
平
均
寿
命
が
伸
び
続
け
て
い
る
日
本
で
は
、

こ
れ
ま
で
に
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
超
高
齢

化
社
会
と
な
っ
て
い
ま
す
。
２
０
２
５
年（
平

成
３７
年
）に
は
、団
塊
の
世
代
が
後
期
高
齢
者

と
な
り
、医
療
や
介
護
の
必
要
度
が
急
激
に

高
ま
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。こ
の
こ

と
は
私
た
ち
の
住
む
、こ
の
地
域
で
も
同
じ

状
況
で
、高
齢
化
に
伴
う
介
護
や
医
療
を
取

り
巻
く
様
々
な
問
題
が
す
ぐ
目
の
前
に
迫
っ

て
い
ま
す
。 

こ
う
し
た
問
題
を
乗
り
越
え
て
い
く
た
め

の
方
策
と
し
て『
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
』

を
構
築
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。 

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
と
は
、介
護
が
必

要
な
状
態
に
な
っ
て
も
住
み
慣
れ
た
地
域
で

自
分
ら
し
い
生
活
を
送
れ
る
よ
う
に
、５
つ
の

構
成
要
素（
医
療
、介
護
、予
防
、住
ま
い
、生

活
支
援
）が
一
体
的
に
提
供
さ
れ
る
シ
ス
テ

ム
で
、そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
が
独
自
に
作
り
上

げ
て
い
く
取
り
組
み
で
す
。 

高
齢
者
が
地
域
で
暮
ら
す
に
は
、医
療
や

介
護
、こ
れ
ら
の
予
防
は
も
ち
ろ
ん
、福
祉
サ

ー
ビ
ス
を
含
め
た
様
々
な
生
活
支
援
が
、日

常
生
活
の
場
で
適
切
に
提
供
で
き
る
環
境
づ

く
り
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
し
か
し
、少
子
高

齢
化
に
よ
り
、若
い
世
代
で
介
護
の
仕
事
を

す
る
人
が
不
足
す
る
な
ど
、生
活
支
援
の
担

い
手
不
足
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、地

域
に
ど
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
が
あ
る
の
か
を
、

高
齢
者
や
家
族
だ
け
で
な
く
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
す
る
側
も
す
べ
て
を
把
握
で
き
て
い
な
い

と
い
っ
た
問
題
も
あ
り
ま
す
。 

そ
の
た
め
、市
民
の
誰
も
が
担
い
手
と
な
り
、

市
民
一
人
ひ
と
り
の
協
力
が
な
く
て
は
地
域

包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
実
現
が
難
し
く
、市
民

の
理
解
を
得
て
行
動
へ
移
せ
る
よ
う
な
き
っ

か
け
づ
く
り
や
活
動
の
受
け
皿
を
作
る
こ
と

が
必
須
で
す
。 

病
気
や
障
が
い
を
抱
え
て
も
、住
み
慣
れ

た
生
活
の
場
で
療
養
し
、自
分
ら
し
い
生
活

を
続
け
ら
れ
る
た
め
に
は
、在
宅
医
療
や
介

護
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
す
。
そ
の
た
め
に
、

医
療
・
介
護
・
福
祉
に
か
か
わ
る
関
係
機
関
が

連
携
し
、医
師
、看
護
師
、介
護
士
、ケ
ア
マ
ネ

ジ
ャ
ー
な
ど
様
々
な
職
種
が
協
働
す
る
取
り

組
み
を
進
め
て
い
ま
す
。 

問合　市民病院　1２８-５１５１ 
　　　福祉課地域包括ケアシステム担当 
　　　1２４-１１１１　内線２３３４ 
 

津島市民病院の
取り組み 
 
住み慣れた地域で自
分らしい暮らしを最後ま
で続けるには、医療の安
心は欠くことのできない
要素の一つです。また、
在宅で患者さんを支え
るということは、かかり
つけの医師ひとりで完結
するものでなく、多職種・
多機関との連携により成
り立つものです。 
津島市民病院は、地域
の基幹病院として、地域
の病院・開業医・介護事
業所と様々な連携の取
組みや新たに構築したシ
ステムにより地域医療に
貢献しています。 

Ｑ
．初
め
て
の
先
生
は
ち
ょ
っ
と
不
安
だ
し
、

で
き
れ
ば
一
つ
の
病
院
で
ず
っ
と
診
て

も
ら
い
た
い
の
で
す
が
… 

 

Ａ
．患
者
さ
ん
の
状
況
に
応
じ
、良
質
な
か
つ

適
切
な
医
療
が
効
率
的
に
行
わ
れ
る
よ

う
に
、「
病
院
完
結
型
」の
医
療
か
ら
地

域
全
体
で
患
者
さ
ん
を
支
え
る「
地
域

完
結
型
」の
医
療
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
に
は
病
院
間
の
紹
介
の
円
滑
な

や
り
取
り
が
重
要
で
す
。 

超高齢社会になくてはならない 

地域包括ケアシステム 
と 津島市民病院 
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Ｑ
．そ
う
は
い
っ
て
も
、ア
レ
ル
ギ
ー
や
処
方

薬
と
か
今
ま
で
の
治
療
状
況
が
上
手
く

伝
わ
る
か
心
配
で
す
。 

 

Ａ
．病
院
間
の
患
者
情
報
の
や
り
取
り
に
は

診
療
情
報
提
供
書（
紹
介
状
）が
用
い
ら

れ
ま
す
。診
療
情
報
提
供
書
に
は
、治
療

上
必
要
な
様
々
な
情
報
が
記
載
さ
れ
て

い
ま
す
。 

ま
た
、「
お
薬
手
帳
」を
通
し
て
今
ま
で

の
処
方
を
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と

も
あ
り
ま
す
。 

平
成
28
年
度
は
、他
医
療
機
関
か
ら
当

院
へ
1
万
4
3
1
0
件
の
患
者
さ
ん
の

ご
紹
介
を
い
た
だ
き
、当
院
か
ら
1
万

1
6
0
6
件
の
患
者
さ
ん
を
紹
介
さ
せ

て
い
だ
き
ま
し
た
。 

ま
た
、地
域
の
医
療
機
関
の
先
生
方
と

顔
の
見
え
る
関
係
を
つ
く
り
、よ
り
連

携
を
ス
ム
ー
ズ
に
行
え
る
よ
う
、医
療

機
関
訪
問
活
動
や
、近
隣
医
師
会
と
の

定
期
的
な
会
合
も
行
っ
て
い
ま
す
。 

Ｑ．病院にはいろいろな専門職の方
がいるみたいですが患者さんと
はどう関わるの？ 

 
A．例えば、当院ではNST（栄養サポ
ートチーム）という多職種（医師・
看護師・薬剤師・管理栄養士等）
からなる栄養の改善を専門とす
るチームが活動しています。栄
養状態の低下は病気の改善を遅
らせ、また体の筋肉が衰え日常
生活の動きができなくなる原因
となります。入院中の栄養状態
の低下を防ぎ、病気が治った後
も自宅で入院前と同じように幸
せに生活できるようサポートし
ています。 
また、退院前には自宅での上手
な食事のとり方を管理栄養士が
一緒になって考える栄養サポー
ト（栄養指導）も実施しています。 

Ｑ．本人の希望で家で訪問診療を受
けながら主人を診ています。今
はいいけど入院が必要になった
らどうすればいいのかしら。 

 
A．在宅医療を続けようとする場合、
病状の急変などの緊急時の対応
をご心配される方も多いと思い
ます。当院は平成29年4月から「在
宅療養後方支援病院」の施設基
準を取得しました。 
かかりつけの医師と連携し、あ
らかじめ病院へ患者さんを登録
することで、緊急時の受け入れ
体制を確保しています。 

Ｑ
．先
生
か
ら
退
院
の
許
可
が
出
た
け
ど
、家

で
以
前
と
同
じ
生
活
が
で
き
る
か
が
不

安
だ
な
ぁ
。病
院
が
関
わ
っ
て
く
れ
る
の

は
入
院
中
の
事
だ
け
で
し
ょ
？ 

 

Ａ
．入
院
前
と
同
じ
状
態
に
な
っ
て
の
退
院

が
理
想
で
す
。し
か
し
実
際
に
は
、退
院

後
も
医
療
支
援
が
必
要
で
あ
っ
た
り
、入

院
前
よ
り
身
体
機
能
が
低
下
し
た
状
態

で
の
退
院
に
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。 

そ
の
た
め
、入
院
時
か
ら
退
院
後
の
在

宅
生
活
へ
切
れ
目
な
い
支
援
が
受
け
ら

れ
る
よ
う
、か
か
り
つ
け
医
・
ケ
ア
マ
ネ

ジ
ャ
ー
・
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等
の

方
と
合
同
で
退
院
前
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス

を
開
催
す
る
こ
と
に
力
を
入
れ
て
い
ま

す
。 

地域包括ケアシステムが、こ

の地域でしっかり根付いていく

ために、まずは行政が中心とな

って、医師会など関係機関と緊

密に連携しながら連携体制の構

築を進めています。その中で、

市民病院は医療の要としての役

割を担っていきます。 

Ｑ
．退
院
後
に
も
色
々
な
制
度
が
使
え
る
こ

と
は
分
か
っ
た
け
ど
、色
々
な
準
備
に
も

う
少
し
時
間
が
か
か
り
そ
う
。な
ん
と

か
な
ら
な
い
？ 

 

Ａ
．当
院
は
、平
成
28
年
3
月
1
日
か
ら
、3

階
西
病
棟
に「
地
域
包
括
ケ
ア
病
棟
」を

開
設
し
ま
し
た
。こ
の
病
棟
は
、急
性
期

病
棟
で
の
治
療
終
了
後
、す
ぐ
に
在
宅

や
施
設
へ
移
行
す
る
こ
と
に
不
安
の
あ

る
患
者
さ
ん
や
、在
宅
で
治
療
中
に
症

状
が
悪
化
し
た
患
者
さ
ん
を
受
け
入
れ

て
い
ま
す
。在
宅
復
帰
を
目
的
と
し
た

医
療
の
提
供
や
支
援
を
行
い
、「
地
域
包

括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
」を
支
え
る
役
割
を

担
う
病
棟
で
す
。入
棟
に
は
条
件
が
あ

り
ま
す
の
で
、ま
ず
は
主
治
医
ま
た
は

相
談
員
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 
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M Y  K A R T E

尿路結石という言葉はよく耳にするのではないでし
ょうか。皆さんの友人や、あるいは家族にも経験した方
がいるかもしれません。今後あなたにもできるかもし
れません。 
 
【尿路結石とは】 
尿は左右の腎臓でつくられ尿管を流れ、膀胱にたまり、
尿道を通って体外に出てきます。これら尿路にある結
石を「尿路結石」といいます。ほとんどは腎臓でつくら
れ、結石のある場所により「腎結石」、「尿管結石」、「膀
胱結石」、「尿道結石」と呼ばれますが、９０％以上は腎
結石あるいは尿管結石です。 
尿路結石の患者さんは世界的に増加傾向です。男性

では７人に１人が、女性では１５人に１人が一生に一度は
尿路結石をもちます。 
尿路結石の患者さんが増加している原因として、食

生活や生活様式の欧米化の定着、超音波検査やＣＴ検
査などで小さな結石も含めて発見されやすくなったこと、
高齢化社会が進んでいることなどが考えられています。 
肥満、糖尿病、高血圧症など生活習慣病が尿路結石

と関連しており、尿路結石はメタボリックシンドローム
の一疾患と捉えられています。 
 
【尿路結石の症状】 
結石のある場所や結石の動きにより違います。腎結
石や膀胱結石では全く症状がないこともあり、尿管結
石では腹部や背部の激しい痛みや吐き気、血尿などが
みられることがあります。結石により尿の流れがせき止
められると細菌感染により高熱が出ることもあります。 
 
【どのような検査をするか】 
まず尿検査、次にX線検査や超音波検査を行い、ＣＴ
検査で結石かどうか確認することもあります。 
 

【治療方法は？】 
大きく分けて薬物治療と手術治療があります。長径

１０㎜未満の尿管結石では手術をせず排石を期待でき
るとされています。当然小さい方が排石しやすいわけ
ですが、５㎜未満でも排石しない場合もあります。 
薬物治療としては排石を促進する内服薬、鎮痛剤な

どを組み合わせますが、水分摂取も重要です。 
手術治療としては、 
体外衝撃波結石破砕術…背中や腹部に機器を密
着させ、体外からの衝撃波エネルギーにより結石
を砕き、排石しやすくする方法。 
経尿道的尿路結石砕石術…麻酔下に尿道から内
視鏡を挿入し結石を直接破砕する方法。 
経皮的腎砕石術…背中から腎臓に内視鏡を挿入
できる細い穴をあけ、ここから腎結石を破砕する
方法。 

手術治療は結石の場所、サイズ、個数などを総合的
に考慮してどの方法にするか決めます。 
 

【再発予防として】 
５年で約半数が、１０年で半数以上の方が再発すると
言われています。 
１．  水分をたくさん摂る…食事以外に１日２,０００ml以上
の飲水が推奨されます。ミネラルウォーター、麦茶、
ほうじ茶などがお勧めです。玉露や煎茶、紅茶などは
結石をつくるシュウ酸を多く含むため、たくさん飲む
のは勧められません。アルコールの飲みすぎも要注
意です。 

２．  バランスのよい食事…摂りすぎに注意すべきものと
して葉菜類(ほうれん草など)、タケノコ、バナナ、チョ
コレート、アーモンドなどシュウ酸を多く含むもの、エ
ビやレバーなどプリン体を多く含むもの、アルコール、
肉類、脂肪分の多い食品などがあげられます。積極
的に摂取したいものとして、葉菜類でない野菜、魚類、
乳製品、大豆などがあります。 
就眠4時間以上前に夕食を済ますと結石ができにく
くなります。 
 
【最後に】 
ある日突然の発症で尿路結石がわかることがあります。

できてしまったものは仕方ありません。最善の治療を
考えましょう。結石は自らの努力次第で再発予防も含
めてできにくくすることが可能な部分もあります。改善
できるところがあれば、できるところから心がけること
をお勧めします。 
 

津
島
市
民
病
院 

泌
尿
器
科
部
長
　
山
本
茂
樹 

１. 

２. 

３. 

や
ま 

も
と  

し
げ   

き 

ぼう  こう 
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津
島
警
察
署
管
内
で
は
深
夜
、店
舗
や
事

務
所
を
狙
っ
た
侵
入
盗
被
害
が
多
発
し
て
い

ま
す
。 

特
徴
は
、窓
ガ
ラ
ス
、出
入
口
ド
ア
等
を
破

壊
し
て
侵
入
し
、現
金
や
金
庫
等
を
盗
ん
で

い
き
ま
す
。 

被
害
に
遭
わ
な
い
た
め
に
・・・ 

◎
店
舗
・
事
務
所
内
に
現
金
を
保
管
し
な
い

「
防
犯
宣
言
」
を
し
ま
し
ょ
う
。 

◎
現
金
を
金
庫
に
保
管
す
る
場
合
は
、持
ち

出
さ
れ
な
い
た
め
の
固
定
や
破
壊
さ
れ
な

い
工
夫
を
し
ま
し
ょ
う
。 

   
◎
事
件
や
事
故
に
至
っ
て
い
な
い
が
不
安
や

危
険
を
感
じ
て
い
る
。 

◎
ど
こ
に
相
談
し
て
よ
い
か
わ
か
ら
ず
一
人

で
悩
ん
で
い
る
。 

そ
ん
な
方
は
い
ま
せ
ん
か
？ 

警
察
専
用
電
話
　
＃
９
１
１
０
　
ま
た
は 

1
０
５
２
ー

９
５
３
‐
９
１
１
０
に
お
電
話
く

だ
さ
い（
平
日
　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
）。 

  

秋
は
日
没
時
間
が
日
増
し
に
早
く
な
る
こ

と
か
ら
、運
転
者
に
と
っ
て
は
歩
行
者
や
自
転

車
の
動
き
が
見
え
に
く
く
な
り
ま
す
。 

さ
ら
に
、夕
暮
れ
時
か
ら
夜
間
に
か
け
て

は
交
通
量
が
多
い
こ
と
も
あ
り
、子
ど
も
や

高
齢
者
が
交
通
事
故
に
遭
う
危
険
性
が
高
ま

り
ま
す
。
そ
こ
で
、９
月
２１
日

〜
３０
日

ま

で
の
１０
日
間
、秋
の
全
国
交
通
安
全
運
動
を

県
民
総
ぐ
る
み
で
展
開
し
、交
通
事
故
の
防

止
を
図
り
ま
す
。 

   

夜
間
、歩
行
者
が
巻
き
込
ま
れ
る
交
通
事

故
が
増
加
し
て
い
ま
す
。 

○
夕
方
か
ら
夜
間
に
か
け
て
外
出
す
る
際
は
、

明
る
い
服
装
で「
反
射
材
」
を
身
に
着
け
ま

し
ょ
う
！ 

○
ド
ラ
イ
バ
ー
の
皆
さ
ん
は
、「
ハ
イ
ビ
ー
ム
」

を
適
切
に
使
用
し
て
、い
ち
早
く
危
険
を

見
つ
け
る
な
ど
、「
か
も
し
れ
な
い
運
転
」

に
努
め
ま
し
ょ
う
。 

 

津島警察署からの 
お知らせ 
第２５回 

津島警察署 
1２４-０１１０ 

出
店
荒
し
多
発
！
被
害
に
遭
わ
な
い
た
め
 

の
防
犯
宣
言
を
！
 

 

ト
ラ
イ
・
ザ
無
事
故
 

　
　
　
つ
け
ま
し
ょ
う
反
射
材
！
 

警
察
の
相
談
ダ
イ
ヤ
ル
　
＃
９
１
１
０
 

〜
９
月
１１
日
は
「
警
察
相
談
の
日
」
〜
 

「
秋
の
全
国
交
通
安
全
運
動
」
の
実
施
 

市
民
病
院
を
知
ろ
う
① 

　
　
　
　 
　
　
　
　
　
〜
外
来
の
か
か
り
方
編
〜 

　
市
民
生
活
の
安
心
、信
頼
の
医
療
の
提
供

を
目
指
し
て
い
る
津
島
市
民
病
院
を
、皆
さ

ん
に
も
っ
と
知
っ
て
も
ら
う
た
め
、シ
テ
ィ
プ
ロ

モ
ー
シ
ョ
ン
課
職
員
が
毎
月
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を

行
い
、そ
の
内
容
を
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。 

　
今
回
は
、診
察
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き

の
外
来
の
か
か
り
方
に
つ
い
て
、市
民
病
院
の

久
富
副
院
長
に
お
話
を
聞
い
て
き
ま
し
た
。 

 

Ｑ
．　
外
来
の
診
療
時
間
、休
診
日
を
教
え
て

く
だ
さ
い
。 

Ａ
．　
受
付
時
間
は
午
前
８
時
か
ら
午
前
１１
時

３０
分
、休
診
日
は
土
・
日
曜
日
、祝
日
、年

末
年
始（
１２
月
２９
日
か
ら
１
月
３
日
）で
す
。

時
間
外
や
夜
間
、休
日
に
急
病
に
か
か
っ
た

場
合
は
、救
急
外
来
で
初
期
診
療
を
行
い

ま
す
。た
だ
し
、診
察
の
順
番
は
重
症
患
者

さ
ん
を
優
先
さ
せ
て
頂
き
ま
す
の
で
ご
了

承
く
だ
さ
い
。 

Ｑ
．　
受
診
の
流
れ
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ

い
。 

Ａ
．　
初
め
て
受
診
さ
れ
る
方
は
、総
合
受
付

に
設
置
さ
れ
た
診
療
申
込
書
を
記
入
の
上
、

受
付
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。
診
察
券
を
お

持
ち
の
方
は
、正
面
入
口
の
自
動
再
来
受

付
機
を
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。
受
診
の

際
は
、保
険
証
、医
療
証（
お
持
ち
で
あ
れ

ば
）、お
薬
手
帳
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。 

Ｑ
．　
紹
介
状
が
な
く
て
も
受
診
で
き
ま
す
か
。 

Ａ
．　
紹
介
状
を
お
持
ち
い
た
だ
か
な
く
て
も
、

受
診
す
る
こ
と
は
可
能
で
す
。
た
だ
し
、紹

介
状
を
お
持
ち
で
な
い
外
来
受
診
に
は
初

診
加
算
料（
２
１
６
０
円
）が
加
算
さ
れ
ま

す
。 

Ｑ
．　
ど
の
診
療
科
に
受
診
す
れ
ば
よ
い
か
わ

か
ら
な
い
と
き
は
？ 

Ａ
．　
診
療
時
間
中
は
総
合
案
内
に
看
護
師
が

お
り
ま
す
の
で
、お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。 

Ｑ
．　
通
院
中
困
っ
た
と
き
、相
談
す
る
場
所

は
あ
り
ま
す
か
。 

Ａ
．　
当
院
に
は
、医
療
・
福
祉
に
関
す
る
専
門

の
相
談
員
が
い
ま
す
。
ま
た
、看
護
師
が
主

体
と
な
っ
て
相
談
に
応
じ
た
り
、支
援
す
る

た
め
の
「
看
護
専
門
外
来
」
が
あ
り
ま
す
。

糖
尿
病
治
療
中
の
方
の
た
め
の「
フ
ッ
ト
ケ

ア
外
来
」
、食
べ
る
こ
と
を
支
援
す
る
「
嚥

下
相
談
外
来
」
、が
ん
の
治
療
に
よ
る
副
作

用
や
、痛
み
な
ど
の
症
状
に
対
す
る
悩
み
、

病
気
に
つ
い
て
の
不
安
な
ど
に
対
応
す
る

「
看
護
相
談
外
来
」
、排
泄
機
能
に
障
害
を

も
っ
た
方
を
支
援
す
る「
ス
ト
ー
マ
ケ
ア
外

来
」
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、診
療
科
の

医
師
や
看
護
師
、地
域
医
療
セ
ン
タ
ー（
医

療
・
相
談
窓
口
）に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。 

 

今
回
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
は
、紹
介
状
が
な

く
て
も
市
民
病
院
で
受
診
で
き
る
こ
と
が
わ

か
り
ま
し
た
。
し
か
し
、市
民
病
院
は
高
度
な

医
療
を
扱
う
医
療
機
関
の
た
め
、限
り
あ
る

医
療
資
源
を
有
効
活
用
す
る
た
め
に
も
、ま

ず
は
、気
軽
に
相
談
で
き
る「
か
か
り
つ
け
医
」

を
持
つ
こ
と
が
大
切
で
す
。 

問
合
　
津
島
市
民
病
院
管
理
課 

　
　
　
1
２８
ー

５
１
５
１
　
内
線
２
２
０
１ 

え
ん 

げ 
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