本講座の目的としている。 

 

研究 

人は加齢に伴い、各臓器、全身における変化が

進行し、健康を損なう様々な状態を同一人に重複

して引き起こすようになる。代謝の加齢における

代表的な変化として肥満と糖・脂質代謝異常があ

げられる。一方、運動器の加齢における代表的な

疾患としては骨粗鬆症（Osteoporosis）、変形性関

節症（Osteoarthritis）、筋減少症（Sarcopenia）

等がある。また、前立腺癌や乳癌といった癌も加

齢とともに発症頻度は増加し、生活の質ならびに

生命予後を大きく左右する。以上のように、肥満、

糖・脂質代謝異常、骨粗鬆症、変形性関節症、筋

減少症、前立腺癌ならびに乳癌は、各臓器あるい

は全身の加齢変化として捉えることが出来る一面

をもつ。これら疾患は遺伝要因と生活習慣がその

発症基盤に存在していると考えられている。当講

座ではこのような疾患の発症メカニズムを探求し、

その予防、診断、治療へと結びつく臨床応用をめ

ざした研究を行っている。特に、抗加齢医学の分

野では、いまだ病気になっていない段階で健康長

寿を目指して対応していく予防医学のアプローチ、

ならびに個体、臓器、細胞の各レベルでの老化の

メカニズムを探るアプローチを重視している。 

これらを達成するため、エストロゲンやアンド

ロゲンといった性ホルモンをはじめとする内分泌

因子が老化と疾患に果たす役割に関して重点をお

いている。性ホルモンは核内受容体をその作用点

とし、それら受容体の入り口から出口までをネッ

トワークとして探っている。 
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エストロゲンに関する研究においては、独自に

標的遺伝子を見出してきた。特に、Estrogen-

responsive finger protein（Efp/TRIM25）の生体

と病態における役割に関して多くの知見を得てい

る。当講座の研究により、Efp が乳癌やインフル

エンザをはじめとするウイルス感染症の発症や進

行において重要な役割を果たしていることを明ら

かにした。また、Efpは TRIM ファミリーという

蛋白の一員である。TRIM ファミリーはヒトでは

約 60 種類程度存在する。我々はEfp以外のTRIM

ファミリーである、TRIM5α、Terf（TRIM17）、

TRIM44、TRIM63といった蛋白の癌や自然免疫、

生殖系、その他における機能解析も進めている。 

アンドロゲンに関する研究においては、免疫沈

降法とゲノムタイリングアレイ（DNA チップ）

あるいは次世代シーケンサーとを組み合わせ、ヒ

トゲノム上のアンドロゲン結合部位を検出する

ChIP-chip 法と ChIP-seq 法で標的因子の系統的

同定に成功した。そこで、UGT1A1、CDH2、APP、

FOXP1、ArfGAP3、14-3-3ζ、マイクロ RNA 

miR-148a、長鎖ノンコーディング RNA CTBP1-

AS といった新規アンドロゲン応答因子をゲノム

上から包括的に同定し、その新規機能と前立腺癌

における臨床的意義を明らかにしている。 

また、骨粗鬆症、変形性関節症、加齢性黄班変

性症をはじめとする加齢に伴い発症する疾患の遺

伝的素因を探索すべく遺伝子多型（SNP）や各種

ゲノム変異によるヒト遺伝解析と、それら疾患関

連遺伝子、核内受容体とその標的因子、関連因子

の遺伝子改変動物を用いたマウス遺伝学研究を進

めている。 

以上のようなアプローチにより、抗加齢医学と

いう新しい分野の学問を確立し、臨床応用してい

くことを目指している。 

 

出版物等 

 

1. Hiroi H, Momoeda M, Watanabe T, Ito M, 

Ikeda K, Tsutsumi R, Hosokawa Y, Koizumi 

M, Nakazawa F, Osuga Y, Muramatsu M, 

Taketani Y, Inoue S: Expression and 

regulation of transient receptor potential 

cation channel, subfamily M, member 2 

(TRPM2) in human endometrium. Mol Cell 

Endocrinol 365, 146-152, 2013. 

2. Zhao Y, Koga K, Osuga Y, Izumi G, 

Takamura M, Harada M, Hirata T, Hirota Y, 

Yoshino O, Inoue S, Fujii T, Kozuma S: Cyclic 

Stretch Augments Production of Neutrophil 

Chemokines and Matrix Metalloproteinases-

1 (MMP-1) from Human Decidual Cells, and 

the Production was Reduced by Progesterone. 

Am J Reprod Immunol 69, 454-462, 2013. 

3. Takayama K, Horie-Inoue K, Katayama S, 

Suzuki T, Tsutsumi S, Ikeda K, Urano T, 

Fujimura T, Takagi K, Takahashi S, Homma 

Y, Ouchi Y, Aburatani H, Hayashizaki Y, 

Inoue S: Androgen- responsive long non-

coding RNA CTBP1-AS promotes prostate 

cancer. EMBO J 32, 1665-1680, 2013. 

4. Yamaga R, Ikeda K, Horie-Inoue K, Ouchi Y, 

Suzuki Y, Inoue S: RNA-sequencing of MCF-7 

breast cancer cells identifies novel 

estrogen-responsive genes with functional 

estrogen receptor-binding sites in the vicinity 

of their transcription start sites. Horm 

Cancer 4, 222-232, 2013. 

5. Ikeda K, Shiba S, Horie-Inoue K, Shimokata 

K, Inoue S: A stabilizing factor for 

mitochondrial respiratory supercomplex 

assembly regulates energy metabolism in 

muscle. Nat Commun 4, 2147, 2013.  

6. Yamada Y, Fujimura T, Takahashi S, 

Takayama K, Urano T, Murata T, Obinata D, 

Ouchi Y, Homma Y, Inoue S: Clinical 

significance of amyloid precursor protein in 

patients with testicular germ cell tumor. Adv 



 The Tokyo Journal of Medical Sciences. Vol.128, Oct. 2014 477 

Urol 2013, 348438, 2013. 

7. Oneyama C, Kito Y, Asai R, Ikeda J, Yoshida 

T, Okuzaki D, Kokuda R, Kakumoto K, 

Takayama K, Inoue S, Morii E, Okada M: 

MiR-424/503-mediated Rictor upregulation 

promotes tumor progression. PLoS ONE 8, 

e80300, 2013. 

8. Ijichi N, Shigekawa T, Ikeda K, Miyazaki T, 

Horie-Inoue K, Shimizu C, Saji S, Aogi K, 

Tsuda H, Osaki S, Saeki T, Inoue S: 

Association of positive EBAG9 immuno-

reactivity with unfavorable prognosis in 

breast cancer patients treated with 

tamoxifen. Clin Breast Cancer 13, 465-470, 

2013. 

9. Takagi K, Ito S, Miyazaki T, Miki Y, 

Shibahara Y, Ishida T, Watanabe M, Inoue S, 

Sasano H, Suzuki T: Amyloid precursor 

protein (APP) in human breast cancer: an 

androgen-induced gene associated with cell 

proliferation. Cancer Sci 104, 1532-1538, 

2013. 

 



478 東京医学・第 128 巻・平成 26 年 10 月 

 

臨床試験データ管理学 
 

特任教授 

山口拓洋 

特任助教 

宮路天平 

特任研究員 

大津 洋 

 

ホームページ http://ctdm.umin.jp/ 

 

 

沿革と組織の概要 

臨床試験データ管理学講座は、東京大学大学

院医学系研究科公共健康医学専攻生物統計学分野

及び東京大学医学部附属病院（東大病院）臨床試

験部（現在は臨床研究支援センター）を協力講座

として、イーピーエス株式会社及び東京 CRO 株

式会社の寄付により平成 19 年度 4 月に設立され

ました。平成22年度からは東京CRO株式会社に

代わりメビックス株式会社の寄付により講座の運

営、また、平成 25 年度からは、3 期目に入り、

イーピーエス株式会社、MSD 株式会社、興和創

薬株式会社、スタットコム株式会社、大日本住友

製薬株式会社、ナイフィックス株式会社、ファー

マ・コンサルティング・グループ・ジャパン株式

会社の寄付を受けて講座を更新させて頂いており

ます。 

臨床試験におけるデータ管理は重要であると

いう共通認識は存在しますが、本邦では十分な教

育システムが存在せず試験ごとの対応であったた

め、試験の大型化・グローバル化に対応できない

状態にあります。これは、統計学や品質管理学に

臨床医学の特性を融合したデータ管理学の体系構

築が未成熟なことが原因であり、早急に人的およ

びツール面での支援・人材育成を実施しなければ

なりません。本講座では、本邦における臨床試験

の質向上を目指した臨床データ管理学の研究と体

系化を目指した教育の実践及び実際の医師主導研

究支援を行うことを目的とした活動を行っており

ます。 

 

教 育 

国内外の組織と連携し、臨床試験データ管理

の研究と体系化を目指した教育の実践を行ってい

ます。また、標準手順書（SOP）やマニュアル等

の雛形などの整備・公開を通じて、全国レベルで

の教育・人材育成も行っています。 

東大病院においては、臨床疫学研究システム

学講座及び臨床研究支援センターと連携し、統計

学を中心とした医学研究のコンサルテーション

（研究支援）を実施しております。平成 25 年度

は新規に 17 件の統計・医学研究コンサルテーシ

ョンを受け、東大病院内の医学研究者・看護研究

者向けの支援を行いました。統計コンサルテーシ

ョンは主に、研究後から論文投稿およびレビュー

ア対応で、幅広い臨床領域から依頼を受けており

ます。医学研究コンサルテーションについては、

研究前からの支援が主となっており、現状は統

計・データ管理の観点からの支援が中心です。 
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さらに、国内外の多数の医学研究に医学統計

やデータ管理の専門家として参加しているととも

に、当講座がデータセンターとしての役割を果た

している研究も少なくありません。東京大学医学

部附属病院トランスレーショナルリサーチ推進セ

ンター（TR センター）が主導で実施中の臨床試

験「進行性膠芽腫患者に対する増殖型遺伝子組換

え単純ヘルペスウイルス G47Δを用いた遺伝子

治療（ウイルス療法）の臨床研究」（藤堂 具紀 東

京大学医科学研究所 先端医療研究センター）と

ホルモン療法抵抗性再燃前立腺癌に対する増殖型

遺伝子組換え単純ヘルペスウイルス G47Δを用

いたウイルス療法の臨床研究（福原 浩 東京大学

医学部附属病院泌尿器科）では、TR センター内

でデータマネージメント業務を担当し、システム

導入から活動を行っております。これに関連して

データ収 集における EDC を Vanderbuilt 

University が開発・提供している REDCapを採

用し、その日本語化などで海外との連携も図って

います。さらに、22 世紀医療センターに所属し

ている他の講座と連携し、計画中の高度医療下で

の臨床研究の立案にデータセンターおよび統計の

立場から、計画書の作成から関与を行っておりま

す。最後に、東大病院臨床研究支援センターの生

物統計統計・データ管理部門として、センターの

立ち上げから関与しております。 

これらの共同研究を通じ、新たな医学統計の

方法論の開発・提案を行うとともに、特にデータ

管理の観点からの新たな研究支援モデルの提案・

教育実践へのフィードバックを行います。 

 

研 究 

上で述べた以外に、東大病院における医療デ

ータベースの研究利用を促進するために院内部局

と協力体制を構築し、支援ツール等を整備・公開

する予定です。また、Clinical Data Interchange 

Standards Consortium（CDISC）に関して、大

学病院医療情報ネットワーク（UMIN）と共同研

究を行っています。 

これまでの本邦における臨床試験データ管理

は、「なぜ、データ管理が必要なのか？」や「ど

ういう人材が必要なのか？」といった本質が論じ

られることはなく、臨床試験において臨床データ

が集まった後のテクニカルな入力ミスや変換ミス

をなくすことに主眼が置かれ続けてきた感は否め

ません。しかしながら、これらは臨床データ管理

学の役割のあくまで一部分にしか過ぎません。臨

床試験実施中の進捗状況やデータを直接眺められ

るのはまぎれもなくデータ管理担当者であり、そ

の判断により試験をコントロール可能な重要な役

割を担っています。従って、これからの臨床デー

タ管理担当者は、自分の専門領域を軸としながら

も、コンピュータ・統計学・疫学・医学研究者と

もコニュミケーションが取れ、臨床試験実施中の

データプロジェクトマネージングができる人材が

必要となってきていると考えます。 

このような観点から、現在、特に医学研究者

から、臨床データ管理の重要性が認識されつつあ

ります。例えば、平成 19 年 3 月に出された「新

たな治験活性化 5 ヵ年計画」、引き続いて平成 24

年 3 月 30 日に策定された「臨床研究・治験活性

化 5 か年計画 2012」では、データ管理の重要性

が触れられています。一方で、特に本邦において

「臨床データ管理（データ管理）」に対する認識の

差は非常に大きく、企業・実施機関ごとにデータ

管理のやり方やアプローチが異なり、優秀な人材

が活用されていないあるいは生み出されていない

と本講座は考えております。また昨今、研究者主

導臨床研究におけるデータ不正に係る事件が相次

ぎ、アカデミアによる臨床研究に対する信頼を大

きく揺るがす事態になっております。この状況を

打開するためにも、最低限の標準的な教育（臨床、

統計学、品質管理、IT、法規制、倫理など）と

OJT（On the Job Training）を同時に行える機関
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の育成が急務であり、本講座が新たな臨床データ

管理の潮流を生みだせる機関となるよう研究と教

育を続けていく所存です。 
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沿革と組織の概要 

 「薬理動態学」とは、薬の体内分布・時間推移

の解析として確立されたモデリングとシミュレー

ション技術、すなわち薬物動態学の、薬効・副作

用の解析への適用を意図して命名した講座名です。

密接に関連する領域としては、システム薬理学、

計量薬理学、あるいはファーマコメトリクスなど

があります。 

 本講座では、医療を担う大学病院の研究室とし

て、現在の薬がかかえる課題を広範に収集し、薬

の効果・安全性を高め、その個人差を克服する研

究を行います。またスタッフは、本学における医

学薬学分野の研究と教育に加えて、製薬会社での

創薬と本院での薬剤師の両方の豊富な経験を有し

ており、薬の多様な側面を知る専門家として、関

連するレギュレーションに関しても積極的に発言

しています。 

 本講座は薬剤部を親講座とし、武田薬品工業株

式会社、MSD 株式会社、東和薬品株式会社、第

一三共株式会社、エーザイ株式会社、中外製薬株

式会社、協和発酵キリン株式会社、および田辺三

菱製薬株式会社のご賛意を得て開設されています。  

 

臨床業務と教育 

 本講座は診療および教育を主業務としてはいま

せんが、スタッフは薬剤部を通じて臨床業務およ

び医学部、薬学部の学生と大学院生、研究生、さ

らに薬剤部の実習生と研修生の教育に関与してい

ます。詳細は薬剤部の年報をご参照ください。 

研究 

 本講座の研究活動について概要を述べます。 

 

薬物間相互作用の網羅的解析と予測 

 現在日本では 2000 を越える医薬品が使われて

おり、その中には組み合わせて飲むことによって、

思わぬ副作用を生じるものがあります。私たちは、

そのような薬物間相互作用の報告を網羅的に収集

して機構に基づく解析を行うことで、その程度を

一括して予測する新しい方法論を提示しました。

現在はその方法論を生かして病院薬剤部や薬局で

の適正使用を促進しているほか、合理的に臨床試

験を計画し適正な注意喚起を促すために、今後の

医薬品開発のあり方の提言を進めています。 

 また、臨床で問題となる薬物間相互作用に関わ

る 300以上の薬剤について、系統的に分類した初

めての本格的なリストを本学薬学部の研究室と共

同で作成し、全国の薬局に無料配布される雑誌で

毎年公表しており、本院にとどまらず多くの病

院・薬局での処方鑑査に加えて、新薬開発やレギ

ュレーションの分野でも利用されています。 
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東大病院における臨床薬理試験の支援 

 本院は厚生労働省の「早期・探索臨床試験拠点

整備事業」の拠点病院の指定を受けており、臨床

研究支援センターに Phase Iユニットができるな

ど、活発な活動が開始されています。本講座では

この活動を全面的に支援しており、特にアルツハ

イマー病の原因治療となりうると期待して東大病

院として開発を進めているβセクレターゼ阻害剤、

TAK-070 を始めとする複数の臨床薬理試験の計

画、推進、解析等について多くの役割を担ってい

ます。 

 

消化管での薬物吸収と代謝の評価と予測 

 医療で用いられる薬の多くは消化管からの吸収

を期待した経口薬ですが、薬によっては吸収性が

低かったり、あるいは吸収の過程で消化管におい

て代謝を受けることで、その効果が弱くなったり

不安定になるものがあります。しかし、消化管で

の吸収および代謝は関連する要因が多く、他の薬

物体内動態のプロセスに比べて十分な解析ができ

ていませんでした。本講座では、薬物間相互作用

の情報を上手に使うことで、消化管での代謝を精

度良く評価する新しい方法を開発するとともに、

消化管における薬の移動・吸収・代謝・輸送を正

確 に 再 現 す る 新 し い 薬 物 動 態 モ デ ル

（Translocation model）を構築しました。今後、

in vitro 実験から経口薬の生物学的利用率をこれ

までよりも精度良く予測できるようになると期待

されます。 

 

臨床試験での人種差の評価に関する研究 

 医薬品開発は国際的なプロジェクトであり、そ

のために新薬の臨床試験は、日本よりも海外で先

行していることがほとんどです。したがって新薬

の開発においては海外の成績を十分に活用し、そ

の上で日本人との人種差を集中して評価すること

で、日本人に適した用法用量を適切に設定するこ

とが大変重要です。 

 本講座では、代表的な薬物代謝酵素 CYP3A4

の基質薬について、多数の薬剤の薬物動態の人種

差の情報を網羅的に調査した結果、これまでの第

Ⅰ相試験における薬物動態の人種差の評価の多く

は、試験間差の影響が除けていないために信頼性

に乏しいこと、一方で明確な薬物動態の人種差を

示す薬剤は非常に少なく、むしろ個人差の方が大

きいことが明らかとなりました。 

 これらの結果は日本人による第Ⅰ相試験の意義

の再考を促すものと考えられます。 

 

未熟児・新生児・乳児の薬用量設定の研究 

 新薬の開発時に小児で臨床試験を行うのは大変

難しく、そのために小児の薬用量が検証されてい

る薬物は少数しかありません。また、胎児は母体

に異物代謝・排泄の能力を依存するので薬物消失

能力は極めて低く、出生後に急激に発達すること

が分かっています。したがって、未熟児・新生児

を含む２歳以下の幼児の薬用量設定は大変深刻な

問題です。 

 本講座では、小児の肝臓試料等を用いた最新の

報告を利用して小児の解毒能力の発達を考慮した

薬物動態学的解析を進め、在胎期間、生後日数・

年数に応じた薬用量設定式を提唱しました。この

設定式は薬物の排泄経路の違いを考慮したもので

あり、特に生後１年以下の場合には、従来用いら

れてきた体表面積などに基づく換算式からは外れ

ることが示されています。 

 

薬物動態解析用ソフトの開発と公開 

 本講座の研究技術の基盤として、薬物動態の基

礎理論に基づいたモデリングとシミュレーション

の技術があります。そのような解析は、しばしば

極めて高価なソフトウェアを必要としますが、私

たちはそのほとんどを自分達で開発したソフトウ

ェア Napp で実施しています。2010 年からは私
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たちは Napp を web上で公開し、その紹介記事を

も公表しました (樋坂章博. 薬剤学, 71, 168-178, 

2011)。Napp の特徴はモデリングに対する柔軟性

であり、PK あるいは PK/PD 解析に用いるモデル

であれば、ほぼ全ての解析が実行可能です。今後

のこの分野における Napp の果たす役割が期待さ

れます。 

 

今後の研究の展望 

 以上で述べた他に、本講座では薬剤部と共同し

て薬物性肝障害の機構やこれを生ずる素因の研究、

腎機能変動時、あるいは透析導入時の抗生物質の

動態変化および投与量最適化に関する研究、プロ

テオミクスを利用した薬物動態の個人差の要因解

析などの多くの研究プロジェクトを進めています。 
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沿革と組織の概要 

本寄付講座の目的は「重症心不全研究対策の推

進」であり、「重症心不全の集学的診断・治療戦略

の研究」および「重症心不全に対応した先端的医

療システムの構築」を研究目標としている。重症

心不全治療を支える以下の柱を中心に、集学的診

断・治療戦略の研究を行い、重症心不全に対応し

た先端的医療システムを構築することを計画して

いる。 

中でも、特に本邦において早急にとりくむ必要

性の高い研究項目は、①補助人工心臓（VAD）

Destination Therapyプログラムの確立と臨床的

有効性の検討、②小児（新生児・乳児）心臓移植

プログラムの確立、小児補助人工心臓の臨床導入

③重症心不全薬物治療体系の確立：特に補助人工

心臓治療症例に対する LVAD 離脱を含めた薬物

治療体系（β -blocker, ACEI, spironolactone, 

digitalis, amiodalon hANP, PDEⅢ阻害薬, PDE

Ⅴ阻害薬 etc）の確立と臨床的有効性の検討、④重

症心不全理学療法（体外式カウンターパルセーシ

ョン治療、和温療法）プログラムの確立と臨床的

有効性の検討であると考えている。また、リアル

タイム三次元超音波診断装置は重症心不全の診断

および治療効果の評価に必要な高度な心機能情報

を提供することにより、早期の臨床導入を推進し

ている。 

本寄付講座における先端的医療システムの構築

により、入退院を繰り返す高齢者を含めた重症心

不全患者の在宅治療・社会復帰が促進される効果

が期待される。また、海外渡航移植に依存してき

た小児（新生児・乳児）心臓移植も本邦で開始さ

れ、今後の発展が期待される。 
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診療 

1. 心臓移植治療 

現在、東京大学医学附属病院では 34 例の国内

心臓移植症例と 9例の渡航心臓移植症例を治療し

てきたが、現在外来通院している症例は 41例で、

1例は他院で治療を受けている。これらの症例は、

原則的には月一回の外来診療を受けている。臨床

的な拒絶反応の有無にかかわらず、移植後 1年以

内は月一回の心筋生検、1 年以後は年一回の心筋

生検のため入院治療を受け、臨床的或いは心筋生

検所見で拒絶反応が見られた場合は、入院治療を

行っている。平成 22 年 7 月に臓器移植法が改正

され、8 月以後国内移植は急増し、東大病院でも

平成 22年 8月～平成 25年 3月までに 20例の心

臓移植が実施された。 

2. 補助人工心臓治療 

①東大病院における補助人工心臓治療 

東京大学医学部附属病院では2002年11月以降、

122 例に対して補助人工心臓装着術を行い、内科

的治療抵抗性の重症心不全症例の救命に尽力して

きた。この多くは心臓移植手術や自己心機能回復

による人工心臓離脱手術を受けることができた。

現在、補助人工心臓装着患者は 34 名おり、この

うち 8例は入院加療を継続している。 

平成 24 年度における補助人工心臓の新規植込

み症例は 23 例で、体外設置型ニプロ補助人工心

臓を 8 例に植込型補助人工心臓 EVAHEART を

14例に、DuraHeartを 1例に植込んだ。全例順

調な術後経過をたどっている。 

②協力病院における補助人工心臓治療 

東大病院における移植の発展のためには、心臓

移植待機症例の長期補助人工心臓治療は極めて重

要である。現時点では移植症例の 90％以上が補助

人工心臓ブリッジ（BTT）症例であり、ブリッジ

期間は平均 950日におよぶ。平成 23年 3月まで

は大部分のブリッジ症例に用いている保険償還可

能な東洋紡補助人工心臓は体外設置型であり、移

植まで入院治療を要した。しかし、平成 23 年 4

月以後、EVAHEART、DuraHeart による BTT

を積極的に行い在宅治療に移行することで、ニプ

ロ補助人工心臓による長期入院は減少しつつある。 

平成 24 年度も協力病院での補助人工心臓植込

み手術のサポートを継続している（信州大学病院、

佐久総合病院、秋田大学病院、群馬県立心臓血管

センター、名古屋徳洲会病院）。 

3. コンパクト CP治療 

平成 23 年度、重症心不全症例に対するコンパ

クト CPを用いたカウンターパルセーション治療

は、筑波記念病院の協力の下に実施した。3 例に

実施し、3 例ともすでに冠動脈バイパス手術

（CABG）を実施されていた患者であった。2 例

で狭心性改善効果が得られ、外来で CCP 治療を

継続し、安定した治療効果が得られた。1 例は無

効で狭心症を再発し冠動脈バイパス手術が必要と

なった。 

4. 和温療法 

和温療法は、鄭忠和教授により開発された新し

い重症心不全に対する理学療法である。平成 24

年度は鹿児島大学病院と協力し、和温療法高度医

療申請を行い、認可された．現在全国 12 施設で

保険適応取得のための多施設共同臨床試験が進行

中である。 

 

教育 

学部教育としては夏に心臓外科と協力して M4

臨床統合講義学を行っている。内容は、重症心不

全に対する心臓移植・補助人工心臓治療を中心と

した非薬物治療を担当している。 

M3で行われる BSLでは、学生 1人が 2名の患

者を担当し、補助人工心臓診療チームと行動を共

にする。見学ではなく、積極的な参加型の実習を

目指し、術前診断・管理、手術、術後管理を一貫

した流れの中で学べるように配慮している。また

2週間のBSLの間には2単位のクルズスを担当し、
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心臓移植・補助人工心臓治療・心臓再生医療に関

する基礎知識を学習する。M3 の最後に行われる

クリニカルクラークシップでは参加型実習を徹底

して、補助人工心臓チームの一員として診療に参

加して、日常的な補助人工心臓症例の創部管理や

心不全薬物治療・心臓リハビリテーション実習を

含んだ実際的な内容としている。 

大学院生は、人工心臓領域と心臓再生医療領域

のどちらか一つのテーマを選択し、動物実験を中

心に研究する。人工心臓研究は国立循環器病研究

センター人工臓器部と、心臓再生医療は国立成育

医療研究センター生殖医療部と joint projectを組

んでいる。 

研究 

重症心不全治療開発講座の主たる研究目的は、

本邦における末期的重症心不全症例に対して心臓

移植や機械的補助循環（LVAD等）による治療戦

略を研究し推進することである。本邦においては

末期的心不全の究極的治療法である心臓移植が極

端なドナー心不足により 1997 年の臓器移植法成

立後も極めて少なく年間平均 10 例以下のレベル

に留まっていた。それ故、補助人工心臓（VAD）

を用いた長期心不全治療は 2年以上に亘る心臓移

植へのブリッジ治療として不可欠である。しかし

ながら現時点では体外設置型補助人工心臓である

東洋紡 VAD のみが市販製品として心臓移植のブ

リッジに保険償還可能な VAD である。それ故、

VAD 装着症例は心臓移植に到達するか死亡する

まで入院していなければならない。過去 20年間、

欧米先進国では植込型補助人工心臓が開発され、

今日では標準的なブリッジデバイスとなっている。

2002年以後欧米では、植込型補助人工心臓の適応

は心臓移植へのブリッジから心臓移植を受け皿と

しない長期在宅治療（Destination Therapy=DT）

に拡大されてきている。心臓移植が極端に限られ

ている日本だからこそ、重症心不全治療戦略に植

込型補助人工心臓の導入が不可欠である。過去３

年間、重症心不全治療開発講座は日本の小児心臓

移植の道を開くために、臓器移植法改正に全力を

挙げて取り組んできたが、平成 21 年７月に衆参

両議院で可決され、平成 22年７月に施行された。

また、心臓移植へのブリッジを含めた補助人工心

臓による在宅治療推進のために、世話講座である

心臓外科と協力し、EVAHEART, DuraHeart, 

Jarvik 2000, HeartMate II などの第二世代・第

三世代の植込型補助人工心臓臨床治験を計画し取

り組んできた。EVAHEART, DuraHeart は平成

22年 12月に製造販売承認され平成 23年 4月に

保険償還された。その他は今年後半にはこれらの

植込型補助人工心臓は市販される見込みである。

また、講座では体外式カウンターパルセーション

補助循環装置（コンパクト CP）の開発にも取り

組んでいる。この装置は米国で市販されている

EECPに比較して下肢への衝撃を軽減した小柄な

日本人患者に適したデザインとなっている。その

他、いくつかの補助人工心臓関連合併症（出血、

血栓、右心不全、感染など）を減少させる基礎的・

臨床的研究に取り組んでいる。以上の結果、東京

大学医学部附属病院においてはこの 4年間に末期

的重症心不全治療は格段に進歩した。 
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沿革と組織の概要 

医学は目覚ましいスピードで進歩しています。

臓器移植手術、人工臓器移植術（人工血管、人工

弁、人工関節、人工内耳、眼内レンズなど）、心臓

血管外科手術、顕微鏡外科手術、血液浄化療法な

どの高度先進医療は、国民の健康増進や長寿社会

の実現に貢献しています。その結果、多くの併存

疾患を有する高齢者や易感染性の患者さんを治療

する機会は急増しています。 

内 視 鏡 外 科 手 術 、 Navigation 手 術 、

Interventional Radiologyなどの低侵襲性治療法

は、これらの方々に安全に行えます。在院日数の

短縮化にも貢献します。そして、このような治療

法を支える新しい手術器械は日進月歩の勢いで開

発され進歩しています。したがって、これらの装

置や器械を適切に消毒・滅菌することは重要です。 

ところが、本邦においては消毒・滅菌に関する

研究拠点は極めて乏しく、『総合滅菌システム管理

学講座』は、実質的に本邦における唯一の拠点で

す。そして、(1)大学内に設置されているという研

究環境、(2)手術部と感染制御部を協力講座とする

臨床環境、(3)滅菌器を製造するサクラ精機を協力

企業とする産学連携にも恵まれています。海外の

同様な研究拠点としては、ドイツと英国の大学に

各々一つ存在するだけです。 

 

診療 

手術器械や医用材料の消毒・滅菌は、手術部お

よび材料管理部の基本的な業務です。当講座は、

この業務を積極的に支援しています。 

昨今、新興・再興感染症の出現や医療ツーリズ

ムの隆盛により、消毒・滅菌の質保証を国際標準

化することは急務の課題になっています。そのた

め、国際規格（ISO/TC 198）は重要です。洗浄・

消毒・滅菌に関する全てを網羅しています。特に、

科学的根拠に基づいて業務を行う Validation（バ

リデーション）を重視しています。 

当講座の上寺は ISO/TC 198の国内主査です。

ISO活動に積極的に参加することにより、当院に

おける滅菌業務の国際標準化を支援しています。 

滅菌業務には、様々な法的規制もあります。労

働安全衛生法のボイラー則においては、圧力容器

である滅菌器には年 1回の法的検査を施行しなけ

ればなりません。労働基準監督署の管轄です。当

講座では、この検査に毎年立ち会うとともに、こ

の機会を利用して滅菌器の定期的保守点検および

精度管理の向上に取り組んでいます。東大病院独

自の先進的な活動です。上寺は、労働安全衛生法

に基づく認定産業医の有資格者でもあります。 

様々な低温滅菌法が実用化されてはいるものの、

エチレンオキシド滅菌法は、未だに重要な役割を

果たしています。当院では、ほぼ週２～３回の頻
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度で運転しています。 

労働安全衛生法において、エチレンオキシドは

特定化学物質第２類に分類されます。そのため、

作業環境測定士による年２回の作業環境測定を施

行しなければなりません。作業環境測定を有効に

行うためには、滅菌を熟知した院内の専門家と作

業環境測定士の緊密な連携は重要です。当講座は、

年２回の作業環境測定を積極的に支援しています。 

 

教育 

手術部においては、毎年、医学生および１年目

と２年目の新研修医を対象に手術時手指消毒およ

びガウンテクニックの実習を行っています。当講

座は、この実習を全面的に支援しています。院内

感染対策の基本である『手洗い』の質の向上と励

行に寄与しています。 

洗浄・消毒・滅菌に関しては、日本医療機器学

会を中心とする多くの講習会の講演を引き受けて

います。日本医療機器学会が認定する第一種滅菌

技師および第二種滅菌技士の認定更新に必要な講

習会の運営にも参加しています。 

 

研究 

低侵襲性治療法や高度先進医療に使用する高性

能な装置や器械を、ISO規格に準拠して適切に洗

浄・消毒・滅菌する方法について総合的に研究し

ています。新興・再興感染症への対策として、プ

リオンや B 型肝炎ウイルス（HBV）の消毒法を

研究しています。上寺は、消毒・滅菌の研究領域

において中心的な役割を果たしている国際誌

Zentralsterilisationの Advisory Editorial Board

の委員でもあります。 

『水』は、医療だけでなくグローバルな観点か

らも注目されています。世界の人口は 70 億人を

超えました。そのうちの 2/3の人々は水不足に悩

んでいます。一方、地球の表面の 2/3は海です。

現在、逆浸透膜（RO 膜 : Reverse osmosis 

membrane）を使用して海水から飲料水を製造す

る技術は世界中で注目されています。RO 膜は、

病院内で滅菌水を製造するときにも使用します。 

このような背景も手伝って、病院における水質

管理法は、世界各国において検討されています。

米国では、手術器械や軟性内視鏡などを再処理す

るときに使用する水について AAMI TIR34: 2007 

Water for the reprocessing of medical devicesを

作成しています。水質は、洗剤、消毒剤、滅菌剤

の作用に影響するだけでなく、器械の耐用年数に

も関係します。最終すすぎ水に多量の Endotoxin

が含まれていると、Endotoxinが手術器械に残留

します。その結果、眼内レンズを移植する白内障

手術において Toxic Anterior Segment Syndrome

（TASS）という炎症性の術後合併症を引き起こ

すことがあります。 

水に関連する基準には、欧州の EN 285、日本

薬局方の注射用蒸留水に関する規定などがありま

す。透析液中の Endotoxin濃度は透析患者の治療

成績に影響を与えるので、透析液に関する ISO規

格もあります。したがって、水質は医療環境の管

理において重要です。病院における最適な水質管

理法について、国内外の基準やガイドラインをふ

まえつつ総合的に研究しています。 
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沿革と組織の概要 

我が国の糖尿病患者数は約 950万人、予備群を

含めて約 2,050万人と推定され、大きな社会問題

となっています。さらに世界的にも増加の一途を

たどっており、根本的な画期的新規糖尿病治療薬

の開発が待たれています。現在、糖尿病治療には

様々な作用機序の薬物が用いられていますが、生

活習慣病に対する「根本的」治療薬の開発につい

ては、世界的に競争も激しく、その登場が強く望

まれているのが現状です。 

以上の背景のもと、分子創薬・代謝制御科学講

座は、糖尿病発症メカニズムの解明のため、抗糖

尿病を発揮することが期待される合成低分子化合

物を探索し、さらにそれをツールとして、その作

用機序解明と標的分子探索を行い、画期的な糖尿

病治療薬を創出することを目的とし、研究を行っ

ております。本講座は、平成 23年 5月に開講し、

親講座である東京大学医学系研究科糖尿病・代謝

内科と強力な連携体制をとることにより、糖尿病

発症の分子メカニズムの解明に基づいた革新的糖

尿病治療薬の創出を目指し、臨床応用の実現化、

社会還元を目標として、日夜研究に取り組んでお

ります。 

 

研 究 

本講座では、抗糖尿病作用を有する各種合成低

分子化合物を探索し、それを最適化し、新規糖尿

病・生活習慣病治療薬として、臨床応用への実現

を目指しています。 

抗糖尿病作用を有する各種合成低分子化合物の

探索や作用解析には、我々が構築した独自のスク

リーニング／アッセイシステムを使用し、さらに

それを発展させながら、各種培養細胞や無細胞系

などを用いた in vitroの系と、糖尿病モデルマウ

スや各種遺伝子改変動物を用いた in vivo の系を

駆使しながら研究を進めています。 

本研究の遂行により、インスリン抵抗性改善作

用、抗動脈硬化作用を長期にわたり発揮する、糖

尿病及び生活習慣病の根本的な治療薬の開発が期

待されると考えています。さらに糖尿病だけでな

く、その関連疾患であるガンやアルツハイマーな

どの疾患に対しても新規に創出した治療薬が効果

を発揮する可能性もこれまでの内外の研究からも

示唆され、22世紀に向けた医療に貢献できる研究

成果をあげていきたいと考えております。 

 

出版物等 
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リピドミクス社会連携講座 
 

特任教授 

清水孝雄 

特任准教授 

北芳博 

特任助教 

徳岡涼美 

 

ホームページ http://lipidomics.m.u-tokyo.ac.jp/ 

 

 

沿革と組織の概要 

リピドミクス講座は、株式会社島津製作所と小

野薬品工業株式会社の出資により、平成23年 4 月

に設置された社会連携講座です［設立時の協力講

座：生化学・分子生物学講座 細胞情報学教室（清

水孝雄 教授）・国際生物医科学講座 生物医科学教

室（北潔 教授）］。 

教員構成は、清水孝雄 特任教授（平成 23年 10

月着任）、北芳博 特任准教授（平成 23 年 6 月着

任）、徳岡涼美 特任助教（平成 23 年 6 月着任）

の 3名でした（平成 25年 12月に北芳博は医学系

研究科ライフサイエンス研究機器支援室准教授に

異動）。平成 25 年度は、この他、助教（ 1 名）、

大学院生（ 1 名）、客員研究員（ 2 名）、研究補佐

（ 2 名）により研究活動等を行いました。 

 

教育 

リピドミクス講座では、以下の学部生講義およ

び大学院生向けの講義等を担当しました。 

・学部講義：「生理活性脂質（清水）」「脂質と生体

膜（北）」 

・医科学修士講義：「プロテオーム・メタボローム

（北）」 

・博士講義（医学共通講義）：「質量分析の原理と

応用（北）」 

 

研究 

リピドミクス講座では、最新の質量分析技術の

開発を通して、脂質代謝を基盤とする生命現象や

疾患メカニズムの解明に取り組んでいます。具体

的には、以下に示すようなテーマについて研究を

行なっています。 

脂質メディエーターの高感度一斉定量解析技術の

開発と応用 

プロスタグランジンやロイコトリエンなどのエ

イコサノイド（アラキドン酸代謝物）に代表され

る脂肪酸系の生理活性脂質、血小板活性化因子

（PAF）に代表されるリゾリン脂質系生理活性脂

質など、多数の脂質メディエーターが疾患や生理

に関わる分子として注目されています。疾患等の

メカニズムの研究において、既知の脂質メディエ

ーター群の包括的定量解析は仮説に基づかない発

見的手法として有効であると同時に、脂質メディ

エーター群の量的なバランス「定量的脂質メディ

エータープロファイル」が、病態を特徴づけるパ

ラメタとして有用です。私たちはこれまでLC-MS

法による脂質メディエーターの高感度一斉定量法

を独自に開発してきましたが、さらに高感度に、
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より多くの成分を、より短時間で一斉定量解析す

ることにより、大規模臨床検体解析やハイスルー

プットスクリーニングに対応可能な技術として確

立することを目指しています。 

脂質バイオマーカー探索法の開発と応用 

LC-MS 法による未知の生理活性脂質や脂質バ

イオマーカー探索においては、クロマトグラフィ

ー手法による脂質分離と、質量分析計による検出

～同定解析（MSn解析、精密質量分析、等）を高

度に融合させる必要があります。分析装置メーカ

ーとの協働により、脂質のクロマトグラフィー分

離の抱える問題点（多数の分離困難な脂質が存在）

の解決をはかると同時に、LC-MS における検体

間の差分解析および特徴抽出技術の開発、データ

ベースとリンクした測定システムの構築を目指し

ています。 

臨床検体からの脂質解析基盤技術の開発と応用 

血液、尿、便、バイオプシー試料などのヒト臨

床検体を対象としたリピドミクス解析は、動物実

験と比べて個人差によるデータのばらつきが大き

く、試料の採取・保存の条件が必ずしもリピドミ

クス解析に最適化されていないことが問題です。

我々は、リピドミクス解析に供する臨床試料の取

り扱い技術を開発し、実用性の高いリピドミクス

解析手法の創出に取り組んでいます。 

脂質代謝解析法の開発 

シンプルなリピドミクス解析により膨大な脂質

プロファイルデータが得られますが、それだけで

は脂質代謝経路（パスウェイ）の状態を知るには

不十分です。代謝流量（生成・分解の速度）の変

化が必ずしも代謝物の静的な量に反映されないた

めです。この問題を解決するために、安定同位体

を用いたメタボリックラベリング法を細胞や個体

のリピドミクス解析に応用するための技術基盤の

開発に取り組んでいます。 

マウス疾患モデルを用いた脂質バイオマーカー／

脂質メディエーター探索 

生活習慣病を含む各種疾患のマウスモデルの解

析に最新のリピドミクス技術を応用して、脂質バ

イオマーカー探索を行います。各種遺伝子欠損マ

ウス、遺伝子導入マウスを用いた比較解析も併せ

て実施することで、重要な脂質マーカー、脂質メ

ディエーター、および脂質代謝プロファイルの発

見を目指しています。 

新規脂質メディエーター代謝経路の探索 

これまで、脂質メディエーターの代謝は、産生

酵素や分解酵素の研究により主要な経路が明らか

にされていますが、生体内には、組織や細胞種に

特異的な脂質メディエーター代謝経路が存在する

可能性があります。実際、私たちは、遺伝子欠損

マウスの解析から従来の知見とは異なる新たな脂

質メディエーターの産生経路の存在を示唆するデ

ータを得ています。培養細胞や動物モデルに対し、

新たなリピドミクス技術を用いることで、新規脂

質代謝経路の存在とその意義を明らかにします。 

 

出版物等 

 

1. 北芳博、清水孝雄 質量分析計によるエイコサノ

イド類の一斉定量分析法 遺伝子医学 MOOK 

24号, 63-70 (2013) 

2. Hashimotodani Y, Ohno-Shosaku T, 

Tanimura A, Kita Y, Sano Y, Shimizu T, Di 

Marzo V, Kano M. Acute inhibition of 

diacylglycerol lipase blocks endocannabinoid-

mediated retrograde signalling: evidence for 

on-demand biosynthesis of 2-arachidonoyl-

glycerol. J. Physiol., 591, 4765-4776 (2013)  

3. Tokuoka M S, Kita Y, Shindou H, Shimizu T. 

Alkylglycerol monooxygenase as a potential 
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脂肪細胞機能制御学 
 

特任准教授 

脇 裕典 

特任助教 
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沿革と組織の概要 

本邦を含め全世界で肥満症・メタボリックシン

ドローム・糖尿病が急増しています。脂肪細胞は

長い間、余剰エネルギーを蓄積するだけの受動的

な臓器だと考えられていましたが、10 余年の研

究によりレプチンやアディポネクチンおよび炎症

性サイトカインなど全身の代謝を制御・調節する

分子を積極的に分泌する内分泌臓器として役割が

明らかにされてきました。また肥満やインスリン

抵抗性を伴う糖尿病の治療薬であるチアゾリジン

誘導体が脂肪細胞分化のマスターレギュレーター

である核内受容体型転写因子 peroxisome 

proliferator-activated receptor γ（PPARγ）のア

ゴニストであることが明らかにされ、脂肪細胞に

おける転写制御や転写制御ネットワークが糖脂質

代謝の鍵となることが明らかにされました。近年

では長らくその性質が分からなかった脂肪細胞の

前駆細胞（間葉系幹細胞）について表面マーカー

を用いたフローサイトメトリーや遺伝子改変によ

るリニエージ・トレーシング等の技術を用いた研

究が進んできています。以前からヒト新生児やげ

っ歯類には余剰エネルギーを必要に応じて蓄積す

る白色脂肪細胞のほかに、ミトコンドリアに富み

エネルギーを消費して熱産生を行う褐色脂肪細胞

があることが知られていましたが、最近の

Positron emission tomography を用いた研究に

よりヒト成人にも機能的な褐色脂肪細胞が存在す

ること、および褐色脂肪細胞と白色脂肪細胞の分

化を制御する転写因子ネットワークが明らかにな

るなど、褐色脂肪細胞が肥満治療の標的として積

極的な研究対象となっています。近年では肥満し

た脂肪組織では肥大化した脂肪細胞のみならず、

マクロファージを中心とした炎症性細胞、その極

性の変化が重要な役割を果たすことが明らかとな

り、炎症性サイトカインを介した脂肪細胞と炎症

性細胞の相互作用も重要なトピックの一つです。 

当講座は、上述した通り社会的に急増する肥満

症・メタボリックシンドロームの中心的な病態を

形成する脂肪細胞の機能制御とその破綻のメカニ

ズムの解明と治療への応用を目指し、ノバルティ

スファーマ株式会社の出資により社会連携講座と

して平成 23 年度に設置されました。協力講座と

する糖尿病・代謝内科と密接な連携をとりながら、

次世代シークエンサーを用いた網羅的なエピゲノ

ム解析や、生化学的手法、欠損マウスやトランス

ジェニックマウスなどの遺伝子工学的手法などを

用いて、定常状態や肥満やメタボリックシンドロ

ームの病態、脂肪細胞分化など、脂肪細胞のさま

ざまな機能に関わるクロマチンの制御、アディポ

ネクチン・RAS などの内分泌因子、PPARγ 等の

転写因子による制御ネットワークの研究を推進し

ます。社会連携講座の使命として、学術的感覚と

社会感覚を備えた国際的な若手の人材育成にも力

を注いでいます。 



500 東京医学・第 128 巻・平成 26 年 10 月 

教育 

医学部学生を対象とした内科症候学では肥満の

講義を、医科学専攻修士課程においては臨床医学

概論・肥満、糖尿病、脂質代謝異常を担当するほ

か、協力講座である糖尿病・代謝内科（代謝栄養

病態学）の大学院生の指導を行っています。 

 

研究 

次世代シークエンサーはゲノムサイエンス分野

での革新的な新しい技術の一つで、転写因子やエ

ピゲノム（クロマチンを構成するヒストンやDNA

修飾など DNA 配列の変化を伴わない表現型の変

化）の研究が全ゲノムレベルで可能となり、新た

な知見や概念が明らかにされています。当講座で

は東京大学先端科学技術研究センターの油谷浩幸

研究室の協力により、遺伝子の転写制御やエピゲ

ノム制御をゲノムワイドに解析する次世代シーク

エンサーを用いて、脂肪細胞分化や正常・病態に

おける脂肪細胞の細胞特異的な転写制御領域や転

写因子ネットワークの解明、新たな制御因子の同

定、その制御異常について解明を試みています。

同解析からこれまで手法では不明であった分化に

重要な遺伝子の制御領域を同定し、遠位に存在す

る脂肪細胞に特異的なエンハンサーの重要性を示

すとともに、バイオインフォルマティクスを活用

したモチーフ解析との組み合わせにより、新たな

分化制御因子 NFI を同定し報告しました（PLoS 

Genet 7(10), 2011 e1002311）。正常な脂肪細胞分

化に加えて、褐色脂肪細胞と白色脂肪細胞の分化

や、前駆脂肪細胞、病態における脂肪細胞におけ

る転写ネットワークの解明、およびその制御によ

る治療への応用を目指しています。一方、近年の

2型糖尿病のゲノムワイド相関解析GWASで疾患

感受性遺伝子として同定された遺伝子の糖代謝に

おける役割について、発生工学的手法を用いて検

討をしています。2 型糖尿病の疾患感受性遺伝子

TCF7L2はヒトにおいてインスリン分泌能との関

連が示唆されていますが、我々はドミナントネガ

ティブ型の変異を有する TCL7L2 の膵島におけ

る過剰発現マウスを作成し、それらが膵β細胞や

インスリン含有量の減少を起こしインスリン分泌

能や糖代謝が悪化することを見出しました

（Diabetologia. 2014 Mar; 57(3):542-53．）。また、

２型糖尿病の治療薬であるDPP4阻害薬をグルコ

キナーゼヘテロ欠損マウスに投与すると膵β細胞

量やインスリン分泌量が増加することを見出し報

告しました。（Metabolism. 2013 Jul; 62(7): 

939-51）。これらのような網羅的なエピゲノム・

ゲノム解析や、生化学的手法、欠損マウスやトラ

ンスジェニックマウスなどの遺伝子工学的手法な

どを用いて、定常状態や肥満よるメタボリックシ

ンドロームの病態、脂肪細胞分化などに焦点を当

て、研究をすすめています。 

 

出版物等 
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訂版）p309-321, 2013.5 
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沿革と組織の概要 

本講座は患者に「我慢させない療養生活」を実

現し人々の健康を早期に取り戻すために、臨床現

場を基軸とし、高度な看護技術を創生する学問領

域を発展させることを目的に、東京大学大学院医

学系研究科社会連携講座として2012年12月に開

設された。 

看護技術発展における課題として、大学で行う

研究と臨床現場で行われている看護技術との乖離

があげられる。つまり、大学では研究を通して看

護の発展に寄与する方策を持っていても、病院か

ら離れているためにそれを還元することや臨床の

ニーズを把握することが困難な場合がある。一方

で病院では、新しい技術の創生が、看護師の経験

に依存する傾向があり、科学的プロセスを経た開

発は極めて限定されてきた。看護師が臨床で業務

をこなしながら研究ができるような、人材の育成

や支援体制は十分といえない点も挙げられる。 

これらの課題を解決し、さらなる看護技術の進

化をめざし、テルモ株式会社の協力のもと、老年

看護学／創傷看護学分野、看護部、糖尿病・代謝

内科を協力講座とする社会連携講座が、病院内に

設置された。病院の看護部、診療科、大学院看護

学専攻が協力してチーム医療・研究を推進する、

日本の新たな研究基盤のモデルを構築する。そし

て実践の場のニーズにあった、新しい看護をスピ

ーディーに世界に発信することを目指して取り組

む。 

講座構成員は、看護部職員より村山陵子特任准

教授、看護学専攻教員より大江真琴特任講師、テ

ルモ株式会社より田邊秀憲共同研究員、新井梨佳

共同研究員である。 

 

教 育 

研究指導として、老年看護学／創傷看護学分野

の大学院生の研究計画について、演習・実習を通

して指導協力を行った。 

学部、大学院の講義の一部を老年看護学／創傷

看護学分野とともに担当した（老年看護学Ⅰ、保

健学実習、老年看護学特論Ⅰ、Ⅱ）。 

 

研 究 

講座では臨床現場に立脚した新しい看護技術

を開発し、患者さんに「我慢させない療養生活」
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の確立をめざしている。そこで、臨床現場のニー

ズを把握するため、東京大学医学部附属病院看護

師を対象にウェブ調査、インタビュー調査を行っ

た。本研究は看護部との共同研究として行った。 

また、早期離床のための看護用品の開発、高齢

者向け血糖測定器の開発、血管外漏出の実態調査

を行っている。これらは附属病院の看護師ととも

に実施している。 

看護部のキャリアラダーシステムの中で、看護

師に対する研究指導を行った。この中で、骨盤底

障害や糖尿病足病変、静脈穿刺針に関する研究を

実施している。 

研究のコンサルテーションや論文執筆指導を

行い、看護師の研究の推進を図っている。また、

研究に必要な知識や技術を看護師に提供するため、

大学院の協力を得て勉強会を企画した。 

その他、研究者の専門領域として骨盤底障害や

糖尿病足病変に関する研究を行った。 

以下、本講座で平成 25 年度に実施された主な

具体的研究テーマを挙げる。 

・臨床現場のニーズ調査 

・早期離床・早期退院を目指した輸液ルート・

ドレーン・カテーテル管理 

・血管外漏出のメカニズム解明と漏出を防止す

る留置針の開発 

・高齢者にやさしい血糖測定器の開発 

・産後の骨盤底障害のリスクアセスメントに関

する研究 

・糖尿病足病変の実態調査とその要因検索 
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沿革と組織の概要 

本講座は、時間的・空間的に分散して取得管理さ

れた電子的な健康・医療データを、携帯電話や無

線ＬＡＮ端末といったモバイル情報機器と、携帯

電話などの情報ネットワークとによって仮想的に

統合できる新しい健康情報空間を構築し、その実

証実験を行うことを使命とする。医療提供者側に

対しては、特に医療機関において診療時間内とい

う限られた時空間でのみではなく、いつでもどこ

からでも施設内と同様の情報環境にアクセスでき

る仮想情報空間を提供することを目指し、そのメ

リットやデメリットを研究する。また患者や保健

サービス利用者には、どこからでも自身の医療・

健康情報を携帯電話や無線ＬＡＮ端末を用いて仮

想的に持ち運びできるような環境を提供する。こ

うした情報環境は、救急時などに確かな病歴・処

方情報を医療機関に提示でき、リスクに対して自

身を守る大きな価値を持つものと考えられ、この

ような実証研究の延長として将来的には、医療も

しくは保健サービス提供者と、その利用者（患者

等）の双方が、同時に物理的に医療機関にいなけ

れば医療ができないという時間的・空間的制約を

取り除く将来の診療の在り方そのものへの検討を

行うことも目指す。モバイル IT および周辺機器環

境開発を軸とし、これを応用し疫学・情報工学・臨

床工学専門家の協力による臨床医学的検証を行う。 

研究 

(1) モバイルクラウド 12 誘導心電図による臨床

医療変革の試み 

急性心筋梗塞の院内死亡率は再灌流療法など

の技術革新により、わが国でもこの 20 年で

20％台から 7%台まで激減したが、病院前心停

止に陥る患者は 14％にも及ぶ。 

 発症から PCI 施行施設への直接搬送は 32%

〜78%とされ、病院前トリアージに 12 誘導心

電図は重要である。わが国では病院前 12 誘導

心電図診断はまだ標準化がなされていない。

そこで、当講座ではスマートフォンを中継器

として機能させ、サーバを通して 12 誘導心電

図をクラウド上で瞬時に共有できるシステム

を開発した。本システムは 大幅なコスト低減

が図られ、潜在的普及力をもち、循環器救急

領域に於いてユビキタスな救急診断体制を構

築しプレホスピタルからの一貫した臨床的ア

ウトカムを改善する可能性がある。更なる検

証と改良開発、および実地臨床フィールドに

おける臨床応用を行っている。現在北里大学、

大分大学、医療法人北斗 北斗病院とともに

ドクターカー、救急車、および広域医療圏に

おける医療連携モデルでそれぞれ実地試験を

行った。救急症例への治療改善、救急医療の

最適化、救急隊員への教育効果など多岐にわ
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たる有用性を証明する成果が得られ、全国的

な実用運用に向けた活動への橋渡し段階に至

る。 

(2) ICT を利用した２型糖尿病管理システム 

我が国において糖尿病が疑われる人は約

2,210 万人に達しその半数は十分な治療を享

受しておらず（平成 19 年国民健康・栄養調査）

糖尿病患者の治療体制整備と医療資源の効果

的利用が課題である。 医療 IT 技術を用いた

eHealth は糖尿病患者の血糖コントロールと

QOL を改善するが医療者の業務を増大させ

るという問題がある。安全性を重視し半自動

応答により医療者の負担を軽減した糖尿病診

療支援システム DialBetics を開発し先端的な

eHealth の樹立を目指している。54名の 2型

糖尿病患者を対象としたランダム化比較私見

では DialBetics 使用群では、DialBetics非仕

様群に比較して3ヶ月後のHbA1cが有意に低

下するという成績を得た。臨床的有用性・安

全性が証明されつつあり、今後も新たな臨床

研究を計画している。 

 

(3) 診療情報・生体情報を統合したモバイル個人

健康医療情報プラットフォーム Smart PHR

の開発 

個人が健康診断や医療機関により提供される

検査値などの健康医療情報を本人自身が管理

し利活用する Personal Health Record（PHR）

が近年提唱されているがこれをモバイル ICT

とクラウドコンピューテイング技術によるプ

ラットフォームとして確立するための開発を

開始した。Smart PHR というこのプラットフ

ォームでは先に開発した服薬情報をはじめと

した在宅での生体情報の自動取り込み、クラ

ウドによる医療連携等の機能を実現し、実地

フィールドにおける臨床実地試験を策定注で

ある。 

(4) 携帯電話を用いた外来患者案内システム 

携帯電話を利活用し、外来患者の待ち時間（診

察待ち～会計待ち～調剤待ち）の短縮、また

は、有効活用を支援するモバイル ICT による

システムを構築した。実証試験を行った結果、

患者の待ち時間のみならず待ち行列制御によ

って診療時間の短縮も得られる成果を得た。 
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附 属 病 院 
 

 

 

敷地・建物 

敷地総面積は、113,853 ㎡、建物総面積は、

242,012 ㎡である。 

 

組 織 

病院長の下に、内科、外科、感覚・運動機能科、

小児・周産・女性科、精神神経科、放射線科の 6

診療部門および薬剤部、看護部、検査部、手術部、

放射線部、救急部、企画情報運営部、事務部（総

務課、管理課、経営戦略課、医事課）等の中央施

設部門、臨床研究支援センター等の臨床研究部門

からなり、常勤職員数は教員 724名、看護師･医療

技術職員 1,633名、事務職員等 197名の計 2,554

名（平成 25年 4月 1日現在）である。 

病院の運営体制としては、病院諮問機関として

の病院運営審議会（総長指名 2名、医学系研究科

長、医学系研究科副研究科長、病院長、事務部長、

病院長指名 2名、外部有識者 2名の計 10名から

構成）から、病院の運営に対する意見等をいただ

くなど、外部からの意見を病院運営に反映させる

こととしている。 

病院執行部は、病院長、副院長、病院長補佐、

事務部長、看護部長、その他病院長が必要と認め

る者で病院運営審議会での承認を得た者により構

成され、病院運営に関する最終的な意思決定を行

っている。また、診療科（部）長は病院長指名と

し、任期 1年を設定し、適宜、病院体制の見直し

が可能となるようにしている。さらに、各診療科

（部）の運営は、診療運営組織（入院診療運営部、

外来診療運営部、中央診療運営部）と運営支援組

織の指導下に入り、各診療科（部）は病院全体の

機能と調和しながら、それぞれの役割を果たして

いる。なお、運営支援組織は、人事部、医療評価・

安全・研修部、企画経営部、教育研究支援部で構

成されていたが、平成 25 年 6 月に改組し、現在

は人事部、医療評価・安全部、教育・研修部、企

画経営部、研究支援部で構成されている。 

平成 25 年度は中央施設部門において 2 つの組

織の改組・改称が行われた。従来からの栄養管理

室と栄養サポートチーム（NST）委員会の有機的

連携を深め、当院の栄養療法のさらなる充実と臨

床栄養学研究推進を図るため、栄養管理室を改組

し、病態栄養治療部を設置した（4月）。また、労

働安全衛生管理室を環境安全管理室に改称した

（6月）。 

 

診療実績 

平成 25 年度の入院延患者数は 392,823 名、1

日平均 1,077 名、外来延患者数は 760,563 名、1

日平均 3,117名であった。 

平均在院日数は、一般病棟で 12.7日、新入院患

者数は 28,474人であった。 

手術件数 11,236 件、厚生労働省の先進医療承

認件数は 14 件で、高度医療機関としての機能を

果たしている。 

地域医療においても、救急患者 18,368 名をは

じめ、小児・周産期の分野においては、分娩件数

862件であった。 

臨床検査件数は、8,261,899 件、うち血液学的

検査 1,131,451件、生化学的検査 5,076,461件、

内分泌学的検査 343,303 件、免疫学的検査

799,492件、微生物学的検査 140,859件、生理機

能検査 115,632件、採血・採液等検査 245,894件

であった。 
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放射線検査・治療患者数は 270,192名、うち X

線 CT 検査 48,910件、MRI 検査 16,417件であ

った。 

平成 25年度中の死亡患者数は 330名、うち病

理解剖を行ったものは53件、剖検率は16.06％で、

外部からの受託解剖が 1件あった。 

 

病院再開発計画 

現在、未来の研究・開発の拠点となる「東京大

学クリニカルリサーチセンター」建築構想に向け

た活動を一層推進している。 

本院の再開発は昭和 56 年以来、将来計画委員

会病院部会を軸として営々と継続されており、そ

の一環として昭和 63 年に中央診療棟 1、平成 6

年に外来診療棟がオープンした。その後、平成 13 

年 7月には本院・分院の組織統合が行われ、同年

9月に入院棟 Aがオープンした。 

さらに、旧中央診療棟において診療を行ってい

た救急部や光学医療診療部、生理学検査、リハビ

リテーション部等の診療体制の充実を図るための

中央診療棟Ⅱ期工事が平成 14年度から計画され、

平成 17年度末に竣工、翌 18年度より順次運用が

開始された。この中央診療棟 2には、旧中央診療

棟に配置されていた部門や手術部、病理部、院内

学級、組織バンク、CPC等の部門が配置されてい

る他、平成 16年より活動を開始した 22世紀医療

センターの拠点となっている。 

22世紀医療センターは、本院をフィールドとし

て新たな臨床医学や医療関連サービスの研究と開

発を行う組織である。本センターは予防医学、疫

学研究、臨床試験、医療安全、機器等をテーマと

する 19 の寄付講座と社会連携講座１講座（平成

25年 4月 1日現在）によって構成されており、す

べて企業からの寄附を基礎として設置されており、

産学連携の一大拠点となっている。 

平成 25年度に着工した入院棟Ⅱ期は平成 28年

度に竣工を予定している。現在の入院棟と合わせ

て診療機能が一段と強化され、超急性期から慢性

期、予防医学まで、異なった多様なニーズを有す

る個々の患者に最適な医療をシームレスに提供す

ることを目指している。 

当院では病気の原因を解明し、新しい診断法や

治療法を開発し、患者に最適で最先端の医療を提

供できるように活動してきた。同じく平成 25 年

度に着工し、平成 30 年度に完成予定のクリニカ

ルリサーチセンターは、最先端の研究機能を有し、

当院が世界トップレベルの臨床医学研究の拠点と

なることを目標としている。 
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検査部（臨床病態検査医学） 
 

教授 

矢冨 裕 

准教授 

池田 均 

講師 

大門雅夫、下澤達雄、高井大哉、湯本真人 

助教 

中尾倫子、金子 誠、増田亜希子、蔵野 信 

技師長 

大久保滋夫 

 

ホームページ http://lab-tky.umin.jp/ 

 

 

沿革と組織の概要 

昭和 30 年（1955 年）6 月 15 日、東大病院の

近代化の一環として臨床検査を中央化して熟練技

術者の手により、大量かつ高度の検査を集中的に

しかも迅速精密に行い、総合病院としての医療水

準を向上させる目的で東大病院に臨床検査部が開

設された。 

当初は、一般・細菌・血清・病理組織・生化学

の 5検査室にすぎなかったが、その後設備の充実

に伴って各種の臨床生理、臨床血液、内視鏡など

の諸検査室が逐次開設活動を始めた。昭和 34 年

（1959年）4月より 2部の組織に分けられ細菌・

血清・病理組織・生化学の検体を主として扱う 4

検査室は中央検査部に、Ｘ線診断を含め、患者を

扱うその他の検査室は中央診療部に包括された。

昭和 38年（1963年）7月中央検査部にフォトセ

ンターの業務が新たに加わり、昭和 45 年（1970

年）1 月リハビリテーション部が独立するのに伴

い中央診療部は解消し、中央検査部は検体検査の

第 1部と患者検査の第 2部で構成されることにな

った。管理機構としては病院長に直属する部長・

副部長（現在は大学院医学系研究科臨床病態検査

医学分野の教授・助教授が併任）が全体を統括し、

各検査室では教員はじめ、必要に応じ各領域の専

門家の協力を得てこれを運営している。昭和 50

年（1975年）10月、検査第 1部の病理組織検査

室が病理部として分離独立した。 

昭和 57年（1982年）7月中央検査部に専用の

汎用コンピュータが導入されて、まず生化学検査

室業務が、昭和 59年（1984年）7月からはそれ

以外の検体検査部門のシステム化が行われた。昭

和 58年（1983年）4月医事システムのオンライ

ンシステム化が行われるに際して、中央検査部検

体総合受付が設けられて、医事システム、診療科

情報システムと中央検査部システムが結合し、相

互に情報を利用できるようにして、事務作業の合

理化が図られた。また、検体検査部門では検査機

器の発展に伴って作業内容が年々変わってきてい

る。これらの変化に対応するため、昭和 58 年

（1983年）4月一般検査室は、生化学 2検査室、
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従来の生化学検査室は生化学 1検査室に改称する

とともに作業の合理化が図られた。昭和 63 年

（1988年）1月から新中央診療棟に検体検査部門

が移った。昭和 63年 10月検査部の機構を改め、

新たに検体管理部門、緊急検査室、微量物質分析

検査室が設置された。昭和 63年 11月 1日より各

科共通の外部委託検査の窓口が検査部となり、こ

れらの検査結果も検査部内の検査結果と同様にデ

ータベースに貯えられ、オンライン検索できるよ

うになった。 

また、医療の 24 時間態勢に臨み、平成元年

（1989年）3月から時間外及び休祝日検査体制を

試行し、同年 6 月より宿日直業務が開始された。

次いで平成 4・5 年度の両年に亘り総合検体検査

システムが導入されることになり検体自動搬送検

査システムが構築稼働し、検査オーダリングと検

査結果報告の迅速化が実現した。また平成 5年 10

月から外来患者の採血を主として検査部技師が担

当し、平成 6年（1994）7月 1日から遺伝子検査

室を開設した。平成 8年（1996年）10月 1日か

ら生理検査総合受付（24）が開設した。平成 8年

（1996 年）各科配属の技師が中央化され、検査

部・輸血部・病理部に所属する臨床検査技師系職

員は技師長のもとに一元化され一体となって運営

されるようになった。平成 10年（1998年）に総

合検体検査搬送システムが更新されることになり、

平成 11年（1999年）10月に同システムは完成し

稼働した。更新に際して一般検査室と採血室にも

搬送システムが導入された。平成 11年（1999年）

4 月より輸血部・検査部の技師による輸血検査の

宿日直業務を開始した。 

平成 13年（2001年）4月、細菌検査室が感染

制御部のもとに移され、検査部・輸血部・病理部・

感染制御部の四部は、それぞれ独立した組織では

あるが、技師人事なども含め、お互いに連携をと

りながら一体となって運営されることになった。

平成 13年 4月に本院と分院が組織的に統合され、

実質的には 7月より分院の職員が加わった。同年

4月消化器内科に技師を 2名派遣し腹部超音波検

査を開始した。同年 9 月 22 日、新入院棟が完成

し、それに伴い各科から検査部への検体搬送は、

中型搬送システムを用いて行われることとなり、

また緊急検査室へはエアーシューターが使われる

こととなった。分院との統合により検体数が増加

した。さらに病棟に常駐して検査を実施するため

病棟検査部門を新設し、平成 14年（2002年）12

月より 2 名の病棟検査技師を配置した。平成 15

年（2003年）4月からは 3名に増員した。国立大

学病院検査部門の人事交流が開始され、平成 14

年度（2002年）は東大と筑波大・山梨大との間で、

平成 15年度（2003年）は東大と筑波大・東京医

科歯科大との間で技師を 1名ずつ 1年間入れ換え

配置し、交流を実施した。平成 15 年 7 月から病

棟採血血管システムが稼動し、検査部で入院患者

の翌日分の採血・採尿管を準備して病棟へ配信す

るサービスを開始した。 

平成 16年（2004年）4月、国立大学の法人化

に伴い、人事院規則から労働基準法に準拠するこ

とになった。公務員は非公務員となり、従来の当

直は夜勤として位置づけられ、教員の講師以上は

裁量労働制になるなど、労働形態が大きく変化し

た。また病院の独立採算制推進により、検査にお

いても従来にも増して検査の適正化、医療経済の

観点からの効率化が求められるようになった。さ

らに平成 16 年度からスタートした研修の必修化

と、特定機能病院における DPC の導入によって

もさまざまな影響が出現している。2005年 4月、

東大病院検査部は創立 50周年を迎えた。1955年

に設立された東大病院検査部が歩んできたこの半

世紀は、そのまま我が国の臨床検査の歴史でもあ

った。東大病院検査部も先駆けとなった中央検査

システムの導入は、その後の我が国の医療の発展

に大きな貢献をなし、以後、全国の大学病院を中

心に次々と中央検査部が作られることとなった。
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今後も、臨床検査医学、さらには中央診療施設と

しての検査部の発展に努めるべく、検査部員一同、

気持ちを新たにした。 

2006 年 8 月、検査部遺伝子検査室において、

個別薬物療法支援のための薬剤感受性遺伝子多型

検査を開始した。臨床ゲノム診療部、薬剤部、企

画情報運営部、消化器内科と共同して、プロトン

ポンプ阻害薬の代謝に関与する CYP2C19遺伝子

多型検査をスタートすることになった。2007年 8

月からワーファリン遺伝子多型検査（CYP2C9, 

VKORC1）、2009年 4月から抗がん剤イリノテカ

ンの代謝に関与する UGT1A1 遺伝子多型検査を

開始した。今後も、治療薬投与時の薬剤動態、反

応性、副作用発現の可能性の予測、安全で効果的

なテーラーメード医療への貢献が期待できる薬剤

反応性遺伝子検査を拡充していく予定である。 

2006年 11月、検査部生理検査部門が新中央診

療棟 2へ移転した。これまで、旧中央診療棟に分

散していた生理検査室は、有機的に統合されるこ

ととなった。この長年の念願が達成できるととも

に、以下の拡充・新設がなされた。1) Vascular 

Board支援のための無侵襲血管検査の拡充（頚動

脈・下肢血管エコー、ABPI/CAVI）、2) 腹部エコ

ー検査中央化、3) 生理機能検査の依頼状・結果報

告の電子化、4) 光トポグラフィー、磁気刺激

（CMCT）検査の開始、5) He 併用フローボリュ

ム曲線（アイソフロー）検査の開始 

2007 年 1 月、検査部検体検査部門が、ISO 

15189「臨床検査室-品質と能力に関する特定要求

事項」の認定を受けた。本規格は、臨床検査室の

質の向上と認定のための国際基準を提供する目的

で作成されたもので、国際的に臨床検査室の認定

基準として広く受け入れられているものである。

東大検査部は、本規格の品質マネジメントシステ

ムにより、臨床検査室としてのさらなる質の向上を

目指すとともに、臨床検査のグローバルな標準化や

検査データの共有化に寄与したいと考えている。 

診療 

主な業務は臨床検査業務である。そのほか、教

員は総合内科外科を検査部として週 2 回担当し、

一部の教員は内科の専門外来診療にも従事してい

る。生理機能検査では、教員が臨床検査技師を指

導しながら、実際の検査業務も行っている。以下、

臨床検査業務の現状を述べる。 

検査部の構成と業務内容 

検査部は、大きく、検体検査部門、生理検査部

門より構成される。 

検体検査部門は、採血室（検体管理）、システム、

一般、生化学、微量分析、免疫、血液、血栓止血・

血糖、遺伝子、緊急、P1ユニットの検査室により

成る。迅速な検査結果の報告、検体の随時受付、

外来での診察前検査の実施、また外来採血の検査

部での完全実施、遺伝子検査や新しい検査項目の

導入、検査インフォメーションの開始など、多方

面にわたっての業務拡大を可能とした総合検体搬

送システムも、機械の老朽化が進んだため平成 11

年 11 月に第 2 世代の総合検体搬送システムを導

入した。この完成により採血室と搬送ラインの連

結、尿検査への搬送システムの導入、自動車ロボ

ットの設置など、さらに機能的な検査が可能にな

った。平成 20年 5月には第 3世代、平成 25年 5

月には第 4世代の総合検体搬送システムをファイ

ナンスリース方式にて導入・更新した。システム

更新後の外来採血待ち時間は、平均 10 分ほどで

推移している。 

緊急検査室は常時オープンしており、夜間・休

日は宿日直者を配置して対処している。 

平成 11 年 4 月からは輸血部と協力して輸血当

直を開始した。平成 13年 4月より技師 2名が消

化器内科に出向し、腹部超音波検査を開始した。

また平成 14年 12月より病棟に技師が常駐する病

棟検査部門を設置した。ICUを中心にベッドサイ

ド検査を実施している。 

生理検査部門は、平成 18年 11月より中央診療
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棟 2 の 2 階に循環機能、血管エコー、呼吸機能、

神経筋電図、腹部超音波全てが統一して配置され

た。Vascular Boardを支える血管検査が充実して

きている。また、検診部におけるエコー検査も開

始した。 

平成 23 年からは、厚生労働省「早期・探索的

臨床試験拠点整備事業」の支援のもと設置された 

Phase1 unit（P1ユニット）に臨床検査技師を派

遣し、全面的に参画している。 

 

教育 

教員は、臨床検査医学の講義を担当するほか、

M3 のベットサイド教育に携わっている。各部署

ごとに勉強会やカンファレンスを開いており、検

査部全体としては症例検討会を適宣開催し、学会

前には予行を行っている。臨床各科のカンファラ

ンスにも出席して研讃を積んでいる。当検査部で

は、多くの大学、検査技術学校の学生の臨地実習

を引き受けており、主任技師が中心となって実習

指導を行っている。また時に、諸外国や JICAか

ら研修実習の依頼があり協力をしている。 

 

研究 

病院検査部と大学院臨床病態検査医学は密な協

力関係の本、臨床検査に関するテーマを中心とし

て研究を行っている。新しい検査法の開発・改良、

各種病態の臨床検査を通した解析を行っている。

具体的には、以下の研究テーマが進行中である。 

 

� リゾリン脂質性メディエーターの病態生理

学的意義の解明とその測定の臨床検査医学

的応用 

� 血小板生物学の構築と臨床検査医学的応用 

� 網血小板比率と幼若血小板比率（IPF）の臨

床的意義についての検討 

� 肝臓の線維化と虚血再灌流障害 

� 遺伝子検査 

� 生理活性ペプチドとくにアドレノメデュリ

ンの研究 

� 酸化ストレスと臓器障害 

� 超音波による心機能の解析 

� 呼吸機能と種々の病態との関連 

� がんにおけるエピジェネティクス異常と診

療への応用 

� 脳磁図による視聴覚統合の神経機構の研究 

出版物等 

 

Original article: 

1. Arano, T., Nakagawa, H., Ikeda, H., and 

Koike, K. Adiponectin in chronic hepatitis 

C. Clin. J. Gastroenterol. 6: 259-263, 2013. 

2. Chen, M.J., Chen, K.Y., Chiang, S.J., 

Daimon, M., and Lee, S.J. The Telehealth 

Care Service Model of Hypertensive 

Treatmen. J Telemed Telecare. 19: 238-41, 

2013. 

3. Dohi, T., Miyauchi, K., Ohkawa, R., 

Nakamura, K., Kurano, M., Kishimoto, T., 

Yanagisawa, N., Ogita, M., Miyazaki, T., 

Nishino, A., Yaginuma, K., Tamura, H., 

Kojima, T., Yokoyama, K., Kurata, T., 

Shimada, K., Daida, H., and Yatomi, Y. 

Increased lysophosphatidic acid levels in 

culprit coronary arteries of patients with 

acute coronary syndrome. Atherosclerosis 

229: 192-197, 2013. 

4. Enooku, K., Kato, R., Ikeda, H., Kurano, M., 

Kume, Y., Yoshida, H., Ono, T., Aizawa, K., 

Suzuki, T., Yamazaki, T., Yatomi, Y. Inverse 

correlations between serum ADAMTS13 

levels and systolic blood pressure, pulse 

pressure, and serum C-reactive protein 

levels observed at a general health 

examination in a Japanese population: a 

cross-sectional study. Clin. Chim. Acta 421: 

147-151, 2013. 

5. Gotoh, H., Enooku, K., Soroida, Y., Sato, M., 



 The Tokyo Journal of Medical Sciences. Vol.128, Oct. 2014 515 

Hikita, H., Suzuki, A., Iwai, T., Yokota, H., 

Yamazaki, T, Koike, K., Yatomi, Y., and 

Ikeda, H. Perihepatic lymph node 

enlargement observed at a general health 

examination: a cross-sectional study. 

Hepatol. Res. 43: 906-910, 2013. 

6. Hikita, H., Nakagawa, H., Tateishi, R., 

Masuzaki, R., Enooku, K., Yoshida, H., 

Omata, M., Soroida, Y., Sato, M., Gotoh, H., 

Suzuki, A., Iwai, T., Yokota, H., Koike, K., 

Yatomi, Y., and Ikeda, H. Perihepatic lymph 

node enlargement is a negative predictor of 

liver cancer development in chronic 

hepatitis C patients. J. Gastroenterology 

48: 366-373, 2013. 

7. Hikita, H., Enooku, K., Satoh, Y., Yoshida, 

H., Nakagawa, H., Masuzaki, R., Tateishi, 

R., Soroida, Y., Sato, M., Suzuki, A., Gotoh, 

H., Iwai, T., Yokota, H., Koike, K., Yatomi, 

Y., and Ikeda, H. Perihepatic lymph node 

enlargement is a negative predictor for 

sustained responses to pegylated 

interferon-a and ribavirin therapy for 

Japanese patients infected with hepatitis C 

virus genotype 1. Hepatol Res. 43: 1005-

1012, 2013. 

8. Ichikawa,  R., Daimon,  M., Miyazaki,  T., 

Kawata,  T., Miyazaki,  S., Maruyama,  M., 

Chiang,  SJ., Suzuki,  H., Ito,  C., Sato,  F., 

Watada,  H., and Daida,  H.  Influencing 

factors on cardiac structure and function 

beyond glycemic control in patients with 

type 2 diabetes mellitus. Cardiovasc 

Diabetol. 12: e38, 2013. 

9. Ikeda, H., Enooku, K., Ohkawa, R., Koike, 

K., and Yatomi, Y. Plasma lysophosphatidic 

acid levels and hepatocellular carcinoma. 

Hepatology. 57: 417-418, 2013. 

10. Inoue, Y., Tomiya, T., Nishikawa, T., 

Ohtomo, N., Tanoue, Y., Ikeda, H., and 

Koike, K. Induction of p53-dependent p21 

limits proliferative activity of rat 

hepatocytes in the presence of hepatocyte 

growth factor. PLoS ONE 8: e78346, 2013. 

11. Ito, S., Iwaki, S., Koike, K., Yuda, Y., 

Nagasaki, A., Ohkawa, R., Yatomi, Y., 

Furumoto, T., Tsutsui, H., Sobel, B.E., Fujii, 

S. Increased plasma sphingosine-1-

phosphate in obese individuals and its 

capacity to increase the expression of 

plasminogen activator inhibitor-1 in 

adipocytes. Coron. Artery Dis. 24: 642-650, 

2013. 

12. Kanno, N., Kaneko, M., Suzuki ,A., 

Yatomi ,Y. Evaluation of Factor XIII 

Activity Using Berichrom FXIII 

Chromogenic Assay on the Fully-

Automated Coagulation Analyzer CS-2000i 

- Based on Comparisons with Universal 

Biochemical Analyzer and Antigen Method 

-Sysmex Journal International Vol. 23 No. 

1 (2013) Sysmex Journal International Web 

HP(https://sysmex-success.com/cs/) 

13. Kawakami, M., Morita, S., Sunohara, M., 

Amano, Y., Ishikawa, R., Watanabe, K., 

Hamano, E., Ohishi, N., Nakajima, J., 

Yatomi, Y., Nagase, T., Fukayama, M., 

Takai, D. FER overexpression is associated 

with poor postoperative prognosis and 

cancer-cell survival in non-small cell lung 

cancer. Int. J. Clin. Exp. Pathol. 6: 598-612, 

2013. 

14. Kawakami, M., Ishikawa, R., Amano, Y., 

Sunohara, M., Watanabe, K., Ohishi, N., 

Yatomi, Y., Nakajima, J., Fukayama, M., 

Nagase, T., Takai, D. Detection of novel 

paraja ring finger 2-fer tyrosine kinase 

mRNA chimeras is associated with poor 

postoperative prognosis in non-small cell 

lung cancer. Cancer Sci.104: 1447-1454, 

2013. 

15. Kawata, T., Daimon, M., Hasegawa, R., 

Toyoda, T., Sekine, S., Himi, T., Uchida, D., 

Miyazaki, S., Hirose, K., Ichikawa, R., 



516 東京医学・第 128 巻・平成 26 年 10 月 

Maruyama, M., Suzuki, H., and Daida, H. 

Prognostic value of coronary flow reserve 

assessed by transthoracic Doppler echo-

cardiography on long-term outcome in 

asymptomatic patients with type 2 diabetes 

without overt coronary artery disease. 

Cardiovasc Diabetol. 12: e121, 2013. 

16. Kimura, K., Takenaka, K., Ebihara, A., Uno, 

K., Morita, H., Nakajima, T., Ozawa, T., 

Aida, I., Yonemochi, Y., Higuchi, S., 

Motoyoshi, Y., Mikata, T., Uchida, I., 

Ishihara, T., Komori, T., Kitao, R., Nagata, 

T., Takeda, S., Yatomi, Y., Nagai, R., and 

Komuro, I. Prognostic impact of left 

ventricular noncompaction in patients with 

Duchenne/Becker muscular dystrophy - 

Prospective multicenter cohort study. Int. J. 

Cardiol. 168: 1900-1904, 2013. 

17. Kurano, M., Tsukamoto, K., Ohkawa, R., 

Hara, M., Iino, J., Kageyama, Y., Ikeda, H., 

Yatomi, Y. Liver involvement in 

sphingosine 1-phosphate dynamism 

revealed by adenoviral hepatic over-

expression of apolipoprotein M. Athero-

sclerosis 229: 102-109, 2013. 

18. Makinae, H., Numata, N., Kitaoka, H., 

Daimon, M., Yamamoto, T., and Amano, A. 

Use of pacemaker programmers for disaster 

victim identification. Forensic Sci Med 

Pathol. 9: 551-553, 2013 

19. Miyabe, Y., Miyabe, C., Iwai, Y., Takayasu, 

A., Fukuda, S., Yokoyama, W., Nagai, J., 

Jona, M., Tokuhara, Y., Ohkawa, R., Albers, 

H.M., Ovaa, H., Aoki, J., Chun, J., Yatomi, 

Y., Ueda, H., Miyasaka, M., Miyasaka, N., 

and Nanki, T. Lysophosphatidic acid 

receptor LPA is essential for development of 

arthritis. Arthritis. Rheum. 65: 2037-2047, 

2013. 

20. Morita, K., Yoshimi, A., Masuda, A., 

Ichikawa, M., Yatomi, Y., Kurokawa, M. 

Unique association of Waldenström 

macroglobulinemia with optic neuritis and 

monoclonal T cell expansion. Int J. Hematol. 

98: 247-249, 2013. 

21. Nagafuchi, Y., Sumitomo, S., Soroida, Y., 

Kanzaki, T., Iwasaki, Y., Michishita, K., 

Iwai ,T., Ikeda, H., Fujio, K., and 

Yamamoto,K. The power Doppler twinkling 

artefact associated with periarticular 

calcification induced by intra-articular 

corticosteroid injection in patients with 

rheumatoid arthritis. Ann. Rheum Dis. 72: 

1267-1269, 2013. 

22. Nagura, Y., Tsuno, N.H., Ohkawa, R., Nojiri, 

T., Tokuhara, Y., Matsuhashi, M., Yatomi, Y., 

and Takahashi, K. Inhibition of 

Lysophosphatidic Acid (LPA) Increase by 

Pre-storage Whole-Blood Leukocyte 

Reduction in Autologous CPDA-1 Whole 

Blood. Transfusion 53: 3139-48, 2013. 

23. Nakao T, Morita H, Maemura K, Amiya E, 

Inajima T, Saito Y, Watanabe M, Manabe I, 

Kurabayashi M, Nagai R, Komuro I. 

Melatonin ameliorates angiotensin II-

induced vascular endothelial damage via 

its antioxidative properties. J Pineal Res. 

55(3):287-93, 2013. 

24. Nikitenko L.L, Shimosawa, T., Henderson, 

S., Mäkinen, T., Shimosawa, H., Qureshi U., 

Pedley B.,Rees M.C.P., Fujita, T., and 

Boshoff C. Adrenomedullin Haploin-

sufficiency Predisposes to Secondary 

Lymphedema. J. Invest Dermatol. 133: 

1768-1776, 2013. 

25. Nishizaki, Y., Daimon, M., Miyazaki, S., 

Suzuki, H., Kawata, T., Miyauchi, K., 

Chiang, SJ., Makinae, H., Shinozaki, T., 

and Daida, H.  Clinical Factors Associated 

with Classical Symptoms of Aortic Valve 

Stenosis. J Heart Valve Dis. 22: 287-294, 

2013. 

26. Ogura,S., Shimosawa, T., Mu,S. Sonobe, T., 

Kawakami-Mori, F., Wang, H.,Uetake, Y. , 



 The Tokyo Journal of Medical Sciences. Vol.128, Oct. 2014 517 

Yoshida, K., Yatomi, Y., Shirai, M., and 

Fujita,  T. Oxidative stress augments 

pulmonary hypertension in chronically 

hypoxic mice overexpressing oxidized LDL 

receptor. Am. J. Physiol. Heart Circ. 

Physiol. 305: H155-162, 2013. 

27. Ono, Y., Kurano, M., Ohkawa, R., Yokota, 

H., Igarashi, K., Aoki, J., Tozuka, M., 

Yatomi, Y. Sphingosine 1-phosphate release 

from platelets during clot formation: close 

correlation between platelet count and 

serum sphingosine 1-phosphate concentra-

tion. Lipids Health Dis. 12: 20, 2013. 

28. Sasaki ,T,. Isayama, H., Nakai, Y., 

Takahara, N., Satoh, Y., Takai, D., Kogure, 

H., Yamamoto, N., Hirano, K., Tada, M., 

Yatomi, Y., Koike, K. A pilot study of 

salvage irinotecan monotherapy for 

advanced biliary tract cancer.Anticancer 

Res. 33: 2619-2622, 2013. 

29. Sumida., H., Nakamura, K., Yanagida, K., 

Ohkawa, R., Asano, Y., Kadono, T., Tamaki, 

K., Igarashi, K., Aoki, J., Sato, S., Ishii, S., 

Shimizu, T., Yatomi, Y. Decrease in 

circulating autotaxin by oral admin-

istration of prednisolone.Clin. Chim. Acta. 

415: 74-80, 2013. 

30. Takahara, N., Nakai, Y., Isayama, H., 

Sasaki, T., Satoh, Y., Takai, D., Hamada, T., 

Uchino, R., Mizuno, S., Miyabayashi, K., 

Mohri, D., Kawakubo, K., Kogure, H., 

Yamamoto, N., Sasahira, N., Hirano, K., 

Ijichi, H., Tada, M., Yatomi, Y., Koike, K. 

Uridine diphosphate glucuronosyl trans-

ferase 1 family polypeptide A1 gene 

(UGT1A1) polymorphisms are associated 

with toxicity and efficacy in irinotecan 

monotherapy for refractory pancreatic 

cancer.Cancer Chemother. Pharmacol. 71: 

85-92, 2013. 

31. Watanabe-Okochi, N., Yoshimi, A., Sato, T., 

Ikeda, T., Kumano, K., Taoka, K., Satoh, Y., 

Shinohara, A., Tsuruta, T., Masuda, A., 

Yokota, H., Yatomi, Y., Takahashi, K., 

Kitaura, J., Kitamura, T., Kurokawa, M. 

The shortest isoform of C/EBPβ, Liver 

inhibitory protein (LIP), collaborates with 

Evi1 to induce AML in a mouse BMT model. 

Blood. 121: 4142-4155, 2013. 

32. Yang, B., Daimon, M., Ishii, K., Kawata, T., 

Miyazaki, S., Hirose, K., Ichikawa, R., 

Chiang, SJ., Suzuki, H., Miyauchi, K., and 

Daida, H. Prediction of Coronary Artery 

Stenosis at Rest in Patients with Normal 

Left Ventricular Wall Motion: Segmental 

Analyses Using Strain Imaging Diastolic 

Index. Int Heart J. 54:266-272, 2013. 

33. Yoshizato, T., Watanabe-Okochi, N., 

Nannya, Y., Ichikawa, M., Takahashi, T., 

Sato, T., Masuda, A., Yatomi, Y., Tsuno, NH., 

Kurokawa, M., Takahashi, K. Prediction 

model for CD34 positive cell yield in 

peripheral blood stem cell collection on the 

fourth day after G-CSF administration in 

healthy donors.Int. J. Hematol. 98: 56-65, 

2013. 

Review article: 

1. Takuwa, Y., Ikeda, H., Okamoto, Y., 

Takuwa, N., Yoshida, K. Sphingosine 

1-phosphate as a mediator involved in 

development of fibrotic diseases. Biochim 

Biophys Acta. 1831: 185-192, 2013. 

Book: 

2. Yatomi, Y., Igarashi, K., Nakamura, K., 

Ohkawa, R., Masuda, A., Suzuki, A., 

Kishimoto, T., Ikeda, H., and Aoki, J. 

Clinical introduction of lysophosphatidic 

acid (LPA) and autotaxin assays. Lyso-

phospholipid Receptors: Signaling and 

Biochemistry (eds., J. Chun, T. Hla, W. 

Moolenaar, and S. Spiegel) pp. 709-735. 

John Wiley & Sons, Inc., Hoboken. 2013. 



518 東京医学・第 128 巻・平成 26 年 10 月 

 

手術部 
 

教授 

安原洋（部長） 

准教授 

深柄和彦（材料管理部部長） 

上寺祐之（総合滅菌システム管理学） 

講師 

小松孝美（副部長）、福島亮治（非常勤） 

助教 

齋藤祐平、村越智（材料管理部） 

 

ホームページ http://www.h.u-tokyo.ac.jp/patient/depts/syujutsu/index.html 

 

 

はじめに 

手術部では手術の医療面をあつかう手術医学を

とおして周術期の教育、研究、診療活動を行って

いる。手術部の現在の職員は、部長、副部長、講

師、助教 1名、看護師長 1名、主任副師長 3名、

副師長 3名、看護職員 68名、職員 11名（行一 3

名、行二 3名、日々雇用 3名、時間雇用 2名）で、

さらに、医事課より医事課職員 2名、検査部より

臨床検査技師 1名、医療機器管理部より臨床工学

技士 4-5名が、連日手術部へ派遣されている。2011

年より薬剤部より 1名職員が派遣され，麻酔薬や

麻薬管理を行っている 

2001 年 7 月の本院と分院との統合により、手

術部も本院と分院が統合された。この統合と 2001

年 9月の新病棟開設により手術件数が増加したた

め、新中央診療棟 2が完成するまでの措置として、

2001年 10月から新病棟 4階の ICU･HCU処置室

を手術室 15 号室、外来棟 1 階の整形外科外来の

手術室を手術室 16 号室として使用した。手術室

16号室においては、整形外科の外来手術も併せて

行った。 

手術列に関しては 2001年 9月までは定時手術

枠 9.5列/日であったが、2001年 10月からは手術

室 2 室の増設に伴い 12 列/日とした。2007 年 1

月からは新中央診療棟 2の手術部完成により定時

手術枠 14列/日で運用を開始した。その後、2007

年 6月 16列/日、2008年 7月 18列/日、2009年

5月 18.5列/日、2010年 5月 19列/日、2011年 7

月 20列/日、2012年 7月 21列/日と順調に手術室

の使用枠を拡張している。2009年 10月からは一

部を外来手術枠として運用を開始し、2012 年 11

月からロボット支援手術も導入した。さらに 2013

年度末までにハイブリッドアンギオ手術室の工事

を終了し，2014年度には運用開始を予定している。 

 

診 療 

手術部は、入院患者及び救急患者の手術環境を

提供し、その管理と運用を行なっている。 

総手術件数は、2006年度 8,485件、2007年度

9,550 件、2008 年度 9,921 件、2009 年度 9,944

件、2010 年度 10,397 件、2011 年度 10,170 件、

2012年度 10,752件、2013年度 11,235件と 2011
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年度を除き毎年度増加している。 

手術申込および術後の手術情報は、電子カルテ

と連動して、全てコンピユータ管理され、1999

年 5月より、手術申込は各診療科の診療用コンピ

ュータ端末より行うようになった。術後の実施入

力も、2000 年 3 月より手術部内の専用の端末か

ら行っている。手術予定は、1997 年 5 月より翌

日の予定を手術部ホームベージに掲載していたが、

2000年 11月からは翌週の週間手術予定を手術部

のホームベージに掲載するようになった。現在は、

翌週以降の空枠情報をホームページ上に掲載して

手術室のさらなる有効利用に取り組んでいる。 

最近の手術の特徴として、先進的な手術機器を

使用する高難度の先進手術や移植手術の施行、腹

腔鏡・胸腔鏡手術の施行、重篤な合併症を有する

患者の手術の増加がある。先進的な手術機器を使

用する手術は、透視装置を用いた大動脈瘤のステ

ント留置術、補助心臓装置装着術や虚血性心疾患

への MIDCAB 手術に代表される minimally 

invasive surgery、脳神経外科、整形外科、耳鼻

科手術領域へのナビゲーション手術、ロボット支

援手術などがある。さらに、2014 年 4 月からは

ハイブリッドアンギオ装置を用いた手術を開始す

る予定である。 

 

教 育 

高度先進医療を安全で効率的に行うためには、

手術部の看護職員、臨床工学技士をはじめとした

メディカルスタッフへの教育が重要である。また、

感染症の手術においては、院内感染症や職業性感

染を防止するための教育や予防対策の実施を行っ

ている。針刺し事故防止のためには、感染制御部

の指導のもと、診療科と協力して術野に neutral 

zoneを設置するなどの工夫も実行している。 

医学部学生の教育として、M2 学生を対象に外

科系統講義と手術部での手洗い実習を担当してい

る。系統講義では無菌操作、消毒・滅菌法、感染

防止法、外科感染症に加えて、周術期の栄養管理

ついても講義を行っている。外科系ベットサイド

教育が開始される前に手術前手洗い法、ガウンテ

クニック、周術期感染防止法などについての実習

指導も行っている。 

1999年 6月より術野の動画を LAN経由で、各

診療科へリアルタイムで配信している。1997年 2

月からは、術中写真、標本写真などの静止画像も

配信可能となり、教育に役立てている。 

新研修医の教育として、毎年 5 月に無菌操作、

消毒・滅菌法、感染防止法、手術時手洗い法、ガ

ウンテクニック、周術期感染防止法について講義

を行い、手術時手洗い法について指導している。

さらに、先進的な機器が手術部に導入された時に

は、医療機器管理部と協力して、関連診療科の医

師、看護師を対象に講習会を開催し、正しい機器

の取扱法を周知徹底している。 

看護職員の教育は、手術室認定看護師を中心と

して、新規入職者を対象として 3年間のカリキュ

ラムを作成し、手術介助の基本、無菌操作、滅菌

法、消毒法、感染防止法などをマンツーマン方式

で教育している。 

看護学生への教育としては、手術介助の基本な

らびに無菌操作、滅菌法、消毒法、感染防止法、

手術室の建築学、周術期栄養管理などについて講

義を行っている。 

臨床工学技士および臨床工学技士専門学校生に

は各種手術用ME機器、特に体外循環法，手術用

電気メス・レーザー機器、手術室電気安全工学な

どについての講義と実習を支援している。また、

手術用ME機器は，マニュアルを作成し、看護職

員を対象に安全な使用方法を周知徹底している。 

その他の手術部メディカルスタッフの教育とし

ては、手術部で使用される医療材料やこれらの在

庫管理をとおして手術部内の医療経済についての

情報を共有している。さらに医療機器の故障・破

損についても保守点検情報を共有して医療安全を
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推進している。 

 

研 究 

次の課題について研究を行っている。 

(1) 手術部における医療安全 

(2) 手術部の効率化、IT化 

(3) 手術部における経営効率 

(4) 手術自体の安全確保 

(5) 手術環境の維持、改善（清潔環境，空調工

学，手術照明など） 

(6) 周術期における感染制御 

(7) 新たな消毒・減菌法の開発 

(8) 手術用ME機器の導入・開発 

(9) 手術器材個別識別管理法 

(10) 単回使用器材に対する処理方法の検討 

(11) 術中画像記録システムの開発、運用 

(12) 低侵襲手術と生体反応 

(13) 周術期の栄養管理 

(14) その他 

 

おわりに 

手術手技および手術を取り巻く技術の急速な進

歩により手術は益々、高度化、複雑化、長時間化

している。それにともない、手術に用いられる機

会や器材も急速に進歩している。このような大き

な変化のなかで、手術室を安全、かつ効率的に運

用し、手術患者へ提供する医療サービスの質を向

上することは、今後の手術部の重要課題となって

いる。 
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沿革と組織の概要 

放射線部は，中央診療施設の一つとして 1964

年（昭和 39 年）8 月に新設された。現在は，放射

線診断部門（画像診断），核医学部門，放射線治

療部門の 3 部門および管理業務を行う診療放射線

管理室からなる。放射線部の構成員は，大友邦教

授（部長，併任）1 名，赤羽正章准教授（副部長）

1 名，佐々木弘喜助教（医局長）1 名，矢野技師

長以下診療放射線技師 73 名，放射線管理担当技

術専門職員 1 名である。これに放射線科教官や放

射線科医師（大学院生，研修医）が加わり，さら

に各診療科の医師や診療検査部所属の看護師や臨

床工学技士が協力して，各種画像検査・放射線治

療・放射線安全管理等の放射線診療業務に従事し

ている。近年放射線診療業務は増加傾向にあり，

業務の効率化・人員配置の最適化・新規装置の導

入等によって対応を図っている。 

放射線診療の進歩・改善のための技術開発は，

医師や診療放射線技師が協力して行っている。画

像検査や放射線治療の分野はもちろんのこと，近

年では画像管理システムの構築，画像処理や画像

転送システムの開発が重要なテーマとなっている。

放射線オーダーおよび画像診断レポートの電子化

が平成 6 年になされており，これに加えて平成

15 年 4 月からは院内全体で PACS（picture 

archiving and communication system）が稼動し

ている。平成 24 年度より，読影負担軽減と均霑

化を進める試みとし，高機能読影システムの試験

的導入を進めている。 

 

診 療 

１）放射線診断部門 

業務内容： 単純 X 線撮影（骨・胸腹部・頭

部・小児・乳腺・骨盤計測），各種造影検査（消

化管・尿路），手術室撮影，救急外来，病室出張

（ポータブル）撮影，歯科口腔撮影，骨塩定量，

CT，MRI，血管造影・interventional radiology

（IVR），画像解析・画像処理（3D 画像作成等） 

大部分は中央診療棟 1 の 1 階にある放射線診断

部門で施行され，一部は中央診療棟 2 の MRI

室・手術室・救急部や 2，3 の診療科でも行われ

ている。いずれの検査においても撮影件数は増加

傾向にあり，特にCTおよびMRIの件数が飛躍的

に増加している。CTは6 台のマルチスライスCT

装置（320 列×2 台，64 列 CT×3 台，80 列×1

台）MRI は 6 台（3T MRI×2 台，1.5T MRI×4

台）で検査に対応している。平成 25 年度は，消

化管透視装置 2 台，および胸部撮影装置 1 台，
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CT 撮影装置 3 台の更新が行われた。また，手術

部内にハイブリッドアンギオ装置が新規設置され

た。 

２）核医学部門 

業務内容： 各種核医学検査（ガンマカメラ・

SPECT・PET），放射線医薬品管理，放射性汚染

物管理，アイソトープ内部照射療法 

中央診療棟１の地下１階にある核医学部門で

業務を施行している。各種核医学検査には，骨・

腫瘍・腎・甲状腺シンチグラフィ，心筋 SPECT

や脳 SPECT が含まれ，トレーサ法を応用した機

能画像や統計処理画像も診療に供されている。近

年，悪性腫瘍症例の FDG-PET を中心として，

PET 検査の需要が増加している。小型サイクロ

トロンで製造したポジトロン核種（11C,13N,15O,

18F）で標識したトレーサを用いる PET 検査が血

流・代謝の評価やレセプターイメージング等に利

用されている。また，中央診療棟 2 の開設に伴い，

PET-CT 装置の導入およびサイクロトロンの増設

が行われた。平成 21 年度からは，放射性同位元

素を用いた骨転移除痛療法や悪性リンパ腫に対す

る放射免疫療法が行われている。平成 23 年度に

GMP 基準のホットラボ室が備えられた。 

 

３）放射線治療部門 

業務内容： 深部放射線治療，ガンマナイフ

治療，密封小線源治療，永久挿入治療，RI 内用

療法 

中央診療棟 2 の地下 3 階及び入院棟 A9 階で業務

を施行している。ここでは，ライナック3台，イリ

ジウム小線源治療装置，前立腺癌永久挿入小線源

装置，頭部定位放射線照射用ガンマナイフ，治療

計画専用CT 撮影装置，治療計画装置等を用いた放

射線治療を行っている。治療計画装置は，原体照

射，ノンコプラナー照射，定位照射，強度変調放

射線治療にも有効である。また，移設に伴って，

コーンビーム CT を撮影可能なライナック装置が国

内で初めて導入され，精度の高いイメージガイド

下放射線治療が可能となっている。また，平成 24

年度より，医療安全の観点から治療 RIS 及び治療

カルテシステムの統合・運用に関する検討を行っ

ている。 

 

４）その他 

診療放射線管理室にて，院内のX線発生装置の

管理・放射性汚染物の管理・放射線教育・健康管

理（ガラスバッジ管理等）を扱っており，医療法・

障害防止法等に沿った管理運営を行っている。 

 

おわりに 

平成 14 年度に画像診断装置がフルデジタル化

され，翌年には病院情報システムを介した画像及

び診断レポート配信によるフィルムレス化が実現

した。中央診療棟 2（平成 18 年竣工）への救急

部・MRI 撮影室，放射線治療部門の移転や最新

機器の導入なども行われた。デジタル技術による

診断装置と画像処理，画像診断・放射線治療技術

は高度化が進んでいる。今後も，放射線部は診断

各科に対するサービスの向上を通じて東大病院の

診療レベルの向上に寄与すべく努力を続けてい

く。 

論文発表は，放射線医学講座の項を参照され

たい。 
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部門統計 

 

放射線部　部門集計

入院（人）外来(人） 合計（人）

一般撮影(単純） 96504 78087 174591

一般撮影(造影） 3709 1184 4893

血管撮影検査 3684 85 3769

X線CT検査 19106 29804 48910

MRI検査 5498 10909 16407

骨塩定量検査 449 2384 2833

診断部門　　小計 128950 122453 251403

SPECT 617 829 1446

全身シンチグラム 218 443 661

部分（静態）シンチグラム 100 86 186

甲状腺シンチグラム 0 1 1

部分（動態）シンチグラム 82 99 181

ポジトロン断層撮影（PET） 99 42 141

ポジトロン断層撮影（PET-CT) 774 1139 1913

センチネルリンパ節生検 102 0 102

その他 0 12 12

核医学部門　小計 1992 2651 4643

高エネルギー放射線治療（体外照射） 5020 11262 16282

ガンマナイフ定位放射線治療 124 0 124

直線加速器定位放射線治療（人数） 21 62 83

全身照射 23 0 23

腔内照射高線量率イリジウム 24 104 128

組織内照射高線量率イリジウム 8 0 8

前立腺永久刺入密封小線源療法 10 0 10

IMRT（人数） 33 132 165

内用療法 75 0 75

治療計画 425 850 1275

治療部門小計 5763 12410 18173

合計 136705 137514 274219

2013年度患者数
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沿革と組織の概要 

薬剤部の2013年12月 1日現在の構成員はスタ

ッフ 10名、薬剤師職員 66名、医学系研究科大学

院生 2名、薬学系研究科大学院生 7名、薬学部生

6 名である。また、薬理動態学寄付講座特任准教

授 1 名（樋坂章博）、特任助教 1 名（池淵祐樹）、

がんプロフェショナル養成プラン特任助教 1 名

（三浦将吾）も臨床業務、教育、研究に携わって

いる。 

 

臨床業務 

薬剤部は以下の 6部門に分類される。 

１）情報・研究部門 

医療従事者からの医薬品に関する質疑に対する

薬品情報の提供、入院患者への薬剤管理指導業務

の実施と支援を行っている。また、薬事委員会で

薬剤の採用・削除の審議を行うための資料作成、

および定期的に「臨床医のためのくすりの時間」

「薬品情報ニュース」「薬品情報ニュース速報」

「DIニュース」などを作製、刊行している。 

２）調剤部門 

適正使用に基づいた全ての処方せんの鑑査の後

に調剤が行われる。患者に対して窓口、あるいは

個室にて医薬品の適正使用のための情報提供を行

っている。調剤に際しては効率化を目的にコンピ

ュータを導入したオーダリングシステムおよびこ

れらとリンクした自動分包機、注射薬に関しては

自動調剤機、バーコードラベルプリンターが導入

されている。 

３）製剤部門 

注射剤、点眼剤、消毒剤等の無菌製剤ならびに

錠剤、カプセル剤、軟膏剤、坐剤等の一般製剤、

入院患者および在宅療養患者のための中心静脈栄

養（IVH）輸液の調製を行っている。また、抗悪

性腫瘍剤の注射薬の調製を、処方鑑査支援システ

ム（各診療科から提出されたプロトコル、患者情

報、調剤済み処方せんをデータベース化）を利用

した厳重な処方鑑査の上で行っている。さらに、

高度先進医療をサポートするため、必須であるが

市販されていない製剤の開発および患者個別の特

殊製剤の開発、それらの物理的特性試験および含

有量均一性試験、安定性などの品質管理試験を行

い、品質保証された薬剤の安定供給を行っている。 

４）薬務・薬品管理部門 

薬務室は病院採用医薬品（院内、院外採用）の

定期的見直し、薬剤部内の購入物品等の帳票の処



526 東京医学・第 128 巻・平成 26 年 10 月 

理、薬剤業務の諸統計資料作成、薬事委員会事務

ならびに部内外との連絡調整などの事務的な事項

の処理を行っている。薬品管理室は院内取扱い医

薬品 2416 品目の供給・管理（医薬品管理システ

ム）、外来診療棟において繁用される処置薬の供

給・管理（外来処置薬管理システム）、手術部にお

ける術式毎の麻酔関連の医薬品の供給・管理（手

術部医薬品集中管理システム）及び各病棟・処置

室における管理医薬品（筋弛緩薬、向精神薬、毒

薬）の管理を行っている。 

５）麻薬管理部門 

麻薬管理者（薬剤部長）の指導・監督の下に、

麻薬について管理、記録、報告、鑑査、指導など

を行い、調剤用薬および注射剤を調剤室、各診療

科にそれぞれ定数配置している。 

６）病棟部門 

以下の業務を通じて、薬剤師の立場から得られ

た情報を医療スタッフ間で共有し、あるいは薬剤

師の専門的立場から情報を提供し、薬物治療への

参画を通してチーム医療に貢献している。 

① 第一、第二 ICUに常駐し、急性期患者の薬剤

処方支援、注射薬の無菌調製、在庫管理、スタ

ッフ教育などを行っている。 

② 血液・腫瘍内科および無菌病棟を対象とした注

射薬の混合調製を病棟のスタッフステーション

で行っている。 

③ 入院患者に対する入院時の持込薬や副作用

歴・アレルギー歴等の調査、基本情報の入手、

および薬歴の作成と評価、カンファレンスへの

参加、患者に対する服薬指導、副作用・相互作

用のモニタリング、指導記録の作成、担当医師

への薬剤情報提供、処方設計支援などの病棟業

務を行っている。 

 現在、6 病棟に専任薬剤師を配置し、薬物療

法に積極的に関わっている。また、薬剤管理指

導業務を展開する病棟は 24フロア、21診療科

に及んでいる。 

④ 病棟在庫薬の調査・管理 

⑤ 院内 NSTへの参加により、患者の栄養管理に

貢献している。 

⑥ 緩和ケアチームへの参加により、医療用麻薬な

どの適正使用に貢献している。 

⑦ ICT への参加により、院内ラウンド、院内で

の抗菌薬使用状況データの管理、スタッフ教育

を行っている。 

 

数値データ（2013年度） 

院内採用薬品 2,416品目 

処方せん枚数 or 件数 

外来  449,529 枚 

    （院外 : 359,506 枚） 

    （院内 : 90,023 枚） 

外来化学療法 : 11,218 枚 

入院 : 237,565 枚 

注射 : 214,741 枚 

IVH : 6,817 枚 

化学療法 : 10,813 件 

TDM 件数  17,109 件 

薬剤管理指導件数  11,304 件 

 

教 育 

医学部附属病院薬剤部では、本学医学部医学科、

医学部健康総合科学科、および薬学部の学生の医

療薬学関連の教育を担当するとともに、独自の薬

剤師卒後研修制度を主宰している（2009年度まで

は一年間、2010年度以降は半年間）。 

医学部医学科学生の教育としては「病因・病理

学」の選択講義を担当し、薬物療法に関する基盤

知識、特に臨床的に重要な薬物動態学的および薬

力学的な考え方を教育している。また 6年次に医

学部臨床実習の一部として、3 日間の臨床薬剤学

実習を実施し、適正な処方設計とそのリスクマネ

ジメントなど薬物療法を実践するために必須な知

識を教育している。医学部健康総合科学科学生に
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対しては、必須講義「薬理・毒性学」の臨床薬物

動態学を担当している。 

一方、薬学部学生に対しては、3・4年次にそれ

ぞれ「医療薬学Ⅰ」（必修）、「医療薬学Ⅱ」（選択）

の講義を通し、臨床現場での薬剤使用に関して、

薬理学、薬物動態学的知識を教育している。薬学

系大学院では、臨床薬物動態学講座の協力講座と

して、講義「基礎薬科学特論 IV」「クリニカルサ

イエンス特論」「医療薬学特論（偶数年度開講）」

を担当し、医療における薬学の実践を教育してい

る。なお、薬学部からは卒業研究、修士及び博士

後期課程の学生多数を受け入れ、活発な研究活動

を進めている。 

病院薬剤部の担う薬剤師教育の重要性は、平成

18 年度より開始した薬学部 6 年制教育への移行

により、ますます高まっている。薬剤部ではこれ

までに入職前の薬剤師に対し独自の薬剤師卒後研

修制度を行なってきた歴史がある。従来の 1 年間

の研修期間を半年に短縮しながらも、6 年制の卒

業生に対して同様の制度を継続中である。平成 25

年度には、研修生 16 名がこのプログラムを修了

している。 

外部に対しては、定期的に「薬薬連携スキルア

ップセミナー」および｢処方と薬の情報研究会｣を

開催し、地域医療を担う薬剤師のレベルアップを

図るなど、薬剤師生涯教育の一端を積極的に担っ

ている。 

 

研 究 

各生体要素の分子レベルでの機能と、生命活動

全体において果たしている機能の関係は、単純な

一対一対応では理解できないことが判ってきてお

り、薬剤と単一標的分子の関係のみの理解では臨

床効果を評価・予測する上では不十分である。薬

剤、標的分子を取り巻く他の多種分子がどのよう

に組み上がって全体を構成し、どこに位置して機

能し、全体としてどのように動作しているのかを

明らかにする必要があり、これはすなわち生命活

動を「システムとして理解」することに対応して

いる。 

薬効標的・副作用と想定される複数候補分子の

中から、最も密接に関連する標的分子を同定する、

あるいは創薬段階の初期において、発現しうる効

果・副作用を包括的に予測するなど、現在では未

だ解決困難な問題点に関して、システム薬理学の

手法を用いて解決することを目指し、以下のよう

な研究を進めている。 

1. 脂質・胆汁酸・尿酸などの生体内輸送を制御す

る分子メカニズムを解明し、それらの統合的理

解に基づく生活習慣病治療法の確立を目指し

た研究 

2. 骨吸収・骨形成に関わるシグナル分子の動的制

御メカニズムを解明し、それらの統合的理解に

基づく骨代謝疾患治療法の確立を目指した研

究 

3. 創薬段階で意図しなかった分子に対する作用

を包括的に考慮した、分子標的抗がん剤の薬

理・毒性発現メカニズムの定量的理解と、臨床

応用および新規創薬手法の確立を目指した研

究 

4. 大規模オミクス解析を用いて、薬物の副作用発

現に関わる分子メカニズムを解明し、それらの

定量的な理解に基づく副作用発現の予防・治療

法の確立を目指した研究 

5. 薬物の体内動態に関連する分子機能の精密な

定量化に基づく臨床薬理動態学研究 
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沿革と組織の概要 

リハビリテーション部は昭和 38年（1963年）

にリハビリテーションの診療を目的として中央診

療部に運動療法室が開設されたことに由来する。

その後 1966 年に水治療法室、作業療法室等を増

設整備してリハビリテーション・センターと改称、

さらに 1970 年からリハビリテーション部と改称

されたが、いずれも院内措置による。1984年に専

任部長職（教授）が設置されたが、正式名称は理

学療法部のままであった。リハビリテーションは

患者の生命の延長だけでなく生活の充実を重視す

るようになった近代の保健医療サービスの流れに

中で誕生した診療部門である。20世紀半ばに主と

して米国より導入されたが、わが国独自の医療環

境によりニーズの急速な拡大にもかかわらず、普

及が遅れた。厚生労働省によりリハビリテーショ

ン科が標榜科名として認可されたのは 1996 年の

ことである。 

本学においてはようやく大学院医学系研究科

外科学専攻感覚運動機能医学講座内にリハビリテ

ーション医学分野が設置された 2001 年度に病院

理学療法部もリハビリテーション部への名称変更

が文部科学省により認められた。しかし、教員の

配置は配慮されないまま今日に至っている。した

がって、大学院のスタッフは教授１名のみで、大

学院生数名が在籍する。 

部の名称変更に伴い、関連職種を統合し、診療

部としての整備が行われた。関連して 2002 年度

から精神科デイホスピタル部門（DH）がリハビ

リテーション部の所属となった。現在のスタッフ

として、医師部門は教授 1名、講師 1名、助教 3

名、特任臨床医 2名である。メディカルスタッフ

については、理学療法部門はかつて整形外科に所

属していた職員を合わせて理学療法士 18 名とな

った。作業療法部門は作業療法士 9名である。さ

らにアレルギーリウマチ内科に所属していた鍼灸

マッサージ師 4名が所属している。その他に DH

には、看護師、臨床心理士などが活動している。

さらに 2006 年度には東大病院として、他の診療

科に所属していた言語聴覚士、視能訓練士をリハ

ビリテーション部へ所属変更する方針が示され、

すでにその作業が終了した。2009年度より、リハ

ビリテーション部内で勤務する言語聴覚士 1名が

加わり、現在 2名の言語聴覚士が言語療法や摂食

嚥下障害に対する治療を行っている。 

 

診 療 

2006年 11月にリハビリテーション部は旧中央
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診療棟 2階から新中央診療棟 6階に移転した。病

棟からのアクセスも改善し、新しい建物の中での

診療が軌道に乗っている。 

リハビリテーション部は中央診療部として活

動し、原則として入院患者を対象としているが、

一部患者については退院後も外来で治療を継続し

たり、経過の追跡をしたりする。また、紹介外来

患者の診療も行う。東大病院は、1996年度よりリ

ハビリテーション診療総合承認施設に指定され、

保険診療を行ってきた。2006 年 4 月にリハビリ

テーションに関わる保険診療システムは大きく変

わり、疾患別リハビリテーションの体制となった。

この中で東大病院リハビリテーション部は、脳血

管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリ

テーション料、呼吸器リハビリテーション料の施

設基準認可を受け、更に 2007年 11月には循環器

内科・心臓外科等の協力により心大血管疾患リハ

ビリテーション料の施設基準認可が追加され、理

学療法および作業療法を行っている。2010年度に

はがん患者リハビリテーションの施設基準も取得

している。 

年間の新患数はおよそ 3,000人で、入院患者の

約25～30％に相当する250～300人程度を常時担

当し、リハビリテーション治療を行っている。外

来通院でのリハビリテーション対象は 1 日約 30

人である。入院患者へのサービスのニーズ拡大に

対応することを優先するため、外来通院患者数の

比率は減少傾向にある。臨床各科からの依頼に応

じて入院患者の診療を行うのが主であり、ほぼ全

科から依頼がある。診療件数の多い主な診療科は、

整形外科、精神科、循環器内科、心臓外科、神経

内科、脳神経外科、小児科などである。 

近年の東大病院の対象患者の特徴は、重症疾患

が多く、安静臥床による運動障害が目立つことで

ある。悪性腫瘍を有する患者も増加し、全体の約

20％に達している。肢体不自由だけでなく、呼

吸・循環など全身の医学的管理と運動量コントロ

ールを必要とする例が大半を占める。訓練開始時

にはリハビリテーション部の訓練室まで来られな

い患者も多く、各セラピストが病棟に出張して訓

練する例が増加している。毎朝、前日の新患患者

のプレゼンテーションを行い、毎週木曜の午前中

に、過去 1週間の入院新患患者の回診を教授以下

の医師により行っている。 

精神疾患のリハビリテーションについては、作

業療法士 4名が専門的に担当している。精神科作

業療法室は主として入院患者の治療を分担してい

る。また、精神科デイホスピタルは精神科より移

籍した医師を中心に、精神科の医師スタッフ等と

連携して外来でのデイケアを施行している。デイ

ケアでは主として統合失調症を有する人々が約

40 名登録されている。彼らはメンバーと呼ばれ、

月曜から金曜まで来院し、さまざまな活動に参加

している。 

鍼灸は東洋の伝統的治療手技であり、東大病院

でも過去数十年来にわたり実施してきた。2005

年 4月からは自由診療として外来診療を行ってい

る。 

この他、2006年度には東大病院として、他の診

療科に所属していた言語聴覚士、視能訓練士をリ

ハビリテーション部へ所属変更する方針が示され、

すでにその作業が終了した。これにより今後より

包括的なリハビリテーション医療を提供できるよ

うになると考える。 

 

教 育 

卒前教育はＭ２への系統講義、Ｍ３の臨床実習

（クリニカルクラークシップ）、そしてＭ３とＭ４

に対する統合講義を行っている。系統講義は、リ

ハ医学総論、切断と義肢、代表的疾患としての脳

血管障害、神経筋疾患、骨関節疾患、小児疾患、

呼吸障害のリハビリテーションをテーマとして年

間 7単位行っている。臨床実習は各グループに対

して水曜から金曜までの 3日間行っている。この
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必修の臨床実習に加えて、数名の希望者に対して

専門病床を有する外部機関（国立療養所東京病院、

JR 東京総合病院、東京都リハビリテーション病

院、荏原病院）の協力により、4 週間のエレクテ

ィブ・クリニカルクラークシップを実施している。

さらに、メディカルスタッフの学生教育として、

年間 20 名以上の長期臨床実習生を受け入れ指導

を行っている。 

医師卒後臨床教育としては、全国に先駆けてリ

ハビリテーション部を発足させた当時は他大学か

らの研修希望者を多く受け入れていたが、近年は

私学を中心として他大学にリハビリテーション医

学講座が増えてきたこともあり、入局者は一時減

少していた。しかし 2012 年度以降、増加傾向に

ある。初期研修は、卒後初期 2年間の臨床研修義

務化に伴い、2 年目のローテート研修医十数名を

受け入れ指導している。後期研修希望者に対して

は、いくつかの協力施設との連携により研修プロ

グラムを設定し、臨床医として学会専門医の取得

を目標とした教育を行っている。 

2001年度に、大学院にリハビリテーション医学

分野が設置されたことから、正式に大学院生を受

け入れている。2006年にはリハビリテーション医

学に初めて研究室が設置され、大学院生に対する

教育体制を整えつつある。 

 

研 究 

リハビリテーションが新中央診療棟２に移転

するとともに、研究室の設置が初めて認められた

こともあり、リハビリテーション部としての研究

体制は整いつつある。特に今までも利用していた

動作解析システムが一部更新され、運動器の障害

に対する研究を中心に発展させていく予定である。

また、リハビリテーションという多くの分野にま

たがる医学・医療の特長を生かして、病院内の他

診療科、東大の他学部、外部の各種機関との共同

研究を進めている。以下に、2012年現在進行中、

あるいは開始予定の研究を幾つか挙げる。 

1) 動作解析を用いた下肢関節疾患患者の歩行に

関する研究 

2) 動作解析を用いた小児の運動発達に関する研

究 

3) 高齢者運動器障害の早期発見、診断、重症化

予防に関する研究 

4) 血友病患者のリハビリテーションに関する研

究 

5) 二分脊椎症患者のリハビリテーションに関す

る研究 

6) 先天性四肢形成不全の治療とリハビリテーシ

ョンに関する研究 

7) 骨系統疾患患者の障害に関する研究 

8) 先天性無痛症の骨格系障害に関する研究 

 

出版物等 

 

(1) Haga N, Kubota M, Miwa Z: Epidemiology of 

hereditary sensory and autonomic 

neuropathy type IV and V in Japan. Am J 

Med Genet A 161A: 871-874, 2013 

(2) Haga N, Kosaki K, Takikawa K, Tanaka H, 

Okada K, Nakahara Y, Ogata N: Education 

and related support from medical specialists 

for Japanese patients with major skeletal 

dysplasias. Disabil Health J 6: 399-404, 2013 

(3) Jiao S, Zhang Y, Ma W, Haga N: FOP in 

China and Japan: an overview from domestic 

literatures. Am J Med Genet Part A 161A: 

892-893, 2013 

(4) Jiao S, Tsutani K, Haga N*: Review of 

Cochrane reviews on acupuncture: how 

Chinese resources contribute to Cochrane 

reviews. J Altern Complement Med 19(7): 

613-621, 2013 

(5)  Zhang Y, Ogata N, Yozu A, Haga N: 

Two-dimensional video gait analyses in 

patients with congenital insensitivity to pain. 

Dev Neurorehabil 16(4): 266-270, 2013 
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(6) Tojima M, Ogata N, Yozu A, Sumitani M, 

Haga N*: Novel three-dimensional motion 

analysis method for measuring the lumbar 

spine range of motion: Repeatability and 

reliability compared with an electro-

goniometer. Spine 38: E1327-E1333, 2013 

(7) Sugita S, Chikuda H, Ohya J, Taniguchi Y, 

Takeshita K, Haga N, Tanaka S: Cervical 

canal stenosis caused by progressive fusion 

and enlargement of cervical vertebrae with 

features of Proteus syndrome and Klippel-

Feil syndrome. Skeletal Radiol 42: 1743-1746, 

2013 

(8) Nakahara Y, Katagiri T, Ogata N, Haga N*: 

ACVR1 (587T>C) mutation in a variant form 

of fibrodysplasia ossificans progressive 

-second report. Am J Med Genet Part A 164A: 

220-224, 2014 
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材料管理部 
 

部長 

深柄和彦 

助教 

村越 智 

 

ホームページ http://www.cc.h.u-tokyo.ac.jp/mulins/zairyobu/ 

 

 

概要 

材料管理部は、感染予防の観点から、再使用器

材の再生処理（確実な洗浄・消毒・滅菌）を行い、

手術部・外来・病棟に安全かつ安心できる器材を

提供する使命を担っている中央診療部門である。 

 

沿革 

昭和 39 年（1964）4 月、現在の材料管理部の

前身といえる組織が設置され、当初は手術部のリ

ネン類のランドリーを主業務としていた。昭和 40

年（1965）6月中央材料部と改称し、病院全体の

診療に必要な器材の消毒・滅菌の再生処理業務及

び補給業務を開始。昭和 50年（1975）12月より

器械セット類の供給業務を開始、昭和 62 年

（1987）12 月に中央診療棟Ⅰの 3 階に移転し、

昭和 63 年（1988）4 月、中央材料部から材料部

に改称、近代的な材料部となり、外科病棟への中

型自動搬送機システム（東京大学で開発）の稼動

を開始した。平成 6年（1994）7月、新外来診療

棟移転・開設と同時に、外来で使用した器械セッ

トについても、中型自動搬送機システムによる供

給・回収システムを確立した。 

職業感染予防策としてのスタンダードプリコー

ションを遵守し、平成 9年（1997）には医療現場

での一次洗浄を全て廃止した。更に平成 10 年

（1998）には 4槽式トンネル型自動洗浄機（ウォ

ッシャーディスインフェクター）を導入し洗浄効

率が格段に向上した。 

平成 13年（2001）4月には、組織再編に伴い、

材料部及びその一部門であったME部門が部に昇

格し、医療機器・材料管理部と改組された。（ME

部門は、国立大学附属病院の中で、初めて正式に

認められた。） 

平成 17 年（2005）材料管理部と医療機器管理

部とに分離し、現在に至っている。 

 

業務内容 

自動洗浄機は、4 槽型ウォッシャーディスイン

フェクター4台、単槽型 3台、自動真空超音波洗

浄機 1台、ステリライザー3台が稼動中である。

滅菌機は、オートクレーブ 3台（別に手術部専用

3台）、エチレンオキサイドガス滅菌機 2台、プラ

ズマ滅菌機 2台が設置されている。 

これらの機械をフル稼動し、さらに手洗い洗浄

を加え、手術部での年間 1万件を超える手術で使

用する鋼製小物をはじめとするリユース品の再生

処理をおこなっている。また、ロボット支援手術

システム導入に対応し、instrumentの再生処理工

程も確立した。 

自動洗浄機の洗浄試験、滅菌器の化学インジケ

ーター・生物学的インジケーター使用により、作

業工程の確実性を担保し、器械のセット組みにあ
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たっては、細心の注意を払い正確な作業を心掛け

ている。 

材料管理部における処理負荷は年々増加の一途

をたどり、平成 24年度には、コンテナ作成数が、

手術部分で 30085 点、外来・病棟分で 13693 件

におよんだ。また、平成 23 年度から開始した材

料管理部職員による、手術部回収廊下における使

用器械の再カウント（平成 24 年度実施実績は

6857件）は、器械の紛失・体内遺残防止等、医療

安全に大きく貢献し、手術部看護師の負担軽減に

も役立っている。 

 

教育 

現在、材料管理部には手術部との兼任で、深柄

部長（准教授）、村越助教の計 2 名の教官が所属

し、手術部教官と共に、研修医や学生に対して手

術部での手洗い実習等を担当している。 

 

研究 

安全かつ効率的な作業工程確立に向けて、洗浄

方法の見直しを適宜おこない、ATPレベル測定等

で、その効果を判定している。また、細菌学的検

査に基づき滅菌保証期間の見直しを図っている。

これらの実践的な研究成果は、関連学会で報告さ

れている。さらに、外科侵襲と生体反応に関する

基礎研究も手術部・他の診療科・学外施設との共

同のもとおこなっている。 

 

出版物等 

 

1. Okamoto K, Fukatsu K, Hashiguchi Y, 

Ueno H, Shinto E, Moriya T, Saitoh D, 

Yamamoto J, Hase K. Lack of Preoperative 

Enteral Nutrition Reduces Gut-Associated 

Lymphoid Cell Numbers in Colon Cancer 

Patients: A Possible Mechanism Under-

lying Increased Postoperative Infectious 

Complications During Parenteral Nutrition. 

Ann Surg. 2013 Dec;258(6):1059-64 

2. Fukatsu K. The long road to optimizing the 

parenteral provision of nutrients. JPEN J 

Parenter Enteral Nutr. 2012 Mar; 36(2):

157-8. 

3. Moriya T, Fukatsu K, Maeshima Y, 

Ikezawa F, Hashiguchi Y, Saitoh D, 

Miyazaki M, Hase K, Yamamoto J. The 

effect of adding fish oil to parenteral 

nutrition on hepatic mononuclear cell 

function and survival after intraportal 

bacterial challenge in mice. Surgery. 2012 

May;151(5):745-55. 

4. Yasuhara H, Fukatsu K, Komatsu T, 

Obayashi T, Saito Y, Uetera Y.Prevention 

of medical accidents caused by defective 

surgical instruments. Surgery. 2012 Feb; 

151(2):153-61. 

5. Fukatsu K. Friend or foe? Linkage between 

hormonal response and innate immunity. J 

Surg Res. 2012 Jan;172(1):83-4. 

6. Fukatsu K, Moriya T, Murakoshi S, 

Yasuhara H. Interleukin-7 treatment 

reverses parenteral nutrition-induced im-

pairment of resistance to bacterial 

pneumonia with increased secretory 

immunoglobulin A levels. J Surg Res. 2012 

May 15;174(2):334-8. 
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病理部・病理診断科 
 

教授（部長） 

深山正久＊ 

准教授 

柴原純二＊，牛久哲男＊ 

佐々木毅＊（遠隔病理診断・地域連携推進室長） 

講師 

森川鉄平（病理部） 

病院講師 

池村雅子 

助教 

新谷裕加子，前田大地，松坂恵介，阿部浩幸（病理部） 

牛久綾＊，田中麻理子＊ 

医員 

河辺昭宏、大日方謙介 

 

ホームページ http://pathol.umin.ac.jp/ 

 

 

沿革と組織の概要 

病院病理部と病因病理学専攻人体病理学・病理

診断学分野（＊）は、一つのユニットとして機能

し、東大病院の病理診断業務（剖検・病理診断）

と、人体病理の教育、研究に当たっている。 

平成 24 年度の病理部固有のスタッフ構成は、

講師 1名、助教 5名、医員 2名であった。 

4 月より佐々木博士が遠隔病理診断・地域連携

推進室長（准教授）として赴任し、「遠隔病理診断・

地域連携推進室」を立ち上げた（www.h.u-tokyo.

ac.jp/vcms_lf/dayori79.pdf 東 大 病 院 だ よ り

No.79）。さらに病理診断科を開設し、病理外来を

開始し、佐々木准教授が乳がん患者に病理診断の

説明を行っている。 

 

診療（病理診断・剖検） 

平成 25年度は、組織 16,811（検体数 23,272）

件、細胞診 19,896件、迅速診断 790件、迅速細

胞診 486件、院内剖検 53例（剖検率 16.1％）、受

託剖検 1例であった。 

手術症例については、以下のカンファランスを

行っている（カッコ内は責任スタッフ名）。呼吸器

外科（牛久綾助教）、肝臓・胆膵（柴原准教授、田

中助教）、泌尿器（森川講師）、婦人科（前田助教）、

乳腺（池村病院講師）、整形外科（牛久准教授）。

生検について臨床各科と定期的にカンファランス

を行っている臓器は、腎臓（新谷助教）、皮膚（前

田助教）、消化管（松坂助教）である。 

我々の業務上の目標は、正確な診断を可能な限

り早く臨床に提供することであり、迅速組織標本

作製装置を用い、one-day pathology を実現する
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べく努力している。また、報告書、スライドのレ

ビューを全例について行っており、確実な診断を

保証するため、継続的に努力している。 

バーチャルスライド・スキャナーを導入し、す

べての生検標本をデジタル情報として保存してい

る。今後、病理画像を院内に広く提供することを

目指している。 

病理解剖に関しては，全例について毎週月曜日

に臨床・病理所見を検討している。また、病院 CPC

を毎月 1回行い、毎回 2症例について検討してい

るが、平成 22年度からはその内容を CPCダイジ

ェストとして院内に公開している（新谷助教）。 

厚生労働省「診療行為に関連した死亡の調査分

析モデル事業」への協力を継続している。  

 

教 育 

M2 を対象に系統病理学講義、実習を行ってい

る。ベッドサイドラーニング（BSL）はM4を対

象に行っている。クリニカル・クラークシップで

は、3名の学生を受け入れた。  

卒後臨床研修制度で各研修医に義務付けられ

ている CPCレポートの指導を行った。CPCスラ

イドのダイジェスト版を院内に公開しており（新

谷助教）、また、臨床研修医が自ら問題を解決して、

CPC の内容を理解できるよう、CPC e-learning

コースを作成している（池村病院講師）。平成 25 

年度 5月には初期研修医全員が修了することとし

た。 

また、研修二年目のプログラムとして、平成 25

年度には 8 名の研修医（延べ 26 ヶ月）を病理部

に受け入れた。 

 

研 究 

佐々木准教授を中心に遠隔病理診断の信頼性，

有用性に関する実証研究を進めている． 

死後 CT画像の病理解剖を補助する手段として

の有用性に関する研究を継続している（新谷助

教・阿部助教）。オートプシー補助 CT室に設置し

た CT装置を用い、死後画像を撮影し、放射線科

とともに、画像所見と病理解剖結果を対比し、病

態理解の向上に役立てるべく検討を行っている

（人体病理学・病理診断学分野出版物：文献 26）。 

臨床各科とのカンファランスを基に、腫瘍性疾

患の概念整理、病理形態学的解析に取り組んでい

る（人体病理学・病理診断学分野参照）。とくに東

京大学先端科学技術研究所ゲノムサイエンス部門，

上部消化管外科と共同で、癌特異抗体を用いた新

たな診断、治療方法の開発に取り組んでいる。胃

癌のセンチネルリンパ節への転移を漏れなく検出

する目的で、原発巣、転移巣についての組織マイ

クロアレイを構築し、最適の抗体を選ぶため検討

を進めている（牛久准教授、松坂助教、阿部助教）。

この他、肝胆膵外科、上部消化管外科と PET、in 

vivo imaging などを取り入れた技術開発にも協

力している。 

 

出版物等 

 

人体病理学・病理診断学分野の該当項参照。 
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角膜移植部 
 

部長・准教授 

山上 聡 

 

ホームページ http://www.h.u-tokyo.ac.jp/patient/depts/kakumaku.html 

 

 

沿革と組織の概要 

角膜移植部は角膜移植手術の実施と角膜に関

する研究の発展、進歩を目的として昭和 51 年に

東大病院中央診療施設内に設置された部である。

構成は部長（准教授：山上聡）1名からなる。 

 

診 療 

診療は眼科診療科の一部として運営され、特

に角膜移植および角膜疾患に関する面を重点的に

担当しているが、一般外来、病棟の准教授回診時

の眼科一般診察も担当している。 

専門外来としては水曜（午前）に角膜外来を担

当し、角膜移植手術の適応の決定、術後の管理の

ほか、角膜疾患全般の外来診療を行っている。ま

た、特殊症例に対するコンタクトレンズ外来を水

曜午後に行っている。昭和 46 年に角膜外来とし

て発足して以来の登録患者数は 5000 名を超えた。

平成 25年度の移植症例数は 89件であった。従来

の全層角膜移植に加えて、角膜移植の最も多い適

応疾患である水疱性角膜症に対しては、角膜内皮

移植を導入し、良好な結果を得ている。移植提供

眼は保存期間内に可能な限り速やかに移植手術を

行う必要があるため、原則として臨時（救急）手

術として行っている。 

角膜移植部の活動として、附属病院での角膜

移植手術の実施以外に、各地のアイバンクの協力

のもとに提供眼の摘出、医学的検査、移植眼を必

要としている他の医療機関への眼球の再送があげ

られる。さらに、現在当移植部では角膜移植手術

の安全性と術後成績を向上させるため、以下の点

について重点的に検討を行っている。 

１）スペキュラーマイクロスコープによる角膜上

皮および内皮細胞の術前検査を中心とする提

供眼の評価 

２）角膜提供者の感染症、特に肝炎ウィルス、梅

毒、その他感染症の判明率の向上、提供者の

生前の病歴については、当該医療機関への問

い合わせを徹底し、また動脈血採血による検

査を組み合わせることによりほぼ 100％の判明

率が得られている。 

３）従来は、摘出眼球は全眼球保存法で保存され

ていたが、この方法では死後 48時間から 72時

間以内に移植しなければ角膜内皮細胞の不可

逆的な機能障害をきたすため、手術時期の設

定や、他施設への移送などに強い制約があっ

た。我々の施設では、摘出眼球から直ちに強

角膜片を作製し、強角膜片として保存する方

法を採用した。この方法により摘出後最長 1週

間は保存可能となった。 

 

教 育 

教育は、角膜疾患および角膜移植に関するも

のを重点的に行い、学生への講義（［角膜の外科治

療］）および外来診療実習を担当している。 
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研 究 

研究は、臨床的には培養輪部上皮あるいは培

養口腔粘膜上皮を用いた眼表面の再生医療による

再建術の検討を行っている。化学外傷、スティー

ブンスジョンソン症候群、眼類天疱瘡などでは、

従来の角膜移植による視力回復は困難であった。

角膜上皮などの組織幹細胞を含む細胞を培養で増

幅し、これを眼表面の再建に使う角膜再生医療が

新しい治療法として登場している。角膜移植部で

はいち早く角膜再生医療を実践し、成果を挙げて

きた。また現在臨床応用を目指して、霊長類を用

いた角膜内皮細胞の再生医療の研究を積極的にす

すめている。その他新規ムチンの発現と機能解析、

コンタクトレンズ使用者で問題となっているアカ

ントアメーバー角膜炎の研究、角膜移植拒絶反応

や長期成績に関する統計学的検討などを行ってい

る。 

 

出版物等 

 

1. Mimura T, Yamagami S, Amano S. Corneal 

endothelial regeneration and tissue 

engineering. Prog Retin Eye Res. 35:1-17, 

2013.  

2. Miyashita H, Yokoo S, Yoshida S, Kawakita 

T, Yamagami S, Tsubota K, Shimmura S. 

Long-term maintenance of limbal epithelial 

progenitor cells using rho kinase inhibitor 

and keratinocyte growth factor. Stem Cells 

Transl Med. 2:758-65, 2013.  

3. Mimura T, Usui T, Yamagami S, Miyai T, 

Amano S. Relationship between total tear 

IgE and specific serum IgE in autumnal 

allergic conjunctivitis. Cornea. 32:14-9, 

2013.  

4. Fukuda R, Usui T, Miyai T, Yamagami S, 

Amano S. Tear meniscus evaluation by 

anterior segment swept-source optical 

coherence tomography. Am J Ophthalmol. 

155:620-4, 2013. 

5. Mimura T, Yamagami S, Kamei Y, Goto M, 

Matsubara M. Influence of axial length on 

conjunctivochalasis. Cornea. 32:1126-30, 

2013. 

6. Toyono T, Usui T, Yokoo S, Kimakura M, 

Nakagawa S, Yamagami S, Miyata K, Oike 

Y, Amano S. Angiopoietin-like protein 2 is a 

potent hemangiogenic and lymphangi-

ogenic factor in corneal inflammation. 

Invest Ophthalmol Vis Sci. 54:4278-85, 

2013. 

7. Mimura T, Yamagami S, Kamei Y, Goto M, 

Matsubara M. Specific IgE in tear fluid and 

features of allergic conjunctivitis. Curr Eye 

Res. 38:917-25, 2013. 
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無菌治療部 
 

部長 

黒川峰夫 

講師 

加藤元博 

助教 

吉見昭秀 

 

ホームページ http://www.h.u-tokyo.ac.jp/mukin/ 

 

 

沿革と組織の概要 

無菌治療部は1995年6月に院内措置によって設

置され、1996年 5月に文部省（当時）により部長

１、講師１、助手１という構成で正式に東大病院

中央診療施設として承認され、2013年度は部長１、

講師１、助教 1 で運営されました。発足時は入院

棟B（旧北病棟）8階に無菌室 8室（8床）を有す

る無菌病棟が設置されましたが、その後入院棟A 5

階にやはり 8室（8床）の無菌室を有する無菌病棟

が設備されました。現在では入院棟 A 5 階で造血

幹細胞移植を中心とした医療を行っています。 

 

診療 

同種および自家造血幹細胞移植を中心とした診

療を行っています。1995年以降 2013年末まで約

800 例の造血幹細胞移植を行ってきました。尚、

1996年に骨髄移植財団認定施設、1998年に国際

間骨髄移植認定施設、2000年にHLAミスマッチ

骨髄移植認定施設となっています。2013 年には

37 件の移植が行われています。移植患者は成人

４：小児１の割合です。成人患者（あるいはドナ

ー）については血液・腫瘍内科が、小児患者（あ

るいはドナー）については小児科（血液腫瘍グル

ープ）が担当科となり、両科・グループが緊密に

無菌治療部スタッフと連携をとりながら診療にあ

たっています。また、末梢血幹細胞採取に関して

は輸血部スタッフと、骨髄採取に関しては手術部

スタッフと、放射線照射には放射線科スタッフと

の連携が重要であり、その他無菌集中治療に関係

する各診療科・診療部との緊密な協力のもとに運

営されています。 

自家・同種造血幹細胞移植 

（骨髄・末梢血幹細胞、臍帯血） 

自家造血幹細胞移植は化学療法後の骨髄回復期

に患者様の末梢血または骨髄から造血幹細胞を採

取凍結し、改めて大量化学療法・放射線療法をし

た後に、造血幹細胞を輸注する治療法です。さら

に、他人の造血幹細胞を大量化学療法・放射線療

法後に移植する同種移植も患者様の病態に応じて

積極的に行っています。もととなる造血幹細胞と

しては血縁者・骨髄バンク・臍帯血などあらゆる

種類のものから患者様の状態とご希望に基づいて

最適なものを選択し使用します。 

高齢者移植 

同種造血幹細胞移植は、疾患の治癒まで期待で

きる非常に有効な治療法でありますが、大量化学

療法・放射線療法などの治療に関連した副作用、



540 東京医学・第 128 巻・平成 26 年 10 月 

合併症により、高齢者においてはその適応が制限

されています。しかし近年、骨髄非破壊的同種造

血幹細胞移植（ミニ移植）の確立や、支持療法の

進歩に伴い、高齢者に対する移植適応は拡大して

います。無菌治療部においては、倫理委員会の承

認を得て、55-60 歳以上の高齢者に対する同種造

血幹細胞移植を積極的に行っており、疾患予後の

改善を目指しています。 

 

教育 

無菌治療部のスタッフは、M2 を対象とする血

液内科学系統講義、M3 を対象とするクリニカル

クラークシップといった学生教育においても、血

液・腫瘍内科および小児科・血液腫瘍グループの

メンバーと共同して取り組んでいます。 

 

研究 

新しい造血幹細胞移植法開発を目指した臨床的

および基礎的研究に重点を置いています。造血幹

細胞の生成・維持機構の解明、造血器腫瘍発症機

構の研究を行っています。さらにはリプログラミ

ング技術を用いた造血器腫瘍細胞の iPS細胞化の

研究を行っています。また、特に小児領域では、

乳児白血病、神経芽細胞腫や横紋筋肉腫などの固

形腫瘍の発症機構の研究に注力しています。 

 

出版物等 

 

1. Ichikawa M, Yoshimi A, Nakagawa M, 

Nishimoto N, Watanabe-Okochi N, 

Kurokawa M. A role for RUNX1 in 

hematopoiesis and myeloid leukemia. Int J 

Hematol 2013; 97: 726-34. 

2. Kumano K, Arai S, Kurokawa M. Generation 

of iPS cells from normal and malignant 

hematopoietic cells. Int J Hematol 2013; 98: 

145-52. 

3. Toya T, Shinohara A, Tatsuno K, Seo S, 

Nannya Y, Ichikawa M, Makimura K, Moriya 

K, Kurokawa M. A case of Schizophyllum 

commune sinusitis following unrelated cord 

blood transplantation for acute lymphoblastic 

leukemia. Int J Hematol 2013; 98: 261-3. 

4. Uni M, Yoshimi A, Nakamura F, Takazawa Y, 

Fukayama M, Kurokawa M. Successful 

allogeneic stem cell transplantation for 

Lennert lymphoma. Ann Hematol 2013; 92; 

859-60. 

5. Watanabe-Okochi N, Yoshimi A, Sato T, 

Ikeda T, Kumano K, Taoka K, Satoh Y, 

Shinohara A, Tsuruta T, Masuda A, Yokota H, 

Yatomi Y, Takahashi K, Kitaura J, Kitamura 

T, Kurokawa M. The shortest isoform of 

C/EBPβ, liver inhibitory protein (LIP), 

collaborates with Evi1 to induce AML in a 

mouse BMT model. Blood 2013; 121: 4142-55. 

6. Yoshizato T, Watanabe-Okochi N, Nannya Y, 

Ichikawa M, Takahashi T, Sato T, Masuda A, 

Yatomi Y, Tsuno NH, Kurokawa M, 

Takahashi K. Prediction model for CD34 

positive cell yield in peripheral blood stem 

cell collection on the fourth day after G-CSF 

administration in healthy donors. Int J 

Hematol 2013; 98: 56-65. 

7. Kato M, Takahashi Y, Tomizawa D, Okamoto 

Y, Inagaki J, Koh K, Ogawa A, Okada K, Cho 

Y, Takita J, Goto H, Sakamaki H, Yabe H, 

Kawa K, Suzuki R, Kudo K, Kato K. 

Comparison of intravenous with oral 

busulfan in allogeneic hematopoietic stem 

cell transplantation with myeloablative 

conditioning regimens for pediatric acute 

leukemia. Biol Blood Marrow Transplant 

2013; 19:1690-4. 

8. Kato M, Matsumoto K, Suzuki R, Yabe H, 

Inoue M, Kigasawa H, Inagaki J, Koh K, 

Hashii Y, Tauchi H, Suminoe A, Kikuta A, 

Sakamaki H, Kawa K, Kato K, Fukuda T. 

Salvage allogeneic hematopoietic SCT for 

primary graft failure in children. Bone 

Marrow Transplant 2013; 48:1173-1178. 
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光学医療診療部 
 

准教授 

藤城光弘 

助教 

吉田俊太郎 

 

ホームページ http://www.h.u-tokyo.ac.jp/patient/depts/kogaku/index.html 

 

 

沿革と組織の概要 

病院検査部に所属していた内視鏡部門は、1996

年 4 月より院内措置として、1997 年 4 月より正

式に光学医療診療部として独立した。消化管内視

鏡検査を中心に年間 1万 8千件を超す内視鏡が行

われている。専任教員は准教授 1名、助教 1名で

あるが、消化器内科、胃食道外科、大腸肛門外科、

肝胆膵外科、呼吸器内科・外科、耳鼻咽喉科、女

性外科等の医師が担当している。2006年 10月に

新棟（中診２）へ移った。 

 

診 療 

上部消化管内視鏡検査、下部消化管内視鏡検査、

気管支鏡検査、喉頭鏡検査、婦人科検査等が行わ

れている（表１）。近年は、カプセル内視鏡やバル

ーン内視鏡を用いた小腸内視鏡が、急激に増加す

るとともに、より精度の高い画像強調拡大観察に

よる診断内視鏡や、消化管腫瘍に対する内視鏡的

粘膜下層剥離術などの治療内視鏡の件数が増加し

ている。この他に、光学医療診療部では、外来、

手術室、放射線部等、他部門で使用される全ての

内視鏡の洗浄消毒を行っている。 

 

教 育 

光学医療診療部を使用する各診療科における

学生教育の一部として、内視鏡に関する教育を光

学医療診療部で行っている。卒後教育については、

各診療科の教育プログラムに沿って、内視鏡の研

修が行われている。 

 

研 究 

光学医療診療部を使用する各診療科と協同で、

多岐にわたる研究を行っている。

 

Table 1. 光学医療診療部検査件数の年次推移 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

上部内視鏡 7597 8265 8131 8796 9822 10262 10556 10963 11376 11840

下部内視鏡 3728 4084 4327 4360 4679 4996 5152 5208 5688 6000 

気管支鏡 194 212 201 201 165 226 255 197 196 169 

超音波内視鏡 476 461 438 484 402 518 551 630 698 763 

小腸内視鏡 - - - - 133 181 311 282 282 375 

耳鼻咽喉科 61 89 127 91 63 75 70 108 83 128 

婦人科 139 88 58 117 256 307 361 378 365 404 

合計 12195 13199 13282 14043 15520 16566 17256 17764 18688 19679
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沿革と組織の概要 

本部門は本院中央診療施設の一つとして平成

12年に設置，稼働するようになったもので，東京

大学医学部附属病院としては比較的新しい部門の

一つである。 

従来，腎不全は各科でそれぞれ対応してきたが，

このような対応は設備・人的資源の面から非効率

的であるため，関係各科の連携を企図して設立さ

れた。平成 18年 12月より中央診療棟 2での診療

を新たに開始し，現在の血液浄化療法室では圧コ

ントロール可能な個室１床を含む 12 床を稼働し

ている。当院の特殊性にフルに対応したシステム

を開発し，血液透析のみならず，血漿交換療法，

免疫吸着療法等の浄化療法を網羅的に実施する過

程で，器械情報・生体情報・会計情報を電子情報

として確保し，当院の院内システムHISへと情報

のリンクを可能とした。同時に当部門が業務担当

している ICU透析，持続透析，血漿交換等の器械

情報・生体情報についても，血液浄化療法部のみ

ならず多方面よりモニターを可能とするプラット

フォームを作製した。更に，機器統一を図ること

で，高度の安全性・透明性・教育性を確保してい

る。 

 

診療 

末期腎不全の透析導入，各科に検査・治療目的

で入院した維持血液透析患者の入院透析，ICU急

性腎不全症例の持続的血液濾過透析及び血液透析，

神経疾患・自己免疫疾患・肝移植前後の血漿交換，

免疫吸着療法，白血球除去療法など多彩な血液浄

化療法を行っている。国際的には AKIN（Acute 

Kidney Injury Network），ADQI（Acute Dialysis 

Quality Initiative）に参加している。 

 

教育 

卒前教育はM2の系統講義等を行っており，内

容は腎不全の病態の理解，腎疾患の自然経過と治

療，近年透析導入患者の第一位疾患として急増し

ている糖尿病性腎症の病態と臨床研究についてで

ある。BSLは血液浄化療法部としては行っていな

いが，腎臓・内分泌内科での教育における腎不全

治療に関しての内容を分担している。卒後研修教
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育では，後期研修の希望者を中心に透析治療の基

本的考え方から，日々行われている持続的血液濾

過療法，血漿交換，DFPP，LCAP，GCAP など

の特殊治療における病態の把握と処方の決め方を

実践的に教えており，これらをアフェレシス療法

ポケットマニュアル（第二版）・CRRT ポケット

マニュアルの 2部構成にマニュアル化した。中国

の基幹病院・大学病院からのニーズに応えるべく

中文化も完了した。また，救急部・集中治療部と

の合同で臨床研究者育成プログラムに Critical 

care nephrologyコースを推進している。 

 

研究 

当院の特殊性を生かして，肝移植後に血漿交換

療法を行った症例における予後を決める因子の解

明を移植外科の協力の下に行った。また，パルス

フォトメトリー法を用いた無侵襲ヘモグロビンメ

ーターの開発を行い，開発を進めている。更に，

ネフローゼ症候群感受性遺伝子に関与する

Genome wide association study及びその機能解

析，関連解析が進行している。近年 Cardio-renal-

anemia syndrome が進行性腎障害での臨床的な

トピックとなりつつあるが，その存在を基礎的に

解明した研究はないため，動物実験モデルでの証

明を行った。基礎研究では，急性腎不全の病態解

明，急性腎不全モデルを用いた再生医療の研究，

マウス進行性腎障害モデルの樹立等をおこない，

ヒト型L-FABPを中心とした腎疾患バイオマーカ

ーと病態の分子生物学的，生理学的研究，疫学研

究，更には尿バイオマーカーによる国際協力を広

く行っている。 
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沿革と組織の概要 

臨床研究支援センターの前身である臨床試験部

は、平成 13年 4月、従来の「治験管理センター」

（平成 10 年設置）を改組して、治験に加えて、

研究者主導の臨床試験（自主臨床試験）をも支援

する組織として、正式に文部科学省より予算化さ

れた。平成 14 年より ICH-GCP を準用した手順

や手引きを整備し公開することにより、日本の自

主臨床試験の質向上への貢献に努めてきた。また、

自主臨床試験の院内の実施を主に実施計画策定と

安全管理の側面から多角的に支援してきた。 

しかし、院内の臨床研究が盛んになるにつれ、

自主臨床試験の支援の要望が高くなり、さらに多

施設共同研究の事務局の支援の必要性も高くなっ

た。 

臨床研究を通して新規医療技術を臨床開発する

ことや臨床に必要なエビデンスを形成することは

大学病院の使命であり、医師が主導して行うトラ

ンスレーショナルリサーチや、市販の医薬品を適

応外で使用する研究など多くの臨床研究の実施に

は倫理性・科学性の確保だけでなく、高い信頼性

の確保も求められるようになってきた。 

そこで、これらの要望に応え、支援をより充実

させ臨床研究の円滑な実施を推進する基盤として、

平成 22 年 4 月に臨床試験部を改組して臨床研究

支援センターを設立した。 

センター内には、院内での臨床試験の実施を支

援する「サイト管理ユニット（従来の臨床試験部

に相当）」と、多施設共同研究などの研究事務局を

支援する「中央管理ユニット」を設置した。 

サイト管理ユニットには「事務局部門」、「治

験薬・安全性情報管理部門」、「コーディネータ

ー部門」が含まれ、臨床試験審査委員会（IRB）

事務局業務、試験薬・安全性情報の管理、治験

および一部の自主臨床試験を対象にしたコーデ

ィネーター業務などの支援を行っている。 
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中央管理ユニットには、従来の「コンサルテー

ション部門」に加えて、「生物統計・データ管理

部門」（平成 26年度より「生物統計部門」と「デ

ータ管理部門」に改組）、「安全性情報部門」、

施設間の実施の調整等を行う「オペレーション部

門」、および品質管理を行う「モニタリング部門」

を設置した。これらの各部門が、プロトコール

（実施計画書）等の作成支援や、プロジェクトマ

ネジメント（研究の推進・進捗管理）、データ管

理やモニタリング、統計解析および安全性情報報

告などの支援を行っている。 

平成 23 年 7 月には、厚生労働省「早期・探索

的臨床試験拠点（精神・神経疾患領域、医薬品）」

に採択され、センターの大幅な人員拡充を行った。

また、創薬研究者との対話や専門医との連携の中

で英知をインテグレートして first-in-human 試

験を含む臨床第 I相試験を実施することが可能な

施設（臨床試験棟、525 ㎡、12 床）と組織（P1

ユニット）を平成 24年 5月に開設した（平成 24

年度中に 13床に増床）。 

これらにより、臨床研究支援センターでは、治

験と治験以外の臨床研究を同一組織で支援し、臨

床研究から治験へのシームレスな支援が可能とな

った。 

 

平成 26 年３月現在の構成員は、教員は 7 名

（教授１名、准教授１名、特任准教授 1 名（兼

任）、助教 3 名、特任助教 1 名）、サイト管理

ユニット配属の専任職員は 25名（薬剤師 14名、

看護師 6 名、臨床検査技師 1 名、臨床心理士 3

名、事務員 1名（派遣））、中央管理ユニット配

属の専任の職員は 13名（特任専門員１名、特任

専門職員 5 名、医療技術職員 5 名、事務員（派

遣）2名）、P1ユニット配属の職員は 25名（専

任換算 17.5 人）（看護師 6 名、兼任の看護師 9

名、専任の臨床検査技師 2 名、兼任の臨床検査

技師 6 名、学術支援専門職員 1 名、事務員（派

遣）1名）である。 

 

診療・業務 

臨床研究支援センターは、臨床試験審査委員会

の事務局業務を含め、申請前の相談から、実施の

支援、試験の終了まで幅広い支援業務を行ってい

る。 

＜サイト管理ユニット＞ 

サイト管理ユニットでは、臨床試験部時代の平

成 14 年度より従来からの治験に加えて薬物治療

に関する自主臨床試験および未承認薬等の臨床使

用に対する支援を開始した。これらの質の向上を

図るため、世界的標準である ICH-GCPを準用す

ることとし、以下の指針、手順書、様式、手引き

等を整備した。 

１) 自主臨床試験および未承認薬等の臨床使用の

指針 

２) 自主臨床試験および未承認薬等の臨床使用の

手順書 

３) 自主臨床試験の実施計画書作成の手引き 

４) 自主臨床試験等の同意説明文書作成の手引き 

５) 医師主導の治験ならびに自主臨床試験等にお

ける患者の費用負担の取扱要領 

平成 21 年からは、臨床試験審査委員会の審査

対象の拡大に合わせ、すべての侵襲的介入試験を

支援対象にしている。 

治験についても、申請から承認までの期間を短

縮し、かつ審査内容を充実させるために、委員会

に先立ちプロトコール説明会を行っている。これ

により、情報不足のために臨床試験審査委員会で

再審査となることはほぼ無くなった。 

臨床試験審査委員会事務局業務として、平成

25年度治験については、新規申請58件、平成24

年度からの継続申請 76件、一部変更申請 506件、

有害事象・安全性情報報告 1009 件、終了・中

止・中断報告 41 件であった。自主臨床試験およ

び未承認薬等の臨床使用については、新規申請件
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数は 67件（臨床試験 54件、臨床使用 13件）、

一部変更申請226件、有害事象・安全性情報報告

222件、終了・中止・中断報告 60件であった。 

治験の新規申請に先立って行うプロトコール説

明会はのべ 14 回、自主臨床試験および未承認薬

等の臨床使用の申請前に行うコンサルテーション

はのべ 59回、ガイダンスは 20回行った。 

臨床研究支援センターで試験薬等を管理・調剤

するプロトコール数は、平成 25年度治験 127件、

製造販売後臨床試験 3件、医療機器 2件、自主臨

床試験 32 件、未承認薬の臨床使用 1 件であった。

処方枚数は、治験・製造販売後臨床試験 1074 件、

自主臨床試験等 1106 件であった。多施設共同試

験の中央試験薬管理も 2 試験で担当し 42 回の発

送を行った。二重盲検試験（自主臨床試験）のマ

スキングを 1件行った。また、臨床研究支援セン

ターでは安全性情報受領時の一次評価や臨床試験

に関するデータベース管理を行っている。 

治験コーディネーターは、平成 14 年度から医

療機器を含む原則すべての治験・製造販売後臨床

試験を担当している。また、平成 16 年度より自

主臨床試験についても一部の業務の支援を開始し

た。平成 17 年度には、自主臨床試験に対し受益

者負担によるコーディネーター支援の制度を整備

した。平成 24 年度には、健常人を対象とした臨

床薬理試験の支援を開始した。担当する年間のべ

被験者数は、22年度 3776 人、23年度 3604 人、

24年度 4785 人、25年度 5329 人と増加傾向であ

った。モニタリング応対のべ件数は、平成 25 年

度 827件であった。 

患者への啓発活動等の一環としては、患者向け

ホームページの更新、パンフレットの作成・外来

各受付カウンター等への配置を行った。また、こ

れらに被験者募集中の試験を掲載している。 

平成18年11月には新中央診療棟 II期稼働に伴

い治験外来を移動し、患者相談コーナーや専用の

待合を備えた臨床試験外来を開設した。 

＜中央管理ユニット＞ 

中央管理ユニットは、平成 22 年度に設立し、

体制整備を開始した。25 年度までに支援対象と

して採択したプロジェクトは 21 件あり（うち中

止3件）、医師主導の治験2件、先進医療B 3件、

再生医療 3件、その他の開発型の自主臨床試験 3

件、市販後の自主臨床試験５件など品質管理が必

要な臨床試験であった。また、支援検討中の試験

が数件であった。企業からの資金提供のある市販

後の自主臨床試験については、利益相反を管理す

るために、研究資金をアカデミア主導型受託研究

契約にて導入し、アカデミア（東大病院）主導で

科学的デザインにより企業とは独立して試験を実

施する体制を整備した。また、2 件目の医師主導

の治験（第 I相）は、平成 24年 12月に治験計画

届を規制当局に提出し、単回、反復各 4 用量の

first-in-human 試験を平成 26 年 3 月に終了し

た。 

＜PI ユニット＞ 

P1ユニットは、平成 24年 5月に開設した後、

スタッフが様々な臨床薬理試験に対応できるよう

研修、訓練を実施し、手順書・マニュアル類の整

備、院内の各部署との連携体制の構築、健康被験

者の募集に必要な準備を行い、24年 10月からユ

ニットでの臨床試験を開始した。平成 25 年度は、

早期・探索的臨床試験拠点整備事業においてアカ

デミア発のシーズとして開発しているアルツハイ

マー病疾患修飾薬について、65〜80 歳の健康男

性を対象に First in Human試験となる第 I相医

師主導治験を平成 24 年から引き続いて実施し

た。 

(1) 単回投与試験：4 用量、1 群 12 例（実薬 10

例、プラセボ 2例）、各群入院期間 10泊 11日） 

(2) 反復投与試験：4 用量、1 群 12 例（実薬 10

例、プラセボ 2 例）・各群 16 日間投与・入院

期間 25泊 26日） 
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＜大学病院臨床試験アライアンス＞ 

臨床研究支援センターでは、日本での臨床開発

の遅れを解消するためには国際共同試験に参画で

きる体制の整備が必要と考え、平成 18 年 2 月に

関東地区６国立大学（東京大学、新潟大学、群馬

大学、筑波大学、東京医科歯科大学、千葉大学）

の治験管理部門により、大学病院臨床試験アライ

アンス（UHCT Alliance）を設立した。幹事校は

平成 18 年度より 3 年間東京大学が担当し、推進

室事務局も東京大学に設置している。アライアン

スでは、共同して治験を誘致し円滑に申請できる

体制を整備した。また、国際共同試験にむけたス

タッフの教育体制も確立した。平成 19 年 2 月に

は信州大学、平成 25 年 2 月には山梨大学が加わ

り８大学となった。平成 21 年 4 月より５年間特

別研究経費「大学病院臨床試験アライアンス推進

事業（大学間連携事業）」が交付され、東大病院に

専任の推進室事務局を配置して治験における連携

体制を強化し、平成 26 年からは「臨床研究にお

ける大学間連携推進事業」（特別経費）により臨床

研究における教育･研修とシーズ開発における連

携を強化する体制を構築するなど、さらなる展開

を図った。 

アライアンスでは平成 26年 3月までに 68件の

治験を導入し、うち国際共同試験は 38 件、実施

計画策定のための実施可能性調査に協力したのは

14件、実施施設の選定に協力したものは 42件で

あった。また、共同でプロトコール説明会を開催

したのは 37件であった。これまでに 20件につい

ては治験依頼者から厚生労働省への新薬の承認申

請に至り、このうち 19 件については承認を得て

販売されている。 

アライアンスの活動の一環として東京大学が担

当し、草の根の臨床研究を支援するための臨床研

究支援システム（UHCT ACReSS）を富士通と共

同開発し、平成 23 年度運用を開始した。当シス

テムは、被験者の登録・割付、スケジュール管理、

データ収集、進捗管理等の機能を有し、研究者に

よるカスタム化が容易なシステムである。平成

26年 3月現在、4大学 31件の臨床試験が本シス

テムを使用して稼働中である。また、富士通より

eACReSS という商標にて販売を開始した。 

＜国立大学附属病院臨床研究推進会議＞ 

平成 24年 10月には東京大学が中心となり国立

大学病院臨床試験推進会議（のち国立大学附属病

院臨床研究推進会議に改称）を立ち上げた。事務

局は 24 年 7 月の設立準備会よりアライアンス推

進室が支援している。平成 25年 1月 10日、国立

大学全 42大学 45病院の参加を得て第 1回の総会

を東京医科歯科大学にて開催した。第 2回の総会

は平成 26年 2 月 7日‐8日東京大学にて開催し

た。 

 

教 育 

平成 25年度より、医学部医学科のM3/M4の全

学生を対象とする臨床実習クリニカルクラークシ

ップを、当センターが各グループ 2日間担当する

ことになり、テキストを編集し、11月より受け入

れを開始した。卒後の初期臨床研修カリキュラム

の一環として１ヶ月研修の研修医を平成 25 年度

計 3名受け入れた。また、文部科学省より委託を

受け全国国公私立大学病院臨床研究（治験）コー

ディネーター養成研修を平成 22 年度から東大病

院主催で開催しており、25年度は6月に5日間の

実習を開催し、95名が参加した。 

研究者対象の講習「東大研究倫理セミナー」を

平成 15 年より年 3 回倫理委員会等と共催にて開

催している。また、荒川は薬学系研究科修士課程

講義「クリニカルサイエンス」を担当している。 

臨床研究の研究者を対象とした公開セミナーを当

センター主催で毎年開催しており、平成 26 年 3

月 28日に「第 13回東大病院臨床試験セミナー —

創薬への挑戦：基礎研究の成果を臨床に—」を開

催し、約 250名の研究者が参加した。 
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研 究 

平成 19年 4月に「臨床試験データ管理学講座」

（寄付講座）を生物統計学分野と当センターが親

講座となり開設した。臨床試験のデータ管理なら

びに生物統計に関する実践を通じた研究ならびに

教育を実施している。 

平成 25年度の学会等研究発表は 28件、うち筆

頭演者は 14 件であった：国際学会 2 件（荒川、

飯室）、日本臨床薬理学会 2件（針木、若林）、

日本臨床試験研究会 2件（藤田）、CRCと臨床試

験のあり方を考える会議 6件（渡部、恩田、山田、

折原、松本、増井）、その他発表 2件（森豊、藤

田）。講演は 37回（山崎 3回、荒川 17回、森豊

7回、飯室2回、藤田 6回、渡部 2回）であった。 

投稿論文等出版物については、42報（英文論文

21報、和文論文 5報、和文総説 12報、和文著書

4報）であった。 
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沿革と組織の概要 

企画情報運営部は、東京大学医学部附属病院が

医療制度のさまざまな変革や大学病院組織の変

革の動きに対して戦略的かつ迅速に対応すると

ともに医療情報を最大限活用した運営を行うた

め、2002 年度まで中央医療情報部、新病院整備

企画室（院内措置）、経営改善企画室（院内措置）、

医事課、管理課などに分散していた病院運営支援

部門を統合し、2003年（平成 15年）4月に新設

された。前身である中央医療情報部は、1975年、

東京大学医学部附属病院に院内措置として設置

された情報処理部をその前身としている。1983

年、文部省（当時）により正式に東京大学医学部

附属病院の中央診療施設のひとつとして中央医

療情報部が設置された。同時に大学院第一基礎医

学として博士課程の学生の受け入れが可能とな

りました。初代教授、中央医療情報部長は日本の

医療情報学を確立した開原成允（現名誉教授）で

あり現在は二代目である。1997年には中央医療情

報部に所属していた教授１と助教授１が大学院重

点化に伴い大学院を本務とするようになり、2003

年に前述したように企画情報運営部となった。 

企画情報運営部では、これまで中央医療情報部

が行ってきたオーダリングシステムを中核とす

る病院情報システムの調達、開発、導入、運用を

行っていくことに加えて、電子カルテシステムの

導入などにより診療情報の電子化を進めていき

ます。さらに病院全体での戦略的な情報管理・分

析を行い、それにもとづいた運営支援を行うとと

もに、中長期計画の立案とその実行支援、企画調

整をも任務としている。 

具体的には 

１) オーダリングシステムと電子カルテシステ

ムの導入による診療データの電子化管理  

２) 診療データと経営データを含めた病院情報

の一元化をすること  

３) 一元管理された病院情報の活用による病院

運営分析、及びそれに基づいた経営企画案及

び経営戦略案の策定を病院執行部の諮問を

受けて提示すること  

４) 病院執行部が決定した運営方針に基づいた

施設整備計画案、物品の調達案などの策定を

すること  

５) 診療スタッフが安全で質の高い医療を、ゆと
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りをもって実践できる環境づくり、及びその

ために必要な部門間意見調整と運営支援を

行うこと  

などの業務を行っている。 

 

以上の業務を円滑に行うため、企画情報運営部

は「医療情報管理部門」と「企画調整部門」の２

つで構成されている。 

 

■「医療情報管理部門」の職務 とスタッフ 

・電子カルテシステムなど病院情報管理システム 

・運用・管理・開発指導・運用監督  

・情報化に関わる院内教育  

・プライバシー保護教育等  

・各種病院情報管理システムの運用に関する日常

管理業務全般  

・各種病院情報管理システムの仕様見直しに関す

る業務  

・経営分析に関する各種資料・データ収集  

・各種病院情報管理システムの運用に関する事務

業務全般 

 

担当：大江和彦教授、美代賢吾准教授、田中勝弥

講師、横田慎一郎助教、河添悦昌助教、野口貴史

助教、今井健助教、北川陽一郎技術専門員 

 

■「企画調整部門」の職務  

関係部署とともに企画経営部に参画し、下記の

業務をおこなう。  

・病院経営情報の分析  

・戦略的管理会計分析  

・病院経営分析手法の研究・教育  

・病院経営シミュレーション実施による将来分析  

・病院将来計画に関する院内意見調整・ヒアリン

グ等  

・調査・統計、整備計画に関する企画事務  

・診療報酬等病院収入及び決算に関する調査・分

析・統計類の作成  

・経営改善案に関する調査、分析、報告書の作成 

 

担当： 新秀直助教（パブリックリレーションセ

ンター）、佐藤大介助教、天羽宏治技術専門員 

 

業 務 

医療情報システム関係では、2012 年度は全基幹

情報システムの５年目のシステム更新を行い、大

幅に性能向上が実現された。ここでは各部門に分

散していた部門サーバの大半を仮想サーバ化し

大幅なスペース向上と安定性向上を実現した。 

また厚労省医薬品食品局と PMDAとの合同事業

である医療情報データベース基盤整備事業の協

力機関として事業に参画し、副作用早期発見をめ

ざした日本版センチネルを実現するための情報

システム整備を行った。 

企画調整部門での実績は企画経営部のページを

参照ください。 

 

教育･研究・出版物等 

 社会医学専攻医療情報経済学分野を参照くだ

さい。 
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大学病院医療情報ネットワーク研究センター 
 

教授 

木内貴弘 

准教授 

石川ひろの 

 

ホームページ http://www.umin.ac.jp/umin/ 

 

 

沿革と組織の概要 

昭和の終わり頃には、すべての国立大学病院に

電算機が導入されるようになっていた。当時東大

病院中央医療情報部長だった開原教授らによって、

これらの計算機をネットワークで接続して情報共

有やコミュニケーションに活用することが構想さ

れるようになった。開原教授他関係者の努力によ

って、文部科学省に予算が認められ、大学医療情

報ネットワーク（UMIN=University Medical 

Information Network、後に現在の名称に改称）

が、東京大学医学部附属病院中央医療情報部内に

設置され、平成元年 3月に公式にサービスの運用

が開始した。その開設目的としては、下記が掲げ

られていた（ 6は後に追加） 

 

1．最新の医学・医療情報の提供 

2．医学・医療上の交流の支援 

3．大学病院共通の作業の共同化 

4．医学研究の情報支援 

5．データ標準化及び諸統計の収集 

6．医学教育及び臨床研修の情報支援 

 

当初のシステムは、大型汎用機を N1という無

手順のプロトコールで相互接続するものであった。

平成元年 5 月の櫻井恒太郎が新設された UMIN

専任の助教授ポスト（純増）として着任した。 

平成 6年度には、当時普及が始まっていたイン

ターネットによるサービスを開始した。電子メー

ルを中心に利用者･利用件数が次第に増加してき

た。 

平成 8年度には、北海道大学に栄転した櫻井恒

太郎に代わり、木内貴弘が着任し、システムは全

面的にWebベースのものに更新していった。その

後、インターネットの急速な普及の助けもあり、

飛躍的に利用者・利用件数が増加していった。主

要な情報サービスとして、医療・生物学系電子図

書館（ELBIS）のサービスが 1997年より、イン

ターネット医学研究データセンター（INDICE）

が 2000 年より、オンライン臨床研修評価システ

ム（EPOC）が 2004年より、開始されている。 

平成 14 年 4 月には、院内措置により、大学病

院医療情報ネットワーク研究センターとして、中

央医療情報部から独立した。平成 15 年度には、

文部科学省から正式に予算措置がなされ、大学病

院医療情報ネットワーク研究センターが設置され

た。純増によって教授ポスト 1が認められ、平成

16年 4月 1日付で、木内貴弘が昇任した。また平

成 16年 10月 1日には、助教授ポストを下方流用

した助手のポストに松葉尚子が着任した。平成 18

年３月末に松葉尚子が退職し、平成 18 年 4 月 1

日には、米国テキサス大学健康情報科学大学院の

Assistant Professorの青木則明が助教授（現准教
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授）として着任した。 

平成 19 年 4 月には、公共健康医学専攻疫学保

健学講座医療コミュニケーション学分野として、

大学院講座化された（詳細は、医療コミュニケー

ション学分野の項目参照）。 

 

診 療 

本センターは、制度上、東京大学医学部附属病

院の中央診療施設として位置づけられているが、

いわゆる診療活動は実施しておらず、全国の医

学・医療関係者に対してサービスを行っている。

現在、登録利用者数約 41 万名、月間 WWW アク

セス件数 9300 万ページビューに達しており、世

界最大規模のアカデミック医学情報センターに発

展している。そのサービスは、研究・教育・診療・

病院業務等にまたがり、下記のように非常に多岐

に及んでいる。 

 

○研究 http://www.umin.ac.jp/research 

AC - 学会情報 

ELBIS - 医療・生物学系電子図書館 

FIND - 各種助成等公募情報   

INDICE - インターネット医学研究データセンター 

ROCOLS - 教職員・学生公募情報 

 

○教育 http://www.umin.ac.jp/education/ 

Web-QME - オンライン医学教育評価システム 

SUPERCOURSE  - オンライン講義集 

VHP – 人体画像データ集 

EPOC - オンライン卒後臨床研修評価システム 

Debut – オンライン歯科卒後臨床研修評価システム 

 

○診療 http://www.umin.ac.jp/uhosp/ 

中毒データベース 

HIV 感染症マニュアル 

医薬品添付文書デーベース 

服薬指導データベース 

薬剤情報提供データ 

医療材料データベース 

標準看護計画 

文部科学省文書広報システム 

大学病院に関する統計資料収集システム群 

国立大学病院関係医事紛争記録集 

高度先進医療申請データ集 

各種業務担当者・委員会等名簿 

各種官職指定・業務指定 HP及びML 

 

○総合 

(1)情報提供・検索 

医療・生物学系リンク集 

医療用語集 

医学研究機関・医療機関データベース 

 

(2)情報提供支援 

一般公開ホームページサービス 

会員制ホームページサービス 

永久保存ホームページサービス 

VOD 動画像配信サービス 

 

(3)情報交流支援 

電子メール 

メーリングリスト開設 

ニュース 

電子会議室 

ファイル交換システム 

 

教 育 

UMINのシステムの普及・広報を中心とした一

般向けの説明会・シンポジウムを随時実施してい

る。2005年には、臨床試験登録システム、歯科臨

床研修評価システム、2006年には、医薬品有害事

象報告システム、サリドマイド使用登録システム

の説明会・シンポジウムを開催した。これらは、

MINCS 衛星放送システムで全国の放映された    
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他、VOD 等の蓄積型放送によって随時視聴が可

能となっている。 

大学院・学部教育については、公共健康医学専

攻疫学保健学講座医療コミュニケーション学分野

をご参照願いたい。 

 

研 究 

公共健康医学専攻疫学保健学講座医療コミュニ

ケーション学分野をご参照願いたい。 

 

出版物等 

公共健康医学専攻疫学保健学講座医療コミュニ

ケーション学分野をご参照願いたい。 
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臓器移植医療部 
 

部長 

國土典宏 

 

 

 

臓器移植医療部は、平成 15 年 4 月より、中央

施設の一つとして、活動を開始している。欧米に

おいては、肝臓、腎臓、心臓、肺、膵臓、小腸な

どの移植医療は、一般的な治療法として広く受け

入れらており、年間 20,000 例を越える移植が行

われている。一方、本邦では平成 9 年 10 月臓器

移植法が施行され、国家的プロジェクトとして、

臓器の分配機関、臓器提供施設、臓器移植実施施

設などの体系的な基幹整備の枠組みが構築された。

しかし、脳死ドナーからの移植は年間 5-6例の実

施に留まっている。今後、臓器提供者や、移植施

設の確保など環境整備及び啓蒙活動が課題となっ

ている。移植医療では、概して全身状態不良の臓

器不全患者に対し移植手術を行うものであり、術

後も拒絶反応、感染症、血栓症など様々な合併症

に気を配る必要がある。すなわち、通常の外科手

術に比べ、術後早期に死亡する危険も高い。 

医学部附属病院ではこれまで臓器移植医療に積

極的に関与している。昭和 41 年、慢性腎不全に

対する移植としては、本邦初の成功を収めた。ま

た、平成 8年 1月より生体肝移植の実施を開始し、

平成 20年 12月まで 400例以上を施行している。

その成績も良好であり、5年生存率は 85%と、全

国平均 70%を大きく上回っている。医学部附属病

院は本邦における心臓移植実施 6施設の 1つでも

あり、他に治療法のないと診断された末期重症心

不全患者の治療に積極的に取り組んでいる。余命

数ヶ月以内の特に重症な心不全に対しては人工心

臓の植込みも積極的に行っている。このように、

臨床成績のさらなる向上を目指し、国内はもとよ

り国際的にも通用する積極的な基礎そして臨床研

究活動を行っている。 

我国の特徴として、心臓以外の臓器移植は生体

ドナーがほとんどを占めているという状況がある。

ドナーの受ける肉体的、精神的負担は決して軽視

できるものではなく、レシピエント、ドナー家族

を含めた社会的、精神的サポートも必要となる。

臓器移植医療部には、レシピエント移植コーディ

ネーターが配置され、主に生体移植を受けるレシ

ピエント、生体ドナーそして家族に対する意思決

定の支援を行っている。また院内外における移植

医療のマネージメントに関与し、社会的支援体制

も築いてきた。今後も、いまだ発展途上にある臓

器移植医療の一層の拡充を目指し、機能していく

必要がある。 
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検診部 
 

部長・教授 

山崎 力（臨床研究支援センター） 

特任准教授 

鈴木 亨（ユビキタス予防医学講座） 

特任助教・副部長 

大池 裕美子 

特任助教 

小野 敏嗣、松本ルミネ、大関 敦子 

澤城 大悟（ユビキタス予防医学講座） 

水野 由子（臨床疫学研究システム学講座）、 
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組織の沿革 

平成 18年（2006年）11月の東京大学医学部付

属病院における新中央診療棟（中央診療棟２）開

設を機に、平成 19年 1月 1日、検診部を中央診

療部門の中に組織。病院規則改正。以下、同年 1

月 9日、検診部設立ワーキング・グループを設置。

4月 1日、検診部運営委員会を設置。5月 31日ま

で開業準備。6月 4日～、試験開業（院内向け）

を行った。7 月より本開業となり、一般向けサー

ビスを開始した。 

検診部設立の理念は以下にまとめられる。(1) 各

種検診や予防的介入の有効性・有用性を科学的に

証明する。(2)膨大な検査データおよび健康関連情

報を統合し、より質の高い disease management

のモデルを開発する。(3)上記のことを通じて、よ

り質の高い予防医学・健康増進医学を推進し、も

って国民衛生の向上に寄与する。(4)上記のことを

実践できる人材を養成する。 

管理機構としては病院長に直属する部長が全体

を統括する。なお、検診部は臨床疫学研究システ

ム学およびユビキタス予防医学講座の２つの寄付

講座が運営支援している。また、検査には検診部

に加えて、３つの部（中央検査部、放射線部、光

学診療部）および５つの診療科（乳腺・内分泌外

科、女性外科、眼科・視覚矯正科、顎口腔外科・

歯科矯正歯科、神経内科）の支援から成り立って

いる。 

検診部スタッフは医師が 9名（うち 4名が専任、

5 名が関連寄付講座に所属）からなり、専任医師

１名は光学診療部で上部および下部消化管内視鏡

検査にも従事している。看護師は 5名専任、事務

も 5名専任である。また、検診部設立に伴い、他

部門においても増員が行われた。放射線部に放射

線技師、検査部に検査技師、栄養相談室に栄養管

理士ら、数名が検診部所属スタッフとして配属さ

れている。 
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診 療 

全員が受診する基本検診の他、現在下記の 11

のオプションを提供している。1)心血管ドック、

2)家庭血圧検診、3)脳血管ドック、4)もの忘れ検

診、5)大腸がん検診、6)子宮がん検診、7)乳がん

検診、8)肺がん検診、9)腫瘍マーカー検診、10)

胃がんリスク検診、11)口腔歯科検診。受診者のニ

ーズにも応える形で、オプション検査項目を追加

し、充実させてきた経緯がある。 

診察、検査結果の判定、総合評価、受診者への

説明は検診部医師が行っている。一人あたり約 30

分かけて丁寧に行うことを、当人間ドックサービ

スのひとつの特徴としている。正式には結果報告

書として約 2 週間で受診者に書面で報告するが、

結果の解釈や精密検査の受診相談（ひとりあたり

20分のコンサルテーション、無料）にも応じてい

る。 

 

教 育 

検診部が直接学生教育を担当することはないが、

関連寄付講座である臨床疫学研究システム学講座

およびユビキタス予防医学講座に所属の大学院学

生の疫学研究に関する指導を行っている。 

 

研 究 

人間ドックサービスの提供のみならず、エビデ

ンスに基づいた科学的検診を推進することも東京

大学医学部附属病院に社会から期待されることで

あり、検診部の使命である。検診部は学術面にお

いては、臨床データをもとにしたデータベースの

構築と疫学研究の推進を目指している。そのこと

により、科学的データに裏付けられた疾患予防が

期待される。運営開始初年度の平成 19 年度は各

受診者の測定データを蓄積し、データベースの基

盤づくりを行った。平成 20 年度以降はデータ蓄

積すると共に、横断的・縦断的解析を行っている。 

 

活動実績 

平成 25年度（平成 25年 4月 1日～平成 26年

3月 31日）の受診者総数は 6,827人（基本検診＋

オプション検診受診者のべ人数）、であった。各検

査項目の受診者数は下記の通りである。基本検診 

2,373人、心血管ドック 461人、家庭血圧検診 14

人、脳血管ドック 647 人、もの忘れ検診 97 人、

大腸がん検診 378 人、子宮がん検診 408 人、乳

がん検診 472 人、肺がん検診 588 人、腫瘍マー

カー検診 868 人、胃がんリスク検診 485 人、上

部消化管内視鏡後日実施 8 人、口腔歯科検診 61

人であった。 

精密検査および治療目的で院内各科受診の際に

は受診者の希望に応じて紹介状を発行している。

平成25年度の紹介状発行数は院内あてに833通、

院外あてに 50通であった。 

広報活動も積極的に行っており、平成 25 年度

内のパンフレット配布部数は 15,000部であった。

また、ポスターも作製し、院内および東京大学学

内に広く貼付した（60 枚）。ホームページ（上記

URL）も随時更新して受診者向けに最新の情報を

発信している。 
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年 5月 24-26日） 

・ 水野由子、山崎力、興梠貴英、飯室聡、小出大

介、小室一成:頸動脈内膜中膜複合体厚（intima-

media thickness）と鉄過剰 

・ 後藤寛昭、榎奥健一郎、疋田宏美、鈴木淳史、

岩井友美、横田浩充、山崎力、矢冨裕、池田均:

一般健康診断で認められる肝門部リンパ節腫

大の臨床的意義 

(5)  日本ファーマシューティカルコミュニケーシ

ョン学会第 7 回大会（千葉：2013年 7月 21日） 

・ 鹿倉友紀、荒川基記、中井健亮、改田剛俊、池

田祐子、小嶋雅子、安野伸浩、内田昌嗣、田中

政彦、杉村和明、宮田晋次、山崎力、日髙慎二：

リアルタイムコミュニケーションこそ減塩成

功のカギ ～チーム医療と IT を融合させた減

塩プログラムの有効性について～ 

(6)  第 54 回日本人間ドック学会学術大会（浜松：

2013年 8月 29日） 

・ 水野由子、山崎力、小出大介、小室一成:ヘリ

コバクターピロリ菌感染と口腔内病巣の関連 

(7)  第 4 回 Molecular Cardiovascular Conference 

Ⅱ（余市郡：2013年 9月 6日） 

座長 浦田秀則、山崎力、山内敏正:血管新生の

新展開 

(8)  第 61 回日本心臓病学会学術集会（熊本：2013

年 9月 20-22日） 

・ 山崎力: 利益相反（COI）を管理する 

・ 座長 楠本誠治、山崎力:心血管危険因子-肥満 

(9)  浜松医科大学医学部 4 年生特別講義（浜松：

2013年 9月 25日） 

・ 山崎力: 臨床薬理とバイオインフォマティク

ス 

(10)  第 36 回日本高血圧学会総会（大阪：2013 年
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10月 24-26日） 

・ 荒川基記、田村欣也、中川由香、中島清隆、鈴

木啓子、呉兆礼、山崎力、日高慎二：喫煙して

いる高血圧症患者を対象とした高血圧治療薬

の使用実態に関する研究 

(11)  第 60 回日本臨床検査医学会学術集会（神戸：

2013年 10月 31-11月 3日） 

・ 増井優花、松本彩、影山祐子、下坂浩則、渡部

歌織、戸田智恵子、森豊隆志、荒川義弘、山崎

力、横田浩充、矢冨裕: 東大病院における P1

ユニットの活動と臨床検査技師の貢献 

(12)  第 34 回日本臨床薬理学会学術総会（東京：2013

年 12月 4日） 

・ 山崎力:教育講演｢国立大学病院臨床研究推進会

議｣の取り組み 

・ 若林祐里江、戸田智惠子、渡部歌織、白澤サト

エ、葛山晴子、松本彩、増井優花、根本真考、

柳田通孝、山崎力、荒川義弘、森豊隆志：

「Integrated P1ユニット」を目指した東大病

院 P1 ユニット-機能的かつ機動的な臨床試験

実施チームによる運用- 

(13)  第 56 回日本糖尿病学会年次学術集会（2013年

5月 16～19日, 熊本） 

高梨幹生，高瀬暁，平美乃，岡崎佐智子，塩之

入太，関谷元博，五十嵐正樹，泉田欣彦，久保

田みどり，升田紫，飯塚陽子，矢作直也，大橋

健，大須賀淳一，石橋俊，岡崎啓明，門脇孝：

「インスリン欠乏時の高中性脂肪血症におけ

るホルモン感受性リパーゼの役割」 

(14)  第 45 回日本動脈硬化学会総会学術集会（2013

年 7月 18～19日, 東京） 

高梨幹生，高瀬暁，池洲諒，平美乃，岡崎佐智

子，塩之入太，関谷元博，五十嵐正樹，久保田

みどり，大須賀淳一，石橋俊，岡崎啓明，門脇

孝：「インスリン欠乏時の高中性脂肪血症の成

因とホルモン感受性リパーゼの役割」 

(15)  第 34 回日本肥満学会（2013 年 10 月 11〜12

日, 東京） 

高梨幹生，野田明里，高瀬暁，岡崎佐智子，久

保田みどり，升田紫，泉田欣彦，飯塚陽子，岡

崎啓明，門脇孝：「自然突然変異により生じた

肥満抵抗性C57BL/6Jマウスモデルの解析」 

(16)  第 77 回日本循環器学会総会・学術集会（横浜：

2013/3/15-17） 

Daigo Sawaki, Toru Suzuki, Kenichi Aizawa, 

Takayoshi Matsumura, Yoshiko Munemasa, 

Junichi Ishida, Scott Friedman, Komuro 

Issei, Ryozo Nagai, 

Cardiomyocyte Regulates Cardiac Fibrosis 

through Cell to Cell Interaction Mediated by 

KLF6 

Bo-Kyung Son, Toru Suzuki, Daigo Sawaki, 

Kenichi Aizawa, Takayoshi Matsumura, 

Yoshiko Munemasa, Hong Zhan, Junichi 

Ishida, Scott Friedman, Komuro Issei, Ryozo 

Nagai, 

KLF6 modulates aortic aneurysm formation 

by regulating both of inflammatory and 

TGFbeta signaling pathways 

Hong Zhan, Toru Suzuki, Kenichi Aizawa, 

Daigo Sawaki, Junichi Ishida, Bo-Kyung Son, 

Kiyoshi Miyagawa, Issei Komuro, Ryozo 

Nagai 

Doxorubicin-induced Cardiotoxicity is 

Mediated by Ataxia Telangiectasia Mutated 

(ATM) in Cardiac Fibroblasts 

Junichi Ishida, Toru Suzuki, Kenichi Aizawa, 

Daigo Sawaki, Takayoshi Matsumura, Scott 

L Friedman, Issei Komuro, Ryozo Nagai, 

Kruppel-like Factor 6 (KLF6) Promotes 

Glucose Intolerance and Obesity 

(17)  国際シンポジウム「未解決のがんと心臓病を撲

滅する最適医療開発」(東京：2013/3/1,2) 

Part I: Translational Research of Chronic 

Inflammation and Homeodynamics 

Toru Suzuki 

Diagnostic proteomics for ischemic heart 

disease 

Daigo Sawaki 

Regulation of cardiac fibrosis 

講演 

(1) 一般社団法人日本分析機器工業会 JASIS メデ

ィカルイノベーションゾーン基調講演（幕張メ
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ッセ国際展示場：2013/9/6） 

「質量分析器具を用いたプロテオーム診断の臨

床応用—循環器疾患を中心に」 

 鈴木亨 

(2) 「抗血栓薬服用患者に対する新しい消化器内視

鏡ガイドライン講習会」（株式会社日立製作所 

日立総合病院：2013/3/8） 

 小野 敏嗣 

(3) 小山記念病院病診連携勉強会（小山記念病院：

2013/5/29）「抗血栓薬服用者に対する新しい消

化器内視鏡診療ガイドライン」 

 小野 敏嗣 

(4) 静岡東部学術講演会（三島プラザホテル：

2013/6/13）「抗血栓薬服用者に対する新しい消

化器内視鏡診療ガイドライン」 

 小野 敏嗣 

(5) 水戸赤十字病診連携勉強会（水戸赤十字病院：

2013/12/10）「抗血栓薬服用者に対する新しい消

化器内視鏡診療ガイドライン」 

 小野 敏嗣 
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沿革と組織の概要 

東京大学医学部附属病院において、平成 13 年

10 月に特殊診療部としてティッシュ・エンジニア

リング部が設立され、入院棟 B８階に約 800 ㎡の

完備した研究室が設置された。ティッシュ・エン

ジニアリング部は、骨・軟骨再生医療寄付講座（イ

ーライリリー株式会社）、血管再生医療寄付講座

（第一製薬株式会社）、先端腎臓・再生医学寄付講

座（善仁会）、軟骨・骨再生医療寄付講座（富士ソ

フト株式会社）、造血再生医療プロジェクト、角膜

再生プロジェクト、小児再生医療研究室の 4 つの

寄付講座および 3 つのプロジェクトとから構成さ

れ、各方面の優秀な人材を国内外から招聘した。

各講座には 1 名の特任准教授と 1－2 名の特任教

員が配置され、多くの大学院生とともに研究を遂

行している。今後数年以内の臨床応用を目標とし、

トランスレーショナル・リサーチの拠点として機

能すべく研究を行っている。 

現在、国家的プロジェクトとして認識されてい

る再生医療の実現には、企業とのタイアップと技

術移転、開発技術の特許化、GMP レベルでの治

療用材料の生産、安全性の評価研究、治験のため

の組織化などが必要とされている。産学官連携が

強く求められるとともにベンチャーカンパニーの

設立・運営も必須とさえ言われており、まさに国

レベルでの取り組みが必要と思われる。広くティ

ッシュ・エンジニアリング技術あるいは再生医療

が発展することにより、内科、外科を問わず、す

べての領域の治療や創薬に大いに寄与することが

期待される。 

 

2001 年 10 月 東京大学医学部附属病院に特殊診

療科としてティッシュ・エンジニアリング部が設立 

2002年6月 HOYAヘルスケア(株)の寄付により

角膜組織再生医療寄付講座が設立 

2002 年 7 月 第一製薬(株)の寄付により血管再生

医療寄付講座が設立 

2002 年 7 月 武田薬品工業(株)の寄付により骨・

軟骨再生医療寄付講座が設立 

2002 年 9 月 麒麟麦酒(株)の寄付により造血再生

医療寄付講座が設立 

2002 年 11 月 持田製薬(株)の寄付により腎臓再

生医療寄付講座が設立 

2002 年 11 月 メニコン(株)の寄付によりメニコ
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ン軟骨・骨再生医療寄付講座が設立 

2003 年 3 月 入院棟 B8 階に細胞プロセシングセ

ンター部研究室開設 

2005 年 6 月 アムニオテック(株)（後、アルブラ

スト(株)に社名変更）の寄付により角膜組織再生

医療寄付講座（アルブラスト）更新 

2005 年 7 月 武田薬品工業(株)の寄付により骨・

軟骨再生医療寄付講座更新 

2005 年 9 月 麒麟麦酒(株)の寄付により造血再生

医療寄付講座更新 

2005 年 11 月 持田製薬(株)の寄付により腎臓再

生医療寄付講座更新 

2005 年 11 月 富士ソフト ABC(株)の寄付により、

メニコン軟骨・骨再生医療寄付講座から富士ソフ

ト ABC 軟骨・骨再生医療寄付講座へ更新 

2007 年 1 月 小児外科学講座が母体となり、小

児再生医療研究室が設立 

2007 年 7 月 日本イーライリリー(株)の寄付によ

り、骨・軟骨再生医療寄付講座更新 

2008 年 11 月 持田製薬(株)の寄付により腎臓再

生医療寄付講座更新 

2012 年 3 月 医療法人善仁会の寄付により先端腎

臓・再生医学寄付講座が設立 

 

研 究 

角膜再生に関しては、再生角膜の構築・眼表面

再建のためのより改良された角膜上皮移植の臨床

応用・角膜内皮細胞移植法の確立と臨床応用を目

標としている。そのため代用角膜実質、培養上皮、

内皮細胞を用いた角膜構築・角膜の組織幹細胞研

究と幹細胞操作技術の開発・眼表面再建のための

羊膜移植、再生医療の実用化を見据えた培養法の

開発を行っている。 

血管再生に関しては、有効で安全な治療的血管

新生療法の開発とその臨床応用・血管新生療法の

応用による低侵襲軟部組織再建法の開発・再生臓

器に対する血行誘導法の確立を目標としている。

これらを達成するため、アデノウイルスベクター

を用いた血管新生遺伝子治療の研究・非ウイルス

ベクターを用いた血管新生遺伝子治療の研究・新

しいドラッグデリバリーシステムによる血管新生

療法の開発・軟部組織に対する血行誘導法の研究

を行っている。 

骨・軟骨再生に関しては、骨・軟骨分化を簡便・

正確・非侵襲的に検出するシステムの開発、骨・

軟骨分化に必要十分なシグナルの決定、骨・軟骨

の細胞シート培養法の開発、血管新生をともなう

骨誘導法の開発、骨・軟骨誘導薬のスクリーニン

グ、非ウイルス性遺伝子導入法の開発、バイオマ

テリアルの三次元精密造形、再生骨・軟骨の作製

と移植を目標としている。これらを達成するため

に、骨軟骨生物学・発生学・幹細胞生物学・再生

医学・バイオマテリアル工学の研究を行っている。 

腎臓再生研究に関しては、ヒト iPS 細胞の

epigenetics レベルでの違いに注目し、腎臓構成細

胞へ分化する最適なヒト iPS 細胞の樹立を試みて

いる。また、合成ハイドロゲルを用いたヒト iPS

細胞のゲノム安定性を保つ３次元培養法の開発お

よびガン細胞の iPS 化に着目した新規治療ターゲ

ットの探索を行っている。 

造血再生に関しては、臍帯血造血幹細胞の有効

な増幅法の開発とこれを用いた臍帯血造血幹細胞

移植技術の確立・造血幹細胞および ES 細胞から

効率的に血球分化を誘導する技術の確立を目標と

している。これらを達成するために、造血幹細胞

の増殖、自己複製、および分化のメカニズムに関

する研究・造血幹細胞の可塑性に関する研究・造

血幹細胞の体外増幅法・分化誘導法の臨床応用に

関する研究を行っている。 

軟骨・骨再生医療寄付講座においては、安全性

と実用性に優れた再生軟骨、再生骨の作出・現実

的な生産体制と品質管理法の確立・臨床治験の推

進と日常診療への導入を目標としている。これら

を実現するために、間葉系組織の成人幹細胞に関
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する細胞生物学・軟骨の組織修復に関する分子生

物学と再生医療への応用・軟骨・骨再生における

新規足場素材の開発・再生組織への三次元形態付

与方法の開発・生体内における軟骨・骨再生組織

の動向の評価・軟骨・骨再生組織の臨床治験と医

療導入の研究を行っている。平成 23 年 3 月 18日

に承認されたヒト幹細胞臨床研究「口唇口蓋裂に

おける鼻変形に対するインプラント型再生軟骨の

開発」に関して、予定症例数（3 例）の患者への

移植を終了した。患者は大きな問題もなく良好な

経過をたどっている。 

ヒト ES 細胞を使った基礎研究活動 

また、より先の将来への応用を睨んでヒト胚性

幹（ES）細胞の基礎研究を進めるため、腎臓再生

医療寄付講座及び骨・軟骨再生医療寄付講座にお

いて京都大学再生医科学研究所からヒト ES 細胞

の分与を受ている。 

小児再生医療研究室においては、気管組織から

の細胞を用いた気道再生の研究が行われている。

また、羊水細胞による新生児治療法の基礎的研究

が行われている。 

 

臨床研究 

研究成果として特に注目すべき点は、基盤研究

の結果として、臨床研究が４つの講座で開始され

ていることである。造血再生プロジェクトにおい

ては、ヒト臍帯血造血幹細胞増幅の臨床研究（倫

理委員会承認番号＃351）をすでに開始している。

血管再生寄付講座においては、末梢性血管疾患に

よる間欠跛行肢と重症虚血肢に対して臨床研究を

開始（承認番号＃825 及び 826）し、大きな副作

用もなく推移している。角膜再生プロジェクトで

は、眼表面再建のための羊膜上培養自己口腔粘膜

上皮移植及び、角膜内皮細胞数減少に対する角膜

内皮幹細胞移植術の臨床研究（承認番号＃363 及

び 898）を開始している。骨軟骨再生医療寄付講

座では、非荷重部の骨欠損に対するヒト臨床研究

（承認番号＃1310）を 10 例の患者さんに対して

無事終了し、東大病院を中心とした大規模臨床治

験を開始している。また、軟骨再生プロジェクト

において、ヒト幹細胞臨床研究「口唇口蓋裂にお

ける鼻変形に対するインプラント型再生軟骨の開

発」が、「ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指

針」にもとづく審議を経て実施許可を受け、予定

症例数（3 例）の臨床研究を実施している。この

ように、組織工学・再生医学の医療現場への展開

に向けて、順調にトランスレーショナル・リサー

チ活動を進めていると考えられる。 

 

病院に対する貢献 

ティッシュ・エンジニアリング部は、病院の共

同研究施設として、共焦点レーザー顕微鏡・細胞

解析装置・細胞ソーター等の非常に高価で各研究

室で揃えることの難しい特殊機器を共用として病

院の職員に開放し、若干のコスト負担で使用でき

るようにしている。実際に、この施設を利用して、

形成外科等が研究を進めている。 

 

出版物等 

 

1. Ogasawara T, Ohba S, Yano F, Kawaguchi 

H, Chung UI, Saito T, Yonehara Y, 

Nakatsuka T, Mori Y, Takato T, Hoshi K. 

Nanog promotes osteogenic differentiation 

of the mouse mesenchymal cell line 

C3H10T1/2 by modulating bone morpho-

genetic protein (BMP) signaling. J Cell 

Physiol. 2013 Jan;228(1):163-71. 

2. Yano F, Saito T, Ogata N, Yamazawa T, Iino 

M, Chung UI, Kawaguchi H. β-catenin 

regulates parathyroid hormone/parathyroid 

hormone-related protein receptor signals 

and chondrocyte hypertrophy through 

binding to the intracellular C-terminal 

region of the receptor. Arthritis Rheum. 

2013 Feb;65(2):429-35. 

3. Hojo H, Ohba S, Taniguchi K, Shirai M, 
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Yano F, Saito T, Ikeda T, Nakajima K, 

Komiyama Y, Nakagata N, Suzuki K, 

Mishina Y, Yamada M, Konno T, Takato T, 

Kawaguchi H, Kambara H, Chung UI. 

Hedgehog-Gli activators direct osteo-

chondrogenic function of bone morpho-

genetic protein toward osteogenesis in the 

perichondrium. J Biol Chem. 2013 Apr 5;

288(14):9924-32. 

4. Yano F, Hojo H, Ohba S, Fukai A, Hosaka Y, 

Ikeda T, Saito T, Hirata M, Chikuda H, 

Takato T, Kawaguchi H, Chung UI. A novel 

disease-modifying osteoarthritis drug 

candidate targeting Runx1.Ann Rheum Dis. 

2013 May;72(5):748-53 

5. Yano F, Hojo H, Ohba S, Saito T, Honnami 

M, Mochizuki M, Takato T, Kawaguchi H, 

Chung UI. Cell-sheet technology combined 

with a thienoindazole derivative small 

compound TD-198946 for cartilage regener-

ation. Biomaterials. 2013 Jul;34(22):5581-7.  

6. Maeda Y, Hojo H, Shimohata N, Choi S, 

Yamamoto K, Takato T, Chung UI, Ohba S. 

Bone healing by sterilizable calcium 

phosphate tetrapods eluting osteogenic 

molecules. Biomaterials. 2013 Jul;34(22):

5530-7.  

7. Kobayashi H, Terada D, Yokoyama Y, Moon 

DW, Yasuda Y, Koyama H, Takato T.  

Vascular-inducing poly(glycolic acid)-

collagen nanocomposite-fiber scaffold. J 

Biomed Nanotechnol. 2013 Aug; 9(8):1318-

26. 

8. Saito T, Yano F, Mori D, Ohba S, Hojo H, 

Otsu M, Eto K, Nakauchi H, Tanaka S, 

Chung UI, Kawaguchi H. Generation of 

Col2a1-EGFP iPS cells for monitoring 

chondrogenic differentiation. PLoS One. 

2013 Sep 16;8(9):e74137. 

9. Uto S, Nishizawa S, Takasawa Y, Asawa Y, 

Fujihara Y, Takato T, Hoshi K. Bone and 

cartilage repair by transplantation of 

induced pluripotent stem cells in murine 

joint defect model. Biomed Res. 2013 Dec; 

34(6):281-8. 

10. Mori Y, Hoshi K, Takato T, Takahashi M, 

Hirano Y, Kanno Y, Ohkubo K, Saijo H. 

Submucous cleft palate: variations in bony 

defects of the hard palate. 2013 Dec;51(8):

e220-3. 
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企画経営部 
 

准教授 

小池創一 

助教 

井出博生、新秀直 

その他 

薬剤師 2（中島、本多）、看護師 2（小林、鈴木）、技術系職員 1（天羽）、 

事務職員 12（尾田、菅野、比田井、小渕、西村、正藤、小林、丸山、村松、 

水野、中村、浅川） 

 

 

 

沿革と組織の概要 

近年、日本の医療システムは変革期を迎えてお

り、大学病院も大胆な改革を迫られている。質の

高い先進医療の開発と実践、卒前卒後教育、臨床

研究などを効率よく推進し、その成果を国民に具

体的に明示することが、これまで以上に求められ

ている。2004 年 4 月、国立大学法人法(平成 15

年法律第 112 号)により東京大学が国立大学法人

東京大学と改称すると同時に、医学部附属病院は

ドラスティックな組織再編を行った。病院執行部

の設置とともに、4つの運営支援組織（企画経営

部、人事部、医療評価・安全・研修部、教育研究

支援部）および 3つの診療運営組織（入院診療運

営部、外来診療運営部、中央診療運営部）を立ち

上げた。 

企画経営部は、企画情報運営部の教員 2名が専

任となり、薬剤師 2名（併任）・看護師 2名（併

任）・技術系職員 1名(専任)および事務職員 12名

からなる陣容を誇る、病院経営の中核的な実働組

織である。 

診 療 

企画経営部は、東大病院の組織的・戦略的な経

営の実務全般を一手に担い、診療関連業務として

以下のような業務を行っている。 

(1) 病院経営分析 

病院会計の情報管理・分析を行い、経営データ

と一元化された病院情報の活用による病院経営

分析を行っている。 

(2) 企画･戦略立案 

病院経営分析に基づいて、短期的な経営企画・

戦略案を策定し、病院執行部による迅速な経営意

思決定を実効的に支援している。さらに、中長期

計画の立案も担っている。企画経営部が深く関与

した病院運営の実績は以下の通り。 

・「22世紀医療センター」立ち上げ 

・新中央診療棟Ⅱ期の立ち上げ 

・入院棟機能の拡大（ICU/CCUの拡大、精神神経

科の増床、GCUの増床と拡張、MFICUの設置） 

・平均在院日数の適正化と病床利用率改善 

・薬剤費・医療材料費のコスト削減 

・救命救急センターの立ち上げ 

その他にも、患者用クレジットカードの導入、

商業店舗の院内誘致、病院建築物のライトアップ
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など、既成概念を打破した患者サービスの向上に

努めている。同時に、診療スタッフが安全で質の

高い医療を、ゆとりをもって実践できる環境づく

りを行っている。 

(3) 医療政策提言 

東大病院の経営のみならず、日本の医療システ

ム改善、および医療の規制緩和に向けた政策提言

を積極的に実践している。 

さらに、日本の医療保険制度の問題点をエビデ

ンスに基づいて指摘し、それらの改善に向けたメ

ッセージを常に発信しつづけている。 

 

教 育 

大学院教育として、医学系研究科社会医学専攻

医療情報経済学の客員研究員 2 名を受け入れて

いる。 

大学院生・研究生は、医療経営学・病院管理学

のみならず医療経済学・医療政策学といった幅広

い研究領域の中から、自ら研究課題を発掘し、内

外の先行文献・資料をレビューし、研究デザイン

の構築・データ収集を主体的に実施する。定期的

な研究経過報告、教員による論文執筆指導が徹底

され、学会発表も励行されている。 

 

研 究 

当部における研究活動は、医療経営学・病院管

理学にとどまらず、医療政策学・医療経済学など

の幅広い領域をカバーしている。 

 

(1) 医療経営学研究 

過去には特定機能病院におけるDPC（Diagnosis 

Procedure Combination）に基づく包括評価が医

療現場に与える影響を診断群分類ごとにシミュ

レートし、同システムが在院日数などに及ぼす効

果を推計する研究を行った。また、医療設備の効

率的利用に関連して、手術室稼働および病床数の

関連を研究した。 

医療経営学の体系化を試み、標準的な教科書を

編纂した。 

(2) 医療政策学研究 

先進各国と日本の医療制度の比較研究、医療機

器の内外価格差に関する多国間の実証研究、医師

のキャリアパスおよび医療従事者の国際間移動

に関する研究などを行っている。 

過去には日本の医療保険制度に関する評価、特

にDPCに基づく包括医療制度の改善案とその有

効性に関する研究を実施した。 

(3) 医療経済学研究 

HIV 拠点病院等と協力しながら、HIV 診療に

係る原価の調査を行っている。最近では、B型肝

炎の予防対策に関する費用対効果分析を開始し

た。 

(4) その他 

外部研究機関と協力し、大規模パネルデータを

用いて、乳幼児期の肥満に対する社会経済的な要

因に関する研究に携わっている。 

 

出版物等 
 

論文 

(1) Koike S, Tanabe S, Ogawa T, Akahane M, 

Yasunaga H, Horiguchi H, Matsumoto S, 

Imamura T. Effect of time and day of 

admission on 1-month survival and neuro-

logically favourable 1-month outcome in 

out-of-hospital cardiopulmonary arrest 

patients. Resuscitation 2011: 82(7); 863～

868. 

(2) Koike S, Tanabe S, Ogawa T, Akahane M, 

Yasunaga H, Horiguchi H, Matsumoto S, 

Imamura T. Immediate defibrillation or 

defibrillation after cardiopulmonary resus-

citation. Prehospital Emergency Care 2011: 

15(3); 393～400. 

(3) Koike S, Tanabe S, Ogawa T, Akahane M, 

Yasunaga H, Horiguchi H, Matsumoto S, 

Imamura T. Time and CPR quality data in 
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Emergency Care 2011: 15(4); 579～580. 

(4) Koike S, Ogawa T, Tanabe S, Matsumoto S, 

Akahane M, Yasunaga H, Horiguchi H, 

Imamura T. Collapse-to-emergency medical 

service cardiopulmonary resuscitation 

interval and outcomes of out-of-hospital 

cardiopulmonary arrest: a nationwide 

observational study. Critical Care 2011: 

15(3);R120. 
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こころの発達診療部 
 

准教授 

金生由紀子 

助教 

桑原斉、川久保友紀 

 

ホームページ http://kokoro.umin.jp/ 

 

 

沿革と組織の概要 

こころの発達診療部は、特別教育研究経費に

よる「こころの発達」臨床教育センターに対応す

る診療部門として、2005 年 4 月に、院内措置で

開設された。「こころの発達」臨床教育センター

は、児童精神医学・脳科学を基礎としながら幅広

い職種におけるこころの発達に関する専門家の育

成を目的とした。精神神経科（小児部）での 37

年間にわたる発達障害の治療教育などの蓄積を踏

まえつつ、精神神経科、小児科はもちろん教育学

研究科、さらにはこころの発達や発達障害に関わ

る他の教育機関・診療機関とも連携して活動を展

開してきた。こころの発達診療部は、このセンタ

ーの実践的な教育･育成の場であると同時に、こ

ころの発達に関わる様々な問題を有する患者の診

療の場として機能してきた。 

2009年度で「こころの発達」臨床教育センター

が期間満了を迎えると同時に、2010 年度から医

学系研究科脳神経医学専攻統合脳医学講座にここ

ろの発達医学分野が開設された。それに伴って、

こころの発達診療部は、専門性の高い児童精神医

療及び児童精神医学の発展に資する人材の育成と

共に研究に対応することにも重点を置くこととな

った。こころの発達医学分野の教員 3名に加えて、

こころの発達診療部専任の診療要員として特任臨

床医 2 名、心理職 3 名が配置されている。2013

年度から心理職 3名中 2名が非常勤から特定有期

雇用に変更となっている。また、主としてこころ

の発達診療部の業務を行う精神保健福祉士のポス

トが新設された。 

診 療 

こころの発達診療部では、2013 年度には常

勤・非常勤を合わせて 12 名の医師が診療に携わ

り、また、常勤・非常勤を合わせて 10 名の心理

職が診療を担当してきた。 

診療の対象は、こころの発達に関する多様な

問題であり、その中でも発達障害に比較的に重き

を置いている。ここで言う発達障害とは、自閉症

を中心とする自閉症スペクトラム障害（autism 

spectrum disorder: ASD）、注意欠如・多動性障

害 （ attention-deficit/hyperactivity disorder: 

ADHD）、学習障害（learning disabilities: LD）、

精神遅滞（mental retardation: MR）、さらには

チック障害やその近縁の児童思春期強迫性障害

（obsessive-compulsive disorder: OCD）までも

含めたかなり幅広いものである。新来患者数は

2012 年度と同じく 252 名となった。ASD、チッ

ク障害、ADHD が新来患者の大部分を占めてい

ることは 2012 年度と変わりなかった。年齢別で

は 6～10歳が 78名と児童が多い一方で、21歳以

上も 34 名いて発達障害の成人の診療ニーズを反
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映していた。 

再来も一般外来と専門外来（高機能ASD外来、

チック/強迫外来）に分けられる。一般外来では、

治療期間を区切って専門的な診断・評価に基づい

て治療方針を策定して実施し、一定の方向性を明

らかにして地域の医療・療育・教育機関につなぐ。

専門外来は、専門的な診療への高いニーズにこた

えると同時に研究にも対応する外来となってい

る。 

児童精神科医による外来では、薬物療法や精神

療法だけでなく、心理教育、学校などの関連機関

との連携を含めて行っている。 

治療教育は、発達心理外来と集団療育からな

る。発達障害児・者を対象として、認知発達治療

を基本にしつつ一人一人の患者に合わせて心理職

が行っている。発達心理外来では、多くの場合に、

(1)発達の評価、(2)療育指導（患児に対して、教育

的手段を用いて精神機能の障害や行動の異常の改

善を図る）、(3)療育相談（親を中心とする関係者

に対して、適切な対応法などの相談にのる）を主

治医と相談しつつ行っている。集団療育は、従来

通りにASD 幼児数名を組み合わせて約 10 回実施

された。 

高機能 ASD 成人の集団認知行動療法では、

ASD 特性、感情、ストレス対処法、リラックス

法について講義や発表形式で学んでもらうという

プログラムを実施している。 

2011年度から開始されたADHD学童の親を対

象とするペアレントトレーニングプログラムは、

小集団で実施し、参加者が、育てにくさを持つ子

どもへの理解を深めて、適切な対応の仕方を学ぶ

ことを目指している。 

これらの他に、精神神経科病棟を使用した発

達障害検査入院も実施している。うつなどの精神

症状を有するもののその基盤にASDやADHDな

どの発達障害の存在が疑われて精査を希望する成

人を対象とする。精密な評価の結果に基づいて、

こころの発達診療部の医師・心理職から患者本人

に障害特性及びその対応法への説明を行う。 

また、小児科をはじめとする院内他科とのリ

エゾン活動にも力を入れている。 

 

教 育 

医学生に対して、小児新患ポリクリと ASD 幼

児集団療育の参加を行っている。心理系大学院生

に対して、ASD 幼児集団療育の研修を行ってい

る。 

2013年度は、初期研修医（主として小児科重点

コース履修者）の 1 ヶ月間の研修として、新患の

予診とり、再来の陪席、治療教育の見学、地域の

児童精神関連施設の見学などを組み合わせたプロ

グラムを実施した。また、研修医を含む一般精神

科医に対しては、「発達回診」及び「発達障害検査

入院プログラム」の機会を活用して、発達障害の

知識と経験を得られるようにした。 

成人の発達障害への関心の高まりに対応して、

医師や心理職などを対象とする発達障害研修会を

2013年 6月に開催し、190名が参加した。 

 

研 究 

これまで精神神経科が発達障害に関わる他の

研究機関・教育機関・診療機関と連携して行って

きた ASD や ADHD の原因究明と効果的発達支

援・治療法の開発を目指す研究に引き続き参加す

ると共に、こころの発達診療部の診療活動の特性

を生かした研究も進めている。 

 

臨床評価、治療 

ASD 幼児を対象にする治療教育（グループ療育

及び個別療育）の効果を検討している。高機能

ASD 成人に対する集団認知行動療法のプログラ

ムを整備し、多施設共同で RCT による効果の検

証を実施している。 

また、トゥレット症候群（多様な運動チックと
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音声チックを有する慢性のチック障害）や児童思

春期 OCD を対象としてチックや強迫症状などを

評価して症状間の関連を検討する研究も進行して

いる。チックに対する包括的行動介入（Compre-

hensive Behavioral Intervention for Tics: 

CBIT）の予備的実施も行っている。 

 

神経心理 

ASD、ADHD、トゥレット症候群を対象とし

た神経心理学的研究が行われており、臨床評価と

の関連を検討したり、患者の健常同胞との比較を

行ったりしている。 

 

遺伝 

遺伝と環境との相互作用にも注目しており、

親の年齢や生殖補助医療と発達障害との関連につ

いて検討している。また、ASD の多発家系につ

いてエクソンシークエンスによる解析を進めてい

る。トゥレット症候群の遺伝子解析にも着手して

いる。 

 

脳画像 

ASD を主な対象として、MRI による形態画像

研究、NIRS や fMRI による機能画像研究を行っ

ている。特に、小児や発達障害でも施行しやすい

NIRS を用いた前頭葉血流変化の検討が ASD 及

び ADHDで積極的に進められている。ADHD児

童におけるメチルフェニデートの効果予測の指標

としてNIRSが活用できるかの検討もされている。

ADHD 成人及びトゥレット症候群成人を対象と

して遅延報酬課題を用いて fMRI 計測したデータ

の解析も行っている。 
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沿革と組織の概要 

2008 年度における日本のがんによる死亡者数

は 34 万人を超えており、死因の第 1 位を占めて

います。このような背景により、わが国では 1984

年度から「対がん 10 カ年総合戦略」、1994 年度

には「がん克服新 10 カ年戦略」、2004 年度には

「第 3 次対がん 10 カ年総合戦略」が策定され、

実施されてきました。さらに、2006年 6月に「が

ん対策基本法」が成立、日本のがん対策の基本方

針を定める法律が策定されております。 

これらのがん対策のなかで、緩和ケアは重要な

位置を占めており、がん対策基本法では「自宅や

施設においても、適切な医療や緩和ケアを受ける

ことができる体制の整備を進めること」と、がん

医療における緩和ケアが重要視されていることが

示されています。さらに 2012 年にはがん対策推

進基本計画が見直され、「がんと診断された時から

の緩和ケアの推進」を重点課題とし、癌治療の中

での緩和ケアの位置づけはますます重要なものと

なっております。 

東大病院緩和ケア診療部では、緩和ケアチーム

を中心として、単に身体症状のコントロールだけ

でなく、こころのケアや社会的なサポートも同時

に行い、患者さんのQOL（Quality of life）を総

合的に高めることを目的として活動を行っていま

す。また、医学部生などの教育や緩和医療学研究

の拠点ともなっています。 

2003 年に中央診療部門の一部として発足した

緩和ケア診療部は、2013年度に 10周年を迎えま

した。院内外のがん緩和ケアへのニーズの高まり

に応じて、当診療部の人員も医師、看護師、臨床

心理士ともに順次増員されて参りました。2014

年度からは疼痛医学を専門とする専任の准教授が

部長に就任し、新たな体制により診療、教育、研

究すべてにおいて益々実績を積み上げていきます。 

 

診 療 

東大病院では、日本緩和医療学会認定指導医を

含む専従医師 3名、専任医師 2名、がん専門看護

師および緩和ケア認定看護師、臨床心理士を中心

に多分野の専門家で構成される緩和ケアチームが

病棟および外来へ赴き、がん治療医のチーム、病

棟および外来の看護師、精神科リエゾンチーム、

リハビリテーション部、地域医療連携部などと連

携して、がん治療を受けている患者さんに緩和ケ

アを提供しています。依頼される内容としては、

疼痛コントロールなど身体症状に関するものが多

い結果となっておりますが、精神症状や臨床心理

の専門家を擁したコンサルテーション・チームと

なっているため、患者さんとご家族に対する全人

的な側面からのサポートを行うことが可能となっ

ております。 
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これまで、緩和ケアチームでは過去 10 年間で

のべ 4,000件以上の新規依頼を受けており、2013

年度には新規依頼数が 500件を超え、右肩上がり

の増加を続けています。緩和ケア外来加算が算定

可能となった 2012 年度からは緩和ケア外来も開

かれており、2014年度にはがん性疼痛（がんによ

る痛み、がん治療期の痛み）に対するセカンドオ

ピニオン外来も新たに開設しました。2013年度か

ら開始している「がん治療期の痛み」外来ではが

ん化学療法による神経障害性疼痛患者の受診が多

く、院内外から受診しています。 

 

教 育 

緩和ケア診療部における医師に対する初期研

修は、第 1年次、第 2年次に選択科目として、1 ヶ

月、2 ヶ月、4 ヶ月、8 ヶ月間行うことができ、緩

和ケアチームに同行し平日に毎日行われる緩和ケ

アのカンファレンスに参加することで緩和ケアの

基礎知識を学ぶことができます。 

１）緩和ケア研修プログラム 

（1か月＊）2 ヶ月（選択）研修コース 

・ 全ての研修医を対象とした、緩和ケアの基礎

知識および基礎技術の習得を目的としたプロ

グラム。＊「内科総合」選択の中でのみ 

4 ヶ月、8 ヶ月（選択）研修コース 

・ 臨床腫瘍医ないしは緩和ケア医を目指す医師

のための基礎知識および基礎技術とコミュニ

ケーション・スキルを身につけるためのプロ

グラム 

2008年度より、緩和医療学会により“認定研修施

設”に認定され、都内または地域の施設から緩和

ケアの研修生を受けいれており、がん拠点病院の

指定要件にもなる「緩和ケア講習会」の開催も年

2 回行っております。また、がんプロフェッショ

ナル基盤養成プランからも緩和ケアの研修を受け

入れております。 

２）教育課程 

研修医配置及び研修内容 

・ 研修医は全て緩和ケアチームに配属されます。

緩和ケアチームの病棟および外来診療にチー

ムの一員として参加し、基本的な緩和ケアの理

論および実践について習得します。 

・  4 ヶ月および 8 ヶ月コースでは、担当患者の

緩和ケアの診療計画を立て、病棟主治医、病棟

スタッフらと担当患者の緩和ケアについて議

論し、診療計画を実施して行きます。 

・ 週に一度の Research meetingを行い、緩和ケ

アにおける介入試験、質問紙調査などを推進し

ております。 

研修内容と到達目標 

・ 病棟診療（コンサルテーションでの診療患者は

1日約 40-50名）：消化器がんなどわが国で頻

度の高い疾患について、一般病棟で提供できる

身体症状のコントロール、精神症状のコントロ

ールの概要を習得。全人的ケア、家族ケアおよ

び地域連携についての概要も習得します。 

・ 症例データベース登録：東大病院において緩和

ケアチームが診療する患者は終末期であるこ

とが多く、日々状態が変わっていくことも珍し

くありません。このように身体的に精神的に変

化する患者さんに対して、提供された緩和ケア

の内容は、簡潔かつ明瞭にデータベースに入力

されなければなりません。臨床研究とも直結す

る緩和ケアのデータ管理の概要を習得します。 

・ コミュニケーション・スキル：臨床医は患者を

診るすべての過程で頻回に「悪い知らせ」を伝

えなければなりません。がんの診断、進行、予

後についての正確な情報を患者に伝えること

は、臨床医にとって非常に困難でストレスの多

い仕事といえます。臨床医は、「悪い知らせ」

と「患者の希望や期待」とのバランスを取らな

ければならない一方で、治療が上手く行かなか

ったときに、患者の喪失感や悲嘆に対処する必

要があります。緩和ケア診療部では、コミュニ
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ケーション・スキルによって患者さんとご家族

の心理的援助を行うべく、サイコオンコロジー

学会によって推奨されるコミュニケーショ

ン・プロトコールを積極的に実践しています。 

教育に関する行事 

・ 初期研修医に対する集中講義、以下の講義がス

タッフにより行われます。 

� 疼痛コントロール 

� せん妄コントロール 

� ガイドラインの紹介と使用方法 

� 緩和ケア薬物療法の基本 

� 日本人のスピリチュアル・ケア 

� がん患者の心理社会的サポート 

� キャンサーサバイバーシップ 

臨床研修スケジュール 

・ カンファレンス：月〜金（毎日）9:00-10:30 

・ 病棟診療：月〜金（毎日）カンファレンス終了

後〜依頼患者の診療終了まで。 

指導体制 

・ 病棟診療：指導医 3 名（准教授または助教 3

名）、がん専門看護師 1名、緩和ケア認定看護

師 1 名、研修医 1-2 名、臨床心理士 1 名から

なる診療チーム（緩和ケアチーム）に参加し、

緩和ケアチームで1日約 40 例〜50 例の入院患

者の診療に当たります。 

・ カンファレンス：毎日のカンファレンスには病

棟をラウンドする緩和ケアチームのメンバー

以外に麻酔科医、精神科医、心療内科医、麻薬

専門薬剤師、リサーチレジデント、東大大学院

医学系研究科の教員が参加し、緩和ケアチーム

の提供する緩和ケアが集学的に議論され、専門

的な見地からの指導が行われます。 

 

研 究 

緩和ケア診療から集積された内容は、簡潔かつ

明瞭にデータ・ベース化され、臨床研究の成果と

して、国内外の専門誌に発表されています。 

以下の研究領域は、緩和ケア診療部で実施され

てきたものです。 

1) 専門緩和ケアチームの評価と質保証 

2) 望ましい死の達成を測定する尺度の開発と全

国実態調査 

3) 痛みによる脳認知機能の修飾 

4) 痛みによる睡眠障害の誘発機序 

5) 神経障害性疼痛の評価 

6) 在宅ケアと地域連携 

7) 転移性乳がん患者を支えるパリアティブケア 

8) 緩和ケアにおける臨床研究と質問紙調査 
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がん相談支援センター 
 

准教授 

野村幸世 

 

ホームページ http://www.h.u-tokyo.ac.jp/patient/depts/cancer_support/index.html 
 

 

沿革と組織の概要 

我が国のがん対策として、「がん診療連携拠点病

院」の整備が進められています。東京大学医学部

附属病院は平成 20 年度から地域がん診療連携拠

点病院に指定されました。この地域がん診療連携

拠点病院の役割の一つとして、全国どこに居住し

ていても適切ながん医療を受けられることをサポ

ートし、がん患者さんおよびご家族あるいは地域

住民のがんに関する相談事を聞き、適切な部門や

施設に誘導するという役割があげられます。この

目的のために、「がん相談支援センター」が開設さ

れました。 

組織は 2名の常勤の相談員と 1名のセンター長

からなります。 

 

診療 

平日の日中に電話及び対面にて相談を行ってい

ます。対面は原則予約制としていますが、実際に

は予約なしの相談にも対応しています。 

１．がんになったときに必要な情報を提供 

各種のがんに関する情報、冊子を提供してい

ます。また、医師の説明を正確に理解するた

め、難しい医学用語をやさしく説明し、医師

の話を理解する手助けをします。 

２．がん療養上の各種相談 

医学的問題だけではなく、医療費、退院後の

療養に仕方、介護サービスの受け方の相談を

行います。 

３．セカンドオピニオンの情報提供 

セカンドオピニオンの受け方、セカンドオピ

ニオンを行っている施設の情報を提供します。 

４．がんに関する一般的情報の提供および相談 

がんの治療やがん検診などについて知りたい

方のために情報発信、情報提供を行います。 

 

特色 

東京大学医学部附属病院受診者に限らず、広く

日本全国からがんに関する相談をお受けします。

相談には長年、がん患者さんとの診療にたずさわ

った経験者があたります。 

一人でも多くの患者さんが、少しでもより納得

のいく診療を受けられますよう、手助けをしてき

ます。 
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臨床ゲノム情報部門 
 

部長・教授 

門脇 孝 

 

 

 

組    織 

ゲノム医学・遺伝医学およびその基礎となる臨

床情報管理・疫学調査といった広範・多様な要請

に対応するため、既存の臓器・系統別診療体制の

枠を越えた横断的組織として 2003 年度に発足し

た。責任者として教授１（併任）が置かれ、循環

器内科、糖尿病・代謝内科および関連する寄付講

座（クリニカルバイオインフォマティクス研究ユニッ

ト、臨床疫学システム講座など）等の研究者が参

加している。本情報部（現在は臨床ゲノム情報部

門に改組）は、附属病院におけるゲノム医学およ

び臨床疫学研究を推進するとともに、ゲノム・臨

床疫学の教育、またゲノム・臨床研究実施に必要

な情報・試料匿名化、疫学統計に関する統計・研

究デザインカウンセリングなどの研究支援も担っ

ている。 

 

研  究 

主として糖尿病代謝・高血圧・動脈硬化性疾患

といった生活習慣病を中心に本部門で研究を推進

してきた。 

理化学研究所と共同で、1000 Genomes Project

のデータを利用した imputation を実施し、これ

までの解析では同定されなかった日本人を含む東

アジア民族における 2型糖尿病感受性遺伝子の探

索を実施した。10,524,368個の遺伝子多型につい

て 5,976 人の 2型糖尿病患者と 20,829人の対照

者で imputationを行い、2型糖尿病との関連を検

討したところ、これまでの GWAS で報告されて

いる領域と異なる 25 カ所に 2 型糖尿病との関連

の可能性のある領域を見いだした。現在、東アジ

アの民族で、7,000人の 2型糖尿病と 3,500人の

対照者で再現性の確認を行っている。 

このことは、次世代シーケンサーを使ったヒト

ゲノム多様性の情報が、2 型糖尿病などの

common diseaseの疾患感受性遺伝子同定に役立

つことを示している。また、東アジアの研究グル

ープによる国際コンソーシアム AGEN（Asian 

Genetic Epidemiology Network）に参加し、2 型

糖尿病 6,952 人、非糖尿病 11,865 人を対象とし

た GWASから 8つの新規 2型糖尿病感受性領域

を同定した。これらの結果より、欧米人と同様に

日本人を含む東アジアの民族を対象とした

GWASによって東アジア民族の2型糖尿病感受性

遺伝子が同定可能であることが判明した。 

動脈硬化性疾患は多因子疾患であり、臨床デー

タベース構築および平行して遺伝的素因について

の解析を平行して実施している。 

データベース構築においては循環器内科入院中

の全症例についてデータベース化を進めるともに、

動脈硬化性疾患の代表である冠動脈疾患患者の冠

動脈造影・冠動脈インターベンションに関するデ

ータベースシステムを独自に構築し、そのシステ

ムを外部の医療機関にも導入し、統一されたフォ

ーマットにて冠動脈疾患のデータ収集を行う体制

を整えた。これにより多施設共同観察研究の遂行

が非常に容易となり、日本人冠動脈疾患に関する

予後・治療反応性などが明らかになることが期待
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される。自施設のみのデータベースになるがそれ

を活用し血液中 IgG4 濃度が冠動脈疾患予測因子

になり得ること、赤血球の大球化（macrocytosis）

が冠動脈疾患の予後不良に相関すること等を明ら

かにした。これら冠動脈疾患患者から得た遺伝子

検体を用い、現在、理化学研究所と共同で新規の

動脈硬化性疾患関連遺伝子を現在探索中である。 

一部の遺伝性疾患についての遺伝子解析・情報収

集を実施しており、一例として大血管・眼・骨格

を多系統に障害する結合式疾患であるマルファン

症候群・遺伝性大動脈疾患についての解析を当部

門で臨床ゲノム診療部門との共同体制で実施、日

本人におけるマルファン症候群の遺伝子変異を含

めた臨床像につき報告した。 
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ゲノム医学センター・臨床ゲノム診療部門 
 

部門長・教授 

辻 省次 

副部門長・准教授 

後藤 順 

 

 

 

ゲノム医学診療ないし遺伝医学臨床の広範・多

様な要請に対応するため、既存の臓器・系統別診

療体制の枠を越えた横断的組織として臨床ゲノム

診療部として 2003年度に発足した。2012年改組

によりゲノム医学センター臨床ゲノム診療部門と

なった。責任者として教授 1（併任）が置かれ、

女性科・産科、小児科、内科（循環器内科、糖尿

病・代謝内科、神経内科）、外科（脳神経外科）の

医師が参加している。また、人類遺伝学教室、成

人看護学教室の協力を得て、活動している。本診

療部は、附属病院におけるゲノム医学ないし臨床

遺伝学診療の中核をなすとともに、臨床遺伝医学

専門医制度の教育研修実施の役割を担っている。 

 

診  療 

外来棟 2階内科外来ブースエリアの専用診察室

（200 番診察室）にて、医師と非医師とのチーム

による遺伝相談（完全予約制）を行っている。検

討会（毎月第 1水曜日）にて、全例について検討

し、方針を決定することを原則に診療を行ってい

る。 

医学系研究科及び病院において行われるヒトゲ

ノム・遺伝子解析研究における試料提供者に対す

る遺伝相談・カウンセリングを担当することも本

診療部の責務である。 

 

活  動 

他診療科、部門と連携して、遺伝相談・カウン

セリングはもとよりそれ以外のゲノム医学ないし

臨床遺伝医学の臨床現場での適切な応用・展開を

目指し活動している。以下の活動を進めている。 

ひとつは、心臓外科、循環器内科、小児科、眼

科、整形外科・脊椎外科により開始された横断的

なマルファン外来との連携で、遺伝相談・カウン

セリングの対応、遺伝子診断及び臨床研究での協

力支援を進めている。循環器内科中心にマルファ

ン症候群の遺伝子診断システムが稼動している。 

第二は、分子薬理遺伝学の附属病院での臨床導

入についてで、検査部、薬剤部、関連臨床各科、

企画情報運営部との連携によって、プロトンポン

プ阻害剤、ワーファリン、イレイノテカン、タク

ロリムスについての分子薬理遺伝学的検査を診療

システムへ導入し、稼動している。順次、対象薬

物の範囲の拡大に努めている。 
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ゲノム医学センター・ゲノム解析部門 
 

部門長・教授 

辻 省次 

 

 

 

 ゲノム医学センター・ゲノム解析部門は，平成

23 年に，東大病院の共同利用施設として発足した。

次世代シーケンサーとして，HiSeq2500 2 台，

Pacific Bioscience RS II 1 台，MiSeq 1 台，GS 

Junior 1 台，サンプル処理を自動化するなどを整

備し，ゲノムインフォマティクスに必要な計算サ

ーバを整備し，共同利用施設としての活動を行っ

ている。特にゲノムインフォマティクスについて

は，新領域創成科学研究科の森下真一教授の研究

室との共同研究体制を構築して実施している。 

 

1．ゲノム解析実績 

 自研究室のプロジェクトの推進に加えて，院内

の共同利用施設として，多くの診療科からの解析

依頼を受託して exome シーケンシング，全ゲノム

シーケンシングを実施している。さらに，文部科

学省の新学術領域研究ゲノム支援や，厚生労働科

研費に基づき，学外の研究機関からの依頼も積極

的に受託している。 

 発足から平成 25 年度末までに，exome または

target シーケンシングとして 5,030 件（このうち，

自研究室分が 3,552 件），全ゲノムシーケンシング

として 88 件（このうち，自研究室分が 23 件）を

実施している。 

 

2．研究成果 

多系統萎縮症は，代表的な孤発性脊髄小脳変性

症であるが，稀に，同胞発症例が存在する事を見

出してきた。多系統萎縮症の多発家系 6 家系につ

いて，私達の研究室で開発したパイプラインソフ

トである SNP HiTLink を活用した連鎖解析を行

い，候補領域を 80 Mb の領域に絞り込み，発端者

の全ゲノムシーケンシングを実施し，最終的に，

2 家系でCOQ2遺伝子にホモ接合性あるいは複合

ヘテロ接合性の変異を見出した。さらに，大多数

を占める孤発性の多系統萎縮症についても，

COQ2遺伝子のヘテロ接合性の機能障害性変異が

発症リスクを高めることを明らかにした（New 

Engl. J. Med. 369:233-44, 2013）。 

家族性筋萎縮性側索硬化症の 1 家系についても，

同様の連鎖解析と全ゲノムシーケンシングを実施

し，新規の遺伝子座（ALS19）を同定し、病因遺

伝子が ERBB4 であることを明らかにした（Am J 

Hum Genet 93:900-5, 2013）。 
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医工連携部 
 

 

ホームページ http://plaza.umin.ac.jp/~ikourenk/ 
 

 

医工連携部紹介 

先端生命科学を応用した新規技術開発が 21 世

紀における重要課題となっている。次世代新医療

技術開発に向けて、臨床の現場である東京大学医

学部附属病院で、医学と工学を横断的に融合した

新しい研究教育を行うことを目的として医工連携

部が設立された。病院診療科と東京大学の工学系

研究者とで共同提案されたプロジェクトであるこ

と、研究室の設備・運営費用は使用者負担とする

こと、医工連携部への参加期間は原則 3 年とし、

継続の可否は医工連携部運営委員会で審査するこ

とという基本事項に基づいて公募されたプロジェ

クト 19 件が、現在も管理研究棟１階と地下 1 階

にある医工連携研究室で活発な活動を続けている。 

 

参加ユニット 

医学部付属病院 

循環器内科、糖尿病・代謝内科、大腸肛門外科、

血管外科、肝胆膵・人工臓器移植外科、心臓外科、

呼吸器外科、脳神経外科、泌尿器科・男性科、整

形外科・脊椎外科、顎口腔外科・歯科矯正歯科、

放射線科、ティッシュ・エンジニアリング部、臨

床疫学研究システム学講座、骨・軟骨再生医療講

座、軟骨・骨再生医療講座、免疫細胞治療学（メ

ディネット）講座 

工学系・薬学系研究科 

工学系研究科（化学システム工学専攻、機械工学

専攻、機械工学専攻流体工学研究室、精密工学専

攻医用精密工学研究室、システム量子工学専攻、

原子力国際専攻、化学生命工学、マテリアル工学

専攻）、医療福祉工学開発評価研究センター、情報

理工学系研究科（知能機械情報学専攻）、新領域創

成科学研究科（バイオメカニクス分野）、薬学系研

究科薬品代謝化学教室、医学系研究科疾患生命工

学センター（再生医療工学部門、臨床医工学部門）、

原子力工学研究施設、先端科学研究センター、生

産技術研究所 

 

沿革と組織の概要 

2002 年 6 月 東京大学医学部附属病院の特殊診

療部として医工連携部の設立が病院運営会議

で承認される。 

2002 年 9 月 病院の関連する診療科の中から選

定された委員で医工連携部運営委員会が組織

され、医工連携部への参加の基本原則（前記）

が決定される。 

2002 年 10 月 医工連携プロジェクトの公募開始。

18 件の応募があり、審査の結果承認される。

プロジェクトの代表からなる医工連携部利用

者連絡会議が組織され、管理研究棟の地下と

１階のスペース 554.4㎡に研究室の配置を決

める。 

2003 年 5 月 医工連携部工事完成。工事費用は

参加グループが分担する。 

2003 年 5 月 22 日 第一回医工連携研究会開催。

研究活動開始。 

2004 年 9 月 3日 第二回医工連携研究会開催。 

2005 年 9 月 13日 第三回医工連携研究会開催。 

2006 年 12 月 21日 第四回医工連携研究会開催。

（第三回先端医療開発研究クラスター、第二
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回疾患生命工学センター、第二回 22 世紀医

療センターとの合同シンポジウム） 

2007 年 12 月 13日 第五回医工連携研究会開催。 

2009 年 12 月 3日 第六回医工連携研究会開催。 

2011 年 2 月 2日 第七回医工連携研究会開催。 

2011 年 12 月 17日 第八回医工連携研究会開催。

（第七回 22 世紀医療センター、第四回 ティ

ッシュ・エンジニアリング部シンポジウムと

の合同シンポジウム） 

2013 年 1 月 25日 東京大学先端医療シーズ開発

フォーラム（共同主催）。 

2014 年 1 月 24日 東京大学先端医療開発フォー

ラム（共同主催）。 

 

研究ユニット 

・高精度定位ガン治療システムの開発 

医学部付属病院放射線医学教室  

原子力専攻、原子力国際専攻 

工学系研究科化学システム工学専攻  

 高精度定位 X 線がん治療システム、先進小型電

子ライナックガン診断治療システムの開発。 

 追尾型放射線治療のための腫瘍動体予測システ

ムの開発にむけて、MSSA 法（Multi-channel 

Singular Spectrum Analysis）による種々の肺腫

瘍の重心の動き、および２次元画像の予測を実施

した。呼吸性移動対策の条件を満たすことができ、

実際の治療装置を用いて予測の利用により照射精

度が向上に貢献し、追尾型放射線治療の時間遅れ

を補完できる。加えて、予測を利用した腫瘍の異

常挙動を事前に検知するシステムにより、通常の

放射線治療よりも安全な照射が可能である。動画

予測については腫瘍の変形をも予測するという、

先進的な研究であり、動画予測が改良されること

で、より正常組織被曝量ができる追尾型放射線治

療が狙えるだけでなく、他分野への応用も期待で

きる。また、高精度定位治療において治療ビーム

と直交する方向から診断用 kV X 線を同時に照射

し、その投影像から治療中の CT画像を再構成す

るシステム開発を行なう。投影像から患者の呼吸

信号を抽出し、治療中の呼吸状態の再現すること

で、治療部位への照射線量の評価を可能とする

in-vivo 4 次元コーンビーム CT（CBCT）システ

ムの開発を行なう。 

 

・半導体ナノ粒子を用いた腫瘍治療への応用 

工学系研究科化学システム工学科 

医学系研究科外科学専攻腫瘍外科学分野 

 ナノ粒子により腫瘍の微小転移の進展状況の正

確な診断と治療法を開発し、臨床に導入すること

を目的とする。診断面では、肉眼的に確認不能な

腹膜播種・微小転移を視覚化して、手術や治療方

針の決定に応用する。治療面では、ナノ粒子を細

胞に取り込ませることにより起こる細胞内の変化

を用いて、腫瘍の新しい治療法を追求する。 

 

・強力集束超音波を用いた腫瘍治療法の開発 

工学部機械工学専攻流体工学研究室 

医学部腫瘍外科学講座 

 腫瘍の進展状況の正確な診断と治療法を開発し、

臨床に導入することを目的とする。診断面では、

数μm オーダーのマイクロバブルを血管内に導

入することにより、微細な腫瘍血管を描出して、

腫瘍のより正確な進展度診断ならびに治療効果の

判定に応用する。治療面では、集束超音波の組織

内熱吸収効果に加え、マイクロバブルの振動に伴

う発熱効果を用いることにより、より効率的な腫

瘍の非侵襲的治療法を確立する。 

・脳神経外科手術用微細ロボティックシステムの

開発 

医学部附属病院 脳神経外科 

大学院工学系研究科 機械工学専攻 光石・杉田研

究室 

 脳神経外科手術を対象として、微細ロボティッ
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クシステムの研究開発を行う。ロボットによる微

細血管の吻合や顕微鏡画像処理による手術タスク

自動認識を研究する。 

 

・体外超音波砕石装置の開発 

医学部泌尿器科学講座 

工学部機械工学専攻流体工学研究室 

 腎臓結石の非侵襲な破砕を目指し，強力集束超

音波（HIFU）によって発生するキャビテーショ

ン気泡を利用した新たな結石破砕手法を開発する。 

 

・診療プロセスのリスク低減支援システムの開発 

医学部薬剤疫学講座 

工学部化学システム工学 

臨床疫学研究システム学講座 

 ゲノム情報を含む生物学的情報と臨床情報の統

合に関する研究・教育。循環器疾患に関するデー

タベースの構築と活用、テーラーメード医療の確

立。プロテオミクスによる薬剤ターゲットの選定

と創薬。循環器疾患（動脈硬化、心肥大、心不全）

の転写制御の解明と転写因子をターゲットとした

創薬。特異的遺伝子改変動物の開発と個体におけ

る各種遺伝子機能の解析。医療データベースを活

用した医療安全モニタリング。医療情報システム

の評価手法の開発。臨床／疫学研究における方法

論の検討・開発。 

 

・拍動周期技術を用いた心臓血管外科手術ロボッ

トシステム 

情報理工学系研究科知能機械情報学専攻 

医学系研究科外科学専攻心臓外科 

医学系研究科外科学専攻血管外科 

医学部附属病院神経内科 

内視鏡下心臓外科手術支援ロボットシステムを，

小動物の in-vivo 分子イメージングのための顕微

鏡下運動同期技術へ展開。神経筋疾患の診断・リ

ハビリテーションのための神経筋骨格モデルとパ

ラメータ同定手法の開発。 

 

・低侵襲血管外科手術支援システム・血管疾低侵

襲診断治療システムの開発 

医学部附属病院血管外科 

医学部附属病院ティッシュ・エンジニアリング部 

医療福祉工学開発評価研究センター 

 動脈硬化に代表される血管病変の低侵襲精密診

断機器や、それに基づく血管病変の低侵襲標的治

療機器を医工連携により共同研究する。 

 

・低侵襲手術支援システム 

医学部附属病院 胸部外科・大腸外科 

医療福祉工学開発評価研究センター 

 内視鏡下手術・ロボット応用手術で使用可能な

簡易な結紮を必要としない吻合デバイスの開発 

 胸部外科領域を対象とした術中計測情報と手術

ナビゲーション情報の統合提示技術の開発 

 大腸外科領域における低侵襲手術支援のための

ナビゲーションシステムの開発 

 超音波画像の動画像処理を用いた循環血液量推

定に関する研究・ 

 

・非侵襲骨強度関節症診断装置・骨折整復固定支

援装置の開発 

医学部整形外科 

情報理工学系研究科知能機械情報学教室 

 有限要素法を用いた骨の非侵襲的強度評価方法

の開発。エコートラッキング法を用いた骨折治癒

評価法の開発。関節軟骨の非侵襲的形態評価法の

開発。骨折等手術における整復固定支援装置の開

発。 

 

・次世代三次元超音波技術の開発 

医学系研究科心臓外科 

情報理工学系研究科知能機械情報学専攻先端治療

福祉工学研究室 
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 超音波リアルタイム 3D 装置の開発。高周波超

音波振動子付縫合器の開発。超音波立体表示装置

の開発。超音波リアルタイム 3D 装置ガイド下低

侵襲心臓手術の開発 

 

・難治性癌に対する中性子捕捉療法・免疫療法の

開発 

医学研究科臓器病態外科学心臓外科/呼吸器外科 

医学部附属病院放射線科 

工学系研究科原子力国際専攻 

免疫細胞療治療学（メディネット）講座 

 難治性癌に対する集学的治療のとして病院併設

型加速器を用いた中性子捕捉療法を確立すること

および免疫細胞療法の開発をめざす。 

・新しい生体分子シグナルの高感度検出法と画像

化の開発とその臨床応用 

薬学系研究科薬品代謝化学教室 

医学部附属病院循環器内科 

 化学に基づいた生体物質の可視化プローブの開

発。螢光プローブや MRI 造影剤を用いた動脈硬

化巣や虚血部位の画像化ならびに体外診断 

 

・肝癒着動物モデルを用いた腹膜癒着防止材料の

開発 

医学部肝胆膵外科・人工臓器移植外科 

生産技術研究所 

医学系研究科疾患生命工学センター 

工学系研究科化学システム工学専攻 

工学系研究科バイオエンジニアリンング専攻 

 肝臓がんなどにおいて肝切除などの外科手術が

再手術になる場合、肝臓と他の臓器や腹膜との癒

着は、剥離に多大な時間を要する上に、術中リス

クを向上させる。このため初回手術時に癒着を回

避することは大きな課題である。このために癒着

防止材の開発、材料の適用法及びこれを検証する

モデルの開発が強く望まれる。ところが肝癒着モ

デルは報告例がなく、またこれを防止する材料の

検討例も皆無であるのが現状である。我々医学部

肝胆膵・人工臓器移植外科と疾患生命工学センタ

ー再生医療工学の共同研究チームは、従来よく用

いられている腹膜摩擦モデルでなく、肝切除によ

る新しい癒着モデルの開発と、これを防止する材

料の適用法及び開発に取り組んでいる。 

 

・ナノ粒子による遺伝子導入法を用いた生活習慣

病の新規治療法の開発 

医学系研究科循環器内科、 

医学系研究科糖尿病代謝内科 

疾患生命工学センター 

 生活習慣病の病因・病態の分子メカニズムを解

明し、それを標的分子とした治療に応用すること

を目標としている。この目的のため本拠点では、

ナノ粒子を用いた遺伝子導入の系を用いる医工連

携を行う。新規生活習慣病モデル動物作製技術の

開発と遺伝子治療への応用。脂肪組織由来液性因

子（アディポカイン）がメタボリックシンドロー

ム（代謝症候群）の病態形成に及ぼす影響とその

メカニズムの解明。アディポネクチンなどの主要

アディポカインのシグナル伝達経路の解明 

・細胞増殖・分化を促進する Scaffold とメカニカ

ルストレスを利用した骨・軟骨再生法の開発お

よびナノ表面処理によるバイオミメティック

技術を応用した人工関節の実用化 

医学部整形外科学教室 

医学系研究科関節機能再建学講座 

工学系研究科マテリアル工学専攻/バイオエンジ

ニアリング専攻 

医学部附属疾患生命工学センター再生医療工学部

門 

医学部顎口腔外科学教室 

 生体親和性に優れた MPC のナノ表面処理によ

る、長寿命型人工関節の創製。骨・軟骨・血管再
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生に適合した生体親和性材料の創製。物理的刺激

を用いた再生骨・軟骨組織の生体外再構築 

 

・ヒト心筋細胞機能測定システム開発 

医学研究科臓器病態外科学心臓外科 

新領域創成科学研究科バイオメカニクス分野 

 分子動態に基づく心臓シミュレーター（virtual 

heart）の開発を行っているが、医工連携部の当研

究室ではシミュレータ実現に必要な細胞レベルで

の基礎データ取得および検証のための実験を行っ

ている。これらの結果を統合し治療、診断シミュ

レータの開発など臨床応用を目指している。 

 

・再生医療のための人工ウイルスによる遺伝子導

入法の開発に関する研究 

工学系研究科マテリアル工学専攻 

医学系研究科軟骨・骨再生医療寄付講座 

医学系研究科骨・軟骨再生医療寄付講座 

医学部整形外科学教室 

医学部顎口腔外科学教室 

大学院医学系研究科附属疾患生命工学センター臨

床医工学部門 

医学部附属病院ティッシュ・エンジニアリング部 

 非ウイルス性遺伝子導入法の開発。非ウィルス

性 siRNA 導入法の開発。安全性と実用性に優れ

た再生軟骨、再生骨の作出。現実的な生産体制と

品質管理法の確立。臨床治験の推進と日常診療へ

の導入。骨・軟骨分化を簡便・正確・非侵襲的に

検出するシステムの開発。骨・軟骨分化に必要十

分なシグナルの決定。血管新生をともなう骨誘導

法の開発。骨・軟骨細胞シート培養法の開発。骨・

軟骨誘導薬のスクリーニング 

 

・高分子ミセル型ナノ・パーティクルを用いたデ

リバリーシステムによる新しい血管新生療法

の開発 

医学部附属病院血管外科 

工学系研究科マテリアル工学学専攻 

 当研究室では、循環器・血管疾患の遺伝子治療

を実現するための安全かつ効率的な非ウイルス型

遺伝子ベクター（高分子ナノミセル）の研究開発

を行っている。ブロック共重合体の自己会合によ

り形成される高分子ナノミセルは、凝縮された遺

伝子（プラスミド DNA）を保持する内核が生体

適合性のポリエチレングリコール（PEG）外殻に

より覆われた構造を有しており、表層にはパイロ

ット分子を装着することが可能である。この天然

のウイルスの構造を模倣した高分子ナノミセルは、

生体内で内包遺伝子を DNA 分解酵素などから保

護し、タンパク質や細胞と非特異的な相互作用を

せず、パイロット分子を介して標的細胞に選択的

に取り込まれることにより、標的細胞への効率的

な遺伝子導入が実現できるものと期待される。

我々は、このような高分子ナノミセルを利用して、

動脈壁や筋組織への遺伝子導入を行っている。 

 

・直腸癌手術における術中ナビゲーションシステ

ムの開発 

医学系研究科腫瘍外科 

工学系研究科医用精密工学 

 近年直腸癌手術を含め、骨盤外科手術において

も腹腔鏡手術が中心となっており、より安全で、

効率的な手術が求められている。本研究では術中

の体位変換に対応したトラッキングシステムを構

築し、術前の画像情報を用いてリアルタイムに鉗

子の位置情報を術中に表示することを目指す。 
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沿革と組織の概要 

平成 23 年の東日本大震災を受けて、東京大学

医学部附属病院は大災害時に医療を提供できるだ

けでなく、災害医療全般を鳥瞰できる学問領域が

必要であるという観点から「災害医療マネジメン

ト学」の確立を目指すこととなった。平成 24年 3

月、パブリックコメントにて、「災害医療マネジメ

ント部」の創設を発表した。 

平成 7年の阪神・淡路大震災などの災害を経験

してきた神戸大学医学部災害・救急医学講座で災

害医学を研究および従事してきた中尾博之特命准

教授が平成 24 年 7 月、災害医療マネジメント部

に初代部長として着任し、院内災害対策委員会委

員長を任ぜられた。また、翌 25 年 3 月には本学

公衆衛生学講座から冨尾淳助教が災害医療マネジ

メント部に公衆衛生学的手法からのアプローチを

開発するために講師として着任した。 

当部は中央診療部門に属し、当院内、学内外を

活動範囲としている。 

災害医療マネジメント学を確立するために、①

災害医療計画を立て、災害医療従事者を教育指導

できるリーダーの育成、②東大病院として災害医

療をリードできる体制としての関係機関とのパイ

プづくり、③災害時の組織づくりのもととなる体

制の開発（日本版HEICS: Hospital Emergency 

Incident Command System）を目指している。 

診療 

平成 24年 9月、平成 24年度東京大学災害訓練

及び第１回院内災害総合訓練を災害対策委員会と

して計画・立案し、開催した。その結果、災害時

に支援ヘリが離発着する御殿下グランドからの移

動アクセスが悪いことが判明し、改良工事が行わ

れた。 

平成 25 年 3 月には、それまで病院単位の大掛

かりな訓練が行われてこなかった外来部門につい

て、中央診療部門も一部参加して第 2回院内災害

総合訓練が開催された。 

 

教育 

平成 24年 12月から院内職員、本郷消防署、本

富士警察署を対象とした「災害医学系統講義」を

月 1回程度の割合で開催を始めた。本年度は、第

1回目は組織論、第 2回目組織論Ⅱ（学外講師）

が開催された。本講義は、講義にとどまらず、実

習も行うことを心掛けている。 

学外での教育活動では、日本 DMAT 研修会、

外傷初療教育、国公立大学病院を対処とした災害

医療研修で指導し、その育成に協力している。 

 

研究 

諸関係機関との日常的な連携が災害時にも活用

できるという立場から、諸関係機関との勉強会を
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通じて機関間の連携方法を模索している。これは、

異職種間の災害時における組織形成に役立てられ

るものと考えている。 

産学連携として、瞳孔観察の医療機器を開発し、

特許申請中である。これは CTなどの精密医療機

器がない災害地での脳機能評価に活用できること

を期待して開発中である。 

そのほかにも外部研究グループに参加し、災害

時のメンタルヘルスケア、救急医療体制の確立に

関して協力している。 
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ホームページ http://www.h.u-tokyo.ac.jp/patient/depts/imc/index.html 

 

 

沿革と組織の概要 

東京大学のグローバル化は重要な課題であり、

東大病院が国際的な拠点病院として相応しいさら

なる発展を遂げるために、平成 24年 11月に国際

診療部が開設されました。現在は、平成 25 年 6

月に着任した専任部長（准教授）と、専任副部長

（講師）、特任専門職員の計三名で活動を行ってお

ります。 

 

今後の課題と活動 

東大病院では、多くの高度な手術や先端的な治

療を実施しています。これらの医療技術を海外の

患者に積極的に提供する体制を整えることが国際

診療部の重要な役割の一つです。すでに現在まで

各診療科個々の対応により海外の患者が受診され

ていますが、今後は国際診療部を中心として、渡

航支援・多言語への対応・医療文書の翻訳や経済

面での課題について対応し、診療科が海外からの

患者に対して高度医療の提供そのものにより専念

できる環境を整えることを目指します。 

また、患者の受け入れのみならず、臨床教育面

でのグローバル化を実現することも重要です。海

外からの招聘医師や高度医療修練を目的として訪

れる医師らが、当院にて国籍などの背景に依らず

手術・インターベンションの施行やデモンストレ

ーション、あるいは、技術の習得を日本人医師ら

と同様にできるような体制を整備し、併せて当院

で活動する若手医師や参加型臨床実習を行ってい

る本学学生医師らと交流する環境を実現したいと

考えます。 

最後に、東京大学のグローバル化の一環として

は医師のみならず、メディカルスタッフを含む幅

広い病院職員の国際的な対応能力を向上させてい

くことも求められます。語学研修プログラムや

様々な国際交流の実践を通じて人材養成を図り、

当院が国際的に認められるさらなる発展を遂げる

ことができるよう尽力していきます。  
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病態栄養治療部 
 

部長 

窪田 直人（准教授） 

副部長 

深柄 和彦（手術部 准教授） 

関根 里恵 

講師 

伊地知 秀明 

 

ホームページ http://www.h.u-tokyo.ac.jp/patient/depts/eiyoukanri/index.html 

 

 

沿革と組織の概要 

1922 年院内にて外来売店や病棟販売店にて牛

乳、パン、サイダー及びアイスクリームを販売し

ていた。1925年より病院と財団「好仁会」の請負

契約による患者給食が開始された。1936年には、

全国に先駆けて「特別治療食」（乳幼児、糖尿病、

腎臓病）の対応（個別に医師が食品構成を指示）

を実施。1950年国立病院の完全給食制度が発表さ

れ給与栄養量が統一され、当時の患者食の栄養量

は、2400 kcal/日であった。1952年財団へ入院患

者給食の外部委託を正式に実施した。 

1957 年患者食の質向上を目指すことを目的に

第 1回全国国立大学病院栄養士主任会議が東京大

学にて開催された。 

1958 年完全給食が廃止され基準給食の実施と

ともに栄養士の配置が必要条件となり、給食掛に

併任掛長と栄養士 1 名が配置された。1962 年東

京大学が中心となって活動をおこなった全国国立

大学病院栄養士主任会議からの要望が実現し、栄

養士法の一部改正による管理栄養士制度が創設さ

れた。1972年加算承認を目指し入院および外来患

者への栄養指導が積極的に実施され、1978年医療

食加算、栄養食事指導加算が新設された。1988

年病院食の「早い、冷たい、まずい」を拂拭する

ための温冷配膳車による適時配膳が開始された。 

1991 年かねてより全国国立大学病院管理栄養

士職員からの念願であった給食掛から栄養管理室

へと名称変更が実現。同時に本院と分院の栄養部

門を統合し組織が一本化され、掛長ポストに管理

栄養士の栄養管理室長が就任し、本院管理栄養士

5名、分院管理栄養士 3名体制となった。 

1994 年健康保険法の一部改正により基準給食

の承認制度が廃止され、入院時食事療養の届出制

度が創設される。さらに、入院栄養食事指導料が

新設された。 

1998 年外来棟玄関脇フリースペースにて東京

都糖尿病協会が開催する糖尿病週間の行事の一環

として、栄養管理室主催の第 1回食事療法展が実

施された。初年度は、来場者数 3,527名/週であっ

た。 

2001 年分院の本院への統合に伴い管理栄養士

8名の体制となった。2004年栄養管理室が医療サ

ービス課より分離。2005年食費自己負担制の導入

により病院食の患者負担が発生。同年、管理栄養

士（有期雇用）が 1名増員された。 

2006年栄養管理実施加算が新設され、全患者の



 The Tokyo Journal of Medical Sciences. Vol.128, Oct. 2014 609 

栄養管理を実施するということとなった。業務増

加に伴い管理栄養士が 1名（有期雇用）増員。同

年、チーム医療の導入として全科型 NST とした

院内活動を開始。病棟ごとに医師、管理栄養士、

看護師の NST 担当を配置し必要に応じて他職種

（薬剤師、検査技師、理学療法士等）も加わり週

1回病棟ミーティングを実施。2010年栄養サポー

トチーム加算新設により栄養サポートチーム委員

会新設された。それまでの NST ディレクターが

委員となり院内の NST 活動の中心的立場として

活躍。栄養サポートチーム加算算定のための専従

者として管理栄養士（常勤）1 名の増員が認めら

れた。2011年検診部にて人間ドック受診者を対象

とした栄養指導サービス開始にともない管理栄養

士（有期雇用）1名増員。2012年栄養管理実施加

算が廃止となり入院基本料に包括化され医師、管

理栄養士、看護師による栄養管理体制の整備がお

こなわれた。 

2013 年組織が改変され栄養管理室から病態栄

養治療部となった。医師（中央診療運営部長 教

授）が兼任の部長として就任、栄養管理室長は、

副病態栄養治療部長となり、給食管理や NST 活

動の整備と機能強化について請け負うこととなっ

た。2014年専任の部長を迎え NST活動とともに

栄養治療・教育・研究体制の整備をおこなってい

る。本年度、戦略的人員配置によって管理栄養士

（常勤）5名が新たに配属となった。 

 

診療 

糖尿病・慢性腎臓病・脂質異常症・肥満症など

の代謝疾患や胃癌術後食・肝胆膵疾患食・心臓疾

患食など周術期の栄養指導や母親教室などを積極

的に実施している。 

平成 25年度の実績では、入院栄養指導 2176件/

年（うち 354 件非加算）、外来栄養指導 3268 件/

年（うち 166件非加算）を実施。集団栄養指導で

は、外来糖尿病教室 438 件/年、入院糖尿病教室

254件/年（一部加算）、ベストウエイト教室では、

156 件/年、胃癌術後教室 115 名、母親教室 208

名であった。 

2012 年 7 月より医師・管理栄養士・看護師に

よる透析予防チームを結成し、外来において糖尿

病透析予防指導管理料の算定を開始。水、木曜日

の午後に管理栄養士と看護師で指導をおこなって

おり平成 25年度は、199件/年であった。 

 

教育 

管理栄養士の臨地実習生の受け入れを実施。養

成校 7 校より平成 25 年度は 39 名/年の受け入れ

をおこなった。 

受け入れ大学：お茶の水女子大学、東京家政大

学、大妻女子大学、女子栄養大学、実践女子大学、

日本女子大学、和洋女子大学 

平成 23年度よりNST 研修生の受け入れを開始。

年間で第 1期～4~5期（5日/週/期）と実施。参加

者は、主に管理栄養士、薬剤師、看護師、検査技

師、理学療法士などで学会認定資格取得や栄養サ

ポートチーム加算取得の専従または専任の資格取

得を目的とした研修生を対象としている。平成 25

年度は、15名/年であった。 

 

研究 

・胃・食道外科との共同研究 

研究課題「噴門側胃切除後の栄養指標の評価」 

研究課題「胃切除術後早期経口摂取支援が及ぼ

す影響を検討する多施設共同ランダム化比較試

験」 

・肝胆膵外科との共同研究 

研究課題「膵頭十二指腸切除術施行患者におけ

る免疫増強経腸栄養剤の単独試験による周術期

栄養状態改善の検討」 
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出版物等：平成 25 年度実績 

≪学会発表等≫ 

1. 関根 里恵，佐々木早苗，南條裕子；ランチ

ョンセミナー「東大式ケアアルゴリズムを用

いた便失禁トータルマネジメント」第 22回日

本創傷・オストミー・失禁管理学会学術集会，

2013.5.24 

2. 冨樫 仁美，花房 規男，南学 正臣，関根 

里恵；カリウム補正の有無からみた食事中カ

リウム管理の必要な患者の背景因子，第 58

回透析医学会．2013.6 

3. 木下 恵理，桜井 賛孝，関根 里恵；摂取

量が評価できない肥満症患者に対する栄養ア

プローチ，第 31 回日本肥満症治療学会．

2013.6 

4. 関根 里恵：NST メディカルスタッフセッシ

ョン（初級編） 経腸栄養の合併症と対策（病

院における）；第 17回日本病態栄養学会年次

学術集会．2014.1.11 

5. 関根 里恵：特別企画１ 「東大病院におけ

る病態栄養専門師の役割」，臨床における病態

栄養専門誌師の役割と今後の展望；第 17回日

本病態栄養学会年次学術集会．2014.1.12 

6. 関根 里恵：Diabetes TV Symposium「臨床

での栄養指導」；アストラゼネカ㈱，2014.1.31 

7. 関根 里恵；管理栄養士が手掛ける臨床研究，

第 3回 東大看護研究シンポジウム―医師・

看護師・研究者の連携をめざして―，東京大

学医学部研究棟  14 階 鉄門記念講堂．

2014.2.1 

8. 関根 里恵；管理栄養士の病棟配置，東大病

院の管理栄養士の病棟配置の現状，第 56回日

本病院会東京都支部栄養部会研究会．2014.03．

14 

9. 関根 里恵，澤田 実佳，上畑 陽子他；胃

癌術後の骨格筋量低下に対する ONS（Oral 

Nutritional Supplement）の影響，第 86 回

胃癌学会総会．2014.03.22 

 

≪出版物≫ 

1. 関根里恵，佐々木早苗，南條裕子；特集「便

失禁（下痢）のトータルマネジメント」エキ

スパートナース 10 月号，Vol.29.No.12.2013. 

2. 関根里恵，小川純人（編集）；サルコペニア 24 

のポイント フジメディカル出版，2013.11.

18 

3. 関根里恵；特集 褥瘡患者の QOL 向上をめ

ざした栄養管理 「糖質の設定と投与時のポ

イント」：WOC Nursing,Vol.1.No.3.2013. 

4. 木下恵理；管理栄養士が高度肥満患者の心理

社会面にアプローチする重要性～自己評価が

低く食事記録の開示をも拒んだ症例を経験し

て～：肥満症治療学展望 第 2 号：3-3.2014.1 
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分子病態医科学部門 
 

教授 

宮崎 徹 

講師 

新井郷子 

 

公式ウェブサイト http://tmlab.m.u-tokyo.ac.jp/ 
 

 

研究方針と研究内容 

本研究室は、種々の疾患の発症増悪のメカニズ

ムの探究と、それに関連する生命現象の生理的な

解明を主眼とし研究を行う。遺伝子ノックアウト

やトランスジェニックマウスの手法を用いた生体

における遺伝子操作の豊富な技術的背景に基づき、

各々の対象疾患に対して、可能な限り vivoでの解

析を行う。したがって最終的には、研究成果を新

しい治療法の開発、検討にも結び付けて行く方針

である。未知の病態や生理現象の探究解明に挑む

という立場から、研究分野や戦略、技術において、

ある特定の領域に限定することはせず、多くの研

究室とコラボレーションしながら幅広く研究を行

う。これは、基礎医学、臨床医学、および工学の

総合科学をめざす疾患生命工学センターの趣旨に

準ずるものである。また、研究対象とする分子は、

なるべく自分たちでクローニングした新しい遺伝

子、蛋白質とし、既知の現象の detailの探究では

なく、novel insights の発見を主眼とする。現在

は主に以下の 2つのプロジェクトを中心に研究を

行う。 

 

（１）様々な現代病のマスタースイッチ AIM

（apoptosis inhibitor of macrophage）  

生活習慣や食環境などが急速に変化している

現代社会において、肥満、糖尿病、動脈硬化を中

心としたメタボリックシンドローム・生活習慣病

を始め、脂肪肝から NASH や肝癌を引き起こす

肝臓病、肥満に伴う自己免疫疾患、慢性腎不全、

アルツハイマー病など、多彩な疾患がクローズア

ップされている。我々は、こうした一見多様な現

代的疾患群の底流を結ぶ共通した病態メカニズム、

そしてれを統一的に制御する分子群‐マスタース

イッチ－が存在するのではないかという仮説を立

てた。そして近年の研究によって、我々が以前発

見した AIM（apoptosis inhibitor of macrophage）

がその重要な一つであることが明らかになってき

た。AIMはマクロファージが産生し、血中に存在

する分子であるが、脂肪細胞に取り込まれ脂肪滴

を分解することによって、肥満進行を抑制する。

しかし、肥満下でこの効果が過度に作用すると、

逆に脂肪組織に慢性炎症を惹起し、インスリン抵

抗性、ひいては 2 型糖尿病や動脈硬化の増悪を招

く。また、AIM は血中で IgM と結合しており、

そのことが肥満下で様々な自己抗体の産生を促し、

肥満に伴う自己免疫疾患の原因となっている。逆

に、AIMが低いと、肝疾患や癌、腎臓病の増悪を

招くことも明らかになりつつある。したがって、

血中の AIM 濃度によって、様々な疾患を発症す

るリスクが振り分けられる可能性が高く、AIM制

御の診断・治療的応用への期待は大きい。この様

に、主に疾患モデルマウスを用いて、種々の疾患
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の病態に対する AIM の関与を詳細に解明する一

方、ヒト検体の解析による AIM コホート研究、

さらには AIM 創薬に向けて研究を進めている。 

 

（２）新しい不妊のメカニズムの探索 

我々はアポプトーシス関連遺伝子 DEDD が、

細胞分裂の進行を調節することによって、リボゾ

ーム RNA およびタンパク質の含有量を制御し、

結果的に細胞、ひいては体全体の大きさを決定し

ていることを発見した。さらに DEDD は栄養の

センサーの一員としても働いていることや、細胞

分裂のアクションそのものに影響を及ぼしている

など、多彩な作用を有していることを見出してい

る。また、DEDDのノックアウトマウスの雌が完

全な不妊症状を呈することから、その病態メカニ

ズムの解明を進めた。その結果、DEDD分子は胎

児着床後に子宮に分化する脱落膜細胞の成熟が不

全であり、そのため胎盤形成以前の胎児の成長維

持が不能となり、妊娠早期に胎児が死亡すること

が分かった。ヒトにおいては、不妊症の 25%近く

が原因不明であり、DEDD分子の機能不全が、不

妊の原因の一つである可能性もあり、ヒトでの探

索を進める予定である。また、脱落膜細胞の成熟

だけではなく、子宮内での血管透過性にも影響し

ている可能性が大きく、今後新しいモデルマウス

を作製・解析することにより、DEDDと不妊の関

係のメカニズムを更に追求する。ヒト研究の結果

次第では、不妊症の診断・治療のターゲットとし

て、臨床応用を目指したい。 

 

教育および教室としての活動 

医学生物学の研究には、アイデア、戦略、実験

技術の 3つが不可欠であると考える。したがって、

学生の間に出来る限り広範囲な技術を習得し、ポ

スドクの期間に研究のアイデア、戦略を養ってい

くことを教育の目標としている。また、教授（宮

崎）の長期に渡る海外での研究歴によって培われ

た幅広い交友関係を基に、海外の第一線の研究者

によるセミナーシリーズを定期的に組織し、若手

研究者が英語でディスカッションできる場をなる

べく多く作るなど、インターナショナルな研究環

境を築いている。平成 18年に研究室を開設以来、

以下のような活動を継続している。 

 

台湾・日本合同ミーティング 

国立台湾大学、国立陽明大学、東京大学の 3研

究室から大学教員、大学院生、学部学生、研究員

を含む約 40 名が参加し、台北の国際会議場にお

いて、若手研究者・学生を中心に各教室の最新の

研究成果の口頭発表およびポスター発表、研究内

容に関する討議を行った。 

会議では非常に充実した内容の濃い発表と、活

発な質疑応答が行われた。また多くの学生が英語

で発表、討議する機会を得ることで科学研究の場

におけるコミュニケーションの大切さ・楽しさを

肌で感じる良い機会となった。 

さらに国立台湾大学病院の見学や、会議後の夕

食・懇親会などを通じ、他では経験できない幅広

い交流をすることで、大変実り多く、今後の研究

にも生かせる有意義な合同会議となった。 

この場を借りて、会議場や懇親会の手配でご尽

力頂いた国立台湾大学・林先生ならびに研究室の

皆様に厚く御礼申し上げる。 

なお、今後も継続的に同様の合同ミーティング

を開催する予定である。 

 

DBELS（Disease Biology Excellent Lecture 

Series） 

医学・生物学は、臨床・基礎それぞれにおいて過

去めざましい発展を遂げてきた。我々医学に携わ

る者が目指す次のステップは、臨床・基礎の双方

がこれまで築いてきた研究成果、研究戦略、アイ

デアそしてテクノロジーを十分に融合させ、病気

の根本的な原因となるメカニズムを明らかにし、
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それによって対症療法にとどまらない新しい、革

新的な治療法を開発してゆくことにあると考える。

そうした先進的な視点から、研修医・若手の医局

員の先生方、さらに学生の方々を対象としたレク

チャー・シリーズを開催している。分子メカニズ

ムから個体としての疾患まで見通すような研究を

行う、国内・外の一線の研究者を招待し講演をし

ていただいている。 

第 1 回： Towards Development of Novel 

Therapy for Atherosclerosis by AIM（Apoptosis 

Inhibitor of Macrophages）／宮崎徹（東京大学

大学院医学系研究科疾患生命工学センター分子病

態医科学 教授） 

第 2 回： 細 胞 老 化 と 疾 患  ―Sir2/Sirt1  と

Nampt/PBEF/visfatinの代謝・老化制御における

役割／今井眞一郎（ワシントン大学医学部助教授） 

第 3 回： 初期発生過程における細胞分化運命決

定機構／丹羽仁史（理化学研究所 発生・再生総

合研究センター） 

第 4 回： Studies of the Cellular Topology of 

Prion protein: A novel view for its physiological 

function／遊佐精一（チューリッヒ大学・神経病

理部門） 

第 5 回： AKTの活性化と発ガンの分子機構／野

口昌幸（北海道大学 遺伝子病制御研究所 教授） 

第 6 回： マウスミュータジェネシスプロジェク

トと遺伝性難病モデル／山村研一（熊本大学 発

生医学研究センター 教授） 

第 7 回： タンパク質間相互作用を標的とした新

しい in silico 創薬方法論の開発／田沼靖一（東京

理科大学薬学部 教授） 

第 8 回： Genetic Pathways to Systemic 

Autoimmunity／Edward K.Wakeland（テキサス

大学教授 教授） 

第 9 回： Deciphering the Signaling Pathways 

Regulating Host Immunity against Myco-

bacterial Infections: Maintaining the Balance／

Jean Pieters（University of Basel 教授） 

第 10 回： Klotho 蛋白が制御する新たな生体応

答システム／鍋島陽一（京都大学大学院医学系研

究科 教授） 

第 11 回： ゲノムに刻む抗体記憶／本庶佑（京都

大学大学院医学系研究科 教授 総合科学技術会

議議員） 

第 12 回： 心筋梗塞後の心繊維化進行と予後に

影響をおよぼす新しい病態メカニズム "A novel 

role for the SFRP2 on myocardial infarction-

associated fibrosis acting as a procollagen 

C-proteinase enhancer"／Thomas N. Sato（コー

ネル大学 教授） 

第 13 回： Wnt 分子とその制御因子による心筋

の 発 生 分 化 制 御  “Regulation of cardiac 

myogenesis by Wnts and Wnt inhibitors" ／塩

島 一朗（千葉大学大学院医学研究院 心血管病

態解析学講座 准教授） 

第 14 回： The European Conditional Mouse 

Mutagenesis Program (EUCOMM) ／ Dr. 

Roland Friedel (Technical University Munich, 

GSF-National Research Center for Environ-

ment and Health, The Max-Planck-Institute of 

Psychiatry) 

第 15 回： ライフサイエンス分野における知財

戦略の現状と将来～iPS 知財支援プロジェクトを

含めて～/秋元浩（日本製薬工業協会 知的財産顧

問 知財支援プロジェクトリーダー・東京大学大

学院工学系研究科 客員教授） 

 

DBELSスペシャルセミナー 

第 1 回： In vivo RNAiの新技術／タンデム型ク

ローニングと安定型株構築技術についてのセミナ

ー（インビトロジェン社） 

第 2 回： NanoSPECT/CTによる新しい in vivo

イメージング技術を用いた Disease Biology／

Victor Tchiprout（Bioscan Inc.） 
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DBELS JUNIOR  

平成 21 年 4 月より開催している若手研究者によ

る疾患生命科学セミナーシリーズ。臨床で忙しい

研修医や若手の病院スタッフにとっては自分たち

と同じ年頃の研究者がどのような疾患研究をして

いるのか知る機会になり、さらなる研究意欲を高

めるのに役立つ。一方、講演者にとっては、疾患

を研究する上で、臨床の現場の最前線で働いてい

る医師のフィードバックを得られるよいチャンス

となる。 

第 1 回： 血小板活性化因子（PAF）生合成酵素と

肺サーファクタント脂質生合成酵素 - 炎症性メ

ディエーターと呼吸必須因子 ／進藤英雄（東京大

学大学院医学系研究科 分子細胞生物学専攻 生

化学分子生物学（細胞情報研究部門）助教） 

 

DBELS-EXTRA 

DBELSの extra-versionとして平成 19年から開

始した、医学研究のために必要な実験技術のレク

チャーシリーズであり、主に大学院生、若手研究

者を対象として行っている。分子生物学、細胞生

物学、遺伝学、免疫学など各分野を専門としてい

る企業や大学、研究所のエキスパートによる、最

新の技術を含めた実験技術の講義・解説である。 

 

第 1 回： 「効率の良いクローニングから蛋白質

発現について」 

第 2 回： 「様々なプロテオミクスアプローチと

最近の技術」 

第 3 回： 「RNAiの原理から実験手法まで」 

第 4 回： 「細胞の蛍光免疫染色」 

第 5 回： 「タンパク質の相互作用解析」 

第 6 回： 「miRNA の機能と網羅的プロファイリ

ング」 

第 7 回： 「In situ Hybridization法：データの評

価について」 

第 8 回： 「蛍光顕微鏡、共焦点顕微鏡を用いた細

胞イメージング解析」 

第 9 回： 「細胞観察から In Vivo Imagingの可能

性」 

第 10 回：「Molecular Imaging Today」 

 

DBELS WORKSHOP 

DBELS WORKSHOPは、DBELSの趣旨に賛同

してくださる高名な先生方と、若手研究者・学生

を中心とした一般参加者が環境のよいリゾート地

に集まり、ゆっくりとした雰囲気の中、最上のサ

イエンスの話を聞き、普段なかなか接することの

出来ないと有名な先生方とこれからのサイエンス

を担う若手が直接接する機会を作る、という目的

で行うものである。第一回は平成 19 年 7 月に雲

仙・普賢岳で行い盛況のうちに終了した。今後も

随時企画する予定である。 

Music and Science 

分子病態医科学部門発足記念行事として世界的に

有名なピアニスト Krystian Zimerman氏をお迎

えして、氏の独奏演奏会と宮崎との音楽と科学に

関する討論会を開催した（平成 18年 6月）。 

 

客員教授 

平成 19 年（2～4 月）は University of Texas 

Southwestern Medical Center at Dallas の

Edward K. Wakeland 教授（遺伝学・免疫学）に、

平成 20年（3～5月）はHarvard Medical School

の Diane Mathis 教授（免疫学）、Christophe 

Benoist 教授（免疫学）に当研究室に在籍いただ

き、研究・教育・講演等に活発な活動を行ってい

ただいた。 

 

主な出版物 
 

(1) Uramatsu, T., Nishino, T., Obata, Y., Sato, 

Y., Furusu, A., Koji, T., Miyazaki, T. & 

Kohno, S. Involvement of Apoptosis 

Inhibitor of Macrophages in a Rat 
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Hypertension Model with Nephrosclerosis: 

Possible Mechanisms of Action of 

Olmesartan and Azelnidipine- Biol Pharm 

Bull. 36, 1271-1277 (2013). 

(2) A-Gonzalez, N., Guillen, J. A., Gallardo, G., 

Diaz, M., de la Rosa, J. V., Hernandez, I. H., 

Casanova-Acebes, M., Lopez, F. Tabraue, C., 

Beceiro, S., Hong, C., Lara, P. C., Andujar, 

M., Arai, S., Miyazaki, T., Li, S., Corbi, A. 

L., Tontonoz, P., Hidalgo, A. & Castrillo, A. 

The Nuclear Receptor LXRα controls the 

functional specialization of splenic macro-

phages- Nat. Immunol. 14, 831-839 (2013). 

(3) Nakashima, K., Arai, S., Suzuki, A., Nariai, 

Y., Urano, T., Nakayama, M., Ohara, O., 

Yamamura, K., Yamamoto, K. & Miyazaki, 

T. PAD4 regulates proliferation of multi-

potent haematopoietic cells by controlling 

c-myc expression- Nat. Commun. 4, 1836 

(2013). 

(4) Arai, S., Maehara, N., Iwamura, Y., Honda, 

S., Nakashima, K., Kai, T., Ogishi, 

M.,Morita, K., Kurokawa, J., Mori, M., 

Motoi, Y., Miyake, K., Matsuhashi, N., 

Yamamura, K., Ohara, O., Shibuya, A., 

Wakeland, E. K., Li, Q. Z. & Miyazaki, T. 

Obesity-associated autoantibody produc-

tion requires AIM to retain IgM immune 

complex on follicular dendritic cells- Cell 

Rep. 3, 1187-1198 (2013). 

(5) Kojima, J., Araya, J., Hara, H., Ito, S., 

Takasaka, N., Kobayashi, K., Fujii, S., 

Tsurushige, C., Numata, T., Ishikawa, T., 

Shimizu, K., Kawaishi, M., Saito, K., 

Kamiya, N., Hirano, J., Odaka, M., 

Morikawa, T., Hano, H., Arai, S., Miyazaki, 

T., Kaneko, Y., Nakayama, K. & Kuwano, K. 

Apoptosis inhibitor of macrophage (AIM) 

expression in alveolar macrophages in 

COPD- Respir. Res. 14, 30 (2013). 

(6) Geng, S., Matsushima, H., Okamoto, T., 

Yao, Y., Lu, R., Page, K., Blumenthal, R. M., 

Ward, N. L., Miyazaki, T. & Takashima, A. 

Emergence, origin, and function of 

neutrophil-dendritic cell hybrids in experi-

mentally induced inflammatory lesions in 

mice- Blood 121, 1690-1700 (2013). 

(7) Matsushima, H., Geng, S., Lu, R., Okamoto, 

T., Yao, Y., Mayuzumi, N., Kotol, P. F., 

Chojnacki, B. J., Miyazaki, T., Gallo, R. L. 

& Takashima, A. Neutrophil differentiation 

into a unique hybrid population exhibiting 

dual phenotype and functionality of 

neutrophils and dendritic cells- Blood 121, 

1677-1689 (2013). 

(8) 宮崎徹 Diane Mathis─コンプリートストー

リーを紡ぎだす免疫学者  実験医学  31: 

2654-2658 (2013). 

(9) 宮崎徹 マクロファージによる代謝制御とそ

の破綻による疾患  実験医学増刊  31: 

98-105 (2013) 

(10) 新井郷子, 宮崎徹 AIM: 炎症と生活習慣病

を繋ぐ分子 Annual Review 糖尿病・代謝・

内分泌 2013 99-105 (2013). 

(11) 新井郷子, 宮崎徹 マクロファージ由来タン

パク質 AIM の最新知見─その多様な機能と

生活習慣病との関連性─  日本臨床 71: 

1681-1689 (2013). 

(12) 新井郷子, 宮崎徹 図説：AIM による生活習

慣病の病態制御  日本臨床 71: 196-200 

(2013). 
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構造生理学部門 
 

教授 

河西春郎 

講師 

高橋倫子 

助教 

野口 潤、林 朗子 

特任助教  

柳下 祥、渡邉 恵 

 

ホームページ http://www.bm2.m.u-tokyo.ac.jp/ 

 
 

沿革と組織の概要 

疾患生命工学センターは平成 15年に設立され、

その後、各部門の人事選考が進行し、疾患生命科

学部門(Ⅱ)の初代の教授には、自然科学研究機構

生理学研究所の河西が選出され平成 16 年 7 月に

兼任となった。研究室の場所は医学部１号館に予

定された。しかし、医学部教育研究棟の完成が遅

れ、１号館を使用していた研究室が教育研究棟へ

移動を完了したのは平成 17年 10月であった。そ

こで、河西研究室は自然科学研究機構生理学研究

所に平成 17年 12月まで留まり、平成 18年 1月

に東大医学部１号館に移動した。河西は平成 17

年 10月より東大医学部の専任となった。平成 16

年 7月に岸本拓哉を助手に、平成 17年 10月に松

崎を助手に、平成 18 年 1 月に高橋を特任講師に

採用した。平成 18年 10月に岸本は転出し、田中

淳一が 11月に助教となった。田中は平成 19年 10

月に転出し、平成 20 年 4 月薬学部の渡辺恵が助

教になった。平成 22 年 9 月に松崎は自然科学研

究機構基礎生物学研究所の教授となって転出した。

これに伴い、高橋倫子が講師となった。一方、平

成 22 年 7 月から特任助教となっていた林朗子は

平成 23年 1月から助教となった。平成 25年 4月

柳下祥と渡邉恵が特任助教に、野口潤が助教にな

った。トルコからの留学生Hasan UCARを特任

研究員として受け入れた。当部門は機能生物学専

攻の協力講座として大学院に属している。また、

平成 20 年 4 月より部門名を構造生理学部門に改

変した。 

 

教 育 

昨年度に引き続き平成 25 年度も、医学部 M1

学生に対する生理学の責任担当教員に河西がなり、

生理授業、実習、試験の全般の運営を行った。ま

た、生理学総論 I, II（河西）、大脳シナプス（河

西）及び内分泌各論（高橋）を担当し、学生実習

の内分泌を担当した（高橋）。フリークオーター、

及び、研究室配属で 2 名の M0，M1 医学部学生

を指導した。 

医学修士過程の授業を 4 コマ担当した（河西、

林、柳下）。修士課程大学院生として 2 名が配属

され、研究生１名、博士課程大学院生 3名が機能

生物学専攻に在籍している。 
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研 究 

我々は 2光子励起法を機軸的な方法に用い、分

子生物学的な方法と電気生理学的な方法を組み合

わせて、脳および分泌細胞の機能と疾患の研究を

している。2 光子励起法ではフェムト秒レーザー

を光源に用いたレーザー顕微鏡法で、生体組織の

やや深部を最も少ない侵襲で顕微観察できる手法

である。これまで観察できなかった組織内の生理

的現象が観察できるので、既に、多くの成果を生

んでいるが、まだ、運用が難しいためそれほど普

及していない。河西研究室では、1996年より 2 光

子励起法を用いた研究を開始し、この顕微鏡法を

開拓しつつ、研究を進めてきた。本年度の代表的

業績としては以下がある。 

 

１）グルタミン酸の 2光子アンケイジング刺激だ

けでスパインの収縮を誘発することは世界的にも

例がなかった。我々は 2004 に頭部増大を見いだ

してから、この問題の解決に努めてきた。結局、

樹状突起のスパイクが GABA で抑制された状態

でグルタミン刺激が入ると収縮が著しく促進され、

除去まで起きることがわかった。この際、収縮は

側方に広がり、周りのシナプスと競合を起こす。

この GABA 作用は細胞内に遅いカルシウム緩衝

薬（EGTA）を入れると模倣され、スパイクに伴

う平均カルシウム濃度の抑制の結果で、一方、速

いカルシウム緩衝薬（BAPTA）を入れると阻害さ

れるので、NMDA 受容体のカルシウムドメイン

を必要としている。かくして、グルタミン酸入力

と GABA入力の両方がなければ収縮は起きない。

スパイクと NMDA 受容体の同期的 Ca シグナル

は calcineurin を活性化し、cofilin 脱りん酸化を

拡散性に誘導し、アクチン細胞骨格が壊れて収縮

する。こうして、頭部増大や収縮では cofilinリン

酸化と脱リン酸化という最終段階で競合している。

スパインの除去や競合は GABA で促進されるこ

とが発達期の脳でよく見られるが、作用機構は不

明であった。今回の研究は、その様なGABA作用

をよく説明する。こうして、スパインの増大、収

縮、除去、競合という大枠について理解が可能と

なった（Ref. 4）。 

 

２）統合失調症は思春期から成人にかけて 100人

に 1人が発症し、幻聴や妄想、意欲低下、認知機

能障害などのさまざまな精神神経症状により社会

生活が障害される精神疾患です。 統合失調症の発

症には遺伝因子が関与し、そして前頭野における

神経細胞の接合部位（シナプス）が減少している

ことが報告されているものの、遺伝子の機能不全

がどのように思春期の神経回路網形成に影響をあ

たえ、統合失調症への発症につながるのかは解明

されていません。当部門の林（高木）助教らの研

究グループは、マウスにおいて統合失調症の発症

関連分子として確立されている遺伝子 DISC1 が

機能不全に陥ると、思春期にシナプスが過剰に除

去され、成体時にはシナプス密度が大きく減少す

ることを見出しました。PAK 阻害剤である

FRAX486 は、この過剰なシナプスの除去を予防

し、統合失調症に関連様する症状の一つである感

覚運動情報制御機能の障害も改善させました。 

これまでの統合失調症の創薬はドーパミン遮

断薬を中心とした開発が進められてきましたが、

その効果は限定的でした。PAK阻害剤は各種がん

に対する治験がすでに進行しており、正常の細胞

機能に対する影響が少ない安全性の高い薬剤であ

ることが示されつつあります。 本研究は、「シナ

プスを保護する」という従来の統合失調症の治療

戦略にない新たな観点により、特に早期介入によ

る治療効果、ならびに既存の創薬の相乗効果の可

能性を示唆し、今後の統合失調症の治療戦略に応

用されることが期待されます（Ref. 8）。 
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沿革と組織の概要 

平成 15 年 4 月 1 日に発足した医学系研究科附

属疾患生命工学センターの研究部門の一つとし

て設立されました。疾患生命工学センターは医学

系研究科と工学系研究科が相互乗り入れした初

めての新しい組織ですが，当該研究部門は，その

中でも工学サイドから基礎医学，臨床医学へアプ

ローチするという観点から，疾患生命工学の新し

い分野を切り拓こうとするものです。管理研究棟

および医学部 1 号館に研究拠点を置き，その他に

も工学部 2 号館，8 号館，生産技術研究所にも関

連ラボを持ちながら，工学と医学との融合研究を

進めています。 

 

教 育 

牛田教授は医学系研究科大学院および工学系

研究科機械工学専攻およびバイオエンジニアリ

ング専攻において組織工学、生体材料、バイオメ

カニクスの講義を担当している。研究室内の研究

会は工学系研究科再生医工学研究室と合同で週

１回開催され、医学・工学両面からの討論を行っ

ている。研究成果に関しては積極的な学会発表、

論文報告を行えるよう指導体制を整えている。 

伊藤准教授は，工学系研究科・化学システム工

学専攻およびバイオエンジニアリング専攻にお

いては，生体システムエンジニアリング・分離工

学・バイオテクノロジーⅡを，それぞれ講義して

いる。医学系研究科において、医用材料の講義を

担当している。 

 

研 究 

牛田研究室では再生医療の現場で用いるため

のシンプルかつ効率的な移植材料や診断システ

ムなどのツールや技術を基礎医学、工学的な視点

より創造することを目指している。そのプロジェ

クトのひとつは組織工学的技術による骨、軟骨や

血管といった組織の再生である。各組織の特徴に

適合した組織親和性材料を用い欠損部に自在な

形状を付与する技術を開発している。また、生体

が常にさらされている物理的刺激に注目し、シグ

ナルやバイオイメージングによる解析により細

胞応答メカニズムの解明を試みている。この物理

的刺激を従来の薬剤に代わる組織再生の誘導因

子として用いることができないか、その可能性に

挑戦している。 

１．再生医学 

１）材料工学  目的組織に適した生体適合性材

料の開発を行っている。人工血管を想定した生体
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吸収性伸縮性材料の開発や血栓防止に有利な表

面素材の検討、骨形成に有利な骨用無機材料の開

発、培養担体への三次元造形技術を用いた形状付

与の研究を行っている。 

２）組織工学  細胞と人工材料を組み合わせた

移植用ハイブリッド材料の作製を行っている。具

体的には合成高分子と軟骨細胞による関節軟骨

移植材料、間葉系幹細胞と無機材料による骨用移

植材料の開発が進行中である。 

２．バイオメカニクス 

１）細胞のメカニカルストレスへの応答解析 

細胞のメカニカル刺激の受容機構はいまだ明ら

かではない。独自に開発した負荷装置を用い、静

水圧刺激や伸展刺激、剪断応力刺激に応答するセ

カンドメッセンジャーやシグナルの変化を定量、

可視化することでメカニズムの解明に挑んでい

る。さらに適切に加わった物理刺激は細胞の分化

調節に関与していることを明らかにしてきた。 

２）メカニカルストレスを応用した組織形成 

静水圧刺激の軟骨分化への効果を利用して、開発

した長期培養が可能な静水圧付加装置により組

織工学的に作製した軟骨組織の成熟化を行って

いる。 

伊藤研究室は，ハイドロゲルの開発，及びこれ

らゲル材料の再生医療・ドラッグデリバリー・癒

着防止材・止血材への応用を目指している。 

１．in situ架橋生体適合性ハイドロゲル開発 

 ヒアルロン酸・キトサン・デキストラン等の多

糖類や，樹状ポリエステルや樹状グリセロールを

出発物質に，イオン架橋，シッフ塩基形成，クリ

ック反応などを用いた，生体内で安全にゲル化す

る材料を目指している。 

２．ドラッグデリバリーシステムへの応用 

 in situ 架橋ハイドロゲルを用いた腹膜播種の

治療・腹膜癒着防止・止血材に関する研究を，附

属病院と連携しながら進めている。 

３．再生医学への応用 

in situ 架橋ハイドロゲルと細胞封入を用いて， 

3次元培養中での細胞分化制御や血管網構築、骨

再生に関する研究を行っている。また酸素キャリ

アとして膜乳化法を用いた人工酸素運搬体の開

発を行っている。 

 

出版物等 

 

(1) Chang Ho Seo, Heonuk Jeong, Katsuko S. 

Furukawa, Yuji Suzuki, Takashi Ushida,The 

switching of focal adhesion maturation sites 

and actin filament activation for MSCs by 

topography of well-defined micropatterned 

surfaces, Biomaterials 34 1764-1771 8 (2013) 

(2) Asaoka T, Ohtake S, Furukawa KS, Tamura 

A, Ushida T., Development of bioactive 

porous α-TCP/HAp beads for bone tissue 

engineering. J Biomed Mater Res A. Nov;

101(11):3295-3300 (2013)  

(3) Takayuki Akimoto, Kanako Okuhira, Katsuji 

Aizawa, Shogo Wada, Hiroaki Honda, Toru 

Fukubayashi, Takashi Ushida, Skeletal 

muscle adaptation in response to mechanical 

stress in p130Cas
−

/
−

 mice. Am J Physiol 

Cell Physiol, Mar; 304(6):C541-547 (2013) 

(4) Akira Takahashi, Yukimitsu Suzuki, Takashi 

Suhara, Kiyohiko Omichi, Atsushi Shimizu, 

Kiyoshi Hasegawa, Norihiro Kokudo, Seiichi 

Ohta, Taichi Ito, An in situ cross-linkable 

hydrogel of hyaluronan produced via copper-

free click chemistry. Biomacromolecules 2013 

(10)3581-3588 

(5) Yao-Tong Lai, Seiichi Ohta, Kazuki 

Akamatsu, Shin-ichi Nakao, Yasuyuki 

Sakai, Taichi Ito, Preparation of uniform-

sized poly [methacryloxypropyl tris

(trimethylsiloxy)silane] microspheres via 

Shirasu porous glass membrane emulsifi-

cation technique. Journal of Chemical 

Engineering of Japan, 2013(46) 777-784  

(6) Taichi Ito, Hidenori Ohashi, Takanori 

Tamaki, Takeo Yamaguchi, Mathematical 



 The Tokyo Journal of Medical Sciences. Vol.128, Oct. 2014 621 

Modeling of Molecular Recognition by an 

Ion-Gating Membrane Oscillator, Journal of 

Membrane Science, 2013(448) 231-239 



622 東京医学・第 128巻・平成 26年 10月 

 

臨床医工学部門 
 

教授 

片岡一則 

准教授 

宮田完二郎 

特任准教授 

位高啓史 

助教 

三浦裕 

 

ホームページ http://www.cdbim.m.u-tokyo.ac.jp/research/04.php 

 http://www.bmw.t.u-tokyo.ac.jp/ 

 

 

沿革と組織の概要 

疾患生命工学センター臨床医工学部門は、平成

15年4月1日に発足しました。当部門は、工学部、

医学部、東大医学部附属病院内に存在するティッ

シュエンジニアリング部および医工学連携部と積

極的な人的、学問的交流を行っております。さら

に、平成 24 年度より始まった博士課程教育リー

ディングプログラム「ライフイノベーションを先

導するリーダー養成プログラム」の参画組織とし

て、産業界との連携をも推進し、新たな医療ベン

チャーの創出や医療ナノテクノロジーに深い造詣

を持った医師や工学技術者の育成に貢献すること

も大きな目標としています。当部門は教授 1，准

教授1, 特任准教授1，助教1及び、特任教員若干

名より構成されています。 

当部門では、革新的ナノ医療を実現することを

目指しています。近年、原子・分子のサイズや精

度でものを加工（processing）し、組み立て

（assembly）、高次な機能を持つユニットを形成

する技術、すなわちナノテクノロジーが、21世紀

を先導する学術分野として大きな注目を集めてい

ます。ナノテクノロジーが創り出す素材とシステ

ムがナノスケールで一体化した「ナノマシン」は、

「必要な時（time）に、必要な部位（location）

で、必要な機能（function）」を最小限の侵襲で達

成する QOL に優れた未来型医療システム実現の

鍵を握っています。さらにナノマシンは、基礎医

学・生物学の成果を臨床応用へと迅速に展開する

上での重要なインターフェースとなることが期待

されます。本臨床医工学においては、ナノテクノ

ロジーを基盤とした革新的「メディカル・ナノマ

シン」を生みだすことで、世界をリードする「ナ

ノ医療（Nanomedicine）」の概念を国内外に向け

て発信することを目標に研究を進めています。 

 

教 育 

これまで我が国で行われてきた医工連携に代表

される活動は、異なる分野間の交流と共同研究を

推進することに主眼がありました。しかしながら、

低侵襲診断と標的治療に代表される次世代型医療

分野と、ナノテクノロジーに代表される先端工学

分野の間には未だ強固な理解の壁が存在します。
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そのため、互いの分野から的確にニーズやシーズ

を抽出し、それらを融合することが難しく、革新

的医療及びその基盤となる産業の勃興・進展が阻

まれてきました。臨床医工学では、医学と工学と

いう広汎かつ異なる分野からやって来る学生や大

学院生が、互いの背景を尊重しつつ、縦割りを廃

して活発に互いの領域に踏み込んで融合領域を学

習・研究し、未来医療のためのスマートナノマシ

ン開発に取り組むことのできる最高の環境を提供

する方針です。 

 

研 究 

医薬品は、飲む、注射する、点滴する、貼る、

など様々なルートで私たちの体内に投与されます。

いずれの方法でも、薬物は血管というパイプライ

ンによって輸送され、標的部位に到達します。そ

こで、細胞や組織にある標的と結合することによ

って作用を発揮します。 

薬剤の開発においてシャーレの中の細胞に対し

て作用が認められたとしても、細胞そのものとは

比べものにならない複雑なシステムである人体に

おいては、薬効が認められないだけでなく、重篤

な副作用が惹起されることも稀ではありません。

このような薬剤の有効性を妨げる大きな要因とし

て、薬剤の生体内での不安定性、標的に対する低

い到達効率および正常組織への非特異的分布によ

る副作用の発現などが挙げられます。逆説的に言

えば、薬剤の血流中での安定性を高め、正常組織

に分布することなく、標的に対し選択的に薬剤を

デリバリーすることができれば、薬剤の有効性を

飛躍的に高めることが可能となります。このよう

に、薬剤などの生理活性物質を「必要な時に、必

要な場所で、必要な量だけ効率良く作用させる」

システムは総称してドラッグデリバリーシステム

（Drug Delivery System, DDS）と呼ばれ、薬物

治療の新しい概念として、近年、著しい発展を遂

げております。 

当部門では、親水性高分子のポリエチレングリ

コール（PEG）とポリアミノ酸からなるブロック

共重合体の自己会合により形成されるコア-シェ

ル型の高分子ミセルの DDS 応用について研究を

行っております。高分子ミセルは、その内核（コ

ア）を構成するポリアミノ酸の側鎖の化学構造を

変化させることにより、疎水性相互作用、金属錯

体形成および静電相互作用を介して様々な薬剤

（疎水性薬剤、金属錯体および核酸・タンパク質

医薬品）を安定に内包することができ、薬剤の放

出速度を制御することが可能です。また、高分子

ミセルは、天然のウイルスに類似した数十ナノメ

ートルの粒径と表面に高密度の PEG ブラシを有

するために、生体内において異物として認識され

ず、血流中を長期滞留することができます。さら

に、高分子ミセルは、正常組織に比べて新生血管

の増生と血管壁透過性の昂進が顕著である固形が

んに効果的かつ選択的に集積します。結果として、

制がん剤を内包した高分子ミセルに関して、抗腫

瘍効果の劇的な増強および副作用の軽減が認めら

れております。実際に、制がん剤タキソール、

SN-38、シスプラチン、ダハプラチン（オキサリ

プラチン活性体）、およびエピルビシンを内包した

高分子ミセル製剤に関しては、国内外で実用化に

向けた臨床治験が実施されております。 

現在、当部門では、このような高分子ミセルに、

標的細胞を認識する機能（標的指向能）や環境に

応答して内包薬剤を放出する機能（環境応答能）

などの種々のスマート機能を賦与することにより、

病巣を認識して機能発現するメディカル・ナノマ

シンを構築し、治療の有効性および選択性を高め

ることを目標とした研究を行っております。さら

に、可視光などの外場エネルギーに応答して、治

療効果を発揮するメディカル・ナノマシンの開発

も行っております。将来的には、診断機能と治療

機能を一体化したシングルプラットホーム型ナノ

マシンを構築することを目標としております。 
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近年、遺伝子治療や RNA 干渉による疾患遺伝

子のノックダウンは、従来の治療法では対処困難

であった疾患の治療法として注目されていますが、

有効なデリバリーシステムが存在しないことが臨

床応用への大きな障壁となっています。そこで当

部門では、プラスミドDNA、メッセンジャーRNA、

および siRNA デリバリーのためのナノマシンを

開発しております。上述の外場エネルギーに応答

する機能をナノマシンに統合することも可能であ

り、in vivo で狙った場所に遺伝子および siRNA

を導入する革新的な技術として期待されます。さ

らに当部門では、3 次元造形により空間的に構造

を制御した足場材料（scaffold）と分化誘導因子

を発現するナノマシンを組み合わせることにより、

細胞移植を必要としない再生医療のためのインプ

ラント開発も行っております。 
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沿革と組織の概要 

健康環境医工学部門は疾患生命工学センター

の一部門として新たに開設された研究室で、医学

部１号館にある。2005 年 1 月 1 日から教授が就

任した。助教授・助教、博士研究員・大学院生・

卒論研修生とともに、25名ほどの人員で研究・教

育を行っている。 

本部門は、社会医学専攻に所属しており、国際

保健学専攻及び公共健康医学の協力講座であり、

関係の教育・研究に携わっている。 

 

研究内容 

健康環境医工学部門では、3 つのミッションを

設定して研究を進めている。第 1のミッションは、

疾患生命工学センターの一部門として、環境と健

康に関わる問題と医工学との融合の観点からの研

究である。環境化学物質の生体影響を総合的に把

握する技術や超微量・超微細組織レベルでの技術

の改良・開発である。第 2のミッションは、社会

医学専攻に属していることから、社会的ニーズに

応えることを念頭において毒性学を発展させるこ

とである。日本においては、環境に対する意識も

高まり、高度経済成長期に見られた重篤な公害病、

薬害の新たな発生は激減している。他方、世界的

には、「胎児期・新生児期への化学物質への曝露の

成人発症疾患」が注目を浴びている。このような

背景から、10万人を対象とした「こどもの健康と

環境に関する全国調査」（環境省）のコホート研究

が 2010年からスタートし、現在 23,000人がリク

ルートされ進行中である。同様の調査は、米国、

韓国、ヨーロッパにおいても進められている。ま

た、環境中や食品中に含まれる化学物質の安全基

準・指針作成に資する基礎研究も求められている。

第 3のミッションは、環境毒性学の基礎・応用分

野の研究をリードする人材や、安全性・リスク評

価の実務を行う人材の育成である。医学、薬学、

農学などのバイオメディカルサイエンスにおいて、

こうした環境毒性学の人材養成が立ち後れている

からである。 

2005年に遠山が教授として赴任したが、退職予

定までの 10 年間で、上記のミッションに一定の

成果を出すため、本研究部門では、化学物質のリ

スク評価に資する研究を念頭におき、胎児期・新

生児期曝露の次世代影響の動物実験（齧歯類）の

モデルの作出、ならびに毒性の分子メカニズムの

解明を主たる研究テーマとしている。この研究に

関連して、化学物質毒性や生体分子の新たな検出

技術の開発を行っている。具体的には、環境や食
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品の中に存在する数多くの化学物質の中のうち、

細胞内に親和性が極めて高い受容体タンパク質ア

リール炭化水素受容体（AhR）があり、これと結

合することによって毒性を発現することが確立さ

れているダイオキシンを主たる実験モデルとして

研究を行っている。ダイオキシン曝露がどのよう

に AhR シグナルをかく乱して様々な毒性を引き

起こすかの分子メカニズムはブラックボックスで

あり、ほとんど解明が進んでいなかった。経胎盤・

経母乳ダイオキシン曝露が生後の仔動物に引き起

こす様々な影響のうち、我々は（１）水腎症発症

に至る分子メカニズムの解明、（２）エピジェネテ

ィックな変化と成熟後の化学発がん感受性に関す

る研究、（３）高次脳機能の異常とその発症メカニ

ズムについての研究を進めている。これらは、若

手スタッフを中心として、それぞれ「分子標的毒

性学」、「エピジェネティック毒性学」、「認知・行

動毒性学」として展開している。この他、ダイオ

キシン以外の化学物質について、課題探索型の研

究を進めている。また医工学の観点から、齧歯類

の学習・記憶、情動さらに社会性行動に着目した

新たな行動実験方法論の開発やヒトＥＳ細胞を用

いた毒性評価手法の開発を行っている。 

 

教 育 

この 30 年間の間に、日本におけるライフサイ

エンスの科学的水準は飛躍的に進歩したが、残念

ながら、環境毒性学（Environmental Toxicology）

は、日本のほとんどの大学・大学院の医学・薬学・

看護・保健学のカリキュラムに十分な位置づけが

なされていない。本研究部門は、ライフサイエン

ス、臨床医学、工学を環境科学に融合させて、環

境因子の健康影響とそのメカニズムの解明につい

ての研究・教育を行っている、ユニークな、大学

の研究部門である。本部門は、社会医学専攻に所

属しており、国際保健学専攻及び公共健康医学の

協力講座であり、関係の教育・研究に携わっている。 

（１）学部教育 

・医学科 

「衛生学（必修）」 環境毒性学概論を担当 

・健康総合科学科 

「薬理毒性学（必修）」毒性学概論を担当 

「食品安全評価学（選択）」主宰 

「保健学実験検査法 実習（必修）」毒性学 

（２）大学院教育 

講義と実習及び、修士及び博士課程学生の研究

指導を行っている。 

講義は以下の通り。 

・医科学修士専攻 環境毒性学概論 

・国際保健学専攻 国際環境医学特論・ 

演習・実習 

・公共健康医学専攻 環境健康医学 

・社会医学専攻 健康・環境医工学演習 

及び実習 

 

この他、大学院博士課程の医学共通講義として、

「環境健康科学概論」を開講した。講義は、医学

のみならず、環境・人間・生態系に関心のある大

学院生を主たる対象とし、一連の講義は、環境健

康科学が包摂する広い専門領域分野における基礎

から最新の知見をカバーするような編成とした。

また、 
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沿革と組織の概要 

本部門の前身である医学部附属動物実験施設は

1971年 4月に開設された。そして、1972年 4月

の施設建設と同時に管理者として専任教員が着任

した。建物は 1973 年 3 月に竣工し、4 月より施

設運営が開始された。2001 年 4 月には医学系研

究科附属へ移行し、2003 年 4 月には医学系研究

科附属疾患生命工学センター発足に伴い、研究基

盤部門の一つとして改組され動物資源研究領域と

なった。さらに 2008 年度に動物資源学部門と改

称され、従来の動物実験の支援を主たる業務とす

る動物資源研究領域の業務を兼務することになっ

た。 

動物資源学部門は研究部門であり、遺伝子操作

マウスの解析により脳機能・神経発生の分子基盤

を明らかにすること、種々のコンディショナルノ

ックアウトマウスを作製し疾患モデル動物を樹立

すること、哺乳動物の発生工学における技術開発

を行うこと等を目標としている。 

動物資源研究領域は研究基盤部門であり、動物

実験施設の管理・運営を主な業務としている。5

名の教員の他、技術職員 4名、事務係長 1名、事

務職員 1名、学術支援専門職員 1名、技術補佐員

5名、事務補佐員 4名より構成されている。さら

に、動物飼育の一部、空調管理、器材洗浄を外部

委託しており、外部契約職員 10 名前後が施設内

で就労している。動物資源研究領域事務室は医学

系研究科動物実験委員会事務局を兼務しているた

め、教員は医学系研究科内の動物実験計画書に対

する助言も行っている。 

動物実験施設で飼育中の実験動物は、マカク属

サル、イヌ、ブタ、ウサギ、ラット、マウス、マ

ーモセットである。また、2013 年度末時点での

利用登録者数は 740人である。 

動物実験施設は建物と設備の老朽化が著しかっ

たため改修工事が行われた（2008 年 9 月工事終

了）。また、同時に医学部教育研究棟 9階Ⅱ期の

SPF マウス飼育施設を整備し、運用した。生命

科学実験棟（旧動物実験施設）の工事終了に伴い、

2009 年 3 月からコンベンショナル動物の導入が

始まり、本格的な使用再開となった。さらに、生

命科学実験棟の 6 階の整備が終了し、2012 年 6

月から全学に向けてのマウス発生工学および

SPFマウス飼育のサービスを開始した。 

 

教育 

医学科のM0に対して「実験動物資源学」の授

業を担当している。動物実験を行うために必要な
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知識の習得を目的とし、動物福祉と法規制、動物

実験の洗練、動物育種と実験動物種、実験動物の

微生物統御と動物由来感染症等について講義を行

っている。さらに、発生工学を用いた医科学研究、

疾患モデル動物の作製法等についての概説も行っ

ている。 

また、医学系研究科動物実験委員会が主催して

いる動物実験講習会の講師を担当している。内容

は「法律及び規則等の遵守に関する事項」「動物実

験等の実施及び実験動物の取扱いに関する事項」

「実験動物の飼養保管に関する事項」「安全確保及

び環境保全に関する事項」「実験動物学総論」等か

ら成る。2013年度は 7回開催し、602名の動物実

験従事者が受講した。 

 

研究 

本部門では、脳機能、エネルギー代謝等の分子

基盤を個体レベルで明らかにするため、種々の遺

伝子操作マウスを作製、解析しており主要な研究

内容は以下の通りである。 

(1) mTORの個体レベルでの機能解析 

mammalian target of rapamycin（mTOR）は

細胞のエネルギー代謝調節において中心的な役

割を担うキナーゼであり、タンパク質合成やオー

トファジーを制御することによって細胞の成長

を調節する。mTOR シグナルの破綻は癌・結節

性硬化症・神経変性疾患といったヒトの疾患に深

く関与していて、これらの疾患においては

mTOR complex 1（mTORC1）シグナルが恒常

的に活性化していることが知られている。そこで

私たちは、mTORC1経路を恒常的に活性化する

変異mTORを用いて疾患モデルマウスを作製し、

マウス個体や中枢神経系におけるmTORの役割

を明らかにすることを試みた。まず Emx1-creマ

ウスを用いた Cre-loxP 組換えによって、胎生

10.5日前後から活性化型mTORを終脳特異的に

発現させた結果、成熟マウスにおいて大脳皮質の

サイズが著しく減少していた。この減少は胎生期

における神経前駆細胞の過剰なアポトーシスが

原因であったことから、mTOR シグナルは神経

前駆細胞の正常な発生・分化に必要であると考え

られた。次に、CaMK II-tTA マウスを用いた

Tet-off システムによって胎生後期以降のマウス

前脳において活性化型mTORを発現させたとこ

ろ、顕著な成育遅滞が引き起こされ生後 2週齢前

後で死亡した。これらのマウスにおいては大脳皮

質が過形成を起こしていて、神経細胞のサイズも

明らかに肥大していた。さらに、大脳皮質の細胞

構築に異常があり、てんかん発作を示すなど結節

性硬化症の症状を示した。さらに、ドキシサイク

リンの添加により、成熟したマウスで活性化型

mTORを発現させたところ、神経細胞の肥大化、

皮質の過形成、てんかん発作が生じた。また、多

くの神経細胞にユビキチン陽性の細胞質封入体

が観察され、ミクログリアの活性化も生じ、神経

変性の表現型が見出された。これらの結果から

mTORC1の恒常的な活性化は、胎生期には小脳

症、胎生後期から成熟期では結節性硬化症、神経

変性疾患の病態を再現することが明らかとなっ

た。 

(2) CRISPR/Cas システムによる遺伝子改変マ

ウス作製 

CRISPR/Cas システムによる遺伝子改変マウ

ス作製を行った。代謝型グルタミン酸受容体１型

（mGluR1）を標的とする２種の guide RNAを設

計し、Cas9 mRNAと共にマウス前核期受精卵の

細胞質にインジェクションし、その操作卵を偽妊

娠マウスに移植した。得られた仔マウスの遺伝子

型を決定したところ、小さな欠失および挿入を持

つノックアウトマウスが高効率（22.2-58.5％）で

得られた。この時、exonuclease 1 mRNAを同時

にインジェクションすると変異マウス作製効率が

上昇することも確認できた。また、産仔の中には

mGluR1 欠損マウスに観察される小脳失調を示
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す個体が得られ、そのゲノムを解析したところ、

mGluR1変異がhomozygousであることが確認で

きた。すなわち、guide RNA/ Cas9 mRNAの受

精卵へのインジェクションから３週間で

homozygous mutant が得られたことになる。そ

の後、２種の異なる遺伝子に対して、guide RNA

と Cas9 mRNAを共発現する plasmid DNAを前

核期受精卵の雄性前核にインジェクションするこ

とによっても効率的に変異マウスを得ることがで

きた。 

CRISPR/Cas システムの導入に成功したので、

動物資源研究領域で行う発生工学サービスに、

CRISPR/Cas によるノックアウトマウス作製の

サービスを加えることとした。 
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沿革と組織の概要 

本教室は 2008 年度に疾患生命工学センター放

射線分子医学部門と改称され、それまでの医学系

研究科における放射線同位元素を使用する研究支

援を主たる業務とする放射線研究領域の業務を兼

務することになった。沿革は、2003年の疾患生命

工学センターの発足に伴い、かつての放射線基礎

医学講座と放射線研究施設の 2つの教室が母体と

なって新たな組織となったことに由来する。 

放射線分子医学部門は、放射線医学と分子生物

学を融合する研究を行うことによって、放射線の

より有効な医学応用を、最先端の生命科学を駆使

した分子レベルの研究から探索することを目標と

している。 

放射線研究領域は、医学系研究科における放射

性同位元素研究施設の管理・運営を主要な業務と

している。管理に携わる教員としての室長と放射

線取扱主任者は、医学部と病院の 2つの研究施設

とも本教室より選任されている。管理体制および

施設の使用状況について本年度は大きな変化はな

い。 

 

教 育 

医学科における放射線基礎医学の科目を担当

している。M1の講義においては、放射線の物理・

化学から始まり、放射線生物学の基礎的な部分の

理解を目的としている。また、安全な放射性同位

元素の取扱いを習得することを目的とした実習を

アイソトープ総合センターにおいて 2日にわたっ

て行なっている。 

M2 における放射線基礎医学は、臨床の現場に

おいて放射線を安全に使用するために必要な知識

を習得することを目的としている。この背景には、

医療において様々な放射線を利用した診断・治療

技術が導入されているにもかかわらず、それらの

人体影響に関する知識の不足から問題が発生して

いる事実がある。このような医療被ばくに加えて、

この講義では緊急被ばく医療に対する対応につい

ても教育を行なっている。これはまれな事象では

あっても、事故や災害などで大規模な被ばくがお

きた場合を想定して、医療に携わる人間が誰でも

知っておくべき事を教育することによって被害を

最小限に抑えることを目的とするものである。こ

のような教育はこれまでに例のないものであった

が、福島原発事故によって、その重要性が広く認

識されるようになった。 

健康総合科学科の 3年では、放射線保健学の講

義と実習を担当している。講義では、放射線防護
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に重点を置きながら広く放射線の人体影響に関す

る知識の習得を目的としている。実習では、放射

線の簡単測定を行なっている。 

大学院では、放射線による DNA 損傷応答と修

復に関する分子生物学に重点を置いた教育を行な

っている。 

これらの学生に対する教育に加えて、放射性同

位元素の安全管理において新規利用者に対する教

育訓練と継続者に対する教育訓練を、医学部と病

院において頻繁に行なっている。 

 

研 究 

疾患生命工学センター発足以来、低線量放射線

の生物影響、DNA 二重鎖切断に対する非相同的

断端結合（nonhomologous end joining: NHEJ）、

DNA 損傷に応答する細胞死、放射線治療におけ

る増感作用など幅広く放射線生物学の研究が行な

われてきた。2005年、新しい体制になってからは

DNA 二重鎖切断に対する修復機構の中でも相同

組換え修復を中心として研究を展開している。 

相同組換え修復の早期において、大腸菌では

RecA、出芽酵母では RecA のホモログである

Rad51が中心的役割を担う。歴史的経緯から、こ

のような生物における研究が活発に行なわれてき

たが、ヒトのような高等動物では、相同組換え修

復の DNA 二重鎖切断修復における役割は重要視

されていなかった。しかし、その後の研究によっ

て、もう一つの重要な修復機構であるNHEJと比

べても遜色なく高等動物でも二重鎖切断修復に重

要であることが確立されている。これら二つの大

きな相違点は、NHEJはどの細胞周期でもはたら

くのに対して、相同組換えは修復の鋳型として姉

妹染色分体を用いるために DNA 複製期から細胞

分裂期に限定されることである。もう一つは、

NHEJでは断端が結合するだけであるので、遺伝

子の異常が生じる可能性があるのに対して、相同

組換えは切断されていない染色体を鋳型として修

復するために、正確な修復が期待できることがあ

る。 

本研究室では、がんの病態に大きく寄与するゲ

ノム不安定性における相同組換え修復の意義を主

な研究対象としてきた。がんにおける相同組換え

修復に関わる遺伝子の異常は低頻度であるために、

近年はエピジェネティックな機序によるこの機構

の異常に焦点をあてている。その中でも、正常で

は減数分裂においてのみ発現する他は、がんで発

現する分子であるがん精巣抗原の、体細胞におけ

る役割の解明を進めている。 

このプロジェクトにおいて最も研究が進んで

いるのは、減数分裂の相同染色体間の接着のため

に特異的に形成されるシナプトネマ複合体を構成

する分子である SYCP3 の機能解析である。

SYCP3 のがんにおける発現を調べたところ、副

腎腫瘍、肝がん、胃がん、腎がんなど、由来臓器

を問わず発現していることが明らかとなり、がん

精巣抗原であることが確認された。この分子の非

発現細胞をメチル化阻害剤で処理すると、その発

現が誘導されることから、がんにおけるメチル化

異常によって、本来発現するべきではない体細胞

において発現することが明らかとなった。 

がん精巣抗原が体細胞において異所的に発現

した場合の生物学的意義は不明である。そこで、

SYCP3 の体細胞における発現の、細胞機能への

影響を検討した。その結果、SYCP3 発現によっ

て、細胞の放射線やシスプラチンに対する感受性

が亢進するとともに、染色体の異数性が促進され

ることが判明した。このような表現型は、相同組

換え修復の異常によるものと合致するために、

SYCP3 と細胞内において共局在する分子を蛍光

免疫によってスクリーニングしたところ、遺伝性

乳がん・卵巣がんで変異することで知られている

がん抑制分子 BRCA2と共局在することが発見さ

れた。また、これらは蛋白質複合体を形成するこ

とも確認された。そして、SYCP3 が BRCA2 に
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結合した場合には、BRCA2が Rad51と結合する

ことによって果たす相同組換え修復が抑制される

ことが明らかとなった。 

BRCA2の変異を有するがんにおいては、PARP

阻害剤に対する感受性が著しく亢進するために、

これらのがんにおいてはPARP阻害剤の臨床試験

が国際的に活発に行われている。ただし、問題点

としては、BRCA2 あるいは BRCA1 の変異を有

するがんは少ないために、この薬剤の適応となる

症例は限定されることである。本研究によって、

SYCP3 が発現することによって、これらの変異

を有しないがんの中でもPARP阻害剤が有効とな

るものが存在する可能性が示唆され、この成果は

がん治療の新しい方法を提案するものとして注目

されている（Hosoya et al. EMBO Rep, 2012）。 

このように、本研究は疾患の病態研究に寄与す

るが、一方ではがん治療における基盤的研究とし

ても重要である。放射線や多くの抗がん剤は、

DNA二重鎖切断によって抗腫瘍効果を発揮する。

ところが、通常はそれに対して修復機構がはたら

くために、必ずしも DNA 切断が細胞死に至るわ

けではない。このようながん細胞における修復機

構の詳細が解明されれば、それを標的とすること

によって、現在のがん治療をより有効性の高いも

のにすることも可能である。このような視野から、

本教室の研究を今後も展開していきたい。 
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沿革と組織の概要 

2000年（平成 12年）に発足した医学教育国際

協力研究センターは、大学直轄の附置センターの

一つとして全学的に機能しつつ、医学系研究科と

様々な関わりを持ってきた。2013年 4月からは、

医学系研究科の附属教育研究施設として移管され

るに至った。内部組織は、医学教育国際協力研究

部門、医学教育国際協力事業企画調整・情報部門

の 2つに分かれていたが、それぞれ医学教育学部

門、医学教育国際協力学部門に改称された。 

本センターは、東京大学医学部、さらに我が国

全体の医学教育の向上と、開発途上国等への医学

教育領域における国際協力という 2つのミッショ

ンを持つ。具体的には以下の通りである。 

(1) 医学教育の研究と学内外への発信：医学教

育・医療者教育は、それぞれの国や地域の保

健医療ニーズに応じて変革を続けていく必

要がある。しかし、各国・各地域では文化や

社会システムが異なるため、変革に関しては

最新の知見を実際に応用する経験が重要と

なる。実践的な研究活動を行うと共に、その

研究成果を発信して、本分野の中核的研究拠

点となることを目指す。 

(2) 医学教育領域の国際協力に関する研究：開発

途上国の実情に応じた卒前・卒後教育改善を

目的とした国際貢献に尽力し、一般化可能な

方法論を見出していく。 

(3) 本学の卒前・卒後教育の支援：医学部や附属

病院での教育を支援することで、上述した内

容の国内での有用性を示し、全国医学部の改

革につなげる。 

 

各部門の活動 

1) 医学教育学部門 

医学教育学（医療者教育学を含む）に関連した

分野の研究を推進する部門である。国際的に急速

に発展してきている医学教育学に関して、理論を

構築していく研究を展開すると共に、教育実践（改

善）活動も重視している。 

学内では教務委員会・医学教育改革ワーキング

グループ、クリニカル・クラークシップ幹事会な

どにおいて医学部における教育に関して情報提供

すると共に、委員として活動を行っている。また

PBL テュートリアルや臨床技能実習など直接の
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学生教育も行っている。フリークォーターの実習

担当施設として、学生を受け入れて、医学教育学

の研究指導も行っている。共用試験OSCEにおい

ては、専門的な見地から助言を行っている。 

学内外に向けて医学教育の知見を広めるための

東京大学医学教育セミナー、FD の役割を持つ医

学教育基礎コースは月例で開催している。また、

医療面接教育に不可欠な模擬患者を育成するため

に、東京医科歯科大学とのコンソーシアムである

「つつじの会」を運営、管理している。 

 

2) 医学教育国際協力学部門 

アジアを中心とした国々における医学教育分野

（医・歯・薬・看護・リハビリテーションにおけ

る学部教育及び現任者教育）の国際協力プロジェ

クトに参画し、活動を通じた実践的な研究・開発

を行う。また、国内外の医学教育分野における国

際協力に関する情報収集、人的交流に努め、国内

外の各種医学教育関連プロジェクトをサポートす

る。 

1 年のうち半年程度は、医学教育の実践・研究

に造詣の深い海外の専門家を外国人特任教員とし

て招聘している。この教員は、本センターの活動

計画の策定や教育活動への助言・指導を行うと共

に、共同研究を推し進める。 
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異文化協働準備教育用シリアスゲーム．医療

職の能力開発 2(1): 55-68, 2013 

6. 木尾哲朗，俣木志朗，藤崎和彦，大西弘高，

小川哲次，鬼塚千絵，西原達次．歯学士教育

課程におけるプロフェッショナリズム教育の

構築．日本歯科医学教育学会雑誌  29(1): 

63-74, 2013 

7. 任和子，大西弘高編．臨床看護総論（ナーシ

ング・グラフィカ基礎看護学）．メディカ出版．

大阪．2013 

8. 大西弘高．教育研究．内山靖編．標準理学療

法学「理学療法研究法」第 3 版．pp212-226．

医学書院．東京．2013 

9. 大西弘高．アウトカム基盤型教育の歴史，概

念，理論．田邊政裕編．アウトカム基盤型教

育の理論と実践．Pp3-38．篠原出版新社．東

京．2013 

10. 大西弘高．【臨床推論!-デキル先生ってどうや

って診断してるの?-】 臨床推論の定義とその

教育 臨床推論はどう学べばよいか．治療

95(5):1000-1003, 2013 

11. 大西弘高．【臨床推論!-デキル先生ってどうや

って診断してるの?-】 臨床推論の定義とその

教育 臨床推論とは．治療 95(5): 992-994, 

2013 

12. Ronald M. Harden, Jennifer M. Laidlaw 著，

大西弘高監訳．医学教育を学び始める人のた

めに．篠原出版新社．東京．2013. 

13. 孫大輔：【被災地のプライマリ・ケア復興に向

けて】被災地のこれから 被災地でのコミュニ

ティ・ケア プライマリ・ケアの本領を発揮

する．JIM 23(1): 62-63, 2013 

14. 孫大輔：新しい患者-医療者関係の構築に向け

て –カフェ型ヘルスコミュニケーションの可

能性−．日本ヘルスコミュニケーション学会雑

誌 4(1): 13-17, 2013 



638 東京医学・第 128 巻・平成 26 年 10 月 

15. 孫大輔：【腎臓病の up to date −病態に基づい

た治療の最前線−】 腎不全と在宅医療．カレ

ントテラピー．31(6): 649, 2013 

16. 孫大輔：【臨床推論！−デキル先生ってどうや

って診断してるの？−】臨床推論の定義とその

教育 1 対 1 教育における臨床推論．治療 

95(5): 1005-1008, 2013 

17. 孫大輔：省察的実践家入門 対話の場作りをす

すめるファシリテーターと省察的実践．日本

プライマリ・ケア連合学会誌 36(2): 124-126, 

2013. 

18. 孫大輔：【ネフローゼ症候群−診療の新たな潮

流】診断から治療まで ネフローゼ症候群患者

の紹介・逆紹介のタイミング．内科 112(4): 

673-676, 2013 

19. 孫大輔：【特集 新たな専門医制度と病院】若

手医師からみた専門医制度．病院 72(12): 

967-970, 2013 

20. 孫大輔：医学教育における Common Disease. 

提言−日本のコモンディジーズ（家庭医・病院

総合医教育コンソーシアム Vol.3）．pp74-79, 

カイ書林．2013 

21. 孫大輔訳：第 23 章 心不全．pp268-281，第

41 章 ツールキットとウェブ上のリソース．

pp504-510．CKD ブック 慢性腎臓病管理の

手引．南学正臣監訳．メディカル・サイエン

ス・インターナショナル．2013 

22. 孫大輔訳：第 15 章 統合アプローチ，多職種

連携アプローチを用いる．pp116-124, 第 18

章 教育環境の重要性を認識する．pp139-146，

医学教育を学び始める人のために．Ronald M．

Harden, Jennifer M. Laidlaw 著．大西弘高

監訳．篠原出版新社. 2013 
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東京医学会 第 2599 回～2634 回 集会一覧 

 

 

東京医学会 第 2599 回集会 

日時：平成 25 年 4 月 30 日(火) 17：00～18：30 

場所：中診 2  7F 大会議室 

演者：Dr. Rohit N. Kulkarni 

(所属) Joslin Diabetes Center, Harvard Medical 
School 

演題：TRIP-Br2 - a new player in the regulation 
of adipocyte biology 

主催：東京医学会 

共催：糖尿病・代謝内科 

 

東京医学会 第 2600 回集会 

日時：平成 25 年 4 月 26 日（金）18：00～19：30 

場所：東京大学医学部図書館 3F 333 会議室 

演者：孫 大輔 

東京大学大学院 医学系研究科 医学教育国

際研究センター 講師 

演題：「“カフェ型”ヘルスコミュニケーションにお

ける学びとは？ ～越境・対話・変容～」 

      （第 53 回東京大学医学教育セミナー） 

主催：東京医学会 

共催：東京大学医学教育国際協力研究センター 

 

東京医学会 第 2601 回集会 

日時：平成 25 年 6 月 19 日(水) 17：00～18：30 

場所：医学部 3 号館 1 階 N101 

演者：Dr Felice N Jacka 

(所属) Associate Professor, Deakin University, 
School of Medicine, Australia 
(オーストラリア ディーキン大学医学部・ 
准教授) 

演題：Diet quality and depression in children, 
adolescents and adults: new evidence 
supporting a preventative approach to 
mental illness （子供、思春期、成人におけ

る食事の質とうつ病：精神疾患への予防的ア

プローチを支持する新知見） 

主催：東京医学会 

共催：精神保健学分野／精神看護学分野／社会予防

疫学分野／精神医学分野／東京大学こころ

の発達と障害の教育研究コンソーシアム 

 

東京医学会 第 2602 回集会 

日時：平成 25 年 5 月 28 日（火）18：00～19：30 

場所：東京大学医学部図書館 3F 333 会議室 

演者：北村 聖 

東京大学大学院 医学系研究科 医学教育国

際研究センター 教授 

演題：「医学部の教育を認証する」 

（第 54 回東京大学医学教育セミナー） 

主催：東京医学会 

共催：東京大学医学教育国際研究センター 

 

東京医学会 第 2603 回集会 

日時：平成 25 年 6 月 14 日(金) 15：30～17：00 

場所：医学部教育研究棟 13 階 第 5 セミナー室 

演者：Dr. Joel Rosenbaum 

(所属) 米国 Yale 大学教授  

演題： Cutting Edge Research on Intraflagellar 
Transport : 
Passage of cilia axonemal and membrane 
proteins from the cytoplasm, through the 
transition zone, into the cilium, and the 
secretion of some of them via ectosomal 
vesicles from the cilium. 

主催：東京医学会 

共催：細胞生物学・解剖学教室・ 

神経細胞生物学教室・生体構造学教室 

 

東京医学会 第 2604 回集会 

日時：平成 25 年 7 月 10 日(水) 16：00～17：30 

場所：医学部教育研究棟 13 階 第 6 セミナー室 

演者：1. Prof. Cyril Fisher, MD, DSc, FRCPath 

(所属) Professor of Tumour Pathology, Institute  
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of Cancer Research, University of London, 

Consultant Histopathologist, Royal Marsden  

Hospital 

演題：Molecular Pathology in Diagnosis of  Soft  
Tissue Tumours 

演者：2.Prof. Michael J Klein, MD 

(所属) Professor of Pathology and Laboratory 
Medicine, Weill Medical College of Cornell 
University,  Pathologist in Chief, Hospital 
for Special Surgery, New York 

演題：Using Imaging in Orthopedic Pathology: 
Why, When, and How? 

主催：東京医学会 

共催：人体病理・病理診断学 

 

東京医学会 第 2605 回集会 

日時：平成 25 年 6 月 18 日（火）18：00～19：30 

場所：東京大学医学部図書館 3F 333 会議室 

演者：大西 弘高  

東京大学大学院 医学系研究科 医学教育国

際研究センター 講師 

演題：「ポートフォリオ評価」 

（第 55 回東京大学医学教育セミナー） 

主催：東京医学会 

共催：東京大学医学教育国際研究センター 

 

東京医学会 第 2606 回集会 

日時：平成 25 年 7 月 4 日(木) 17：00～18：00 

場所：医学部教育研究棟 2 階 第 1 セミナー室 

演者：浅野 桂 

(所属) カンザス州立大生物学科・准教授 

演題：開始コドンの厳密な選択とその異常からくる

病理について 

主催：東京医学会 

共催：分子生物学分野 

 

東京医学会 第 2607 回集会 

日時：平成 25 年 7 月 26 日(金) 10：30～11：30 

場所：医学部教育研究棟 2 階 第 1+2 セミナー室 

演者：Dr. Alice Ting 

(所属) Associate Professor 
Department of Chemistry, Massachusetts 

Institute of Technology 
演題：Mapping proteomes and imaging proteins 

with enzyme-based reporters in living cells 

主催：東京医学会 

共催：分子生物学分野 

 

東京医学会 第 2608 回集会 

日時：平成 25 年 7 月 9 日（火）18：00～19：30 

場所：東京大学医学部図書館 3F 333 会議室 

演者：西條 剛央 

早稲田大学大学院商学研究科 専任講師 

ふんばろう東日本支援プロジェクト代表 

演題：「ふんばろう東日本支援プロジェクト」にみる

現場主義と人材育成の原理～本質学として

の構造構成主義の視座～ 

（第 56 回東京大学医学教育セミナー） 

主催：東京医学会 

共催：東京大学医学教育国際研究センター 

 

東京医学会 第 2609 回集会 

日時：平成 25 年 9 月 26 日（木）18：00～19：30 

場所：東京大学医学部図書館 3F 333 会議室 

演者：猪飼 周平 

一橋大学大学院社会学研究科 教授 

演題：「ヘルスケアの歴史変動と医師の未来」 

（第 57 回東京大学医学教育セミナー） 

主催：東京医学会 

共催：東京大学医学教育国際研究センター 

 

東京医学会 第 2610 回集会 

日時：平成 25 年 9 月 17 日（火）17：00～18：00 

場所：医学部 2 号館（本館）1 階 小講堂 

演者：Ken Cho 博士 
(所属) Department of Developmental & Cell 

Biology, University of California, Irvine 
演題：Whole genome approach to understand 

Nodal signaling 

主催：東京医学会 

共催：分子病理学 教室 
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東京医学会 第 2611 回集会 

日時：平成 25 年 11 月 8 日(金) 17：30～19：00 

場所：管理研究棟 2F 第一会議室 

演者：Professor Michael J. Quon, M.D. 

(所属) University of Maryland School of Medicine 

演題：Reciprocal Relationships Between Insulin 
Resistance and Endothelial Dysfunction: 
therapeutic implications 

主催：東京医学会 

共催：糖尿病・代謝内科 

 

東京医学会 第 2612 回集会 

日時：平成 25 年 10 月 10 日(木)  18：00～19：30 

場所：東京大学医学部図書館 3F 333 会議室 

演者：山下 大輔 

米国 オレゴン健康科学大学(OHSU) 
演題：「米国の家庭医療専門医研修の現状と未来」 

 (第 58 回東京大学医学教育セミナー) 

主催：東京医学会 

共催：東京大学医学教育国際研究センター 

 

東京医学会 第 2613 回集会 

日時：平成 25 年 10 月 22 日(火)  18：00～19：00 

場所：医学部 2 号館（本館）1 階 小講堂 

演者：Nabeel M Bardeesy 博士 
(所属) Department of Biological Chemistry &  

Molecular Pharmacology Harvard Medical 
School, 
Massachusetts General Hospital Cancer 
Center 

演題：Metabolic Reprogramming in GI Cancers  

主催：東京医学会 

共催：消化器内科学教室 

 

東京医学会 第 2614 回集会 

日時：平成 25 年 11 月 18 日(月) 17：00～18：00 

場所：医学部教育研究棟 2 階 第 1 セミナー室 

演者：Eli Y. Adashi, MD 

(所属) The former Dean of Medicine and 
Biological Sciences and the FrankL.Day 
Professor of Biology at Brown University 

演題：The US Multiple Births Epidemic 1970- 

2010: Iatrogenic and Demographic Forces 
in Action 

主催：東京医学会 

共催：産科婦人科学教室 

 

東京医学会 第 2615 回集会 

日時：平成 25 年 11 月 15 日(金) 14：00～15：30 

場所：医学部教育研究棟 13 階 第 5 セミナー室 

演者：鈴木 淳博士 

(所属) 京都大学医学研究科 医化学教室 

演題：ホスファチジルセリンの細胞表面への露出を

実行するタンパク質の同定 

主催：東京医学会 

共催：分子生物学分野 

 

東京医学会 第 2616 回集会 

日時：平成 25 年 11 月 21 日(木) 18：30～19：30 

場所：医学部教育研究棟 13 階 鉄門記念講堂 

演者：Patrick Micke, MD 

(所属) Department of Genetics and Pathology 
Uppsala University Hospital, Sweden 

演題：Biomarker discovery in Non-Small Cell Lung 

Cancer: The Uppsala approach 

主催：東京医学会 

共催：呼吸器内科学教室 

 

東京医学会 第 2617 回集会 

日時：平成 25 年 12 月 6 日(金) 10：30～12：00 

場所：医学部教育研究棟 13 階  SPH 講義室 

演者：Prof. Johan Mackenbach 

(所属) Department of Public Health,  
Erasumus University Medical Center, 
the Netherlands 

演題： Social Determinants of Health in Europe: Policy 

Implication and Challenges 

主催：東京医学会 

共催：保健社会行動学分野・精神保健学分野・ 

健康医療政策学分野 

 

東京医学会 第 2618 回集会 

日時：平成 25 年 11 月 29 日(金) 18：00～19：30 
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場所：東京大学医学図書館 3F  333 会議室 

演者：ジョイス・ピカリング 
（Joyce Pickering, MD, FRCPC, FACP） 

平成25 年度 東京大学医学教育国際研究セン

ター 特任准教授 

カナダ マギル大学医学部医学科副学科長 

演題：「北米での医学部認証評価：概要とその背景」 

（第 59 回東京大学医学教育セミナー） 

主催：東京医学会 

共催：東京大学医学教育国際研究センター 

 

東京医学会 第 2619 回集会 

日時：平成 25 年 12 月 2 日(月) 16：30～17：30 

場所：附属病院 中央診療棟 2 3 階ラウンジ 

演者：Prof. Joanne Y.H. Kwak-Kim, MD, MPH 

(所属) Chicago Medical School at Rosalind 
Franklin University of Medicine and 
Science, USA 

演題：Inflammatory immune responses and its 
clinical implication in recurrent pregnancy 
losses; a role of vitamin D 

主催：東京医学会 

共催：東京大学医学部産科婦人科学教室 

 

東京医学会 第 2620 回集会 

日時：平成 25 年 12 月 20 日(金) 18：00～19：30 

場所：医学部教育研究棟 13 階  SPH 講義室 

演者：Lakshmi Vijayakumar, PhD 

(所属) Chair, WHO Suicide Prevention Group 
WHO自殺予防グループ委員長 

演題：Reducing suicide - think globally, act 
locally 

（自殺を減らすために：グローバルに考え、ロ

ーカルに行動せよ） 

主催：東京医学会 

共催：精神保健学分野／精神看護学分野、精神医学

分野、国際地域保健学分野、国際保健政策学

分野 

 

東京医学会 第 2621 回集会 

日時：平成 25 年 11 月 29 日(金)  17：00～18：00 

場所：医学部教育研究棟 11 階 分子病理学分野集 

会室 

演者：押森 直木 博士 

(所属) Laboratory of Mammalian Cell Biology & 
Development 
Howard Hughes Medical Institute 
Rockefeller University 

演題：TGF-β signaling in hair follicle stem cells 

主催：東京医学会 

共催：分子病理学教室 

 

東京医学会 第 2622 回集会 

日時：平成 25 年 12 月 12 日(木) 18：00～19：30 

場所：東京大学医学図書館 3F  333 会議室 

演者：ジョイス・ピカリング 
（Joyce Pickering, MD, FRCPC, FACP） 

東京大学医学教育国際研究センター特任准 
教授 

マギル大学医学部医学科副学科長・医学部

附属医療センター 医長 

演題：「臨床推論能力の試験 -- Key Features --  

概要と有用性」  

（第 60 回東京大学医学教育セミナー） 

主催：東京医学会 

共催：東京大学医学教育国際研究センター 

 

東京医学会 第 2623 回集会 

日時：平成 26 年 1 月 15 日(水) 18：00～19：30 

場所：東京大学医学図書館 3F   333 会議室 

演者：ジョイス・ピカリング先生 

東京大学大学院医学系研究科 医学教育

国際研究センター特任准教授 

マギル大学医学部医学科副学科長 
渋谷 健司 先生 

東京大学大学院医学系研究科 国際保健

学専攻 国際保健政策学教室 教授 

演題：「卒前教育カリキュラム開発に対する保健医療

ニーズからのアプローチ」 

（A Demand Side Approach to Medical School 

Curricula） 

（第 61 回東京大学医学教育セミナー） 

主催：東京医学会 

共催：東京大学医学教育国際協力研究センター 
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東京医学会 第 2624 回集会 

日時：平成 26 年 1 月 29 日(水) 18：30～20：00 

場所：医学部教育研究棟 13 階 SPH 講義室 

演者：Harry Minas, PhD 

(所属) Director, Center for International Mental 
Health, Melbourne School of Population 
and Global Health, Australia 

演題：“Recent developments and opportunities 

in global mental health" 

（国際精神保健の最近の動向とチャンス） 

主催：東京医学会 

共催：精神保健学分野／精神看護学分野、精神医学

分野、国際地域保健学分野、国際保健政策学

分野 

 

東京医学会 第 2625 回集会 

日時：平成 26 年 1 月 30 日(木) 16：00～17：30 

場所：医学部教育研究棟 14 階 鉄門記念講堂 

演者：Mark H. Ereth, MD 

(所属) Emeritus Professor of Anesthesiology Mayo 
Clinic College of Medicine, Rochester, 
Minnesota 

演題： Practice of Thromboelastograph in massive 
bleeding case. 

   (大量出血時の対応としてのトロンボエラス

トグラフモニタリングの実際） 

主催：東京医学会 

共催：輸血部 

 

東京医学会 第 242 回 特別学術講演会 

(第 2626 回集会) 

日時：平成 26 年 3 月 10 日（月）15：00～16：30 

場所：東京大学医学部鉄門記念講堂 

演者：大橋 靖雄 

(所属) 公共健康医学専攻疫学保健学講座 

生物統計学分野 

演題：「統計家か統計学者か」 

主催：東京医学会 

 

東京医学会 第 2627 回集会 

日時：平成 26 年 1 月 15 日(水) 19：00～20：30 

場所：東京大学本郷キャンパス 福武ラーニング 

シアター（赤門横 情報学環・福武ホール内） 

演者：Professor Hans Rosling 

(所属) カロリンスカ大学国際保健学 

Gapminder財団 

演題：“Fact-based view of the world: why 
developing vs. developed is meaningless” 
「先入観をくつがえそう」 

主催：東京医学会 

共催：東京大学グローバルヘルス・リーダーシップ 

・プログラム（GLP）、国際保健政策学教室 

 

東京医学会 第 2628 回集会 

日時：平成 26 年 2 月 18 日(火) 18：00～19：30 

場所：東京大学医学図書館 3F  333 会議室 

演者：ジョイス・ピカリング先生 

東京大学大学院医学系研究科  
医学教育国際研究センター 特任准教授 
マギル大学医学部医学科副学科長 

大西 弘高 先生 
東京大学大学院医学系研究科 医学教育国

際研究センター 講師 
孫 大輔 先生 

東京大学大学院医学系研究科 医学教育国

際研究センター 講師 

演題：カリキュラム改革に伴う問題点： 

授業時間、単位制、そしてアウトカム基盤

型教育 

“Practical Issues in Curricular Renewal” 

（第 62 回東京大学医学教育セミナー） 

主催：東京医学会 

共催：東京大学医学教育国際研究センター 

 

東京医学会 第 2629 回集会 

日時：平成 26 年 2 月 18 日(火) 18：30～20：00 

場所：医学部教育研究棟 13階  SPH 講義室 

演者：Evelyn J. Bromet, PhD 

(所属) Distinguished Professor of Psychiatry, 
Stony Brook University, USA 

演題：International collaboration in disaster 
research: challenges, compromises, 
and benefits -- case study of hernobyl 

（災害研究における国際共同：チャレンジ、妥

協、利点－チェルノブイリでの事例研究） 
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主催：東京医学会 

共催：精神保健学分野／精神看護学分野、 

精神医学分野、 国際地域保健学分野、国際

保健政策学分野 

 

東京医学会 第 243 回 特別学術講演会 

(第 2630 回集会) 

日時：平成 26 年 3 月 7 日（金）15：30～17：00 

場所：東京大学医学部鉄門記念講堂 

演者：吉田 謙一 

(所属) 社会医学・公共健康医学専攻 

法医学・医事法学担当 

演題：「人の死を生かす」 

主催：東京医学会 

 

東京医学会 第 2631 回集会 

日時：平成 26 年 3 月 17 日(月) 15：00～16：00 

場所：医学部教育研究棟 14 階 鉄門記念講堂 

演者：Prof. Peter Agre 
(所属) University Professor and Director, Johns 

Hopkins  Malaria  Research  Institute, 
Bloomberg School of Public Health, USA 

演題：Life on the River of Science 

主催：東京医学会 

共催：鉄門レクチュア実行委員会 

 

東京医学会 第 2632 回集会 

日時：平成 26 年 3 月 19 日(水) 17：30～18：30 

場所：教育研究棟 13 階 第 5 セミナー室 

演者：Gregory Y. Lauwers 
(所属) Vice Chairman of Pathology,  

Director of Gastrointestinal Pathology, 
Massachussetts General Hospital 
Professor of Pathology, Harvard Medical 
School 

演題：Topics in Gastrointestinal Pathology（仮題） 

主催：東京医学会 

共催：人体病理学・病理診断学 

 

東京医学会 第 2633 回集会 

日時：平成 26 年 3 月 20 日(木) 18：00～19：30 

場所：東京大学医学図書館 3F  333 会議室 

演者：ドウィ・ティアストゥティ 先生 
（Dwi Tyastuti, MD, MPH, PhD） 

東京大学大学院医学系研究科 

医学教育国際研究センター博士課程修了生 

演題：「インドネシアでの多職種連携学習プログラム

の試み」 
Community-based Interprofessional Collaboration 

(COMIC) Programme:  

An Interprofessional Learning for Medical and 

Health Professional Students in Indonesia 

（第 63 回東京大学医学教育セミナー） 

主催：東京医学会 

共催：東京大学医学教育国際研究センター 

 

東京医学会 第 2634 回集会 

日時：平成 26 年 3 月 26 日(水) 18：00～19：30 

場所：東京大学医学図書館 3F  333 会議室 

演者：ジョイス・ピカリング先生 

東京大学大学院医学系研究科 医学教育国際

研究センター 特任准教授 
マギル大学医学部医学科副学科長 

演題：「プロフェッショナリズムの教育と評価」 

(Teaching and Evaluating Professionalism 

in Medical Trainees) 
(第 64 回東京大学医学教育セミナー) 

主催：東京医学会 

共催：東京大学医学教育国際研究センター 
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