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当院は、すべての病める人に、満足度の高い医療を行うよう努めます。
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【
C
O
P
D
と
は
】

最
近
、C
O
P
D
と
い
う
病
気
が
よ
う
や

く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。慢

性
閉
塞
性
肺
疾
患（
Chronic O
bstruc-

tive Pulm
onary D
isease）の
略
称
で
す

が
、一般
の
方
に
は
わ
か
り
に
く
い
病
名
だ
と

思
い
ま
す
。長
期
間
の
喫
煙
が
原
因
で
、中

高
年
に
な
って
か
ら
慢
性
的
な
咳
、痰
、息
切

れ
が
出
て
く
る
病
気
で
す
。肺
機
能
検
査
で

息
を
吐
く
ス
ピ
ー
ド（
１
秒
量
）が
低
下
す

る
の
が
特
徴
で
す
。全
国
で
5
0
0
万
人
以

上
の
患
者
さ
ん
が
い
る
と
推
定
さ
れ
て
い
ま

す
が
、初
期
に
は
無
症
状
な
こ
と
も
多
く
、

ほ
と
ん
ど
の
患
者
さ
ん
が
診
断
さ
れ
ず
に
い

る
の
が
実
情
で
す
。軽
症
で
あ
れ
ば
寿
命
に

大
き
な
影
響
は
な
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

在
宅
酸
素
療
法
の
原
因
疾
患
の
第
１
位
で

あ
り（
約
45
％
）、高
齢
に
な
っ
て
か
ら
の
生

活
の
質
に
与
え
る
影
響
は
大
き
い
と
考
え

ら
れ
ま
す
。一
般
に
肺
機
能
は
25
才
く
ら
い

か
ら
低
下
し
は
じ
め
ま
す
が
、喫
煙
者
で
は

そ
の
速
度
が
は
や
く
、原
因
と
し
て
、気
管

支
の
狭
窄
や
肺
胞
の
破
壊
が
進
行
す
る
た

め
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、

C
O
P
D
患
者
さ

ん
は
肺
機
能
が
正

常
な
喫
煙
者
に
比

べ
、肺
癌
の
発
症
頻

度
が
高
い
こ
と
が

知
ら
れ
て
い
ま
す
。

C
O
P
D
の
診
断
の
た
め
に
は
肺
機
能
検

査
を
ま
ず
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、肺

胞
の
破
壊（
肺
気
腫
）の
程
度
や
肺
癌
の
合

併
の
チ
ェッ
ク
の
た
め
に
は
胸
部
C
T
検
査

が
有
用
で
す
。

【
肺
機
能
検
査
の
す
す
め
】

C
O
P
D
患
者
に
重
喫
煙
者（
１
日
20
本

な
ら
ば
20
年
以
上
）が
多
い
こ
と
は
事
実
で

す
。ま
た
、禁
煙
を
し
て
も
肺
機
能
は
改
善

は
せ
ず
、悪
化
の
ス
ピ
ー
ド
が
緩
や
か
に
な
る

だ
け
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す（
図
１
）。し
た

が
って
、過
去
に
た
く
さ
ん
の
タ
バ
コ
を
吸
って

し
ま
っ
た
人
は
、自
覚
症
状
が
な
い
場
合
で

も
、一
度
肺
機
能
検
査
を
受
け
て
み
る
こ
と

を
お
勧
め
し
ま
す
。一
方
で
、同
じ
だ
け
の
タ

バ
コ
を
吸
って
も
、肺
機
能
が
急
速
に
悪
く
な

る（
喫
煙
感
受
性
が
あ
る
）人
と
ほ
と
ん
ど

悪
く
な
ら
な
い
人
が
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。実
際
、非
喫
煙
者
で
も
C
O
P
D
に

罹
患
す
る
こ
と
が
あ
り
、大
気
汚
染
や
受
動

喫
煙
の
影
響
な
ど
も
考
え
ら
れ
ま
す
。中

高
年
で
慢
性
的
な
咳
、痰
、息
切
れ
を
自
覚

す
る
場
合
に
は
、喫
煙
歴
に
か
か
わ
ら
ず
、一

度
呼
吸
器
内
科
を
受
診
し
て
い
た
だ
け
れ

ば
と
思
い
ま
す
。

【
C
O
P
D
の
治
療
法
】

C
O
P
D
の
治
療
の
第
一
歩
は
禁
煙
で
す
。

喫
煙
習
慣
は
ニ
コ
チ
ン
依
存
に
よ
る
部
分
が

大
き
い
た
め
、な
か
な
か
禁
煙
が
う
ま
く
い

か
な
い
患
者
さ
ん
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

当
科
で
も
禁
煙
治
療
を
行
っ
て
い
ま
す
の

で
、内
服
薬
ま
た
は
貼
り
薬
で
ニコ
チ
ン
の
作

用
を
漸
減
し
な
が
ら
、３
カ
月
間
の
通
院
で

治
療
が
可
能
で
す
。現
在
70
％
以
上
の
患
者

さ
ん
が
禁
煙
に
成
功
し
て
い
ま
す
。ま
た
、

近
年
で
は
気
管
支
拡
張
薬
な
ど
の
開
発
に

よ
り
、C
O
P
D
患
者
さ
ん
の
肺
機
能
や
症

状
の
改
善
が
期
待
で
き
る
薬
剤
が
増
え
て

き
ま
し
た
。さ
ら
に
運
動
療
法
な
ど
、リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョン
の
効
果
も
明
ら
か
と
な
って
き

ま
し
た
。し
た
が
っ
て
、す
で
に
進
行
し
た
患

者
さ
ん
で
あ
って
も
、病
院
を
受
診
し
、適
切

な
治
療
を
開
始
す
る
こ
と
で
生
活
の
質
を

改
善
し
、入
院
を
回
避
し
、寿
命
の
延
長
が

期
待
で
き
る
よ
う
に
な
って
き
ま
し
た
。

【
禁
煙
と
C
O
P
D
の早

期
治
療
の
重
要
性
】

最
近
の
ア
メ
リ
カ
の
疫
学
研
究
で
は
、喫
煙

者
は
非
喫
煙
者
に
比
べ
10
年
以
上
寿
命
が

短
縮
し
て
し
ま
う
が
、35
歳
か
ら
44
歳
ま
で

の
間
に
禁
煙
す
れ
ば
約
９
年
、45
歳
か
ら
54

歳
の
間
に
禁
煙
す
れ
ば
約
６
年
分
の
寿
命

が
回
復
で
き
る
と
報
告
さ
れ
ま
し
た
。ま

た
、種
々
の
疾
患
の
中
で
も
、喫
煙
者
は
非
喫

煙
者
に
比
べ
肺
癌
に
よ
る
死
亡
リ
ス
ク
が
約

16
倍
、他
の
呼
吸
器
疾
患
に
よ
る
死
亡
リ
ス

ク
が
約
９
倍
と
際
立
っ
て
高
い
と
さ
れ
て
い

ま
す
。C
O
P
D
患
者
に
は
肺
癌
の
発
症

が
多
く
、ま
た
肺
炎
な
ど
の
呼
吸
器
感
染
症

を
合
併
し
、重
症
化
し
や
す
い
こ
と
が
知
ら

れ
て
い
ま
す
。わ
が
国
の
統
計
で
も
死
因
の

第
１
位
は
悪
性
新
生
物（
中
で
も
肺
癌
が
最

多
）、肺
炎
が
3
位
～
４
位
、C
O
P
D
が
９

位
～
10
位
で
推
移
し
て
い
ま
す
。し
た
が
っ

て
、禁
煙
と
肺
機
能
検
査
を
普
及
さ
せ
る
努

力
は
、呼
吸
器
内
科
医
に
と
っ
て
重
要
で
あ

る
ば
か
り
で
な
く
、広
く
国
民
全
体
の
健
康

増
進
の
た
め
に
不
可
欠
の
課
題
と
考
え
ら

れ
ま
す
。当
科
に
お
き
ま
し
て
も
、禁
煙
治

療
と
肺
機
能
検
査
に
よ
る
C
O
P
D
の
早

期
発
見
と
治
療
を
引
き
続
き
推
進
し
て
参

り
ま
す
の
で
、多
く
の
患
者
さ
ん
の
来
院
を

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

お
問
い
合
せ：

呼
吸
器
内
科

☎：

0
4
9
（
2
7
6
）
1
3
1
9

呼吸器内科　准教授
仲村　秀俊
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非喫煙者または
タバコの影響を受けにくい人

45 歳で禁煙
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Fletcher et al, 1976

図１　肺機能（１秒量）の経年低下

継続喫煙者で
タバコの影響を
受けやすい人



②

病
棟
薬
剤
師
と
は

当
院
で
は
日
中
、
各
病
棟
に
薬
剤
師
が

常
駐
し
、
入
院
患
者
さ
ん
へ
の
薬
物
治
療

が
安
心
、
安
全
に
行
わ
れ
る
よ
う
日
々
業

務
に
あ
た
っ
て
い
ま
す
。
今
回
は
そ
の
よ

う
な
病
棟
薬
剤
師
の
業
務
に
つ
い
て
簡
単

に
説
明
い
た
し
ま
す
。

病
棟
薬
剤
師
の
主
な
業
務

①
持
参
薬
の
管
理

当
院
で
は
、
入
院
時
に
患
者
さ
ん
が
お

持
ち
に
な
っ
た
お
薬
（
持
参
薬
）
は
専
任

薬
剤
師
が
確
認
し
、
主
治
医
に
情
報
提
供

を
行
っ
て
い
ま
す
。

最
近
は
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
普

及
に
よ
り
同
一
成
分
・
同
一
薬
効
の
医
薬

品
が
多
数
供
給
さ
れ
て
お
り
、
我
々
薬
剤

師
が
薬
の
専
門
家
と
し
て
の
見
地
か
ら

し
っ
か
り
と
鑑
別
す
る
こ
と
で
重
複
投
与

等
の
問
題
を
未
然
に
回
避
し
、
安
全
な
使

用
が
継
続
で
き
る
よ
う
に
配
慮
し
て
い
ま

す
。

②
服
薬
指
導

入
院
患
者
さ
ん
が
適
正
な
薬
を
安
全
に

使
用
で
き
る
よ
う
に
患
者
さ
ん
や
ご
家
族

と
面
談
し
て
薬
剤
の
効
能
効
果
、
用
法
・

用
量
、
使
用
上
の
注
意
事
項
や
、
副
作
用

に
つ
い
て
分
か
り
や
す
い
服
薬
指
導
を

行
っ
て
お
り
ま
す
（
写
真
1
）。

指
導
に
際
し
て
は
事
前
に
、
医
師
・
看

護
師
等
の
医
療
ス
タ
ッ
フ
と
も
十
分
な
打

ち
合
わ
せ
を
行
い
、
ま
た
検
査
値
な
ど
の

情
報
も
確
認
し
て
、
有
効
な
薬
物
治
療
が

継
続
で
き
る
よ
う
に
配
慮
し
て
い
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　

服
薬
指
導
時
の
情
報
や
問
合
せ
に
対
す

る
対
応
等
に
つ
い
て
も
そ
の
都
度
情
報
を

医
師
や
病
棟
ス
タ
ッ
フ
と
共
有
す
る
こ
と

で
医
療
の
質
の
向
上
と
安
全
を
確
保
す
る

よ
う
に
日
々
業
務
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

③
配
薬
カ
ー
ト
へ
の
薬
剤
の
セ
ッ
テ
ィ

ン
グ

薬
剤
を
ご
自
身
で
管
理
で
き
な
い
方
に

対
し
て
は
、
患
者
さ
ん
ご
と
に
用
意
さ
れ

た
ト
レ
イ
に
服
用
時
間
に
合
わ
せ
て
１
回

分
ず
つ
確
認
し
な
が
ら
薬
剤
を
セ
ッ
ト
し

て
お
り
ま
す
。

こ
の
業
務
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
は
、

病
棟
ス
タ
ッ
フ
か
ら
も
高
く
評
価
さ
れ
て

お
り
、
医
療
安
全
の
確
保
と
業
務
の
効
率

化
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
ま
す
。

④
病
棟
配
置
薬
剤
（
緊
急
時
用
）
の
定

数
管
理

病
棟
に
は
、
緊
急
時
に
使
用
す
る
注
射

薬
等
を
定
数
で
配
置
し
て
お
り
ま
す
。
こ

れ
ら
の
医
薬
品
に
つ
い
て
は
病
棟
薬
剤
師

が
日
々
数
量
、
使
用
期
限
、
保
管
状
況
等

を
確
認
し
、
緊
急
時
い
つ
で
も
使
用
で
き

る
よ
う
に
管
理
し
て
お
り
ま
す
。

⑤
退
院
時
の
服
薬
指
導

患
者
さ
ん
が
退
院
し
て
自
宅
に
帰
っ
て

か
ら
も
安
心
し
て
服
薬
を
継
続
い
た
だ
け

る
よ
う
に
退
院
に
際
し
て
は
、
専
任
薬
剤

師
が
丁
寧
に
退
院
後
の
服
薬
に
際
し
て
の

注
意
点
に
つ
い
て
ご
説
明
し
て
い
ま
す
。

ま
た
お
く
す
り
手
帳
を
活
用
し
、
他
の
医

療
機
関
に
対
し
て
も
情
報
提
供
を
行
っ
て

お
り
ま
す
。

最
後
に
・
・
・

病
棟
薬
剤
師
は
以
上
の
業
務
の
他
に
も

糖
尿
病
患
者
さ
ん
の
教
育
入
院
や
、
栄
養

サ
ポ
ー
ト
な
ど
チ
ー
ム
医
療
の
一
員
と
し

て
入
院
患
者
さ
ん
の
薬
物
治
療
に
貢
献
し

て
い
ま
す
。
当
院
の
薬
剤
師
は
写
真
2
の

よ
う
な
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
で
業
務
に
あ
た
っ

て
い
ま
す
。
薬
剤
で
分
か
ら
な
い
こ
と
、

聞
き
た
い
こ
と
が
あ
れ
ば
お
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
せ：

薬
剤
部

☎：

0
4
9
（
2
7
6
）
1
4
5
3

薬剤部
知っていますか？病棟薬剤師！！

写真—1

写真—2



③

中
耳
炎
や
耳
か
き
の
失
敗
な
ど
で
鼓
膜

に
穴
が
あ
い
て
い
る
と
、繰
り
返
す
耳
だ
れ

や
難
聴
、耳
鳴
り
に
悩
ま
さ
れ
ま
す
。鼓
膜

に
穴
が
あ
い
て
い
て
も
無
症
状
の
場
合
も
あ

り
ま
す
が
、年
齢
を
重
ね
て
い
る
う
ち
に
難

聴
が
徐
々
に
進
行
し
た
り
、耳
だ
れ
が
出
現

す
る
だ
け
で
な
く
、耐
性
菌
な
ど
の
出
現
で

薬
が
効
き
づ
ら
く
な
っ
て
き
た
り
、穿
孔
か

ら
中
耳
真
珠
腫
が
生
じ
る
と
難
聴
や
耳
だ

れ
だ
け
で
な
く
、め
ま
い
や
生
命
に
関
わ
る

髄
膜
炎
や
脳
膿
瘍
な
ど
を
生
じ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。ま
た
補
聴
器
を
使
用
し
て
も
、

耳
だ
れ
で
高
額
の
補
聴
器
が
壊
れ
る
こ
と

も
あ
り
、可
能
な
ら
穴
は
閉
じ
て
い
る
方
が

よ
い
で
す
。

鼓
膜
穿
孔
が
外
来
治
療
で
閉
鎖
し
な
い

時
、多
く
の
場
合
、手
術
治
療
を
お
勧
め
し

ま
す
。手
術
法
は
従
来
、耳
後
部
を
大
き
く

切
開
し
て
、視
野
の
妨
げ
と
な
る
耳
介
を
前

方
に
よ
け
、耳
の
後
ろ
か
ら
鼓
膜
操
作
す
る

方
法
や
、フ
ィ
ブ
リ
ン
糊
と
い
う
血
液
製
剤
の

糊
で
耳
の
穴
か
ら
鼓
膜
再
生
の
細
工
を
す

る
と
い
う
方
法
が
主
体
で
し
た
。い
ず
れ
も

よ
い
方
法
で
す
が
、前
者
は
手
術
範
囲
や
術

創
が
大
き
い
の
で
片
耳
１
週
強
の
入
院
が
必

要
で
、後
者
は
血

液
製
剤
の
使
用
が

必
須
で
、大
穿
孔
で

は
難
し
い
な
ど
の

問
題
が
あ
り
ま

す
。当

科
で
お
こ
な
っ

て
い
る
結
合
組
織
塊
鼓

室
内
留
置
法
と
仮
称
し

て
い
る
鼓
膜
再
生
法
は

（
図
１
）の
通
り
耳
の
後

ろ
を
約
2
セ
ン
チ
切
開

し
皮
下
組
織
塊
を
採

取
、耳
の
穴
か
ら
縁
を

新
鮮
化
し
た
穿
孔
の
奥

の
中
耳
に
組
織
を
つ
め

こ
む
よ
う
に
挿
入
す
る

だ
け
と
い
う
簡
単
な
方

法
で
す
。鼓
膜
は
穿
孔

縁
か
ら
、挿
入
し
た
皮

下
組
織
を
足
場
に
3
週

～
2
か
月
程
度
で
再
生

し
、挿
入
し
た
皮
下
組

織
は
数
か
月
で
消
失

し
、鼓
膜
、鼓
室
と
も
再

生
し
ま
す
（
図
2
、

3
）。手
術
時
間
は
片

耳
30
～
45
分
程
度
で
全
身
麻
酔
を
基
本
と

し
ま
す
が
、か
ら
だ
へ
の
ダ
メ
ー
ジ
が
少
な
い

の
で
、両
側
同
時
も
可
能
で
す
。6
～
70
歳

の
心
臓
や
肺
、気
管
支
の
病
気
や
糖
尿
な
ど

の
大
き
な
病
気
を
持
っ
て
い
な
い
方
は
麻
酔

科
の
先
生
や
手
術
室
ス
タ
ッ
フ
の
協
力
を
い

た
だ
き
、日
帰
り
で
も
可
能
で
す
。90
歳
近

く
の
方
も
施
行
し
て
い
ま
す
が（
図
4
）、高

齢
や
持
病
の
あ
る
方
な
ど
日
帰
り
が
無
理

な
方
は
2
泊
3
日
程
度
の
入
院
と
し
て
い

ま
す
。

術
後
1
～
3
か
月
挿
入
し
た
皮
下
組
織

が
退
縮
す
る
ま
で
耳
の
ふ
さ
が
っ
た
感
じ
が

し
ま
す
が
、鼓
室
の
再
生
と
と
も
に
徐
々
に

回
復
し
ま
す
。術
後
は
約
1
か
月
程
度
抗

菌
薬
の
内
服
薬
や
点
耳
薬
を
使
用
し
ま

す
。術
後
の
痛
み
は
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
が

多
い
よ
う
で
す
。成
功
率
は
さ
ま
ざ
ま
な
計

算
法
が
あ
り
ま
す
が
、約
90
％
以
上
で
、従

来
の
方
法
と
比
較
し
、同
等
か
そ
れ
以
上
と

考
え
ま
す
。人
工
物
や
血
液
製
剤
、特
殊
な

薬
品
な
ど
を
つ
か
わ
ず
、す
べ
て
ご
自
身
の
か

ら
だ
の
も
の
だ
け
を
使
っ
て
再
生
さ
せ
る
の

で
小
児
に
も
安
心
で
安
価
で
す
。

術
者
は
再
生
の
お
膳
立
て
を
す
る
だ
け

で
術
後
は
患
者
さ
ん
ご
本
人
の
治
癒
力
で

再
生
す
る
の
で
、皮
下
組
織
採
取
部
の
抜
糸

と
再
生
の
確
認
の
た
め
の
通
院
以
外
は
追

加
治
療
も
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。術
後
は
鼻

を
か
ん
だ
り
く
し
ゃ
み
を
し
た
り
、洗
髪
も

か
ま
い
ま
せ
ん
が
、鼓
膜
の
再
生
に
影
響
し

ま
す
の
で
、喫
煙
、飲
酒
、ス
ト
レ
ス
や
過
労

は
大
敵
で
す
。再
生
の
早
い
方
は
術
後
1
か

月
程
度
で
水
泳
も
可
能
で
す
。2
0
0
耳

以
上
の
手
術
を
し
て
い
ま
す
が
、施
行
し
て

い
る
の
は
今
の
と
こ
ろ
ほ
ぼ
当
科
だ
け
で
す

耳鼻咽喉科　講師
中嶋正人

慢性穿孔性中耳炎の治療
❖日帰り手術もあります❖

鼓膜の再生



医務部
患者さんからのご意見

④

の
で
、従
来
の
方
法
で
手
術
を
勧
め
ら
れ
た
け
ど

入
院
が
で
き
な
い
方
な
ど
、遠
方
か
ら
も
患
者
さ

ん
が
い
ら
し
て
い
ま
す
。

中
耳
真
珠
腫
や
耳
小
骨
と
い
う
音
を
伝
え
る

骨
の
動
き
が
悪
く
な
っ
て
い
る
場
合
や
癒
着
性
中

耳
炎
、内
耳
性
難
聴
な
ど
、こ
の
手
術
の
対
象
と
な

ら
ず
、他
の
方
法
を
と
る
方
が
よ
い
場
合
も
あ
り

ま
す
し
、残
念
な
が
ら
全
身
状
態
の
問
題
な
ど
で

手
術
が
で
き
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。ま
た
手
術

を
受
け
た
方
す
べ
て
が
成
功
す
る
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
の
で
、か
か
り
つ
け
の
先
生
に
よ
く
相
談
し

て
く
だ
さ
い
。

「
も
う
年
だ
か
ら
手
術
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

補
聴
器
で
が
ま
ん
し
な
さ
い
。」「
手
術
は
大
が
か

り
だ
か
ら
や
ら
な
い
方
が
い
い
よ
。」な
ど
と
い
わ
れ

て
、あ
き
ら
め
て
い
た
の
に
、日
帰
り
手
術
で
耳
だ

れ
や
難
聴
が
改
善
し
て
、見
違
え
る
よ
う
に
表
情

が
明
る
く
な
っ
た
方
を
多
く
み
て
き
ま
し
た
。ま

た
治
る
耳
な
の
に
手
術
を
怖
が
っ
た
り
、手
術
が
で

き
る
こ
と
を
知
ら
な
い
で
苦
し
ん
で
い
た
方
も
いっ

ぱ
い
い
ま
し
た
。あ
き
ら
め
る
こ
と
は
い
つ
で
も
で

き
ま
す
。こ
の
手
術
を
施
行
し
て
い
る
耳
鼻
咽
喉

科
　
中
嶋
正
人
が
相
談
の
窓
口
に
な
り
ま
す
の
で

ま
ず
は一度
、ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
せ：

耳
鼻
咽
喉
科
外
来

☎：

0
4
9（
2
7
6
）1
2
9
6

（
月
～
土
の
診
療
日
の
午
後
2
時
か
ら
5
時
に
連

絡
い
た
だ
け
れ
ば
受
診
相
談
可
能
で
す
）

患
者
さ
ん
か
ら
頂
い
た
ご
意
見

を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。お

叱
り
の
言
葉
、お
褒
め
の
言
葉
ど
ち

ら
も
職
員
の
励
み
に
な
り
ま
す
。ご

紹
介
で
き
な
い
ご
意
見
に
も
真
摯
に

向
き
合
い
、患
者
さ
ん
の
お
役
に
立

て
る
よ
う
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

ご
意
見

町
の
ク
ー
ポ
ン
で
乳
が
ん
の
健
康

診
断
を
受
け
ま
し
た
。診
察
時
の
先

生・看
護
師
さ
ん・レ
ン
ト
ゲ
ン
技
師
さ

ん
、皆
さ
ん
と
て
も
優
し
い
方
で
安
心

し
て
健
診
を
受
け
ま
し
た
。他
の
病

院
で
ビ
ク
ビ
ク
し
な
が
ら
の
入
院
生

活
を
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
、今
回

こ
ち
ら
に
し
て
良
か
っ
た
で
す
。あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

お
返
事

ご
意
見
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。こ
れ
か
ら
も
お
褒
め
の
言
葉
に

恥
じ
な
い
よ
う
努
力
い
た
し
ま
す
。

ご
意
見

網
膜
剥
離
の
手
術
を
受
け
ま
し

た
。ベッ
ド
で
は
う
つ
伏
せ
の
安
静
状

態
が
必
要
で
し
た
が
、置
い
て
あ
っ
た

の
は
机
だ
け
で
し
た
。次
の
日
に
同
室

の
人
か
ら
、マッ
ト
も
あ
っ
た
こ
と
を
聞

き
ま
し
た
。看
護
師
に
聞
く
と
直
ぐ

に
持
って
き
て
く
れ
ま
し
た
。備
え
付

け
の
も
の
が
あ
っ
た
に
も
係
ら
ず
、自

分
か
ら
話
さ
な
け
れ
ば
気
づ
い
て
く

れ
な
か
っ
た
こ
と
が
残
念
で
す
。

お
返
事：

病
棟
看
護
師
長
よ
り

患
者
さ
ん
が
外
来
受
診
の
際
に
直

接
お
会
い
し
て
、今
後
そ
の
よ
う
な
こ

と
が
無
い
よ
う
に
お
約
束
さ
せ
て
い

た
だ
き
、お
詫
び
い
た
し
ま
し
た
。

ご
意
見

2
週
間
の
入
院
生
活
で
し
た
が
、

ス
タ
ッ
フ
の
方
々
に
は
大
変
お
世
話
に

な
り
ま
し
た
。入
院
期
間
に
、自
分
の

生
活
習
慣・食
事
な
ど
が
い
か
に
乱
れ

て
い
た
か
実
感
い
た
し
ま
し
た
。お
蔭

様
で
病
状
も
良
く
な
り
、今
後
の
治

療
に
向
け
て
意
欲
的
に
な
る
こ
と
が

出
来
ま
し
た
。皆
様
に
お
礼
申
し
上

げ
ま
す
。

お
返
事：

病
棟
看
護
師
長
よ
り

ご
家
庭
で
の
生
活
習
慣
や
食
事
な

ど
に
つ
い
て
、前
向
き
に
捉
え
て
頂
い

た
こ
と
を
、大
変
う
れ
し
く
思
い
ま

す
。私
た
ち
も
励
み
に
な
り
ま
す
。ご

意
見
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

ご
意
見

看
護
師
が
お
互
い
を
あ
だ
名
で
呼

び
合
っ
て
い
ま
し
た
。職
場
で
プ
ラ
イ

ベ
ー
ト
な
呼
称
で
呼
び
合
う
の
は
は

や
め
て
欲
し
い
で
す
。

お
返
事：

病
棟
看
護
師
長
よ
り

ご
指
摘
の
と
お
り
で
す
。職
業
人

と
し
て
立
場
を
考
え
た
行
動
が
と
れ

る
よ
う
、再
指
導
い
た
し
ま
す
。



⑤

『
も
っ
と
元
気
に
生
き
て
い
く
た
め

の
治
療
』

慢
性
腎
臓
病（
以
下
、C
K
D
）は
、日
本

の
成
人
約
8
人
に
1
人
、1
3
3
0
万
人
い

る
と
推
計
さ
れ
て
い
ま
す
。C
K
D
と
は
腎

障
害
を
示
す
所
見
や
腎
機
能
低
下
が
慢
性

的
に
続
く
状
態
で
、自
覚
症
状
が
少
な
く
、

気
づ
か
な
い
ま
ま
進
行
し
て
し
ま
う
病
気
で

す
。放
置
し
た
ま
ま
に
し
て
お
く
と
腎
臓
の

機
能
が
損
な
わ
れ
、末
期
腎
不
全
と
な
り
透

析
や
腎
移
植
が
必
要
に
な
り
ま
す
。腎
臓

内
科
の
外
来
は
、毎
月
約
2
0
0
0
人
以

上
の
C
K
D
患
者
さ
ん
が
通
院
し
、年
間
約

1
8
0
人
の
患
者
さ
ん
に
透
析
を
導
入
し

て
い
ま
す
。

当
外
来
に
は
、透
析
療
法
指
導
看
護
師

が
1
名
い
ま
す
。透
析
療
法
指
導
看
護
師

を
中
心
と
し
て
外
来
看
護
師
は
、末
期
腎

不
全
の
患
者
さ
ん
に
対
し
て
、D
V
D
や
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
を
用
い
て
腎
代
替
療
法
の
説
明
、

社
会
資
源
の
説
明
を
行
い
ま
す
。患
者
さ
ん

は
、心
の
準
備
は
で
き
て
い
る
も
の
の
“透

析
”
と
い
う
言
葉
を
聞
く
だ
け
で
、不
安
や

心
配
で
頭
の
中
が
混
乱
し
ま
す
。否
認→

不
安・怒
り→

抑
う
つ→

受
容
と
い
う
心
理

的
プ
ロ
セ
ス
を
理
解
し
、透
析
を
前
向
き
に

受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
サ
ポ
ー
ト

し
ま
す
。“
透
析
”
を
ど
の
よ
う
に
生
活
の

一
部
と
し
た
ら
よ
い
の
か
を
話
し
、“透
析
”

は『
も
っ
と
元
気
に
生
き
て
い
く
た
め
の
治

療
方
法
！
』と
受
け
止
め
て
も
ら
え
る
よ
う

に
、何
度
も
時
間
を
か
け
て
話
を
し
ま
す
。

当
院
の
腎
代
替
療
法
の
選
択
肢
は
、血
液
透

析・腹
膜
透
析・在
宅
血
液
透
析
と
患
者
さ

ん
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
合
わ
せ
て
選
択
で

き
る
体
制
を
構
築
し
て
い
ま
す
。

腹
膜
透
析
に
つ
い
て
は
、外
来
の
看
護
師

が
中
心
に
指
導
し
ま
す
。導
入
の
入
院
で

は
、病
棟
看
護
師
と
連
携
し
て
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

を
用
い
て
、バッ
ク
交
換
操
作
や
ノ
ー
ト
の
書

き
方
、緊
急
時
の
対
応
、自
宅
に
必
要
な
物

品
の
準
備
な
ど
に
つ
い
て
説
明
を
し
ま
す
。

退
院
後
は
、月
に
1
回
の
外
来
受
診
な
の

で
、ノ
ー
ト
を
見
な
が
ら
自
宅
で
の
様
子
や

悩
み
な
ど
を
聞
き
、不
安
の
軽
減
に
努
め
ま

す
。ま
た
、バッ
ク
交
換
操
作
の
再
指
導
や
出

口
部
管
理
、半
年
毎
の
接
続
チ
ュ
ー
ブ
の
交

換
も
行
い
ま
す
。現
在
約
70
人
の
腹
膜
透

析
患
者
さ
ん
が
外
来
通
院
し
て
い
ま
す
。患

者
さ
ん
や
家
族
に
、ど
の
よ
う
な
支
援
を
す

る
こ
と
が
、安
心
し
た
看
護
の
提
供
に
繋
が

る
の
か
自
問
自
答
の
日
々
で
す
。

私
た
ち
腎
臓
内
科
の
看
護
師
は
、

C
K
D
の
患
者
さ
ん
、末
期
腎
不
全
の
患
者

さ
ん
、透
析
患
者
さ
ん
に
対
し
て
、円
滑
な

治
療
が
継
続
で
き
、快
適
な
生
活
が
送
れ
る

よ
う
な
、セ
ル
フ
ケ
ア
の
支
援
を
行
っ
て
い
ま

す
。そ
の
た
め
に
、温
も
り
の
あ
る
看
護
、確

か
な
知
識
と
技
術
を
提
供
で
き
る
よ
う

日
々
精
進
し
て
い
ま
す
。ご
相
談
、お
悩
み
の

あ
る
患
者
さ
ん
、お
気
軽
に
腎
臓
内
科
の
外

来
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

看護部
腎臓内科外来看護スタッフのご紹介



⑥

診
察
前
検
査
の
見
方
　
⑥

診
察
前
検
査
項
目
に
つ
い
て
シ
リ
ー
ズ
で

ご
紹
介
し
、本
号
で
6
回
目
と
な
り
ま
す
。

今
回
は
血
液
凝
固
検
査
と
赤
血
球
沈
降

速
度
検
査（
血
沈
）に
つ
い
て
ご
説
明
い
た
し

ま
す
。こ
れ
ら
の
検
査
に
使
う
血
液
は
、採

血
量
の
不
足
や
血
液
が
凝
固
し
て
し
ま
う

と
正
確
な
検
査
デ
ー
タ
を
報
告
す
る
事
が

出
来
な
く
な
り
ま
す
。そ
の
た
め
、も
う
一度

採
血
を
お
願
い
す
る
事
が
あ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、そ
の
時
は
ご
容
赦
く
だ
さ
い
。初

め
に
検
査
の
流
れ
と
血
液
の
固
ま
る
し
く

み・凝
固
後
の
溶
解
に
つい
て
簡
単
に
ご
説
明

い
た
し
ま
す
。

中央検査部
検査一口メモ

検査項目 基準値・臨床的意義

APTT（活性化部分
トロンボプラスチン

時間）

基準値　　28.5～41.5sec

内因系凝固検査として利用されます。延長した場合には、内因系凝固因子であるⅩⅡ、ⅩⅠ、Ⅸ、Ⅷ、Ⅹ、Ⅴ、ⅡⅠ
因子の低下、欠損が考えられます。特にⅧ因子低下している場合、血友病Aと呼ばれています。

PT（プロトロンビ
ン時間）

基準値　　PT時間　11.4～13.8sec PT% 84.0～117.0％　PT比　0.9～1.14　PT-INR 0.91～1.11　

外因系凝固検査として利用されます。報告は凝固時間(秒)、活性％(正常者に対する活性率)、ＰＴ比
(凝固時間の正常血漿に対する比率)、PT-INR(国際標準比)を報告しています。延長した場合には、外
因系因子であるⅦ、Ⅹ、Ⅴ、Ⅱ、Ⅰ因子の低下や欠損が考えられます。また、肝臓が悪い場合、ビタ
ミンKが欠乏している場合、血栓予防のためにワーファリンを服用している場合にも延長します。

FIB（フィブリノー
ゲン量）

基準値　　187.0～356.0mg/dL

凝固第Ⅰ因子をフィブリノーゲンと呼んでいます。血液凝固のメカニズムの最終段階でフィブリンと
なります。高齢者、妊娠時、運動後に増加します。また、急性感染症、手術後、糖尿病などでも増加
がみられます。減少している場合には生体内で凝固が進んでいる場合が心配されます。

Dダイマー値
基準値　　　0.00～0.50μg/mL

フィブリンが分解されて出来た物質で、正常な血液中には存在しません。生体内で凝固が起こってい
たり、血栓ができていたりすると増加します。

血中FDP（フィブ
リノーゲン＆フィブ

リン分解産物）

基準値　　　0.00～4.99μg/mL
フィブリノーゲンとフィブリンが分解されて出来た物質で、正常な血液中には存在しません。。生体内で凝固
が起こっていたり、血栓ができていたりすると増加します。

血液凝固検査

赤血球沈降速度

基準値（1時間値）　男子　　11mm以下　　　　　　　　女子　　22mm以下

採血後の血液を放置しておくと、血液の中で一番重い赤血球が先に沈みます。この赤血球が沈む速さを赤
血球沈降速度であらわします。1時間値と2時間値の測定がありますが、基本は1時間値です。男子より女子
のほうが沈むのが早く、肺炎など感染症や膠原病などの炎症のある時に促進します。貧血があるとその程度
によっては促進します。多血症（赤血球の多い病気）やフィブリノーゲンの減少している時には遅延します。

赤血球沈降速度検査(血沈)

《凝固後の溶解とは？》
血液が固まるとそれを溶かそうとする

作用が働き、その後徐々に溶けて分解さ
れます(繊維素溶解)。

血液凝固第Ⅰ因子はフィブリノーゲン
といい、正常な人の血液に一定量存在し
ています。凝固の過程でこのフィブリ
ノーゲンがさらにフィブリンとなり血液
を固めます。フィブリノーゲンとフィブ
リンが分解された物質をFDP（フィブリ
ノーゲン＆フィブリン分解産物）といい、
フィブリンが分解されてできた物質をD
ダイマーと呼んでいます。

《血液が固まるしくみ》
通常血液は血管内を絶えず循環してい

ます。血管が傷つくとその部分に血小板
が集まり傷口をふさぎます(止血)。正常
な人の血液中には凝固因子（主にⅠ～
ⅩⅢ）が存在し、ほとんどが肝臓で作ら
れています。これらが規則通りに作用す
ると血液が固まります。この作用には、
血管外の要因で起こる外因系凝固
(Ⅶ⇒Ⅰ）と血管内のみの要因で起こる
内因系凝固（ⅩⅡ⇒Ⅰ）の2種類があり
ます。これらの因子が低下や欠損してい
ると、生体内で血液が固まりにくくなり
出血が起こります。



当
院
で
は
現
在
、
撮
影
情
報
の
デ
ジ
タ

ル
化
に
よ
り
、
パ
ソ
コ
ン
に
よ
る
モ
ニ

タ
ー
診
断
を
行
っ
て
い
ま
す
。
デ
ジ
タ
ル

化
に
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
当
初
は
　

①
撮
影
す
る

�
②
専
用
の
装
置
で
画
像
を
読
み
取
る

�
③
画
像
が
表
示
さ
れ
る

と
い
っ
た
３
つ
の
工
程
を
経
て
画
像
が
で

き
あ
が
っ
て
い
ま
し
た
。

今
回
、
当
院
で
新
し
く
導
入
さ
れ
た
装

置
で
は
工
程
が
さ
ら
に
省
略
さ
れ

①
撮
影
す
る

�
②
画
像
が
表
示
さ
れ
る

と
な
り
、
専
用
の
読
み
取
り
装
置
が
な
く

て
も
そ
の
場
で
画
像
が
確
認
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

◆
⒈
装
置
の
利
便
性

従
来
は
１
回
の
撮
影
で
、
１
枚
の
フ
ィ

ル
ム
が
必
要
で
し
た
。
し
か
し
エ
ア
ロ

デ
ィ
ー
ア
ー
ル
で
は
、
一
つ
の
カ
セ
ッ
テ

で
何
回
で
も
撮
影
す
る
こ
と
が
可
能
で

す
。病
棟
に
X
線
撮
影
に
出
向
く
と
き
は
、

必
要
最
小
限
の
撮
影
セ
ッ
ト
で
撮
影
者
は

伺
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
も
し
急
な
撮
影

を
依
頼
さ
れ
た
場
合
、
フ
ィ
ル
ム
の
用
意

が
な
く
て
も
、
こ
れ
さ
え
あ
れ
ば
何
人
の

方
で
も
撮
影
が
可
能
に
な
り
、
す
ぐ
に
対

応
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
さ
ら
に
、
撮

影
し
た
そ
の
場
で
画
像
を
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
医
師
が
早
急
に
画
像
を
見

た
い
場
合
に
は
、
待
た
ず
に
確
認
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
、
画
像
情
報
を
出
力
す
る

ま
で
の
時
間
が
大
き
く
短
縮
さ
れ
ま
し

た
。
画
像
の
確
認
を
行
っ
て
か
ら
で
な
い

と
次
の
処
置
に
移
れ
な
い
場
合
、
そ
の
場

で
確
認
し
、
次
の
処
置
に
早
く
移
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
パ
ソ
コ
ン
に
患
者
さ
ん
毎
の
撮

影
依
頼
情
報
を
登
録
し
て
お
き
、
撮
影
に

際
し
て
は
個
々
の
患
者
さ
ん
の
リ
ス
ト
バ

ン
ド
か
ら
バ
ー
コ
ー
ド
情
報
を
読
み
取
っ

て
い
ま
す
。
読
み
取
っ
た
情
報
に
一
致
す

る
情
報
が
、
事
前
に
登
録
し
た
一
覧
に
な

け
れ
ば
撮
影
準
備
状
態
に
な
ら
ず
、
別
の

患
者
さ
ん
を
誤
っ
て
撮
影
で
き
な
い
シ
ス

テ
ム
に
な
っ
て
い
ま
す
。

◆
⒉
従
来
の
デ
ジ
タ
ル
X
線
装
置
と
の

改
良
点

導
入
さ
れ
た
デ
ジ
タ
ル
X
線
撮
影
装
置

は
フ
ラ
ッ
ト
パ
ネ
ル
デ
ィ
テ
ク
タ
と
呼
ば

れ
、
数
年
前
に
既
に
製
品
化
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
当
初
の
装
置
で
は
画
像
表
示
装
置

を
電
源
供
給
・
情
報
通
信
の
コ
ー
ド
と
繋

中央放射線部
検査一口メモ

⑦

カ
セ
ッ
テ
型
デ
ジ
タ
ル
X
線
撮
影
装
置『A

eroD
R

（
エ
ア
ロ
デ
ィ
ー
ア
ー
ル
）』の
紹
介①撮影する専用装置を介さず②画像が表示される

【ポータブル撮影】【患者名・ID番号確認】

患者ID検索
MWMワークリスト取得

「ボタンスイッチで照射すると
写真が迅速に出力される。」

X線

↓↓
↓



⑧

ぐ
必
要
が
あ
り
、
あ
ら
か
じ
め
設
置
さ
れ

た
部
屋
で
し
か
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
。

今
回
、
当
院
で
導
入
さ
れ
た
も
の
で
は
　

①
重
量
が
軽
量
化
し
、
か
つ
堅
牢
②
高
画

質
な
の
に
低
被
ば
く
③
内
蔵
バ
ッ
テ
リ
ー

型
に
よ
る
コ
ー
ド
レ
ス
化
　
と
改
良
さ
れ

て
い
ま
す
。

重
量
が
軽
く
な
れ
ば
、
こ
れ
を
使
用
す

る
撮
影
者
に
と
っ
て
扱
い
が
容
易
に
な
り

ま
す
。
せ
っ
か
く
高
い
機
能
を
兼
備
え
て

い
て
も
、
使
い
勝
手
が
悪
く
、
使
用
す
る

側
で
敬
遠
さ
れ
て
し
ま
っ
て
は
患
者
さ
ん

に
と
っ
て
の
メ
リ
ッ
ト
が
な
く
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
無
理
に
低
被
ば
く
を
実
現
さ

せ
よ
う
と
す
る
と
質
の
悪
い
画
像
が
出
来

上
が
り
ま
す
。
こ
れ
は
画
像
を
形
成
す
る

た
め
に
は
あ
る
程
度
の
X
線
量
が
必
要
で

あ
り
、
必
要
以
上
に
少
な
く
す
る
と
診
断

に
耐
え
う
る
画
像
を
提
供
す
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。今
回
、

装
置
が
改
良
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
少
な
い

X
線
量
で
、
今
ま
で
と
同
等
程
度
の
画
像

を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

コ
ー
ド
レ
ス
化
に
よ
る
恩
恵
は
と
て
も

大
き
な
と
こ
ろ
で
す
。
従
来
は
、
こ
の
装

置
が
設
置
さ
れ
た
部
屋
で
し
か
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
通
信
が

行
き
渡
る
と
こ
ろ
で
あ
れ
ば
ど
こ
ま
で
も

移
動
で
き
、
撮
影
で
き
る
の
で
す
。

何
か
ご
不
明
な
点
や
、
疑
問
が
ご
ざ
い
ま

し
た
ら
中
央
放
射
線
部
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
せ：

中
央
放
射
線
部

内
線
☎：

0
4
9（
2
7
6
）1
2
4
6

※
フ
ラ
ッ
ト
パ
ネ
ル
デ
ィ
テ
ク
タ（
FP
D
）

カ
セ
ッ
テ
に
相
当
す
る
部
分
が
Ｘ
線
の

検
出
器
に
な
っ
て
お
り
、直
接
デ
ジ
タ
ル

画
像
化
が
可
能
と
な
り
、カ
メ
ラ
の
よ
う

に
連
続
撮
影
が
で
き
る
。

埼玉医大キャンパスにみる万葉の花
今年の冬は寒い日が多く、いつもの年よりも春の訪れが待

ち遠しい毎日でした。万葉集が編纂されたのは7世紀後半から
8世紀後半だそうです。その頃に人々を楽しませた花は、今も
私たちの心を豊かなものにしてくれます。

絵：堀内噎子　
埼玉医科大学短期大学名誉教授

書：五十嵐節
埼玉医科大学短期大学名誉教授
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⑨

気
に
し
て
い
ま
す
か
？

塩
分
摂
取
量

近
年
健
康
意
識
が
高
ま
り
、
塩
分
の
摂

り
方
や
味
付
け
に
気
を
つ
け
て
い
る
方
も

多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

平
成
23
年
度
の
国
民
健
康
・
栄
養
調
査

の
結
果
か
ら
、
塩
分
の
摂
取
量
は
年
々
減

少
傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、
現
在
目
標
と
し

て
い
る
塩
分
摂
取
量
に
は
届
い
て
い
ま
せ

ん
。厚

生
労
働
省
に
よ
る
「
日
本
人
の
食
事

摂
取
基
準
」
よ
り
、
塩
分
摂
取
量
の
目
標

は
一
日
あ
た
り
成
人
男
性
9.5
ｇ
未
満
、
成

人
女
性
7.5ｇ
未
満
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

塩
分
の
過
剰
摂
取
は
高
血
圧
や
胃
が

ん
、
骨
粗
鬆
症
、
脳
卒
中
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
疾
患
の
危
険
因
子
と
な
り
ま
す
。

日
本
高
血
圧
学
会
で
は
高
血
圧
患
者
の

塩
分
摂
取
量
は
一
日
６
ｇ
未
満
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ

（
世
界
保
健
機
構
）
や
欧
米
諸
国
も
一
日

６
ｇ
未
満
を
目
標
と
し
て
い
ま
す
が
、
日

本
は
も
と
も
と
の
摂
取
量
が
多
い
こ
と
か

ら
、
塩
分
摂
取
量
の
目
標
量
を
徐
々
に
下

げ
て
い
る
段
階
で
す
。

目
標
ま
で
は
あ
と
少
し
、
減
塩
は
日
々

の
心
が
け
が
大
切
で
す
。

栄養部
栄養一口メモ

食塩摂取量の平均値の年次推移（20歳以上）（平成15〜23年）

H23 年　国民健康・栄養調査結果の概要より

まずはここから始める減塩

★ラーメンやうどん、そばなど麺類の汁は残す。
麺類の塩分はお店によっても大きく違いますが、汁まで飲んでしまうと約6～10gと1日分の塩分量を超えて
しまいます。美味しい汁ですが、残すことを習慣にしましょう。

★汁物は1日1杯に。
味噌汁は1.5～2g。清汁、ポタージュなどの汁物は1杯で約0.9～1.5g程度。1日3回、汁物を摂るとどうしても
塩分摂取量は多くなってしまいます。1日1杯にするだけでも大きな減塩につながります。

★漬物や佃煮など「ご飯の友」に注意を。
梅干し半分で約1g、きゅうりのぬかづけ20g（約4枚）で約1g、佃煮15gで約1gと塩分が多くなりやすいで
す。食べる量や回数に注意しましょう。

栄
養
相
談
を
ご
希
望
の
方
は
、主
治
医

の
先
生
に
ご
相
談
下
さ
い
。

日本人の食習慣は、油脂類が少なく、良い部分もありますが、味噌や醤油など塩分を多く含む調味料
が食事の中心となっており、塩分は多くなりがちです。減塩には、塩分を控えていく習慣作りが大切
です。

（g／日）
14

13

12

11

10

9
平成15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年

梅干し（半分）

ぬか漬け


