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研究成果の概要（和文）：腎移植術は心リバースリモデリング効果を持つ。本研究ではその影響因子抽出を試み
た。生体腎移植術を受けた65例を対象とし、術後1年での心筋重量係数20%以上改善例をResponder群（28例）、
それ以外をNon-responder群（37例）とし2群間の患者背景、心形態、心機能を比較した。Responder群では術前
の心筋重量係数が高値、EFの低値、血液透析導入率の低値、短期透析期間、術後の家庭血圧管理率高値という特
性が見られ、MIBG心筋シンチグラフィーから交感神経機能の改善も示唆された。これら抽出されたResponder特
性は、尿毒症性心筋症予防戦略開発の糸口になると考えられる。

研究成果の概要（英文）：Renal transplantation (RT) causes LV reverse remodeling. We aimed to 
identify the contributor associated with LV reverse remodeling after RT. Methods: Sixty-two 
end-stage renal disease patients with LVH who underwent RT were enrolled. Echocardiographic data 
were obtained before RT, at 1-, 6-, and 12-month after RT. Results: Forty-six patients (74%) were 
classified into responders characterized by a decrease in LVMI. LV ejection fraction (EF) 
time-dependently increased from 59±11% to 69±3% in responders, but not obvious in non-responders. 
Of note, RT had strong negative correlation with basal EF value. Although most non-responders 
received RT after the dialysis therapy, 61% of responders have not received dialysis therapy. 
Responders had a good control of the home BP after RT. Conclusion: RT cardiac responders are 
characterized by low EF, low prevalence rate of maintenance dialysis at baseline and maintained good
 home BP control after RT.

研究分野： 循環器内科
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研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究では腎移植後心リバースリモデリング群に術前の心筋重量係数が高値、EFの低値、血液透析導入率の低
値、短期透析期間、術後の家庭血圧管理率良好という特性が示された。この結果は末期腎不全患者の心筋症に可
逆性のステージがあることを証明し、今後これら腎移植後心機能回復の影響因子に着目することで、腎移植の早
期対象化、究極的に慢性腎不全患者の生命予後改善につながるものと考えられる。さらにuremic 
cardiomyopathyの新規治療法開発・発展にも寄与する可能性がある。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
慢性腎不全患者の増加に伴い、透析療法など腎臓代行治療の導入例も増加の一途をたどってい
る。透析技術の進歩や心不全の薬物/デバイス治療の発達にもかかわらず、いぜん心不全合併末
期腎不全患者の生命予後は悪い。このことは、血液透析のみでは心不全増悪のリスクは回避さ
れず、心臓への圧負荷、容量負荷、尿毒症に伴う電解質・内分泌異常は残存し、心機能障害が
進行していくことを示唆している。しかし、現在その打開策は無く、末期腎不全患者の心機能
障害に新たな心不全治療の開発が望まれるが、そのためには、末期腎不全患者の心筋障害 
(uremic cardiomyopathy; UC) を、これまでと違った視点でとらえ、その発症・進展に関わる
新たな治療標的因子を見つけだすことが肝要である。  
これまでの心腎連関研究は、心血管病のリスク因子として CKD を捉える事に主眼が置かれ、末
期腎不全に合併する心筋障害の治療研究は、ほとんど注目されていなかった。 
 
２．研究の目的 
腎移植後心機能改善例の特性を分析することから末期腎不全に合併する心筋障害のメカニズム
や治療標的をあきらかにすること 
 
３．研究の方法 
本研究へのエントリー期間を平成 28 年～平成 29 年度とし、当院で生体腎移植術を受けた 65
例を対象とした。術後左室心筋重量係数（LVMI）が 20%以上改善した例を Responder 群（28 例）、
改善率が 20%未満の例を Non-responder 群（37例）と定義した。 
腎移植前、腎移植後 1、3、6、12 か月の時点で心機能、種々の影響因子の評価を行った。評価
項目は以下の通りである。2群間の患者背景、心形態、心機能を比較した。 
【評価項目】 
（A）患者特性 

患者背景：性別、年齢、BMI、透析歴を含めた既往歴、合併症、生活習慣、NYHA 心機能分類 
（B）影響因子評価 
容量負荷指標：下大静脈径（週内平均値） 
血圧    ：24hr 血圧計、日内・週内変動など 
自律神経活性：心拍変動パラメータ、MIBG 心筋シンチ 
血液学的検査：腎性貧血 
内分泌・生化学的検査：PTH、renin、aldosterone、Ca/P、BNP、CNP 
血管動脈硬化指標：PWV 測定、AI測定、IMT 測定 

（C）心機能評価 
心収縮能／拡張能：UCG(EF, E/e’ ,e’, LVEDV, LVESV, global longitudinal strain など) 
大動脈弁機能：UCG（弁口面積、大動脈弁通過血流速度） 

 
４．研究成果 
１） Responder 群において、術前に比して、術後、

LVMI(150±32 vs. 105±22 g/m2, p<0.0001)
のみならず、左室拡張末期容積(121±22 vs. 
95±26 ml, p<0.0001)、左室駆出率が改善し
た（図 1）。Non-responder 群では、フォロー
アップ期間を通じて LVMI、左室拡張末期容積、
左室駆出率に有意な変化はなかった。 

 
 
 
 
 
 
２） Responder 群において、有意に術前の LVMI が高値

(150±32 vs. 127±24 g/m2, p<0.001)であったが、
術前の血液透析導入率は低く（53 vs. 73%）、透析期
間は短い傾向があった（表 1）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



３） さらに、Responder 群において、術後の家庭血圧が Non-responder 群に比して低値であっ
た（118±24 vs. 126±10 mmHg、術後 12 ヶ月, p<0.01、図 2）。さらに、移植後血圧変動
の改善も認められた。（図 3、4） 

 
 

４） MIBG 心筋シンチグラフィーの結果、腎移
植後心臓交感神経機能の改善が示され、
腎移植後新機能改善のメカニズムの一
つと考えられる（図 5）。 

 
 
 
 
 
 
 
５）尿毒素と心機能障害の関連については、当初想定していた indoxyl sulphate などの測定
が困難なことから明確な関連データを出すことができなかった。そのためその代わりとして尿
中 D-セリン濃度に着目し研究を進め、動脈硬化患者では尿中 D-セリン濃度が腎機能悪化の予後
規定因子となることを明らかにした。 
文献；Iwakawa H et al., Urinary D-serine level as a predictive biomarker for deterioration 
of renal function in patients with atherosclerotic risk factors. Biomarkers, 2019.   
 
結語；Responder 群では術前の心筋重量係数が高値、EF の低値、血液透析導入率の低値、
短期透析期間、術後の家庭血圧管理率高値という特性が見られた。とくに注目すべきは、
左室リモデリングが進行しているレシピエントにおいても、術後の血圧管理を厳格に行う
ことでリバースリモデリングが得られることが示唆された点である。 
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