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【背景と胃的】正常アルブミン尿の 2型糖尿病愚者では,ス トーク封 登55Å以下の血柴蛋白

質であるIgG,トランスフェリン,セルロプラスミン,オロソムコイドの尿中排潤が,平行 して

上昇していることが載菖されている.これら血筆蛋白質の尿中排酒増 加 は , 微巌アルブミン尿

への進展予測因子であることが示されており臨床的に重要である.--:H ,高血圧は,糖尿病腎症

の発症,進展にとっての重要な促進因子であることが明らかとなっているが,その機序につい

ては明確になっていない.本研究では,正常アルブミン尿の 2型 糖 尿 病 患 者の尿中短G排酒量

と,血糖および血圧との関係を調べた.

【対象 ･方法】対象は,正常血圧で正常アルブミン尿の 2型糖尿病患者 35名 (DM+NT群),

高血圧を合併する正常アルブミン尿の 2型糖尿病患者 35名 (DM+HT群)}および対照健常

者 55名である.降圧薬を使用している,もしくは使用 したことがあるものは,対象から除いた.

早朝第一尿中の短G,アルブミン,α2-マクログロブリン排酒量,NAG活性を測定 した.

E結果】糖尿病患者の HbAIcは,DM+NT群 7.3± 1,0%,DM+HT群 7.3±0.78%で健

常者に比べ有意に高い (それぞれp<0.01,P〈O.01)が,両群間で有意差はなかった.外来平

均血圧は,DM+HT群 (104.0±6.OmmHg)では健常者 (88.0±9.5mmHg)および DM +

NT群 (86.2±6.4mmHg)に比べ有意に高い (それぞれ p<0.01,p< 0,01)那,健常者 と

DM + NT群との間に有意差はなかった.

1)尿中IgG排酒量は,DM+HT群>DM+NT群>健常者の順で有意に上昇していた.煤

中NAG活性は,糖尿病患者で健常者に比べ有意に上昇を認めたが,DM+NT群とDM+HT

群との間に有意差を認めなかった 尿中アルブミン,α2-マクログロブリン排酒量は,3群間
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で有意な差を認めなかった.2)糖尿病患者における尿蛋白排滑鼠を目的変数とする重回帰分析

では,尿中短G排酒豪は,外来平均血圧およびHbAIcとの間に"正樹関を認めた (それぞれ偏相

関係数 (B)-0.510,P<0.001;B-0.390,p-0.002).尿中NAG活性は,HbA及Cとの問に

弱 い相関を認めた くB==0.370,p -0.003)が,外来､打ち血症との間に相関はなかった (B-

0.167,p -0.194),

【考察ヨ話潤 アルブミン尿の2型糖尿病患者において,尿中短G排潤巌は血糖の上昇と全身血

圧の上昇のある患者ほど増加していた.この威縛と55Å以下のサイズの血奨蛋白質の尿中増加

が腎症の進行を予知するとする報告をあわせて考えると,糖尿病早期から,血糖管理と共に血

圧管理が重要であることが示唆された.さらに,全身の血圧が高い患者が血圧正常の患者より

尿中短G老齢樫が増加していたことは,全身血圧が糸球体に伝達されたことを示唆し,腎臓の自

動調節能の障害が起こっている可能性が考えられた.

孝一ワード:2型糖尿病患者,高血圧,糖尿病腎症,正常アルブミン尿,尿中短G董附世量

緒 言

正常アルブミン尿期の2型糖尿病患者では,ス

ト-クス径 55Å以下の (アルブ ミンを除 く)互

いに等電点の異なるWa柴蛋白質であるIgG,トラ

ンスフェ リン,セルロプラスミンの尿中排潮が,

平行 して と昇していることが報箆されている 1).

これらの尿中排滑増量紺ま,正常アルブミン尿から微

蛍アルブミン尿への進展を予測する因子であり2),

また厳格な血糖コントロ-ルにより正常化するこ

とが示 されており3),臨床的に重要である.一方,

Mogensen4)が高血圧は糖尿病腎症の悪化因子で

あること,さらに降圧治療を行うと腎障害の進行

を抑制する効果があることを報告 して以降,多く

の介入試験で腎症に対する降注療法の効果が示 さ

れている5ト 7).しかし,高血圧が腎症の発症,追

展を促進 させる機序については,明らかとなって

いない,そこで,正常アルブミン尿の 2型糖尿病

愚者の尿中 IgG排酒量と血糖および血圧の関係

を調べ,高血圧が腎臓に及ぼす影響について考察

した.

対象と方法

1.対象

対象は,新潟大学第-内科とその関連病院の外

来に通院中の正常アルブミン尿の 2型糖尿病患者

70名 (男性 織 女僅 30)である.正常アルプ ミ

ン尿の定義は,1年以内に測定 した過去 3回の随

時尿の尿アルブミン/クレアチニン比が3回とも

に30mg/gCre未満とした9).冒本高血圧学会ガ

イ ドライン8)を参考に,糖尿病患 者を血肘 直か

ら以下の 2群に分けた.外来湧鮎圧または自宅早朝

血圧が ま30/80mmH露以 仁のものを高血圧合併糖

尿病 (DM + HT群),そうでないものを打三常血

圧糖尿病 (DM + NT郡)とした,尿洗液などよ

り非糖尿病性の腎障害が疑われる症例,すべての

心血管疾患,脂肪肝以外の肝臓病,悪性疾患,

BMI30以上の肥満,尿路感染症のある症例は対

象から除外した.

対照健常者は,同施設に勤務する職員 55名

(男性 26,女性 29)である.耐糖能障害や高血圧三,

心血管疾患,肝臓病,腎臓病が疑われるものは対

象から除外 した.

すべての糖尿病患者および健常者について,降

圧薬を使用 している,もしくは使用したことがあ

るものは対象から除外した.すべての参加者からは,

検査内容についての説明を行った後に同意を得た.

2.検体採取

糖尿病患者は,連続する2回の診察 日に,早朝

第----梶 (中間尿)50m昔を容器 (ポリプロピレン

チュ-プ,FALCON)に入れて持参 した.蛋白摂

取や運動による尿中蛋白排潜の影響 10日1)を除 く

ため,検査前日の夕食後は安静を保ち,かつ就寝

前に排尿 した.早朝第日｡尿中の IgG,アルブミン,
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α2-マクログロブリン,クレアチニン排酒量,

＼ ･'･1'l-■二 】) ''I:..'･lミ ■L'll'L＼AL;)

活性を測定 し,それぞれの尿中排渦クレアチニン

.L'I:･･JI''!,'ここ 川 .UTg(i,いl･.ll.:,:!?''

ログロブリン/Cl･e.犀 NAG/Cre)を求めた.尻

採取日の診察前に空腹時採血を行い,HbAIc,舵

コレステロ-JL,中性脹肋.LDLコレステロ-JL.

HDLコレステロ-ル,血清 クレアチニンを測定

し た . 推 定 Crea也mineclearance(Ccr) 杏 ,

Kockcro免-Ga混tの計算式 12)から求めた.

推'Jt'CLl･(ml/min)- (140-年齢)×体重

/72×血清クレアチニン値 (女性 :×0.85)

3.血圧測定

自宅早朝血圧 :患者は,早朝第一尿を排尿後に

5分間安静後,上腕オシロメ トリック法に基づく

電子血圧計 (ES-P370,テルモ,東京)を用いて

座位血圧を1分おきに3回測定 した.3回の平均

値を用いた

外来血圧 :診察前に待合室で 15分安静後,良

動血圧計 (オシロメ トリック法)(BP-203RV,

オムロン,東京)を用 いて座位血圧を測産 した.1

回目の測定値を用いた.

自宅血圧および外来血圧の平均血圧を,以下の

式で計算した.

平均血圧 (mmHg)-拡張期血圧+脈圧÷3

すべての臨床データは2回の測定値の平均値を

用いた,健常者は同様の早朝第-尿採取 朝の自

宅血圧測定,空腹時血液検体採取を1回のみ行っ

た (早朝自宅血圧は検査当日と前 日の 2日間測

定上

尿および血清検体は,採取後すみやかに-

80 ℃で冷凍保存 した.

一1.尿中蛋白質などの測定方法

尿中王gGは,市販の測定用キット (Human短G

EIJISA QtlalltitatioII Kit, Bethy1 1月blI.atOI･ies,

Monもgomery,TTX,USA)を用い,酵素免疫吸着測

定法 揉LISA法)で測定した.イントラアッセイ

とインターア ッセイの変動係数は,それぞれ

5.5% (n-30)と6.8% (n-21)であった.尿

申(い2マクログロブ1)ンは,市販の測定川キ､tJ卜

(Human α 2-MacroglobulinEuSAQuantitation

Kit,GenWayBiotech,SamDie即,CA,USA)を開

いてEIJISA法で測定 した.イントラ7､ソ七イとイ

ンターアッセイの変動係数は,それぞれ 6.2%

(n-30)と7.4% (ll-19)であった.尿中NA(i

活性は,自動分析装置 (JCA-BM12,塩野義製薬

(秩))にて比色法 (合成基質法)で測定した.尿

中アルブミンは,自動分析装置 (JCA-BM12,ニ

ット-ボーメディカル (秩))にて免疫比濁法で

測定 した.総コレステロ-ルは,自動分析装置

(IABOSPECTOO8K及びBioMajestyJCA-BM8060,

和光純薬工業 (株日 にて,酵素法で測定 した.

LDLコレステロ-ル,HDLコレステロ-ル,中性

脂肪は,自動分析装置 HABOSPECTO08K及び

BioMajestyJCA-BM8060,第-化学工業 (秩))

にて,それぞれ酵素的測定法,直接法,酵素法で

測定 した.血清クレアチニンは,自動分析装置

(iAABOSPECTOO8K及びBioMajestyJCA-BM8060,

関東化学 (株))にて,酵素法で測産した.尿クレ

アチニンは,自動分析某;LYl?(JCA-BM12,関東化

翠 (樵))にて酵素法で測定 した.HbAicは,自

動分析装置 (HLC-723G8,東ソ- (秩))にて

高速液体クロマ トグラフイ･一法 (HPLC法)で測

定した.

5.流言†

尿中蛋白排酒量を中央値 (最小値一最大値)で

表 し,それ以外の連続デ-タはすべて平均値±標

準偏差で嚢記した.尿蛋白排酒量は,対数変換後

に解析を行い,測定値は幾何学平均値で表 した.

正規分布および対数正規分布を示す臨床データの

多群間の比較は,一元配置分散分析 (ANOVA)

で有意差を検定 し,続けてTukey-Kramer法で

多重比較検定を行った.分類データの割合の比較

には,x2独立性の検定を用いた.それぞれの尿

蛋白排酒量と臨床デ-タとの関係を,単回帰およ

び重回帰分析を用いて調べた.有意水準は,危険

率 5%未満 とした.統計解析 は,SPSSversion

17,0(SPSSIriC.,Chicago,IL,USA)を用いた,
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結 果

1.患者背景 (表 1)

年齢了性別,脂質,BMI,喫煙の頻度は3群間で

有意差はなかった.HbAIcは,糖尿病患者で健常

者に比べ有意に商いが,DM + NT群 とDM +

HT群 との問に有意差はなかった.外来および自

宅平均血圧は,DM+ HT群では健常者および

DM+ NT群 に比 べ有意 に高 いが,健常者 と

DM+NT群 との閏に有意な差はなかった.糖尿

病の推定躍病期間やインスリン治療,網膜症,高

脂血症治療の頻度は,DM+NT群とDM+HT

群 との 間 に有意 差 はなか った.推定 ccrは,

DM+NT群およびDM+HT群で健常者に比べ

有意 な上昇 を認めた (それぞれ P< 0.05,P<

0.01).

2.尿中蛋白排雅量

それぞれの尿蛋白排潮騒の 3群間 (健常 者,

Ⅰ~)M + NT酢.I)M + HT肝)でU)比較を表 2に

示す.尿中短G排酒屋は,DM + NT郡で健常者

に比べ有意な し昇 を認め (P< 0.01),さらに

DM + HT群で,健常者および DM + NT群に比

べ有意な上昇を認めた (それぞれ P< 0.01,P<

0.01).尿中 NAG活性は,糖尿病患者で健常者に

比べ有意 に上昇 を認 めたが, DM + NT群 と

DM + HT群 との問に有意差を認めなかった.梶

中アルブ ミン排酒量および尿中 α2-マクログロ

ブリン排酒量は,3群間で有意差を認めなかった.

3.糖尿病患者 70名におけるそれぞれの尿蛋白

排油量と臨床データとの相関

正常アルブ ミン尿の 2型糖尿病患者 70名につ

いて,それぞれの尿蛋白排酒量と臨床データとの

相関を単回帰および套酎司堀分析で調べた (表 3).

単回聯分析では,尿中IgG排酒量は外来平均血圧

用 =牡l係数 (1･1-0.41)3.P〈O.001).El押目;･均Ll'ILll--.

().-0.404､I)くし1.0011および Ht)AILl(t･- 0.311､

p-0.002)ど,尿中 アルブミン排酒星は,HbAIc

(r-0.349.I--0.00:･いと.ltJIIいNA(i,油性はHbAILl

(ど -0.338,p -0.004)ど,尿中 α2-マクログロブ

リン排酒量は性別 (女性)症-0.396,P〈O.001)

とそれぞれ有意な相関を認めた.

糖尿病患者におけるそれぞれの尿蛋白排潤遍と

外来平均血圧の関係 を図 1に示す.重回帰分析で

は,尿 中 IgG排 溝 鼠 は,外 来 平均 血圧および

HbAIcとそれぞれ有意 な相 関 を認 めた く表 3).

尿 中アル ブ ミン排 酒 量 と尿 中 NAG活性 は,

HbAIcとそれぞれ有意な相関 を認めたが,外来平

均血圧とは有意な相関はなかった (それぞれ偏相

関係数 (B)-0.045,p- 0.731;B- 0.159,p-

0.194).また,外来平均血圧の代わ りに早朝平均

血圧を用いた解析でも,尿中 短G壬翫世量は早朝平

均血圧 と有意な相関を認めた (B- OA40,P<

0.001)が,尿中アルブミン排滑鼠 尿中NAG活

性,尿中α2-マクログロブリン排酒量は,早朝平均

血圧との相関を認めなかった (それぞれB-0.073,

p-0.572;B-0.180,p-0.且63;B==0.040,P==

0.755).

考 察

正常アルブ ミン尿の 2型糖尿病患者において,

尿中短G排潤は血糖の上昇 と全身血圧の上昇の

ある患者ほど増加 していた.この成績と,正常ア

ルブミン尿の 2型糖尿病患者における55Å以 下

のサイズの血紫蛋白質であるIgG昌 ､ランスフェ

リン,セルロプラスミンの尿中排酒増加が腎症の

進行を予知するとする報告 6)をあわせて考える

ど,糖尿病早期から,血糖管理 と共に血圧管理が

重要であることが示唆 された.

正常アルブミン尿の 2型糖尿病患者の尿｢恒 gG

排酒量は,健常者に比べ有意に上昇 していた.そ

の機序に関 しては,まず糖尿病ラットの研究では,

血糖が高くなると輸入細動脈の相対的拡張が起こ

り,糸球体内圧上昇や腎血流量の増加が起こるこ

とが示されているi3).次に糸球体滴適職を通過す

る血祭蛋白質の選択性について,Deenの学説 i4)

では,糸球体減退膜には 2種類の poreが存在 し,

1つは半径 30Å前後で荷電によって蛋白が漏れ

ないようになっているが 行esもric如epore),もう

ひ とつの大きなpore(non-reS溶滴vepore)は,



小原 :正常アルブミン尿の2型糖尿病患者における尿中IgG‡附軽量と全身血圧との関係 459

表 見 患者背鼠 正常アルブミン尿の糖尿病患者 70名,健常者 55私

正常アルブ志ン尿の 2型糖尿病患者

健常者 DM+NT 群 持M+HT群

人破

性別 (女/男)

年齢 (逮)

推定羅病期間 (年)

JN ll:L:･;1H

HbAIc(%)

外来平均血圧 (mlTMg)

早朝平均血圧 画 m Hg)

糖尿病網膜症

高脂血症治療

インスリン治悼

喫煙

中性脂肪 恒ddl)

総コレステロール (mgl瑚

L川 :jレステロIJレ!l一喝し･:ll

HDLコレステロ- ル (mg/dり

推定 ccr(mum摘)

55 35

コL),;コ(1 lLq /17

55.2土 呂.0 56.ij=9.4

L).:1土7.1

コ1.0士二.() ココ.7士3.3

5.Ii=0.二L) 7.十LI.Olr~

88月 士 9.5 86.2土 6.4

88.7士8A 87.5i=5.7

7日2.7%)

107.5土(lLq.1

213.2土3射6

119.3j=30,8

(15.寸土15.3

～)().二士IL).(i

S

t単純 7,増殖 り

9(25.7%)

8(22.9%)

ト.:二二.I)l･.･)

100.2士魂6.4

二01.6土3(～.1

114.2士 別.0

59.2i:10.9

*
l(1コ.()=土310.コ

35

12123

55.8j:8.浬

9.1士5.8

23,4士2.4
■■-

7j i().78'

柑4.0j=6.が‡

103や5士 7正三

8

(単純 3号増殖 5)

ll(31.1̀?-ノ(I,)

5日乳3%)

9(25.7%)

)コ1.()土 65.0

209.4j=40.2

11tq.ヰ±:lI:1

58.0士12.1

107.8士22.3†

連続T タは 平二J:目上 標進偏Al:-て表L711=.LL･tニクL/アナ二ンクリアランス ･t, (;.ti5

vs.健常暑,†p<o剖 vs.健常象 ‡p<O.olvs.DM+NT瓢



460 新潟医学会雑誌 第 123巻 第 9号 平成 21年･ほ009)9月

表2 健常者,DM+NT郡,DM+HT群における早朝第--尿中の IgG,アルブ ミン,α2-マクログ

ロブリン排酒量および NAG活性

正常アルブミン尿の コ型糖尿病患者

健常着 (∩-55) DM+NT群 (n=35) DM+HT群 錘-35)

,･;'i･いItg･=m::,uL･! 二･･tH:)1､ hl･ :日日t-I~.二､i ･.1､日 =-:､こき

,lJilii:＼l己､川1.1日=-,,:･tl､･- い)..≡:､＼ :日 日 ･ ニ ーヾ : -I:(.日 日-卜･･:.

尿中 L:'-＼hき∵.__t.:･ :･一日= ‥ Ih1,, ､'II.f) ･｢:こ.･ 邑~t.{ー l二(..･

尿中NAG(U/gCre) 3.2日.3-6.4) 5.3(2.2-19)* 5.2(2.0-1日確

データは,中央値(最羽 直-最大値)で表した.*pく0.01vs.健常嵐 †p<O.olvs.DM+HT群.

嚢 3 正常アルブ ミン尿の 2型糖尿病患者 70名における尿中蛋白排潮 騒を目的変数とした重回帰分析

目的変数 有意な独立変数 偏相関係数 も即 P値

尿中 書gG 外来平均血圧

tIhAlL:

尿中 Albu血 n Hb射 C

尿中 NAG HbAIc

尿中 α2-MG 性別(女性)

0.360

0.370

0.355

く 0.001

0,002

0.001

0.003

0.005

変数は書年齢,性別 そ女性),BMl,喫煙,外来平均血圧,推定羅病期間,HbAIc,

糖尿轟網様正 l川 コL/ステロールである.
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図 1 正常アルブミン尿の2型糖尿病患者70名における外柔平均血圧と早朝第 ---尿中

の短G (A),アルブミン (B),NAG (C),α2-マクログロブリン (D)排酒量

との関係

尿中IgG排酒量は外来平均血圧との間に有意な相関を認めた,アルブミン,NAG,

ty2-マクログロブリンは外来平均血圧との間に相関を認めなかった.

荷電による蛋白喪失を制御できないようになって

いる (̀theisoporousandshuntpathwaymodel').

これ ら2つの成績をあわせて考えると,高血糖に

より糸球体内圧が上昇 した際には,血柴中の IgG

扮 子量 160kDa,ス トークス径55A,等電点 7.4)

461

は,大 きな (porenon-restrictive)か ら漏出 して

くる可能性が考えられる.こうした考 えは,健常

人では肉や魚など蛋白質摂取 (急性蛋白負荷)を

した後 には一過性 に GFRが上昇するが,この際

に尿 中のアルブ ミンや α2-マクログロブ リン排
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漸 二変化はみられないが,IgGの尿中排酒が増加

するとする所見 10)15)から妥当なものと思われる.

さらに糖尿病患者の尿中IgG排酒鼠が,全身血

圧の高い症例ほど増加 していたことは,全身血圧

が直接糸球体内へ伝達されている可能性を示唆す

るものである.この考えは,糖尿病状態では,全

身血圧の変動に対 して GFRを一定に保つ しくみ

(腎臓の自動調節能)16)が障害 され 全身血圧依

存性に糸球体内圧が変動しているとする報告17ト19)

により支持されるように思われる.

尿中アルブミン排酒量は,健常着,DM + NT

群,DM+HT群の 3群間で有意な差を認めなか

った,血華中のアルブミン (分子量 67kDa,ス ト

-タス径 36A,等電点 4.9)は,そのス ト-クス

径から考えて,糸球体内圧が上昇 した場合,糸球

体減退膜の大きなporeを通過すると推測 される

ためチこの結果は上記の考えと矛盾するものであ

る.これについてアルブミンとIgGとで尿細管で

の再吸収の程度に違 い があるかもしれないことが

----一つの理由として挙げられる.糸球体凍過膜を通

過 したアルブミンは,そのほとんどが近位尿細管

で再吸収 されると考えられている20)21).また尿

細管での再吸収は蛋白質のサイズが小さいほど盛

んであると考えられている22).これらのことか

ら糸球体内圧が上昇 して減退膜の通過量が増えた

場合,アルブミンは尿細管での再吸収が盛んなた

め尿中排潤の増加にまで至らないが,一方短Gは

ス ト-タス径が比較的大きいことからアルブミン

と比べ再吸収の程度が弱く,尿中排酒の増加が起

こっているかもしれないことが考えられる.

尿中 α2-マクログロブリン排酒量は,健常着,

DM+NT群,DM+HT群の 3群間で有意な差

を認めなかった.α2-マクログロブリンは,分子

量770kDa,ス トローク径88A,等電点 5.4の血

寒中の比較的大きな糖蛋白質であり23),健常九

ではその尿中排酒は微量である.a2-マクログロ

ブリン排渦は,2型糖尿病患者のうち予試験航法

尿蛋白陽性患者および尿蛋白陰性愚者のうちの

･部の患 音で 1二昇していることが報告されてい

る24)25).健常人では,α2-マクログロブリンの尿

中排渦は急性蛋白負荷後の一過性GFR上昇時に

も変化が認められない 10)15)ことと,α2-マクロ

グロブリンが Deen学説の糸球体減退膜にある

non-陀Stric如eporeよりも大きいことを考える

と,糸球体内圧が上昇しても,糸球体凍過膜が正

常の状態ではα2-マクログロブリンは糸球体ろ

過膜を通過することができないこと, 方̂,non-

resty溺veporeに障害 (サイズバ リアの障害)が

起こっている場合はα2-マクログロブリンが糸

球体減過膜を通過することが考えられる.したが

って,本研究の糖尿病患者の糸球体減退膜のサイ

ズバリアは障害されていないことが示唆される.

正常アルブミン尿の 2型 糖尿病患者において,

尿中NAG活性は,健常者に比べ有意な上昇を認

めた.NAGは,腎の近位尿細管 l二皮細胞のライソ

ゾームに豊富に存在する糖質分解酵素であり26),

腎臓の尿細管障害により尿中活性が上昇する27)

と考えられている.尿中NAG活性は,糖尿病 患

者では,微量アル ブ ミ ン 尿 出 現 以 前 から増加 し28),

短期の血糖コントロ-ルの影響を受けHbAleの

動きと､附子して変動する29)ことが報JB･されてい

る.本研究では,lf_常アルブミン尿の時期から尿

中NAG活性の上昇を認め,また尿中NAG活性

とHbAIcとの間に相関を認めた点で,過去の報

告と ｡致する結果であった.糖尿病早期における

尿細管障害の存在が示唆された.また本研究の糖

尿病患者では,尿中NAG活性と全身血圧との問

に相関はみられなかったが,過去の報告でも同様

の結果が多い30ト 32).尿中NAG活性と尿中IgG
排酒量とで全身血圧との関係が異なっていたこと

は,両者の尿中排渦増加にはそれぞれ別のしくみ

があることを示唆 し,尿中短G排胤 上昇は,尿細

管機能ではなく糸球体液過量の変化を反映してい

ると考えられる.

結 語

1.正常アルブミン尿の 2型糖尿病患者におい

て,尿中IgG排酒量は血糖の上昇と全身血圧の上

昇のある患者ほど増加 していた.この成績と55

Å以下のサイズの血梁蛋白質の尿中増加が腎症の

進行を予知するとする報告をあわせて考えると,
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糖尿病筆問から,血糖管理と共に血圧管理 が重要

であることが示唆された.

2.全身の血圧が高い患者が狂乱庄正常の患者よ

り尿中IgG排酒量が増加 していたことは,全身血

圧が糸球体に伝達されたことを示唆 し,腎臓の自

動調節能の障害が起こっている可能性が考えられ

た.

謝 辞

ご指導 を賜 りました柑潤義帯教授,伊藤正毅特使教

撹,研究を進めるにあたり多大なる協力を噴いた中川内

矧 糞院副 医院長の中川理先生に心より深謝申 レ上こげま

す.

参 考 文 献

1)NこlI･itこIT.Fujit;IH.SasこIkiH,H(lSl)baM.Miul･aT,

Yosh量okaN,MoriiT,Sh呈motomaiT,Koshimura

J,F頑はH,KakeiM and王toS:Parallelincrease

まnurinaryexcretionratesOfimmunogiobu旦in

G,cem且loplasmin,transferrin,andorosomt旦COid

illnOrmOalbuminurictype2diabeticpatients.

DiabetesCare27:1176-1181,2004.

2)NaritaT,HosobaM,Kake豆M andltoS:

ⅠncreaseduTinayyexcr如ionsofimmunoglobulin

G,ceruloplasmin,andtransferrinpredictdeve1-

opmentofmicroaibuminuriainpat豆entswithb,pe

2diabetes.DiabetesCare29:142-1購,2006.

3)NとIritとIT.FujitllH､KoshimuT･a∫,MeguroH.

KitヱUJatOH.ShilllOtOmaiT.KagayaE.SuzukiI(.

MurataM,UsamiAandleoS･.Glycemiccontrol

reversesincreases in urinary excretions of

immunoglobulinGandeeruloplasmin豆ntype2

diabeticpatientswithnormoalbtまminuTia.Horn

MetabRes33:370-378,2001.

4)MogensenCE:Progyessionofnephropathyin

lonがeFmdiabeticswithproteinuriaandeHectof

ini血豆anti-hypeTtenSivetreatment.ScandIClin

bblnvest36:383-388,1976.

5)PaTVingH-H,JacobsenP,RossingK,SmidtUM,

HommelEandRossingP:Benefitsoflong一七erm

antihypertensivetreatmentonprognosisindia-

betienephTOPathy.Kidneylnt49:1778-1782,

1996.

6)UK ProspectiveDiabetesStudyGroup:Tight

bloodpressurecontrolandFishofmacrovascular

andmicrovascularcomplicatio王IS量ntype2di且-

bettチS(UKPr)S38).BMJ317:703-713､1998.

7)HovidP.EisingS.TarnowLLaesnN,Rossillg

l(,BinderC.RossingPandPaIVingH-H:

Decreasingincidenceofseverediabeticmicroan一

g豆opathyintype1diabetes.DiabetesCare26:

1258ー1264,2003.

8)Japanese Society ofHypeTtenSion:Japanese

Soriety orHypertensiotlgtlidelines fortlle

mamlg州1e11t Ot-hyperttlnSioTl (.TSH2004上

Hype純ens豆onRes29(Supple),S7-S19,2006.

9)触 edcan DiabetesAssociation:Standardsof

Medical CareinDiabetes.DiabetesCaTe28

(Suppl1):S4-S36,2005.

10)NaritaT,氾tazatoH,KoshimuraI,SuzukiK,

MurataMandltoS:Effectsofproteinmealson

thetlrinaryexcretionofvariousplasmaproteins

inhealthysubjects.Nephron81:398-405,1999.

ll)HouhalaIA:EffectsofexerciseonglomerulaF

passageofmacromoleclユiesinpatientswithdia-

beticnephropaもbyandinhealthysubjects.Scand

JClinlmvest50:27-33,1990.

12)CockcroflDW andGaultMH:Predictionof

eIでatinineCleal･anCefl･OlllSeru111CreatinillP.

Nephron16:31-41,1976.

13)HostetterTH,Troy JL and Bremner BM:

Glonlerulal･hemOdynと1111iLISil一experimentaldin-

betesmellitus.Ki血ey‡mも19:現OI415,1981.

14)DepIIW九/I,BridgesCR.Bt･ennel-BMandMyers

BD:HeteroporotlSmOde呈ofglomerularsize

sPlⅣtivity:.lPPlirationtononllalandn叩hl･oliC

humans. Am J Physio1 249(RenalFltlid

ElectrolytePhysiol18):F374-F389,且985.

15)KoshimuraI,NaritaT,Sas独立H,HosobaM,

YoshiokaN,Sh豆motomaiT,FujitaH,KakeiM

andltoS:Urinaryexcretionoftransferrinand

orosomucoidareincreaseda鮎racuteprotein

loadinginhea馳hysubjects.NephronCl豆nPract

lOO:C33-C37,2005.

1(nMこiddoxr)A;llldBrellllerBM:GIoIllerulartlltI･a-

Bltration.In:BrennerBM (eds)TheKidney.5th



464 新矧束学会雑誌 第123巻 第9号 平成21年 は009)9円

ed,Vo12,Saunders,Phi里ade呈phia,pp286-333,

1996.

17)ParvingH-H,KastrupH,Sm呈dtUM,Anderson

AR,Feldt-Rasmussen B and ChristiansenJS:

Impairedautoregulationofglomerularfutration

rate in type 1(insulin-dependent)diabetic

patientswithnephropathy.Diabetologia27:547-

552,1984.

18)ChdstensenPK,HansenHPandParv豆ngH-H:

Impa呈redautoregulationofGFRinhypertensive

no n-insulin 退ependentdiabeticpatients.Kidney

lnt52:1369-1374,1997.

19)Hashimoto Y,王deTa K,Yoshimura A and

KoshikawaS:AutoregulationofrenaH)loodflow

instreotozocin-induceddiabeticrats.Diabetes

38:1109-1113,1989.

20)RussoLM,SandovaまRM,McKeeM,OsickaTM,

CollinsAB,BrownD,MolitorisBAandComper

WD:rmenormalkidneyfuterednephroticlevels

ofalbumirl retrievedbyproximaltubulecells:

retrievalisdisrtiptedinnephroticstates.Kidney

lnt71:504-513,2007.

21)KaysenGA,MyersBD,CouserWG,RabkinR

andPeltsJM:Biologyofdisease.Mechanisms

andconsequencesofproteinuria.LabInvest54:

479肘498,1986.

22)IshibashiF:Glomerularclearanceandtubl且lar

reabsorptionofIgGlandlgG4inmicTOalbumin-

u貢cpatientswithnon-insulin-dependentdia-

betesmel豆itus(NⅠDDM).DiabetesResCl豆nPrac

22:45-5号,1993.

23)HallPKandRobertsRC:PhysicalaridChemical

propertiesofhumanp豆asmaα2-macrog1obulin.

BiochemJ171:27-38,1978.

24日toS,YamazakiM,UsamiA,Hanyu0,Tan主N

andShibataA:Urinaryexcritonrateandclear-

anceofIgG4andα2-maeroglobulinintype2

diabeticpatients,HornMetabRes27:303-304,

1995,

25)ItoS,UsamiA,YamazakiM andShibataA:

A radioimmunometrieassayぬrurinary α2…

macroglobulin.TohokuJExpMed176:137-147,

1995.

26)suztlkiT,OuchiM,IgariYandObaK:Urinary

N-acetyl-針 D-がucosanimidase(NAG)in

patientswithdiabetesmellitus.NipponRinshoin

Japanese66(Suppl頼 416-422,2008.

27)SkalovaS:ThediagnosticroleofurinaryN-

ac時1-bete-D-glucoSaminidase(NAG)activ-

ity豆nthedetectionofrenaHubularimpairment.

ActaMedia48:75-80,2005.

28)UIsuS,EfeBandAlataS0:SerumcystatinCand

urinaryenzymesasscreeningmarkersofrenal

dys氏lnCtionindiabeticpatients.Jnephro118:

559-567,2005.

29)ObaK,IgariY,MatsumuraN,WatanabeK,

InuzukaY,AjiroY,OkazakiK,SatoS,SuzukiT,

NakanoHandMetoriS:Effectofcontrolofblood

gltlCOSeOnurinaryexcretionofN-acetyレ声 D-

glucosamin豆daseinelderlytype2diabetesmelli-

tus.∫NipponWedSch67:143-145,2000.

30)San°T,KawamuraT,MatsumaeH,SasakiH,

NakayamaM,HaraT,MatsuoS,HottaNand

SakamotoN:Effectoflong-tem enalapriltTeat-

mentonhypertensiveandnomotensiveNⅠDDM

patients,DiabetesCare17:420-424,1994.

31)Hira毒M,NakanoH,ObaK andMetoriS:

Microa王bumin and N-acetyl-beta-D-glu-

eosaminidaseinrandom spoturinesamplesas

predictorsofdiabeticneph㌻opathyimtheelderly

noI卜insulindependentdiabeticpatients.N短Pon

lkaDaigakuZasshiirkJapanese64:518-525,

1997.

32)MunganN,YukselB,Ba汝manM,TopalogluAK

arldOzerG:UrinaryN-acetyトbeta-D-glu-

cosaminidaseactivityintype1diabetesmellitus.

IndianPediatr40:姐0I414,2003,

(平成20年 12月22日受付)


