
業績一覧

病因病態医学講座 分子病理学
1.領域構成教職員・在職期間
教授 内木　宏延 平成２年６月―
准教授 稲井　邦博 平成１１年４月―
助教 長谷川　一浩 平成１２年４月―

2.研究概要
研究概要

キーワード

業績年の進捗状況

特色等

1．ヒトアミロイドーシス発症の分子機構解明
われわれはこれまでに、独自に開発した分光蛍光定量法（Naiki et al. Anal. Biochem. 1989：Web of Scienceによる被引用回数は932回）及び反応速度論的実験系を駆使し、アルツ
ハイマー病患者脳に認められるAβアミロイドーシス、および長期血液透析患者に発症するβ2-ミクログロブリン（β2-m）アミロイドーシスをモデル疾患に選び、アミロイド線維形成
過程を説明する重合核依存性重合モデルを構築（Naiki et al. Pathol. Int. 2020）、様々な生体分子及び有機化合物の線維形成過程に及ぼす影響を解析して来た。
　われわれは最近、① リゾフォスファチジン酸（LPA）など一部のリゾリン脂質、各種遊離脂肪酸（NEFAs）など、陰性荷電を有する生体界面活性分子が、β2-mの天然構造を部分的に
アンフォールドさせることにより、生理条件下におけるβ2-mアミロイド線維の試験管内伸長反応を促進すること（Ookoshi, … & Naiki. Nephrol. Dial. Transplant. 2008;
Hasegawa, … & Naiki. Biochem. J. 2008）、② 脳血管アミロイド症の分子病態モデルとして、くも膜下腔～穿通動脈の中膜を構成する様々な基底膜分子が、生理条件を模倣した試

膜線維芽細胞を用いた細胞生物学的実験から、β2-mアミロイド線維がエンドサイトーシスされた後、エンドソーム／リソソーム膜を傷害し、細胞質に漏出してミトコンドリア等と相
互作用することにより、ネクローシスとアポトーシスの両者を引き起こすことを明らかにし、アミロイド線維の新規細胞傷害機構を提案した（Okoshi, … & Naiki. PLoS ONE
2015）。
一方最近、アミロイド沈着を制御する細胞外蛋白質品質管理機構の存在が明らかにされ始めた。最近われわれは、④品質管理機構の中心を担う細胞外シャペロンのα2-マクログロブリ
ンが、蛋白質が変性・凝集しやすい環境下で変性蛋白質と相互作用するために有利な構造、つまりダイマー化し疎水性領域をより露出した構造に自ら変化することで、疎水性相互作用
により変性β2-mとの親和性を高め、β2-mアミロイド線維形成を抑制すること（Ozawa, … & Naiki. J. Biol. Chem. 2011）、⑤代表的アミロイド共存蛋白質の血清アミロイドPコン
ポーネント（SAP）が、AβとD76Nβ2-mのアミロイド線維形成を、濃度依存的かつsubstoichiometricに抑制し、細胞外シャペロンとして機能すること（Ozawa, … & Naiki. Sci. Rep.
2016）、および⑥脳血管アミロイド症患者より得られた手術標本のプロテオーム解析を行い、細胞外シャペロンのクラステリン、アポリポ蛋白質EがAβアミロイドと共沈着しているこ

2019）。
　以上の様にわれわれは、アミロイド前駆蛋白質（種）の凝集・沈着をもたらす生体分子環境（畑）の蛋白質科学的解析で世界をリードして来た（Naiki et al. Pathol. Int.
2020）。また、上記研究の総決算として、2018年6月、内木が第107回日本病理学会（札幌）で宿題報告「ヒトアミロイドーシス発症の分子機構」を担当し、日本病理学賞を受賞した。

2. アミロイドーシスに関する調査研究
われわれは、2017～2019年度厚労省「アミロイドーシスに関する調査研究」班（内木班1期）で以下の課題を達成した。(a) 病理コンサルテーション体制を始めとするアミロイドーシ
スの総合的診断体制を構築した (Naiki et al. Pathol Int 2020)。国内数カ所の施設でオリジナル抗体を共有し、ネットワークを結んでコンサルテーションを受け付ける体制は、世
界的に見ても類を見ない独創的取り組みであり、全国の新規アミロイドーシス患者の大部分を網羅した悉皆性の高い診断体制と言える。(b) 全身性アミロイドーシス各病型診断基準を
作成し、関連学会の承認を得た。また、腎アミロイドーシス診療ガイドライン（厚労科研「難治性腎障害に関する調査研究」班と共同）、および心アミロイドーシス診療ガイドライン
（日本循環器学会と共同）を作成した。(c) AMED難病プラットフォームによるレジストリ研究実施体制を構築し、日本循環器学会とも共同して、指定難病であるトランスサイレチン型
心アミロイドーシス（全身性野生型トランスサイレチンアミロイドーシス）を中心に、悉皆性の高いレジストリ研究体制を開始した。2020～2022年度（内木班2期）には上記研究成果
をさらに発展させ、(1) 病理コンサルテーション体制を中心とするアミロイドーシスの総合的診断体制を運用・発展させること、(2) 上記診断基準に基づき、次回難病法改正（令和3
年度予定）にあわせ臨床調査個人票を改訂すること、(3) 各病型診療ガイドライン・ケアマニュアルと共に、新規重症度分類を作成すること、(4) 関連学会と連携してAMED難病プラッ
トフォームによるレジストリ研究を実施し、データを用いた疫学研究等を実施すること、(5) 非専門医に診療支援を行うと共に、非専門医向けセミナーや患者向けの公開講座・ウェブ
相談窓口開設等、アミロイドーシスの啓発活動を随時実施することの5項目を目指している。

3．感染症の早期診断法開発のための病態研究
　厚労省の「人口動態統計」で死因4位に肺炎が位置するなど感染症は重要な疾患で、癌患者や脳血管障害患者にも高率に合併し、発症初期は病原体の存在も不明な状態でempiricな対
応を行わざるを得ず、しばしば進展して敗血症を発症する。重症化して死亡した場合でも感染起炎菌、病態の詳細、及び敗血症の客観的診断が困難なことが多く、病理解剖においても
確定できないことも少なくない。しかし、病理組織学的に敗血症診断の特異的指標は乏しく、病理解剖において敗血症の客観的診断手法の確立が必須である。そのため、これまでに剖
検摘出肺の肺炎起因菌の特徴 (Inai et al. Int J Hematol, 1997 )、敗血症と血球独組織球過剰症との関連 (Inai et al. Virchows Arch, 2014)、院内死亡におけるオートプシー・
イメージングによる死因究明精度 (Inai et al. Virchows Arch, 2014)や血管内ガスの存在が敗血症診断に寄与することを明らかにした (Kitano, … & Inai. Intern Med, 2019 )な
どを明らかにしてきた。
当該年は科学研究費補助金を活用し、法木左近准教授（腫瘍病理学）、岩崎博道教授（感染制御部）とともに、病理解剖時に動静脈血培養、血清診断、及び病理組織を検討すること
で、敗血症の病理学的客観診断手法の開発を目指す研究課題に着手し、これまでに病理解剖時の敗血症は死亡6日程度までに感染した起炎菌が反映されること、解剖時の血清プロカル
シトニン検査は敗血症に有益であること、血球貪食組織球過剰が有意に存在することを見いだし、これらのスコアリングによって客観診断が可能となる可能性を見いだした。50余例を
目標に症例数を増やして、次年度以降に論文執筆を目指す予定である。

4．病理解剖を基礎とした遺体画像診断学（オートプシー・イメージング）の構築と臨床展開
　画像撮影の発展はCT、MRIに代表されるハード開発とコンピュータ技術による分析ソフトの進化に依ることは枚挙に暇がないが、診断技術は画像情報と膨大な外科材料や病理標本と
の対比（pathology-radiology correlation）による客観性を担保に向上してきた。近年、死後のCT、MRI検査＝オートプシー・イメージング（Ai）が心肺停止患者などの原因診断に威
力を発揮することが明らかとなり急速に普及してきた。本学でも、国内初の遺体専用CT、MRI両撮影装置導入に伴い、剖検結果を対比させた高品質の画像情報の蓄積が人体の統合的理
解に繋がると考え、病理学講座、放射線医学講座、法医学講座、解剖学講座を中核として遺体画像診断学の確立を目指してきた。具体的には、本学に設置される遺体専用CTとMRI装置
によるAiと病理解剖を組み合わせることで、平面、立体、及び時間的見地も踏まえた遺体画像情報の網羅的解析が可能となり、死因究明技術の向上のみならず、従来の画像診断では困
難な生体の全身状態を把握するために必要な画像データの取得が期待できるとの作業仮説の下、これまでにAiからの直接死因究明率が臨床診断より有意に優れること (Inai et al.
Virchows Arch, 2014)を明らかにし、3D-Ai画像で計測した推定肝体積と臓器比重から算出した推定肝重量が実重量と極めて良好に相関することを報告した (Inai et al. Virchows
Arch, 2016)。また、Aiで初めて認識される脳梗塞は、高頻度に終末期の感染性塞栓に起因すること (Noriki, … & Inai et al. BMC Med Imaging, 2017)、系統解剖遺体のAiでも生前
の病変が一定程度診断可能なことを明らかにし、Aiを医学教育に活用できること (Noriki, … & Inai et al. Pathol Int, 2019) を見いだしてきた。
　当該年は、新たに科学研究費を獲得し、解剖摘出肺の立体固定肺を活用した臨床CT高精細化のための画像データベース構築に着手するとともに、臨床経過中の肝臓、腎臓などの臓器
重量変化（萎縮・腫大）の程度から臓器障害の状況を推定する研究に着手した。

5．病理・細胞診検体、解剖摘出臓器、並びにAi画像を活用した医工連携研究
　21世紀以降の急速なコンピュータ技術の発展と、deep learning手法の開発、並びに医用画像ストレージ技術の深化が相まって、近年医用人工知能 (artificial intelligence: AI)
開発が急速に進んできた。分子病理学講座においても、稲井邦博が新学術領域研究「多元計算解剖」 (2014～2018年度)の計画班分担研究者となったことを契機に、医工連携に基づく
医用画像や手術用デバイス開発研究に参画してきた。2019年度からは樋口翔平、八田聡美の両大学院生を迎え、子宮頚部細胞、甲状腺組織を活用した病理組織・細胞診診断用のAI開発
に着手し、山口大学工学部と連携して子宮頚部細胞を自動抽出し、診断名を付与することのできるアルゴリズム開発に成功した (津森,… & 稲井ほか, Med Imag Tech, 2019)。また、
大阪大学医学部、東京農工大学工学部、山口大学工学部、奈良先端大と連携し、立体固定肺を活用した医用画像教育ツール開発方法を確立した (Kido, … & Inai et al. Springer,
in press)。さらに、東京大学工学部と連携し、コンピュータ制御による手術用鉗子開発の初期検討を実施した (Kobayashi, … & Inai et al. J Hepatobiliary Pancreat Sci,
2020)。
　当該年は、科学研究費（基盤B、研究課題：低侵襲ロボット支援解剖と人工知能(AI)を活用した医療関連死解析法構築）を取得し、東京大学工学部と解剖用ロボットアームの開発に
着手するとともに、低侵襲に伴う情報不足を支援するためのAI構築を開始した。

1．アルツハイマー病, 長期血液透析, Aβペプチド，β2-ミクログロブリン, アミロイド線維，細胞外シャペロン
2．病理コンサルテーション，全身性アミロイドーシス診断基準，診療ガイドライン，AMED難病プラットフォーム，臨床調査個人票
3．重症感染症，診断技術，抗生物質，放射線，血液培養，診断用スコアリングシステム
4．病理解剖，オートプシー・イメージング，病態解析，pathology-radiology-correlation
5．医工連携，医用画像，人工知能，医用デバイス開発

1．本研究は、アミロイド線維形成・沈着および細胞傷害の複雑な分子基盤を、われわれが独自に開発した試験管内実験系を駆使し、生体分子間相互作用の精密な解析
を通して、疾病発症機構（医学）の観点から多角的に解明して行くという点で、当該分野において前例を見ない独創的なものである。
2. 本研究計画は、アミロイドーシス診断、診療の専門医を結集したオールジャパン体制の研究組織から成り、内木班第1期の研究成果を基に、継続して上記目的を達成
する事の出来る唯一の研究提案である。
3．従来、感染症領域における病理学的解析は必ずしも得意とは言えない。それは、感染症が敗血症に代表されるように、発症から死亡に至るまでがわずか数時間から
数日しかかからないような急激な経過を示すことも稀ではない疾患であるため、病理学的診断確定が治療開始に間に合わないことが大半であること、組織標本上で病原
体検出率が低いこと、及び病理標本上で病原体が検出できても、その検体を用いて菌種同定や抗生物質感受性試験などviableな検査へ移行できないためである。組織学
的検討のみではこのような制約があるため、我々は病理検体採取後、固定操作をする前に病変部から直接病原体を採取し細菌学的手法を加味することで、形態学だけで
は不得手なviableな検体の病態解析を進めてきた。最終的には病理学的なevidenceに基づく、非侵襲的な感染症早期診断技術の開発を目指し、感染症の新たな視点によ
る病態解析を鋭意遂行している。
4．死後画像診断は、本邦ではオートプシー・イメージング(Ai)と呼ばれ、放射線医学が中心となり法医学・救急医学領域で、死因不明遺体の直接死因解析に役立てら
れてきている。一方、日本人死亡の80%超は病死であることから、福井大学医学部ではAiの中核に病理学を据え、放射線医学・法医学・解剖学・救急医学の英知を集結
して病死患者の病態解析を行う体制を確立した。また、その貴重な人体解析データを次世代の医療人育成、医療従事者の生涯教育並びに医学研究に繋げるために、Ai部
門を「先進イメージング教育研究センター」内に設置し、柔軟な医学データの活用を可能とした。言わば福井大学方式とも言える、国内外に類を見ないAi組織形態を採
用することで病死（病理学）、異状死（法医学）、系統解剖（解剖学）、来院時心肺停止（救急医学）といった遺体属性の異なる解析に柔軟に対応できるようになって
いる。このような、画像データを裏付けられる解剖部門との一体化により、客観的なデータ集積が可能となっており、このコンテンツは既に医学教育に活用している。
さらに、画像データと解剖データの対比に基づく、従来の手法では不可能であった領域の研究が鋭意遂行されている。
5．Deep learningの登場後、医療用AIの開発は世界レベルで展開しているが、本邦における検討は途についたばかりであるが、医学系研究部門はデータを有するものの
先端AI開発の経験がなく、工学部門は技術を保有する一方で開発に必要なデータがないというジレンマを抱えてきた。稲井邦博が医工連携領域の新学術領域研究への参
画を契機に、本邦最先端の医用画像工学、医用ロボット工学研究者との医工連携研究体制が構築された。その範囲は、病理・細胞診の標本、Ai-CT画像単独、および組
み合わせた融合研究、解剖摘出後の立体固定固定臓器を活用した画像研究、並びにヒト解剖臓器を活用した医用ロボット開発へと多岐に亘っており、工学系は解析に必
要な技術・システム・ソフトウェア開発、医学系はその技術を活用した診断支援と、それぞれの得意分野を活かした研究開発を鋭意進めている。
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業績一覧

本学の理念との関係

3.研究実績

2014～2019年分 2020年分 2014～2019年分 2020年分
和文原著論文 3 3 ― ―

ﾌｧｰｽﾄｵｰｻｰ 3 1 7.286(5.861) 2.11(0)
ｺﾚｽﾎﾟﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｵｰｻｰ 6 1 19.353(17.928) 2.11(0)
その他 19 2 68.868(66.517) 8.691(8.691)
合計 25 3 88.221(84.445) 10.801(8.691)

（A） 著書・論文等
　(1) 英文：著書等
　　a． 著書

　　b． 著書（分担執筆）

　　c． 編纂・編集・監修

　(2) 英文：論文等
　　a． 原著論文（審査有）

2021001

2021002

　　b． 原著論文（審査無）

　　c． 原著論文（総説）

2021003

　　d． その他研究等実績（報告書を含む）

　　e． 国際会議論文 

　(3) 和文：著書等
　　a． 著書

　　b． 著書（分担執筆）

　　c． 編纂・編集・監修

　(4) 和文：論文等
　　a． 原著論文（審査有）

2021004

2021005

2021006

　　b． 原著論文（審査無）

　　c． 総説

2021007

2021008

2021009

2021010

2021011

2021012

山本　卓, 内木　宏延: 透析関連アミロイドーシス, BIO Clinica, 35(6), 527-531, 20200610

星井　嘉信, 内木　宏延: アミロイドーシス, 病理と臨床, 38(臨時増刊号), 338-341, 20200401

英文論文

法木 左近, 江端 清和, 稲井 邦博: ホルマリン固定臓器のMRI, Rad Fan, 19(3), 65-68, 202102

中島 真, 下田 将之, 岩男 泰, 川井田 みほ, 亀山 香織, 内木 宏延, 金井 弥栄: 腸に限局した原発性AL型アミロイドーシスの4例, 診断病理,
38(1), 77-81, 20210115（症例報告）

櫛部 光哉, 平野 靖, 木戸 尚治, 木下 一之, 稲井 邦博, 法木 左近: V-Netを用いたAi-CTに対する肝臓領域抽出手法の開発と肝臓の質量推定
への応用, 日医用画像工会予稿集 39回, 117-123, 202009

森　正樹, 木戸　尚治, 津森　太亮, 平野　靖, 稲井　邦博, 樋口　翔平, 今村　好章: 深層学習（deep learning）を用いた人工知能構築に要
する子宮頸部細胞取得倍率についての検討, 日本臨床細胞学会雑誌, 59(4), 174-180, 202007, DOI: 10.5795/jjscc.59.174

平野 靖, 松本 惇, 木戸 尚治, 稲井 邦博: ディープラーニングを用いたAi-CTに対する死後経過時間推定に有効な画像特徴の発見, Rad Fan,
19(3), 20-22, 202102

内木　宏延: アミロイドーシスの診断基準, Heart View, 24(11), 54-57, 20201109

内木　宏延: 全身性アミロイドーシス, 生体の科学, 71(5), 464-465, 20201015

E.Kobayashi, S.Tsuchiya, Y.Akagi, N.Tomii, K.Nakagawa, K.Inai, Y.Muragaki, T.Asano, D.Kim: A novel reaction force-fluorescence
measurement system for evaluating pancreatic juice leakage from an excised swine pancreas during distal pancreatectomy, J
Hepatobiliary Pancreat Sci, 27(11), 877-886, 202011, DOI: 10.1002/jhbp.775, #4.16

H.Naiki, Y.Sekijima, M.Ueda, K.Ohashi, Y.Hoshii, M.Shimoda, Y.Ando: Human amyloidosis, still intractable but becoming curable:
The essential role of pathological diagnosis in the selection of type-specific therapeutics, Pathol Int, 70(4), 191-198, 202004,
DOI: 10.1111/pin.12902, #2.11

N.Takahashi, H.Yoshida, H.Kimura, K.Kamiyama, T.Kurose, H.Sugimoto, T.Imura, S.Yokoi, D.Mikami, K.Kasuno, H.Kurosawa, Y.Hirayama,
H.Naiki, M.Hara, M.Iwano: Chronic hypoxia exacerbates diabetic glomerulosclerosis through mesangiolysis and podocyte injury in
db/db mice, Nephrol Dial Transplant, 35(10), 1678-1688, 202010, DOI: 10.1093/ndt/gfaa074, #4.531

1, 2．上記研究は、本学の新理念「格致によりて人と社会の未来を拓く」のもとに掲げられた目的及び使命である「人々が健やかに暮らせるための科学と技術に関する
世界的水準での教育・研究を推進し、‥‥独創的‥‥医学研究を行い、専門医療を実践することを目的とします。」に合致する。
3．近年国際交流の拡大に伴い、HIV、新型インフルエンザ、SARSなど新興感染症が国境を越え広域に流行する時代となっており、予防、早期診断による感染拡大の阻
止、新たな治療法開発などの必要性が急速に増しているが、防疫の観点から早期診断技術の確立が極めて重要となっている。我々は重症感染症の病態解析研究に携わっ
てきた経験から、病理学的証拠に基づく早期診断技術の開発が重要と考え、感染症の病態研究を行うと共に、新規診断方法の開発に結びつく技術の特許申請等を行って
きた。これは、学術と文化の拠点として、高い倫理観のもと、人々が健やかに暮らせるための科学と技術に関する世界的水準での教育・研究を推進し、地域、国及び国
際社会に貢献し得る人材の育成と、独創的でかつ地域の特色に鑑みた教育科学研究、先端科学技術研究及び医学研究を行い、専門医療を実践することを目的に掲げる福
井大学の理念に合致するものである。
4．近年、CT/MRIの普及に伴い、救急領域での利用も多く、その中には来院時心肺停止患者などの原因診断に威力を発揮することも多く、生体のみならず死亡患者にも
画像診断を行う有用性が提唱されている。しかし、生体における画像情報の蓄積に比し死体画像情報は未だ乏しく、死因究明に繋がる正確な画像診断は必ずしも可能と
なっていない。そこで本研究は、画像診断学、病理学・法医学・解剖学の知見を統合して、画像情報と膨大な外科材料や病理標本との対比（radiology-pathology
correlation）に基づく、客観的な「遺体画像診断学」の構築を目的とする。これまで医学は、病魔に倒れた幾多の方々とご遺族の尊いご厚志により、病理解剖を通じ
て病気が身体に及ぼす影響を詳細に検討する経験を重ね、病気の原因や治療法の改良点を探ることで発展してきたが、死に学ぶ経験は良質な医療人の育成にも役立つこ
とが期待される。これは、学術と文化の拠点として、高い倫理観のもと、人々が健やかに暮らせるための科学と技術に関する世界的水準での教育・研究を推進し、地
域、国及び国際社会に貢献し得る人材の育成と、独創的でかつ地域の特色に鑑みた教育科学研究、先端科学技術研究及び医学研究を行い、専門医療を実践することを目
的に掲げる福井大学の理念に合致するものである。
5．19世紀から連綿と続く病理学と放射線医学を基盤として、学内のみならず国内研究機関とを有機的結合させる医工連携研究は、21世紀型の新しい医療技術の開発に
繋がるものであり、学術と文化の拠点として、高い倫理観のもと、人々が健やかに暮らせるための科学と技術に関する世界的水準での教育・研究を推進し、地域、国及
び国際社会に貢献し得る人材の育成と、独創的でかつ地域の特色に鑑みた教育科学研究、先端科学技術研究及び医学研究を行い、専門医療を実践することを目的に掲げ
る福井大学の理念、目的に合致するものである。

区分 編数 インパクトファクター（うち原著のみ）
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業績一覧

　　d． その他研究等実績（報告書を含む）

　　e． 国際会議論文

（B） 学会発表等
　(1) 国際学会
　　a．招待・特別講演等

　　b．シンポジスト・パネリスト等

　　c．一般講演（口演）

　　d．一般講演（ポスター）

2021013

2021014

　　e．一般講演

　　f．その他

　(2) 国内学会（全国レベル）
　　a．招待・特別講演等

2021015

　　b．シンポジスト・パネリスト等

　　c． 一般講演（口演）

2021016

2021017

2021018

2021019

2021020

　　d． 一般講演（ポスター）

2021021

2021022

2021023

　　e． 一般講演

　　f． その他

（3） 国内学会（地方レベル）
　　a．招待・特別講演等

　　b．シンポジスト・パネリスト等

　　c． 一般講演（口演）

　　d． 一般講演（ポスター）

　　e． 一般講演

　　f． その他

（4）その他の研究会・集会
　　a．招待・特別講演等

　　b．シンポジスト・パネリスト等

　　c． 一般講演（口演）

　　d． 一般講演（ポスター）

　　e． 一般講演

　　f． その他

（C） 特許等
区分 内容（発明の名称） 発明者又は考案者

（D）その他業績

八田 聡美, 稲井 邦博, 清水 昭伸, 木戸 尚治, 佐藤 嘉伸, 伊藤 春海, 樋口 翔平, 法木 左近, 今村 好章, 内木 宏延: 剖検摘出立体固定肺
を活用した医用画像研究支援, 第109回日本病理学会総会, Web会議, 202007, 日病会誌, 109(1), 331, 202003

樋口 翔平, 稲井 邦博, 森 正樹, 津森 太亮, 平野 靖, 木戸 尚治, 今村 好章, 内木 宏延: 子宮頸部細胞診におけるdeep learningを用いた自
動細胞分類に関する検討, 第109回日本病理学会総会, Web会議, 202007, 日病会誌, 109(1), 330, 202003

秋野 裕信, 寺崎 和代, 井上 歩美, 田中 裕生子, 稲井 邦博, 宇野 美雪: 患者誤認の背景因子に関する検討, 第15回医療の質・安全学会学術
集会, Web会議, 202011, 医療の質・安全会誌, 15(Suppl), 218, 202011

寺崎 和代, 井上 歩美, 田中 裕生子, 宇野 美雪, 稲井 邦博, 中川 好美, 秋野 裕信: 指差し呼称キャンペーンの効果と問題点, 第15回医療の
質・安全学会学術集会, Web会議, 202011, 医療の質・安全会誌, 15(Suppl), 232, 202011

Y.Mukasa, J.D.Huyen, M.Rabant, R.Kajita, T.Nirasawa, Y.Toyama, M.Terada, P.Bruneval, H.Ishibashi-Ueda,  H.Naiki, M.Ikegawa:
Molecular dissection of renal amyloidosis with MALDI - Imaging Mass Spectrometry and shotgun proteomics on paraffin embedded
biopsy tissue section., American Society for Mass Spectrometry 2020, Web会議, 20200601

武笠 結天, 梶田 遼, 韮澤 崇, Jean-Paul D H, Marion R, Patrick B, 植田 初江, 内木 宏延, 角田 伸人, 池川 雅哉: 腎アミロイドーシスの
パラフィン包埋生検組織を対象としたMALDIイメージング質量分析法とショットガンプロテオミクス法による高深度プロテオーム解析, 第45回日
本医用マススペクトル学会年会, Web会議, 202009, JSBMS Letters, 45(Suppl), 58, 202008

伊藤 知美, 稲井 邦博, 八田 聡美, 米元 菜採, 山口 愛奈, 樋口 翔平, 今村 好章: 生前に診断困難であった腫瘍塞栓性肺微小血管障害(PTTM)
の1剖検例, 第109回日本病理学会総会, Web会議, 202007, 日病会誌, 109(1), 419, 202003

櫛部 光哉, 平野 靖, 稲井 邦博: V-Netを用いたAi-CTに対する肝臓領域抽出手法の開発と肝臓の質量推定への応用, 第39回日本医用画像工学会
大会, Web会議, 202009, 日本医用画像工学会大会予稿集, 27, 202009

宇野 美雪, 寺崎 和代, 井上 歩美, 田中 裕生子, 稲井 邦博, 後藤 伸之, 秋野 裕信: デスクメデトミジン塩酸塩静注液の適正使用への取り組
み, 第15回医療の質・安全学会学術集会, Web会議, 202011, 医療の質・安全会誌, 15(Suppl), 234, 202011

H.Naiki, Y.Sekijima, M.Ueda, K.Ohashi, Y.Hoshii, M.Shimoda, Y.Ando: Steep increase in the number of transthyretin-positive
cardiac biopsy cases in Japan:Data from the nation-wide pathology consultation system, XVII International Symposium on
Amyloidosis, Web会議, 202009

内木　宏延: アミロイドーシスの病理組織学的診断ー免疫染色を中心にー, 第109回日本病理学会総会, Web会議, 20200721
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業績一覧

4.グラント取得
（A） 科研費・研究助成金等

区分 プロジェクト名 研究課題名 代表者名 分担者名 研究期間 金額（配分額）

区分 研究種目 課題名 代表者名 分担者名 研究期間 金額（配分額）
文部科学省科学研究費
補助金

基盤研究(B) 低侵襲ロボット支援解
剖と人工知能（AI）を
活用した医療関連死解
析法構築

稲井　邦博 小林　英津子，法木
左近，清水　昭伸，木
戸　尚治，平野　靖

20200401-20240331 ¥7,410,000

文部科学省科学研究費
補助金

難治性疾患政策研究事
業

アミロイドーシスに関
する調査研究

内木　宏延 20200401-20210331 ¥15,990,000

文部科学省科学研究費
補助金

基盤研究(C) 生理濃度のnMレベルで
のβアミロイド線維形
成の検出と分子間相互
作用の解析

長谷川　一浩 内木　宏延 20190401-20220331 ¥910,000

区分 機関名 課題名 研究者名 研究期間 契約金額
共同研究 国立大学法人信州大学 ヒト変異型ß2-

microglobulin (D76N)
トランスジェニックマ
ウスを用いたアミロイ
ドーシス発症機構の解
析

内木　宏延 20121001-20210331 ¥0

共同研究 パナソニック株式会社 パナソニックライフイ
ンフォマティクス共同
研究部門

岡沢　秀彦，山村
修，木村　浩彦，尾﨑
公美，上坂　秀樹，坂
井　豊彦，岩﨑　博
道，稲井　邦博

20190401-20220331 ¥53,487,500

区分 機関名 課題名 研究者名 研究期間 契約金額

（B） 奨学寄附金
受入件数 4
受入金額 ¥5,420,478

5.その他の研究関連活動
（A） 学会開催等

区分 主催・共催の別 学会名 開催日 開催地

（B） 学会の実績
学会の名称 役職 氏名

日本病理学会 評議員 内木　宏延
日本基礎老化学会 評議員 内木　宏延
老化促進モデルマウス
(SAM)研究協議会

評議員 内木　宏延

アメリカ血液学会 一般会員 稲井　邦博
日本癌学会 一般会員 稲井　邦博
日本内科学会 一般会員 稲井　邦博
日本血液学会 一般会員 稲井　邦博
日本生化学会 一般会員 長谷川　一浩

（C） 座長
国内学会

（全国レベル）
学会名 氏名

（D） 学術雑誌等の編集
学術雑誌等の名称 査読・編集 委員長（主査）・委員

の別
氏名 査読編数

Amyloid 査読 内木 宏延 3
Pathol Int 査読 内木 宏延 3
Virchows Arch 査読 内木 宏延 1
Sci Rep 査読 内木 宏延 1
BMJ Open 査読 稲井 邦博 1
J Vascular Access 査読 稲井 邦博 1
BMC Infect Dis 査読 稲井 邦博 2
PLoS One 査読 稲井 邦博 3
SAGE Open Med 査読 稲井 邦博 1

（E） その他
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