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Ａ. 研究目的 

食事指導の標準化を目的とした指導項目の 
検討 

2型糖尿病患者は、罹病期間が長いほど合併症

の頻度が高いことが観察されており1）、神経障

害をはじめとする細小血管障害のみならず、虚

血性心疾患などの心血管疾患の発症・進展2）が

促進される。また、加齢とともに耐糖能は低下

する3）ため、重症化対策における食事療法では

エネルギー調整に加え対象者の年令に応じた血

糖コントロール、血圧、血清脂質管理も重要2）

な視点となる。研究班では、「糖尿病性腎症重

症化予防プログラム」による大規模介入試験の

実施を前提に、指導及び運営マニュアル策定を

予定している。そこで食生活指導の「標準化」

「精度向上」を目的に「科学的根拠に基づく糖

尿病診療ガイドライン2013」4）並びにレビュー

論文を抽出し、指導項目の根拠となる情報整理

を行ない、効果的な食事指導項目の検討を行う

こととした。 
 

Ｂ．研究方法 

食事指導項目に関する文献レビュー 
「科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドライン

2013」 (以下ガイドライン2013)に引用された文

献と医学中央雑誌、Meddlineをデータベース

(2000－2015年)として体重管理・減塩介 
 
入・たんぱく制限・食後高血糖に関するレビュ

ー論文の抽出を行った。 
 
Ｃ. 研究結果 

1. 食事療法（低脂肪食・地中海食群・低炭水

化物食群）と尿中微量アルブミン、eGFRの変化

の比較（RCT）5） 
BMI≧27kg/m2，40～65歳の男女318名では、2
型糖尿病の有無にかかわらず，血清クレアチニ

ン＜2mg/dLの中等度肥満者の腎機能保護/改善

において，低炭水化物食は地中海食または低脂

肪食と同様に安全であった。 
 
2. 食後高血糖指導の頻度6） 
 イタリア人外来患者3,284名（男性1675名,女性

1609名,63歳±10歳）に食事内容と食前及び食

後2時間の自己採血調査を実施。 
エネルギー比/炭水化物約55％：脂質約30％：タ

ンパク質約15％の食事内容に対し、年齢、罹病

期間、BMI、スルホニル剤、血圧、血清脂質異

常を調整した多変量解析下においても、食後に

高血糖が生じていた。 
 

研究要旨 
重症化対策の食生活指導では、推奨される HbA1c 目標値に到達するためには、体重管理をベースと

した食後高血糖の管理、減塩指導が対策の要となる。たんぱく質制限は、中等度から重度の CKD 患
者に対する食事療法として有効だが、軽度 CKD ではその是非が一致していない。高齢者は加齢によ
る耐糖能や合併症の程度が異なるため、患者の状態に応じた個別的な治療目標設定が必要である。 



2 
 

3. 血糖の日内のプロファイル7) 
食事療法単独または非インスリン療法を組み合

わせている２型糖尿病患者（男性100名、女性

30名、平均年齢36歳、A1c：5.2-12.5%）を 
2型糖尿病患者のA1cレベルを 
① <6.5%,n=30 、 ② 6.5-6.9%,n=17 、 ③

7-7.9%,n=32、④8‐8.9%,n=25、⑤≧9%,n=26
に分け、CGMを用いて群間のグルコースプロフ

ァイルを比較した。HbA1c値が8%未満にとどま

れば，夜間空腹時血糖値はほぼ正常レベル。 
・HbA1c値が6.5%を超えて上昇する頃から食後

血糖値はより早期に悪化し，空腹時血糖値が比

較的正常な者でも食後血糖値が異常に上昇する

可能性を示した。 
・食後血糖値が急激に上昇する悪化の程度は朝

食後，昼食後，夕食後で異なり，朝食後の血糖

値が最初に悪影響を受けることも報告された。 
 
4. 食後高血糖指導の安全性8) 
食事療法単独または非インスリン療法を組み合

わせている2型糖尿病患者（男性90名、女性74
名、平均年齢36歳、A1c：≥7.5％）に対し、治

療プログラムを3か月間強化し、安全性の検討を

行った。HbA1c8.7→6.5％（P<0.001)と低下し

たが、重症低血糖はみられなかった。体重は84.0
→82.9kg（p=0.36）と不変であり、空腹時血糖

値が目標に達しただけではHbA1c値は依然とし

て 7% を上回っていた。食後血糖値は、

HbA1c<6.2%未満のときはHbA1c値の80%，

HbA1c値≧9.0%のときはHbA1c値の約40%に

寄与していた。 
 
5. 2 型糖尿病患者(11.9グラム/日)に対する1
週間の塩分制限介入（RCT）9) 
2 型糖尿病患者158名において食塩摂取を

125mmol/日（7.3 g/日）に制限すると収縮期で 
6.90mmHg，拡張期で2.87mmHg 血圧が低下

した． 
  
6. 降圧薬と食塩制限の併用効果10) 
高血圧を有する2 型糖尿病20名（尿中アルブミ

ン排泄量10～200μg/分）が1週間の塩分制限に

より収縮期で9.7 mmHg、拡張期で5.5 mmHg
血圧が低下した．投薬群（ロサルタン） 

でのACRも有意に減少(-29％、p=0.02）した。 
 
7. 2 型糖尿病腎症vs非腎症における減塩効果
11) 

2型糖尿病を持つ腎症 vs 非腎症患者（63±5歳、

罹病期間13±2年）各15例に対し、食塩制限食

1.2g/日と食塩負荷食12.9g/日を5日間ずつクロ

スオーバー試験を行った。非腎症群では降圧効

果は明らかでなかったが，腎症群では-5mmHg
の高圧効果が観察された。 
 
8. 2 型糖尿病顕性腎症に対するたんぱく質制

限食効果（RCT）12) 
日本人の2 型糖尿病・顕性腎症（RA 系阻害薬

非投与症例）30〜70歳112名を正常たんぱく質

食群(1.2 g/kg 標準体重/日)と制限食群(同0.8 g)
とし、たんぱく質制限のコンプライアンス・24
Ｈ尿窒素排泄量について5年間(1997-2006)追跡

したところ、聞き取り調査では2 群間に有意差

を認めたが尿中窒素排泄量に有意差は無かった。

たんぱく質制限食は実施困難であり、限定的な

たんぱく質制限食の腎保護効果の可能性が示唆

された。 
 
9. 高齢者糖尿病患者における個別対応の  有
用性13) 
非インスリン療法を行っている2型糖尿病外来

患者(男性173名女性217名、平均年齢73歳) 
平均A1c6.8％(332名投薬インスリン)、平均血圧

136-74(219名投薬)に対し、HbA1c7.0%、血圧

145/80mmHg を目標に3年間追跡した。 
HbA1c7.2%と良好な血糖管理状態の高齢者糖

尿病の生命予後は一般高齢者とほぼ同様、腎機

能低下、脳血管障害既往が生命予後不良のリス

ク因子、HbA1cと生命予後との間に有意な関係

性はなかった。 
 
Ｄ. 考察 

1.体重管理 
2型糖尿病の有無にかかわらず，体重減少によ

るインスリン感受性および血圧が改善される可

能性が示唆5）されており、適正体重の維持は改

善計画のベースとなる。 
 
2.食後高血糖対策 
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炭水化物は、容量依存的に食後血糖値に影響

を与える14) ため、インスリン分泌不全の糖尿病

患者が必要以上に炭水化物を摂取すると食後高

血糖を招く。Monnierら15）は、HbA1c＜7.3%
未満の者ではHbA1cに対する食後血糖値の寄与

率は約70%であるのに対し、HbA1c≧9.3%では

食後血糖値の寄与率は約40%になることを報告

している。また、空腹時高血糖の管理は必要で

あるが，通常はHbA1c目標値7%未満に達するに

は不十分であるとともに、空腹時血糖値のみを

標的としてHbA1c値を7%未満まで下げようと

すると，低血糖のリスクが上昇するおそれがあ

る12)。一方で、食後血糖値を標的とすることは

低血糖のリスク上昇にはつながらない。これら

のことから，推奨されるHbA1c目標値に到達す

るためには食後高血糖の管理が不可欠となる。 
 
3.減塩対策 
生活習慣の修正により、高血糖とともに高血

圧も改善する。糖尿病を伴う高血圧は、食塩感

受性が更新している者が多いため、減塩指導は

必須となる。降圧薬投与下10）や蛋白尿減少効果
11）を十分に引き出すためには，減塩指導は必要

である。 
 

4.たんぱく質量の確保 
｢エビデンスに基づくCKDガイドライン

201317）｣では、中等度から重度のCKD患者に対

する食事療法として、たんぱく質制限(ステージ

G3から0.8～1.0g/㎏標準体重/日)を推奨してい

る。しかし、軽度CKDにおける過剰なたんぱく

質摂取が腎機能に悪影響をもたらすか否かは、

報告によって一致していない18,19）。たんぱく質

制限食は実施困難とされているが、 
国際的な腎臓病学団体のガイドラインKDIGO
ガイドラインでは、進行するリスクのあるCKD
患者では、1.3g/㎏/日を超えるたんぱく質を摂取

しないことを推奨している20）。 
一方、高齢軽症CKD患者に対しては健康な高

齢者の推奨量以下のたんぱく質制限を行なうこ

とは適切でないとしている21）。 
 
5.高齢者への対応 
加齢とともに耐糖能は低下3）し、糖尿病の頻

度が増加する3）。ところが、高齢者で良好な血

糖管理が血管合併症の発症・進展を抑制するこ

とを示したRCTはない22）。また、高齢者の空腹

時血糖値の上昇や低血糖の自覚症などが軽微23)

であることを踏まえて見逃すことの無い問診が

必要となる。また、合併疾患を多く持つ症例で

は血糖管理が難しいため、高齢者では特に患者

の状態に応じた個別的な治療目標設定が必要で

ある。 
 

Ｅ.  結論 

HbA1c目標値に到達するためには、体重管理

をベースとした食後高血糖の管理、減塩指導が

対策の要となる。たんぱく質は一律に制限する

のではなく、担当医の処方に基づき、慎重に扱

う必要がある。高齢者は加齢や合併症の程度が

異なるため、個別的な治療目標設定が必要とな

る。 
 
Ｆ.  健康危険情報 

該当なし 
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Ｇ. 研究発表 

1. 論文発表 
◇英文 原著論文 
1) Sakane N, Kotani K, Takahashi K, SanoY, 

Tsuzaki K, Okazaki K, Sato J, Suzuki S, Morita S, 
Oshima Y, Izumi K, Kato M, Ishizuka N, Noda 
M, Kuzuya H.“Effects of telephone-delivered 
lifestyle support on the development of diabetes 
in  subjects at high risk of type 2 diabetes: 
J-DOIT1, a pragmatic cluster randomized trial”  
BMJ Open  e007316, 2015. 

 
◇和文総説 
1)佐野喜子 宮崎滋 編集. 臨床栄養臨時増刊

「最新エビデンスに学ぶ効果の上がる肥満症

食事療法の実践」“第4章肥満症の食事療法各

論 /肥満症改善のためのエンパワーメン

ト”p.518-521.医歯薬出版(株) (2015.9) 
 
◇和文書籍 
1)佐野喜子著.  
「糖尿病の人のための外食術」きょうの健康8
月号. 56-59. NHK 出版(東京) 2015.8 

 
2. 学会発表 
◇講演 
1)「行動変容につながる保健指導」茨城県保健

福祉部（水戸、2015.6） 
2）「行動変容を引き出す保健指導の実際」山口

県保険者協議会（山口、2015.6） 
3）｢特定健診・特定保健指導の理念と概要」群

馬県庁・群馬県国民健康保険団体連合会(前
橋、2015.7)  

4）「生活習慣改善につなげるためのアセスメン

ト・行動計画」群馬県庁・群馬県国民健康

保険団体連合会(前橋、2015.7)  
5) 「質問力でみがく保健指導」神奈川県・神奈

川保険者協議会 (横浜、2015.8) 
6）｢食生活改善を促す情報提供のコツ 」富山県

国民健康保険団体連合会(富山、2015.9） 
7）｢効果的な糖尿病保健指導の実際」厚木市役

所（厚木、2015.9） 
8）「宮崎県庁職員における特定保健指導の評価

と実際」地方職員共済組合宮崎県支部(宮崎、

2015.11) 

9）「間食指導で考える生活習慣病改善アセスメ

ント」滋賀県栄養士会（大津、2015.11） 
10）｢間食指導で考える生活習慣病改善アセス

メント」富山県栄養士会（富山、2015.12） 
11）｢ストップ!!METABO 食事の効果」地方

職員共済組合大分県支部(大分、2016.1) 
12）｢糖尿病・肥満予防における効果的な保健

指導」静岡県行政栄養士会(静岡、2016.2) 
13）｢現場で役立つ保健指導の実際と実践」東

京法規出版（東京、2016.2） 
 
◇シンポジウム 
1)津下一代, 佐野喜子  
第61回日本肥満学会 シンポジウム座長 「肥

満症診療における生活習慣病改善指導士の活

躍」(名古屋、2015.10)” 
 
◇一般演題 
1) 佐野喜子、志村 真紀子(株式会社ベネフィッ

トワン・ヘルスケア） 
「糖尿病重症化予防に有用な生活習慣項目の

検討」第58回日本糖尿病学会年次学術集会示

説（下関、2015.5） 
2) 劉大漫、佐野喜子 
「2型糖尿病患者に対する食事介入の効果(炭
水化物摂取量)」第62回日本栄養改善学会 

示説（福岡、2015.9） 
3) 佐野喜子 、横山満理奈(東海大学付属大磯病

院） 
「糖尿病重症化予防に有用な生活習慣項目の

検討」第22回日本未病システム学会示説（札

幌,2015.10） 
 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 
 
1. 特許取得    該当なし 
2. 実用新案登録  該当なし 
3.その他      該当なし 
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