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【はしがき】

我々は、過去に全身性強皮症のモデルマウとして新生マウス項部皮下にTGF-

B(transforminggrowthfactor)やCTGF(connectivetissuegrowthfactor)

を注入することにより、線維化の誘導に成功した。従って、TGF－βやCTGFの

阻害により繊維化の誘導に成功した。従ってTGF-βやCTGFの阻害により繊維

化が抑制されることが期待される。しかしながら、TGF-βは多様な生物活性を

有するサイトカインであり、その阻害は重篤な副作用を誘発することが危倶さ

れる。そのため、より下流のサイトカインであるCTGFを阻害することが安全

かつ有効な線維化の抑制となると考えられる。

我々 は､中和活性の高い抗ヒトCDGFモノクロナール抗体を樹立し､抗ヒトCTGF

抗体が我々のサイトカイン注入強皮症モデルマウスの線維化を抑制するかを本

研究で検討した。
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【研究方法】

1)抗CTGF抗体の精製

DM免疫法を用いてヒトCTGFに対する抗体の精製

を試みた。マウス皮層にヒトCTGFの全長または各

moduleの遺伝子を組み込んだDMプラスミドを導入

し、約4週間後に各抗血清が産生されることを、フ

ローサイトメトリー、ウエスタンプロット法で確認

した。

2）線維化モデルマウスにおける抗CTGF抗体の効果

新生C57BL/6マウスの項部にTGF-BSOOngと抗

CTGF抗体2ugあるいはコントロールとしてマウス

IgGを叩gを混合して、3日間連続で皮下投与した。

4日目に組織を採取し、HE染色切片で肉芽の程度を

3人の観察者が評価、スコア化した。

3）コラーゲンタンパク量定量

ホルマリン固定したパラフィン切片を脱パラフイ
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ンし、肉芽部分を削り取り、チューブに入れ、O.1%

のFastgreenとO.1%siriusredFSBAの染色液を

加え反応させた。Fastgreenは非コラーゲン組織、

SiriusredF3BAはコラーゲン組織に吸着する。反

応液にO.1NNaOH:メタノール液を加え染み出てき

た抽出液の上清の吸光度を540nmと605nmで測定

し、肉芽組織内のコラーゲン量を計算した(3)。

4）肉芽組織でのCOLlA2mRNAの発現

凍結切片からRNAを抽出し、cDNAを合成した後に、

real-t加ePCR法にてTypelConagenq2chain

の、剛Aを定量した。
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【研究結果】

1)抗CTGF抗体の精製

ヒトCTGFの各module抗体を認識する7つのモノ

クローナル抗体を精製した(modulelに対して2つ、

module2に対して1つ､module3に対して3つ､module

4に対して1つ)。各抗体はフローサイトメトリーで

それぞれのmoduleに特異的に結合する事が(図1)、

ウエスタンプロット法で熱処理された抗体を認識し

ない事が示された(図2)｡SPR解析では抗CTGFmodule

2抗体の結合力が最も強く、抗CTGFmodule3抗体

の結合力が弱かった（表1)。

2）線維化モデルマウスにおける抗CTGF抗体の効果

HE染色切片では、抗体投与群における肉芽形成の

程度がコントロール群に比べて抑制された。中でも、

抗CTGFmodule2抗体投与群が最も肉芽形成を抑制

した（図s)。
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3）コラーゲンタンパク量定量

抗CTGFmodule2抗体投与群では、コントロール

群に比べてコラーゲンタンパク量が有意に抑制され

た(図4)。

4)COL1A2mRNAの発現

抗CTGFmodule2抗体投与群では、コントロール

群に比べて肉芽組織におけるTypelCollagen

q2chainmRNAの発現が有意に抑制された(図5)。
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【考案】

近年、線維化に関連しているサイトカインを標的

とした抗線維化療法が注目されているが、未だ確立

された治療法はない。強皮症において、TGF－BとCTGF

が線維化の中心的役割を担っていると考えられてい

るが、前述のようにTGF-Cを阻害することは、その

多彩な作用から個体にとって有害であると考えた。

そこで我々は、下流遺伝子であるCTGFをターゲット

とする抗体の産生を試みた。

通常の抗体作製はペプチドや精製されたタンパク

質を用いて動物に免疫して作製されるが、今回我々

が用いたDM免疫法は目的タンパク質の遺伝子を発

現ベクターの形で動物に導入して動物の体内で発現

した目的タンパク質に対する抗体を回収する技術で

ある。通常法と比較して、

1.ペプチドや精製抗原を準備する必要が無い
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2.ペプチドや精製抗原で再現できない立体構造を認

識する抗体を作製する事が可能

3.中和・阻害活性のある抗体作製が可能

4.抗複数貫通膜タンパク質や抗レセプター抗体の作

製が可能

等の、通常法で作製できない抗体を作製できるとい

う特徴がある。この方法を用いて、今回7つのモノ

クローナル抗CTGF抗体の精製に成功した。

CTGFはTGF-Bの刺激により選択的に線維芽細胞に

発現する。強皮症の皮層では皮層硬化の程度に一致

してCTGFの、剛Aが発現しており、萎縮期になると

その発現が見られなくなる(4)。また、強皮症患者血

清中のCTGF濃度がSLE、皮層筋炎、健常人に比べて

高値で、皮層硬化の範囲や肺線維症の重症度をよく

反映し、さらにこの血清CTGFの上昇は強皮症におい

て一般に硬化が進行するとされる発症1－3年の時期
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に特に観察されている(5)。

我々のこれまでの線維化モデルマウスを使用した

実験でも、項部皮下にTGF-Bを3日間投与して誘導

された肉芽組織ではCTGFmRNAが強く発現すること

が認められている(1)。これらの結果をふまえ、今

回TGF-p投与によって誘導される内因性CTGFを抗

CTGF抗体が阻害するかどうかを検討し、内因性CTGF

の作用を抗CTGF抗体が実際に抑制することが推測さ

れた。

今後は、TGF-pを3日間投与後、CTGFを4日間投

与し生じる持続性の線維化が抗CTGF抗体で抑制され

るか、また、皮層線維化モデルであるtight-skin

(TSK)マウスに抗CTGF抗体を投与して皮層硬化が改

善されるか、などを検討する予定である。
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【結論】

確立された治療法がない強皮症などの皮層線維化

疾患において今後、抗CTGF抗体が有効な治療法とな

ることが期待された。
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一図表の説明一

図1：各抗体がそれぞれのmoduleに特異的に結合し

た。

図2:Westernblo枕法で熱処理された抗体は認識さ

れない。自然な状態のCTGFのみを認識する。

図3：コントロール群に比べて抗CTGFmodule2抗

体投与群で肉芽形成が抑制された。

図4：肉芽組織内のコラーゲン量は、コントロール

群に比べて抗CTGFmodule2抗体投与群で抑

制された。

図5：肉芽組織内のCOL1A2mRNA発現は、コントロ

ール群に比べて抗CTGFmodule2抗体投与群

で抑制された。

表1:SPR解析では、抗CTGFmodule2抗体の結合力

が最も強く、抗CTGFmodule3抗体の結合力

が最も弱かった。(KD値）
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EmOpespecMCj〃〃a"がC7GFmAb
VV1/CTGF

Fuillength

VV1/CTGF

moduiel

VV1mTGF

module2

VV1/CTGF

mOdule3

VV1/CTGF

module4

固■国■風.園臼画日自
画 図

－餌

→~

国
■
■
■
国
田
国
画
■
昼
■
■
■
田
圃
胴
再

I

Clonereactwith

modulel

▲

Ｉ

■

甲

９

▲

雨
１
，
増
印
、
珂
拙 罐＝一理一一

‐一~一一一－一 ＝＝一一一一＝＝コーーーーーー一両一一一一局両五一一一一一一司戸一一

③③④⑳⑤詳興‘③③｡、‐‐…』 壷 守

寺泊■Q

③
｡

②
Ｇ
②
ｃ
Ｇ
ｅ
、
⑧
①
、
③
ｅ
③
。
⑧
。

Clonereactwith

module2 一
Ｉ

ｏ
Ｉ
Ｄ
Ｆ
Ｂ
ｌ
ｎ
回
■

ーー1

国一一 一一一＝ー一一一一一ー＝＝ヨーーーーー一一一一戸一壱一一訂面戸司一■｢‐ｰ‐＝－寝一

色③①②③⑧●③⑥●⑧一 品

T 一君凸一一‐

④③①④③⑧●③⑥●⑧

⑧エヴ･-G

S ③

ｅ
Ｇ
ｅ
ｏ

⑥
⑧
、
Ｇ
●
感
③
③
Ｇ
③
⑱
⑳
の
③
①

⑧
②
②
③
⑧
ｅ
⑨
⑲
。
⑪
⑭

CIonereactwith

moduie3

I
●e①③⑦③●●のe④●

~一 一』==コーー屋 ＝ コ ー ー ー ー ー ー ー ー ーーーーーー＝F＝声=詞一一一一一一一一F一一一F＝完＝

eのG②a且‘③③④e②一 一℃■ ■●毎

e ●

ｅ
ｅ
①
Ｇ
③
③
②
③
⑥
③
⑫
③
⑨
ｅ
ｅ
の

画
ｅ
ｅ
：
Ｇ
‐
ｅ
Ｂ
句
‐
ｓ
‐
‐
⑳

Ｉ
向
Ⅲ
伽
川
川
肌
１

と
Clonereactwith

module4

十

1

t

①の⑦⑨①⑧｡⑭③①｡①

図1：フローサイトメトリーによる抗体特異性の評価
－12‐



"eci伽j〃oがa"がbodyon的ena"I/eploね伽

l

Control:|
anti-Mycl

Anti-CTGFAnti-CTGF

modulelmodule2

Anti-CTGF

module3

Anti-CTG|

module4

Ｉ
ｉ
ｌ
ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

一 ●｡

~~ ~凶

II I

’FCM
I

|I

’’(withnative
CTGF)

1

100nglgG/m

ー‐＝ーーーーー一ー一一ー一口ﾛ･－ー一一一一lーーーー一一ーー・・・ーーーーーー一ー一・ーーーーー

1

■■■”0■■■一一一－1■■■1■■■1■■■■■■

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ

kD弓 鰯
１

i一．
I 凸

Ｉ
Ｉ

１
１I

｡

6
Ｊ

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

刷

刊

川

刈

Ｐ

１

』

■

■

■

■

臼

I
■

』

■

。
１
１

１
１

》
Ｉ
１
１

ﾘ剛
国
Ｉ
９Western

blotting

(withdenatured

CTGF)

《
■
一
呵
四
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
円
１
０
１
ｑ
４

■画

ー

’ I

’

|’
1

｜‘

｡■L甲
一

1『１
１

i_

胸

■
且

＝’。

口
巳
屋

ロ

鯛 Ｉ
Ｉ

Ｉ
伽
，
■
ゞ
凸
■
■
■
■

＝

10011glgG/mL
一

■
■
閏
用
旧
Ｆ
Ｕ
Ｉ

鰯』

鷹■
Ｄ
Ｂ

－

｜
』 ■

図2:Westernblott法による抗体の検出
－13‐



IM7jbjわ〃e能CiSOfanが-huma"C7G戸
an肋o伽何mg/kgbodyweb"

Control群

図3：4日目の病理組織

－14‐

抗CTGFmodule

2抗体投与群



Co"agenconね"ねm"Ssue

samp"es

.OO5

利

言
◎
君
①
辺
団
呈

沮
匡
①
坦
匡
０
．
こ
の
団
困
二
．
○

君

TGF-B+IgGTGF-e+anti-CTGFmodule2Ab

肉芽組織内のコラーゲン量図4 ■
■

－15－



exp"eSSわ〃にveJSO矛肋ea2mRNA

ⅢoHype"co"age〃川

granu旧"。〃鵬SueS

chamof

＊

「~司
〆
砺
４

０
二

＊
０
，

く
ｚ
匪
三
Ｎ
く
Ｆ
Ｊ
Ｏ
Ｏ
①
夛
彊
囮
一
①
正

10LT

S

T

⑪

TGF-B+IgGTGF-e+anti-CTGFmodule2Ab

肉芽組織におけるCOL1A2mRNA発現図5 ●
■

‐16‐



'柑CePノasmo"Resona"CerSPRﾉ分析S"
三一一訂一一石一＝－－－＝言ニーーーローー－，一三毛一一一 一 画 一 三 二 三 元 三 一 一ー

＝ ＝ ー一 ＝訓琴=璽宮 一も －詔■一 ＝

fw璽１
１
１
１

山
肌
肋
１
１
膳
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｈ
●
旧
皿
旧
卜
肥
ト
ー
杣
僧
群
に
Ｉ
Ⅱ
Ｎ
牌
１
１
１
０
１
１
’
１
１
１
１

．
１
？
、
Ｄ
Ｂ
，
ｐ
Ｌ
粕
・
ｆ
Ｑ
８
ｇ
ｊ
Ｒ
凸
Ｉ
■
Ⅱ
‐
‐
・
『
■
Ⅱ
●
。
ｑ
‐
■
■
ロ
０
『
■
‐
０
日
■
Ⅱ
１
ｑ
ｐ
ｌ
６
ｅ
Ⅱ
日
ロ
Ⅱ
ロ
Ⅱ
Ⅱ
■
制
巳
Ｕ
ｐ
６
Ⅱ
１
日
Ⅱ
■
・
■
可
。
・
１
０
９
月
Ｐ
Ⅱ
■
。

MM)風CIoneEpitope ubty■
■
ｒ
凸
Ｌ
■
■
■
●
＆
『
も
Ｊ
■
、
別
邸
・
呵
口
己
。
Ⅱ
〃
西
口
■
■
〃
■
Ⅱ
１
ｅ
■
日
日
ｑ
Ｂ
４
０
■
１
８
１
９
０
■
Ｄ
Ｅ
９
Ｌ
Ｂ
Ｕ

■
｜
■
■
■
■

岫
用
旧
旧
雁
岬
Ⅲ
旧
肥
庖
旧
脚
凹
■
■
Ｄ
Ｂ
■
■
■
■
■
■
ｑ
Ｑ
９
ｄ
■
Ｆ
■
■
■
５
凸
■
Ｄ
■
■
８
０
■
・
■
■
■
日
日
■
Ⅱ
８
０
巳
■
９
．
４
．
凸
■
■
・
・
９
Ｌ
Ⅱ
Ⅱ

Ⅲ
●
ｈ
川
肝
Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
噌
咽
Ⅱ
阻
脚
ｈ
Ⅲ
ｉ
や
胴
Ⅲ
脾
ｌ
で
，
晦
旧
Ⅳ
Ⅱ
咀
咄
心
■
、
己
９
■
■
■
４
６
■
０
０
１
昌
■
ｊ
ｌ
ｌ
ｈ
ｏ
ｌ
ｌ
鰯
Ｊ
Ｏ
Ｐ

3.22X1083.11X109 ’
一

IgG2a30Eg

Modulel

1.88X1095｡33X108
■Ｉ

ｌ
Ｉ
Ｉ

IgG130D2

一一

1.81X1085.51X109 IgG11A1Modu1e2
‐
’
’
１
１
．
１
１
１
１
１
１
１
４
‐
■
一
』
‐
１
８
０
０
△
■
■
Ｕ
Ⅱ
●
ｑ
“
■
■
Ｕ
■
日
日
Ⅱ
６
６
Ⅱ
Ｄ
１
ｄ
ｄ
Ｂ
Ｕ
ｕ
ｆ
ｕ
Ｂ
■
Ｕ
凸
■
■
Ｌ
●
■
■
■
■
日
Ⅱ
ｒ
Ⅱ
８
１
■

21C12 ☆1 IgG1☆2

Module3

１
１
■
ｌ

｜

２
－
２

★
｜
★

21H12 ☆1 犬2 IgG1
’

1
F

22D10 ☆1 *2 IgG1

ule4

－

一
伽ド

’
１

ザ .11X10-9Module4 IgG1BE7 ｡48X1
一画■一一

｡SensorChipCM5byaminecoupling

.PurifiedhumanCTGF(28nM)wasinjectedoverthesurfaceofeach
monoclonaiantibody,respectively｡

｡"1:TheKAvaiuecouldonlybedeterminedwithintherangeof3､16-
8｡21X107

｡*2:TheKpvaluecouldonlybedeterminedwithintherangeofl｡22-
3．16X10･8

Whenappliedanalyteconcentrationwasraisedto2145nM(76times
higherthanotheranalysis)

；
－世

表1:SPR分析による抗体乖離度の測定
－17‐


