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緒論 

パーキンソン病（Parkinson’s Disease: PD）は，高齢者に多い進行性の神経変性疾

患で，進行すると寝たきり，嚥下障害，認知症などを高率に合併し，要介護状態へ移

行するリスクが高まる．現在まで，病気の進行を止めるあるいは緩徐にする有用な治療

法は明らかではないが，多くの報告から，病気の進行とインスリン抵抗性との関連が示

唆されている 1)．すなわち，PD 患者において 50％を超える人で耐糖能異常を合併す

ること，動物モデルにおいて，高脂肪食によるインスリン抵抗性や慢性的な高血糖の

誘導によってドパミン産生細胞が減少することが明らかになっている 2)．また，高血糖

は，黒質で生成されるドパミンの産生量を減少させ，ハロペリドールで誘導されるドパミ

ン神経細胞の興奮性を抑制することが報告されている 3)．一方，インスリン抵抗性改善

薬である PPAR-γアゴニストが PD や他の神経変性疾患において神経防御的な効果

を示すことが報告されている 4)．そのメカニズムとして，ミクログリアやアストロサイトの炎

症性サイトカインの産生抑制が報告されている 5)．インスリン抵抗性改善薬ピオグリタゾ

ンが PD モデル動物において，神経保護作用を有することが示され，現在 RCT

（Randomized Control Trial）によるヒト臨床試験が行われている 6)． 

PD 患者における食習慣と病態との関連はほとんど明らかではないが，最近，

Barichella らは，PD 群と非 PD 群それぞれ 600 名を比較した大規模なケースコントロー

ル研究から，PD 群は非 PD 群に比し，BMI は低いが食事の摂取量が多いこと，また，

たんぱく質摂取量が必要量に比して 10g 多いと L-DOPA の投与量が平均して

0.7mg/kg/day 増加し，L-DOPA による運動障害に関連すると報告した 7)． 

ドパミンシグナルは，様々な行動に関連しているが，PDでは，大脳基底核でのドパミン

産生が著しく低下する．ドパミン欠損マウスでは正常の食行動が障害されるが，L-

DOPA の投与は，ドパミン欠損マウスにおける食行動障害を回復させた 8)．最近，視床

下部や中脳のドパミンが食物摂取の調節に関与し，空腹感や満腹感の調節や報酬シ
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ステムの中心的な役割を果たす可能性が示されている 9,10)．したがって，L-DOPA を含

む抗パーキンソン病薬が食事に影響を与える可能性がある．そこで，第 1 章では，PD

群と非 PD 群の 2 群間における食習慣の違いと，PD 患者における臨床指標や PD 治

療薬と食事内容との関連性について検討を行った． 

 一方，PD 患者では，運動系以外に認知機能障害，起立性低血圧，胃腸機能障害な

どの非運動系の症状を呈するが，これらの非運動系の症状が PD の典型的な運動系

症状に先行して起こることが報告されている 11,12)．PD の病理学的所見として，α-シヌ

クレインの神経細胞内への蓄積によるレビー小体の形成があるが，最近，PD 患者で

はα-シヌクレインがまず腸管の神経叢に蓄積し，次に腸管のα-シヌクレインが脳へ

移行して PD が発症するという，いわゆる PD 発症における腸管神経叢-脳連関（Gut-

Brain Axis）の関与が注目されている 13,14)． 

現在，PD の根本的な治療は開発されておらず，抗パーキンソン病薬であるレボドー

パ（L-DOPA）は，運動系の症状に対しては有効であるが，ニューロンの変性に対して

は無効で，PD の進行を抑えることはできない．また，非運動系の症状に対しても有効

ではない．最近，Gut-Brain Axis において，腸内細菌叢の異常（dysbiosis）が関与する

可能性が報告されている 15,16)．Gut-Brain Axis や腸内細菌叢に関する知見は，PD の

進行や発症の予防に対する新たな治療法の開発の可能性を示すが，同時に，食事

や食習慣の解析の重要性や食事介入による病態改善の可能性を示すものである 17)．

しかし，現在，PD 患者の食事内容と病態との関係において，科学的根拠のある有用

なエビデンスはほとんど認められない 18)． 

小腸内細菌異常増殖（Small Intestinal Bacterial Overgrowth： SIBO)は，小腸吸引

液 1ml 中，細菌数が 105CFU/ml を超えて存在する状態で，腸管の運動が低下する糖

尿病や甲状腺機能低下症とともに，PD患者においても認められ，便秘，下痢，腹部膨

満感，腹部不快感，体重減少，脂肪便などの消化器症状を呈する．SIBO と PD の病
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態との関係では，SIBO 陽性 PD 患者は SIBO 陰性 PD 患者に比べ，L-DOPA の吸収

遅延の割合が多いこと，除菌療法により，L-DOPA の薬物動態に影響を及ぼすことな

く，運動機能を改善したことが報告されている 19)．また，前向き研究において，SIBO 陽

性と PD の重症度を示す Hoehn & Yahr 分類や運動症状の評価尺度である Unified 

Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRSⅢ)の値が関連している可能性が報告されて

いる 20)．しかし，PD 患者における食事内容と病態との関係において，SIBO がどのよう

な影響を示すのかについては，明らかになっていない． 

そこで，第 2 章では，PD 患者における SIBO と栄養状態との関連性，および，食事

内容と消化器症状がどのような影響を与えるかについて検討を行った． 
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第１章 

研究１：パーキンソン病患者における食事内容と抗パーキンソン病薬との

関連に関する予備的研究 

 

Ⅰ．方法 

１．対象 

独立行政法人国立病院機構大阪刀根山医療センターにおいて，2013 年 11 月～

2014 年 10 月の調査期間に患者本人から同意が得られた外来通院患者あるいは入院

中の PD 患者 78 名と，外来通院中の整形外科患者（非 PD 群）41 名をそれぞれ対象

とした．ただし，PD 群においては，パーキンソン病症候群の患者 9 人，年齢の外れ値

にあった患者 2 人，嚥下障害などの摂食障害を有する患者，食事の聞き取りが不十分

な患者，認知機能障害があり本人および家族から食事の聞き取りが不可能な患者 10

人，PD の重症度が軽度（Hoehn & Yahr 1～2）の患者 7 人，合計 28 人は解析対象か

ら除外した．今回は，Hoehn & Yahr 3～5 の PD 患者を対象としたが，重篤な嚥下障害

を認めず，介助を必要とすることなく自己にて食事が摂取できる患者を対象とした．非

PD 群としては，PD 群と年齢と性別がマッチングし，重篤な合併症がなく日常生活や食

事摂取に支障がない整形外科外来患者を選定した．また，食事制限を受けている患

者は除外した． 

 

２．食事調査 

自宅での食事内容についての調査は，1 名の管理栄養士の聞き取りによって，食物

摂取頻度調査（Food Frequency Questionnaire Based on Food Groups:FFQg）を用い

て行った．摂取エネルギー量，栄養素摂取量および 17 項目の食品群摂取量の算出

は，栄養価計算ソフト「食物摂取頻度調査 FFQg Ver.3.5（建帛社）」を用い，各個人の
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体格の補正として，1 日当たりの摂取量を現体重で除して算出した．また，菓子類から

のしょ糖摂取量の算出は，食物摂取頻度調査 FFQg3.5 の食事調査データより，抽出

し，「エクセル栄養君 Ver.6.0（建帛社）」を用いて，算出した． 

 

３．臨床指標 

身長，体重，既往歴，罹病期間，Hoehn & Yahr の重症度分類 21），投与薬剤は，臨

床調査個人票およびカルテより抽出した． 

 

４．統計処理 

統計解析には，単純集計とノンパラメトリック Mann-Whitney の U 検定を用い，摂取

エネルギー量，栄養素摂取量および 17 項目の食品群摂取量の違いについて検討し

た．患者背景における 2 群間比較の有意差検定には，クロス集計およびχ2 検定を用

いた．有意水準は 5％（両側検定）とした．分析ソフトは，SPSS 22.0 for windows および

JMP® 11（SAS Institute Inc.，Cary，NC，USA）を用いた． 

 

５．倫理的配慮 

本研究の同意に関しては，対象者に対し本研究の趣旨，個人情報保護の方針，す

なわち，調査の結果は個人名の匿名化をしてから集団として解析されることなどにつ

いて十分な説明を行い，対象者全員から文書による同意を得た．なお，本研究は，大

阪刀根山医療センターの倫理委員会（承認番号 1338）の承認を得て実施した． 

 

 

 

 



10 

 

Ⅱ．結果 

１．PD 群と非 PD 群の患者背景 

PD 群，非 PD 群の年齢はそれぞれ 71±5.9 歳，72±7.2 歳と有意な差はなく，性

別，BMI においても 2 群間における有意な差は認められなかった（表１）.  

 

２．PD 群と非 PD 群における摂取エネルギー量，栄養素摂取量,食品群別摂取量の違

い 

PD 群と非 PD 群の摂取エネルギー量を比較したところ，PD 群が非 PD 群に比し，

体重当たりの摂取エネルギー量が有意に多いことがわかった（p =0.039）．栄養素別で

は，たんぱく質摂取量には両群間に，有意な差を認められなかったが，脂質摂取量（p 

=0.024）と炭水化物摂取量（p =0.047）は，PD 群が非 PD 群に比し有意に多いことがわ

かった（表 2）. 

次に，食品群別摂取量の違いを比較したところ，炭水化物摂取量に関連する穀類

（めし，ゆで麺等）(p =0.752)や脂質摂取量に関連する油脂類（p =0.285）の摂取量に

おいては，両群間でそれぞれ有意な差を認められなかった．しかし，菓子類（p＜

0.001），砂糖類（p =0.003），調味料・香辛料類（p =0.028）の摂取量において，それぞ

れ PD 群が非 PD 群に比し，有意に多いことがわかった（表 3）. 

そして，菓子類の内容について両群間で比較検討したところ，PD 群は非 PD 群に比

し，菓子パンやケーキ（p =0.008），チョコレート（p =0.002）の摂取量が有意に多いこと

がわかった（表 4）. 

また，菓子類からのしょ糖摂取量においても，PD 群が非 PD 群に比し有意に多いこ

とがわかった（p =0.049）（図 1）. 
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３．PD 患者における菓子類からのしょ糖摂取量と臨床指標との関連 

PD 患者において，糖尿病やインスリン抵抗性と病態との関連性が注目されている．

そこで，PD 患者でみられた菓子類からのしょ糖摂取量の増加のメカニズムを明らかに

する目的で，PD 患者のみを対象として，菓子類からのしょ糖摂取量と臨床指標との関

連性について検討した. 表 5 に，PD 患者の背景を示す. 菓子類からのしょ糖摂取量

と臨床指標との相関関係の解析から，菓子類からのしょ糖摂取量と L-DOPA 投与量と

の間に有意な正の相関が認められた（表 6 r=0.446 p＜0.001，図 2）. 次に，菓子類か

らのしょ糖摂取量を規定する因子を明らかにする目的で，菓子類からのしょ糖摂取量

と臨床指標に関する多変量解析（重回帰分析/ステップワイズ法）を行った．表 7 に示

すように，菓子類からのしょ糖摂取量を規定する因子として，L-DOPA 投与量が抽出

された（β=0.437）.すなわち，L-DOPA 投与量と，菓子類からのしょ糖摂取量が関連

することが明らかとなった． 
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Ⅲ．考察 

本研究は，PD 群が非 PD 群に比べてしょ糖を含む菓子類の摂取量が多いこと，ま

た，このしょ糖摂取量に L-DOPA の投与量が関連することを初めて明らかにした． 

現在，PD 患者のしょ糖摂取量が多いメカニズムは明らかではないが，先行研究にお

いて， PD 群は，非 PD 群に比し，チョコレートの消費量が約 2 倍多い傾向がみられる

ことが報告されている 22）． 

本研究では，菓子類摂取量において，PD 群が非 PD 群に比し，菓子パンやケーキ，

チョコレートなどの摂取量が有意に多いことがわかった．このことから，PD 患者では甘

味に対する嗜好性が強いことが示唆される．先行研究では，チョコレート以外にも，PD

群が非 PD 群に比し，アイスクリーム 23)，ケーキ 24)，糖質が含まれている甘いお菓子の

摂取量が多い傾向にあることも報告されている 25-27)． 

大脳基底核の線条体から分泌されるドパミンは，脳の報酬システムに関連し，ドパミン

欠乏は，喜びを感じる行動に対する興味が減少することが示されている 28,29)．これに対

して，L-DOPA 投与は大脳基底核のドパミン量だけでなく脳血流を増加させるため 30)，

脳の報酬システムに影響を与えることが推察される． 

PD 患者においては，治療により，Dopamine dysregulation syndrome（衝動買い，性

欲亢進，ギャンブル，反復常同行動，過食などの症状）が生じる可能性が指摘されて

いる．この病態は，非麦角系アゴニストで頻度が高いとされ，L-DOPA でも発症する可

能性がある 31-37）．Miwa らは，PD 患者 60 人中 5 人が，プラミペキソール（アゴニスト）に

よるドパミン補充療法開始後，食品の嗜好性の変化を示し，食事摂取量の変化はなか

ったが，甘いお菓子を欲する傾向にあったことを報告している 38)． 

これらの結果は，L-DOPA の投与が脳の報酬システムに作用し，しょ糖に対する嗜

好性を増強した可能性を示す．脳の報酬システムでの有用な検査とされている砂糖水

を用いた甘みの検査では，PD 群と非 PD 群に有意な嗜好性の差が見られなかったが
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39)，今後，L-DOPA 投与後のしょ糖に対する嗜好性の変化について詳細に検討する

必要がある． 

一方，視床下部のドパミンは空腹感や満腹感など食物摂取調節に関与し，lateral 

hypothalamus (LH)のドパミンは摂食抑制，ventromedial hypothalamus (VMH)のドパミ

ンは摂食促進に関連することが知られている 40)．また，L-DOPA 投与は，ドパミン欠損

マウスで見られる摂食抑制を回復させることが示されている 41)．本研究においては，

PD 群が非 PD 群に比し，摂取エネルギー量，脂質摂取量，炭水化物摂取量がそれぞ

れ軽度ではあるが高値を示した．これまでも，PD 患者においては，十分もしくは過剰

なエネルギー摂取量をしているにも関わらず，体重減少が認められることが示されて

いる 42)．本研究の対象である PD 群においても，非 PD 群に比し，摂取エネルギー量

が多いにも関わらず，BMI は両群間で有意な差がみられなかった．PD 患者における

体重減少は，PD と診断される前から生じていることが述べられており 43)，近年のメタア

ナリシスでは，PD 群は非 PD 群に比し， BMI が低いことが報告されている 44)．体重減

少の要因としては，病態の進行とともに，摂取エネルギー量の低下だけでなく，いくつ

かの神経学的および社会的，心理的な要因，ジスキネジア（運動障害）による消費エ

ネルギー量の増大によって体重が下がるのではないかと考えられている 42,45,46)．しかし，

Hoehn & Yahr の違いによる他の要因が関わっている可能性も否定できず，今後の研

究が必要である． 

PD 患者と糖尿病やインスリン抵抗性の関連性は非常に深いことが知られている 47,48)．

ニューヨークにおける 24，831 人での全国規模での調査などから， PD 群は非 PD 群

に比し糖尿病と高血圧の保有率が高いこと， PD 患者における耐糖能異常が 50～

80％存在することが報告されている 49,50)．また，PD 患者にレボドパを急性投与すると

血糖値が上昇すること，長期レボドパ投与ではインスリン分泌が亢進し，耐糖能が低

下することが示されている 51,52). 
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高血糖は，ミトコンドリアからの活性酸素種の産生を亢進させ，ドパミン産生神経細

胞死を誘導することから，高血糖状態における神経障害との関連が懸念されている 4)．

糖尿病を併発する PD 患者では，運動機能障害の進行や認知機能低下が速く，ドパミ

ン神経細胞に密に発現するインスリン受容体が，チロシン水酸化酵素とともに減少す

る 53）． 

動物実験でも，ラットを高血糖状態にすると，黒質のドパミン神経細胞の活動が抑制

され，ドパミン濃度が低下すること 54)，高脂肪食で 12 週飼育したマウスではインスリン

抵抗性が誘導され，脳内のドパミン遊離が低下することが報告されている 55)．このよう

に，ドパミン神経細胞の機能は，インスリン抵抗性や糖代謝異常によって障害が引き

起こされる可能性が示されている． 

本研究における結果は，PD 患者における菓子類からのしょ糖摂取量が多いこと，こ

れには，L-DOPA 投与量が関連することから，PD の病態の進行に影響する可能性を

示すとともに，菓子類からのしょ糖摂取量を減らすための栄養指導介入の必要性を示

唆している． 

本研究には，いくつかの制限が存在する．横断研究であるため因果関係は明らか

にできないこと，n 数が少なく単施設の結果であることなどである．今後，これらの点を

踏まえた前向きの RCT による介入研究などによる詳細な研究が必要である． 

 

 

Ⅳ．まとめ 

本研究は，PD 群が非 PD 群に比し，菓子類からのしょ糖摂取量が多いこと，これに

は，L-DOPA 投与量が関連する可能性があることを明らかにした． 
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第 2 章 

研究２：パーキンソン病患者における小腸内細菌異常増殖（SIBO）と  

食事内容との関連について 

 

Ⅰ．方法 

１．対象 

独立行政法人国立病院機構大阪刀根山医療センターにおいて，2015 年 6 月～

2017 年 3 月の調査期間に患者本人から同意が得られた入院中の PD 患者 65 人を対

象とした． 

 

２．SIBO の測定方法と評価 

本研究における SIBO 診断方法は，簡便かつ比較的侵襲性が低く安全な検査とし

て，水素呼気試験 56)を用いた．被験者には，基礎水素排出量を最小化するために，

検査前日の夕食以降は飲食を禁止し，最低 12 時間以上絶食とした．検査当日は検

査終了時までの飲食を禁止し，お茶・水・抗 PD 薬等の投薬内服は可能とした．また，

検査 2 時間前から，呼気中の水素濃度に影響する，喫煙・運動は禁止し，過換気にな

らないように注意を促した. 

検査当日は，口腔常在菌によるラクツロース発酵を防ぐため，口腔洗浄を行った．

その後に，基礎呼気を採取し，ラクツロース 10g を含むピアーレシロップ 65%（15ml）を

投与後，15 分毎に 4 時間（AM7:30～11:30），市販で販売されているジッパー式保存

袋（規格：85mm×120mm）にストロー（3.5mm×130mm）を用いて呼気を採取した．また，

採取した呼気は，センサーガスクロマトグラフ（型式：SGHA-2，エフアイエス株式会社）

にシリンジを用いて注入し，水素ガス濃度（ppm）の測定を行った． 
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SIBO 陽性のカットオフ値は，Saad らの先行研究に従い，測定開始時の呼気中水素

濃度が 0ppm であり，ピアーレシロップ投与後，上部小腸を通過すると予想される 60-

90 分後に，陽性判定のカットオフ値である呼気中水素濃度が 20ppm 以上であり，その

後も水素濃度の上昇が認められた場合を SIBO 陽性，測定開始時の呼気中水素濃度

が 0ppm であり，測定開始時から終了時まで呼気中水素濃度が 20ppm 以下を保ち，

水素濃度の上昇が認められなかった場合を SIBO 陰性と判定した 57)．SIBO 評価にお

いて，評価が困難な患者 5 人，嚥下障害を有する患者 6 人，食事の聞き取りが不十分

な患者 1 人，認知機能障害で本人および家族から食事の聞き取りが不可能な患者 1

人，ピロリ菌の除菌歴を有する患者 1 人，水素水を摂取していた患者 1 人，糖尿病で

食事制限を受けていた患者 3 人，炎症性腸疾患の合併患者 1 人，合計 19 人は解析

対象から除外した．甲状腺機能低下症の患者はいなかった.（図 3） 

また，呼気中水素濃度の 15 分ごと 4 時間（計 16 回）の測定結果をプロットした曲線

の曲線下面積（area under the concentration time-curve：AUC）を Wolever の方法で

算出し 58), その値を呼気中水素含量として各臨床データとの関連性を検討した． 

 

３．食事調査 

自宅での食事内容についての調査は，１名の管理栄養士の聞き取りによって，食物

摂取頻度調査（Food Frequency Questionnaire Based on Food Groups：FFQg）を用い

て行った．摂取エネルギー量，栄養素摂取量および 17 項目の食品群摂取量の算出

は，栄養価計算ソフト「食物摂取頻度調査 FFQg Ver.3.5（建帛社）」を用いた． 
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４．臨床指標 

身長，体重，既往歴，罹病期間，Hoehn & Yahr の重症度分類 21），PD の運動症状

の評価指標 UPDRSⅢ59），投与薬剤は，臨床調査個人票およびカルテより抽出した．

また，腹部症状（腹部膨満感，腹部痛，腹部不快感，頻回の放屁，便秘，下痢）の有

無は，簡易質問票にて聞き取り調査を実施した． 

 

５．統計処理 

統計解析には，単純集計とノンパラメトリック Mann-Whitney の U 検定を用い，摂取

エネルギー量，栄養素摂取量および 17 項目の食品群摂取量の違いについて検討し

た．有意水準は 5％（両側検定）とした．分析ソフトは，SPSS 22.0 for windows および

JMP® 11（SAS Institute Inc., Cary, NC, USA）を用いた． 

 

６．倫理的配慮 

本研究の同意に関しては，対象者に対し本研究の趣旨，個人情報保護の方針，す

なわち，調査の結果は個人名の匿名化をしてから集団として解析されることなどにつ

いて十分な説明を行い，対象者全員から文書による同意を得た．なお，本研究は，大

阪刀根山医療センターの倫理委員会（臨床研究番号 1521-1）の承認を得て実施した． 
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Ⅱ．結果 

１. SIBO 陽性群と SIBO 陰性群の患者背景の違い 

解析対象である PD 患者 46 人中，SIBO 陽性患者は 25 人で，全体の 54％と，既報

と同程度，高率に認められた 19)．表 8 に示すように，SIBO 陽性群と SIBO 陰性群の両

群間で，年齢，性別，BMI，臨床検査項目（罹病期間や重症度，UPDRSⅢ，投薬量）

において，有意な差は認められなかった．また, 整腸剤服用者はいなかったが, 便秘

薬服用者の割合は, SIBO 陰性群の方が SIBO 陽性群に比し有意に多かった. 

 

２．SIBO 陽性群と SIBO 陰性群における血液検査値の違い 

血液検査データにおいては，血中の総蛋白やアルブミン，グルコース，総コレステロ

ール, 白血球数，リンパ球数などの栄養指標には，両群間で有意な差は認められな

かった（表 9）． 

 

３．SIBO 陽性群と SIBO 陰性群における呼気中水素含量と臨床指標との関連性 

次に, SIBO の診断指標である呼気中水素濃度の 16 回の測定値から算出した呼気

中水素含量と臨床指標との関連性について検討した.表 10 に示すように, SIBO 解析

対象者における，年齢, BMIなど, 臨床指標との間に有意な関連性を認めなかったが, 

図 4A に示すように, SIBO 陽性群では, 呼気中水素含有量と BMI との間に有意な負

の相関関係が認められた.これに対して,SIBO 陰性群では, このような関係は認められ

なかった（図 4B）. 
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４．SIBO 陽性群における呼気中水素含有量と血液検査値との相関関係 

 SIBO 陽性群における呼気中水素含有量と血液検査値との関連について検討したと

ころ，コリンエステラーゼとの間に負の相関関係，白血球数との間に有意な正の相関

関係が認められた（表 11）． 

 

５．SIBO 陽性群と SIBO 陰性群における摂取エネルギー量，栄養素摂取量および食

品群別摂取量の違い 

摂取エネルギー量において，両群間で有意な差は認められなかったが，興味深い

ことに，SIBO 陽性群が SIBO 陰性群に比し，脂質の摂取量が有意に少ないこと（p 

=0.025）, その中で,油脂類の摂取が有意に少ないことがわかった（p =0.001）（表

12,13）．しかし，脂質摂取量に関連する肉類，卵類，乳類の摂取量においては，両群

間でそれぞれ有意な差が認められなかった． 

次に，SIBO の陽性群と陰性群の２群間で脂質の摂取量に違いを認めたため, 脂質

エネルギー量と BMI との関連性について検討した. しかし, どちらの群においても脂

質エネルギー量と BMI との間に有意な関連性を認めず, 2 群間での違いは認められ

なかった（図 5A, B）. 

 

６．SIBO 陽性群における脂質摂取量や食物繊維摂取量と消化器症状との関係 

SIBO 陽性群では脂質の摂取量が少なかったことから，次に，脂質の摂取量と消化

器症状との関係を検討した．その結果，SIBO 陽性群では,脂質摂取量を中央値で分

けた，脂質摂取量の多い群は，少ない群に比し，腹部不快感，下痢の頻度が有意に

高いことが明らかとなった．しかし，SIBO 陰性群では下痢以外の腹部症状に有意な差

は認められなかった（表 14A,B） 

一方, 食物繊維は, 腸内細菌叢の多様性の獲得や抗炎症作用など有用な効果を
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示すことが知られている 60,61)．そこで，食物繊維摂取量と消化器症状との関係を検討し

た．SIBO 陽性群では,食物繊維摂取量を中央値で分けた，食物繊維摂取の多い群は

少ない群に比し，腹部膨満感の頻度が有意に低いことが明らかとなった．しかし，

SIBO 陰性群では腹部症状には有意な差は認められなかった（表 15A,B）. 
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Ⅲ．考察 

最近， PD の発症機序において，α-シヌクレインが腸管の炎症によって腸管神経

叢に蓄積し，その後，迷走神経を介して脳へ移行する，いわゆる「腸脳相関 Gut-

Brain Axis」が PD の病態や進展と関係する可能性が明らかにされ，その key player と

して腸内細菌が注目されている 62)．PD 患者では，消化管運動機能障害から，小腸内

の細菌異常増殖である SIBO を高率に合併するが，SIBO の合併と PD の病態や食事

内容がどのように関連するかは明らかではない．本研究は，嚥下障害や食事制限のな

い PD 患者を対象として，SIBO と食事内容や病態との関係を検討した．その結果，

SIBO を合併する PD 患者では，呼気中水素含有量と BMI との間に負の相関関係が

認められ，SIBO の進展が PD 患者の低栄養と関連することが示唆されたこと，また，

SIBO 陽性群は SIBO 陰性群に比し，脂質摂取量，特に油脂類の摂取量が少ないこと

を明らかにした．このような PD 患者における SIBO と病態や食事内容との関連性に関

する報告は，我々が知る限り今まで認められておらず，初めての報告である． 

今回明らかになった，SIBO 陽性群が SIBO 陰性群に比し，脂質摂取量が有意に

少ない理由は不明であるが，SIBO 陽性群では，脂質摂取量が多い群は少ない群に

比し，腹部不快感，下痢の頻度が有意に高いことが明らかとなり，脂質の消化吸収障

害の存在が疑われた．SIBO では，小腸内で異常増殖した細菌によって胆汁酸が脱抱

合されて二次胆汁酸の生成が増加し，脂質の消化吸収に必要な抱合型の一次胆汁

酸が不足するため，脂質の消化吸収障害が起こることが知られている 63,64)．頻回の下

痢は低栄養のリスクを高めるため，SIBO の治療による脂質の消化吸収障害の改善は，

PD 患者における低栄養予防において，重要と思われる．また，増加したデオキシコー

ル酸やリトコール酸などの二次胆汁酸は，腸管上皮細胞に対して有害な作用を示し，

脂質以外に炭水化物やたんぱく質の吸収障害を引き起こす可能性がある 65-67)．今回

の症例では，SIBO 陽性群と SIBO 陰性群の両群間でたんぱく質や炭水化物の摂取
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量に有意な違いは認められず，血清アルブミン値も，両群間で有意な差を認めなかっ

た．しかし，今後，これらの栄養素においても，消化吸収障害が顕性化する可能性は

あり，経過観察する必要がある．一方，脂質は胃の蠕動運動を抑制し，胃からの食物

の排泄速度を低下させることが知られている 68,69)．胃からの食物の排泄時間の低下は，

消化器症状を増悪する可能性がある．実際，SIBO 陽性群では，脂質の摂取量が多い

群は少ない群に比し，下痢や腹部不快感などの消化器症状が高頻度に認められた．

したがって，SIBO 陽性患者は，これらの消化器症状を軽減する適応現象として，自然

と脂質の摂取量が少なくなったのかもしれない．しかし, 油脂類を摂ると消化器症状が

出るため，脂質の摂取を控えたかについては調査できておらず, 今後明らかにする必

要がある.  

SIBO の有無による脂質摂取量の違いにおいて,食の嗜好性の変化が関与した可

能性が考えられるが,興味深いことに,大脳基底核から分泌されるドパミンは,脳の報酬

システムに関与し,ドパミン欠乏は喜びを感じる行動に対する興味を減少させることが

示されている 28,29)．先行研究によると,PD 群は非 PD 群に比し,アイスクリーム,ケーキ, 

糖質を含む甘い菓子の摂取量が多いことが報告されている 22,23,25,27)．また,我々は,菓

子類の摂取量と L-DOPA の投与量が関連することを報告したが 70), L-DOPA や非麦

角系アゴニストの投与は，衝動買い , 性欲亢進 , 過食などを呈する Dopamine 

dysregulation syndromeを引き起こす可能性が指摘されている 31,34,35）．これらの結果は, 

PD 患者における SIBO の有無による脂質摂取量の違いが, ドパミンを介した食行動の

変化によって起こった可能性を示唆するが,現在この点に関する報告はほとんど認め

られない．今後,詳細な研究によって明らかにする必要がある．  

PD の発症機序は不明であるが，α-シヌクレインの蓄積（レビー小体）が黒質のド

パミン産生ニューロンを変性させると考えられている 71-73)．興味深いことに，PD の発症

に先行して，何年も前から便秘などの消化器症状が認められることが報告されている
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74,75)．Braak らは，α-シヌクレインの蓄積が腸管から始まり，それがプリオン蛋白のよう

に迷走神経系を介して脳に移行することによって，PD が発症するとの仮説を提唱して

いる 76)．この仮説を支持する根拠として，迷走神経を切除した人では PD の発症率が

低いことや，α-シヌクレイン蛋白を腸管壁に投与したラットでは，迷走神経系や脳幹

部にα-シヌクレインの蓄積による病変が認められたことなどが報告されている 13,77)．  

また，最近，mThy-1 プロモーターを用いて，α-シヌクレインを過剰発現する PD モ

デルマウスにおいて，PD に特徴的な脳での炎症や運動機能障害の発現には腸内細

菌が必要であることが示されている.すなわち，抗生物質を投与した PD モデルマウス

や腸内細菌を持たないマウスでのα-シヌクレインの過剰発現では PD を発症しないこ

とや，腸内細菌のない PD モデルマウスに腸内細菌が産生する短鎖脂肪酸を投与す

ると PD を発症することが示され，さらに，PD 患者の腸内細菌を腸内に移植された PD

モデルマウスでは，正常者の腸内細菌を移植されたマウスより，PDの運動障害が著明

に促進されることが報告されている 15)．ヒトにおいても，PD 患者では，腸管に慢性炎症

が認められることや PD 患者と健常者では腸内細菌叢の構成群が異なることが報告さ

れている 78,79)． 

これらの結果は，食事による腸内環境や腸内細菌叢の変化が PD の発症や進行に

関わる可能性を示すものである．重要なことに，食物繊維は，小腸で消化されないが，

大腸の腸内細菌によって分解され，acetate，propionate，butyrate という短鎖脂肪酸

（SCFA）を生成するが，butyrate は腸管上皮に作用し，バリア機能を強化するとともに，

抗炎症作用を発揮する 80,81)．本研究では，小腸内の細菌異常増殖である SIBO を合

併する PD 患者においても，食物繊維摂取量が多い群は少ない群に比し，腹部膨満

感の頻度が有意に低いことを明らかにした．これらの結果は，食物繊維による腸内環

境の改善が PD の消化器症状とともに，Gut-Brain Axis を介して PD の病態の進行に

対しても有用な効果を発揮する可能性を示している．しかし，これらの点を明らかにす
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るためには，さらに詳細な検討が必要である． 

本研究には，いくつかの限界が存在する．まず，横断研究であるため因果関係は明

らかにはできないこと，腸内細菌叢を解析できていないため腸内細菌叢と食事内容と

の関係が明らかにできていないこと，n数が少なく単施設の結果であるため一般化でき

ない可能性があることなどである． 

 

 

Ⅳ．まとめ 

本研究は，PD 患者において，SIBO の合併は，低栄養と関連し，その原因として，

脂質の消化吸収障害が関与する可能性があること，食物繊維は消化器症状の軽減に

有用である可能性があることを明らかにした．  
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３章 

総合結論 

本研究は，PD 患者では，腸内細菌叢の異常の原因となる，菓子類からのしょ糖摂

取量が多いこと，また，これには，L-DOPA 投与量が関連することを明らかにした．  

また，第2章では，ＰD 患者において，小腸内細菌異常増殖であるSIBO の合併は，

低栄養と関連し，その原因として，脂質の消化吸収障害が関与する可能性があること，

食物繊維は消化器症状の軽減に有用である可能性があることを明らかにした． 

今後，PD 患者の病態の進行や臨床症状に対して，L-DOPA 投与に伴う菓子類摂

取量増加の是正，SIBO 治療や食物繊維摂取量の増加が有用であるかに関しては，

多施設での前向き研究や RCT による介入研究などによる検討が必要である．また,

「Gut-Brain Axis」を標的とした研究の進展, 例えば, 腸内細菌叢の異常（dysbiosis）

に対する抗生物質投与や糞便移植研究, あるいは,腸管の慢性炎症を改善する食物

繊維などによる栄養介入研究などによって,PD の進行を抑制できる新しい治療法や予

防法が開発されることが期待される． 
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表１．パーキンソン病群と非パーキンソン病群の患者背景の比較 

中央値 （最小値-最大値） 中央値 （最小値-最大値）

年齢（歳） 72 （52-83） 71 （55-81） 0.064 a

　男性（人） 0.707 b

　女性（人）

Body mass index（kg/m2） 22.5 （15.1-32.5） 22.1 （15.6-30.2） 0.848 a

a Mann-Whitneyの検定（ *p＜0.05）
b χ 2検定（ *p＜0.05）

18 20

性別

23 30

非ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病群（n=41） ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病群（n=50）
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 a * * *

表２．パーキンソン病群と非パーキンソン病群の摂取エネルギー量および栄養素

摂取量の比較 
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表３．パーキンソン病群と非パーキンソン病群の食品群別摂取量比較 

中央値 中央値

5.374 5.300 0.762

0.638 0.649 0.542

1.320 1.472 0.971

2.786 2.699 0.641

0.043 0.041 0.703

0.709 0.766 0.355

0.968 1.166 0.361

1.053 1.186 0.317

0.485 0.425 0.777

2.450 2.426 0.777

2.273 2.400 0.294

0.646 1.471 ＜0.001

2.518 0.816 0.162

0.204 0.278 0.003

0.014 0.022 0.141

0.145 0.186 0.285

0.272 0.324 0.028
a Mann-Whitneyの検定（ *p＜0.05）

P値 a

ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病群非ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病群

（25%ﾀｲﾙ値-75%ﾀｲﾙ値）（25%ﾀｲﾙ値-75%ﾀｲﾙ値）

（g・kg BW / day）（g・kg BW / day）

穀類（めし、ゆで麺等） （4.085-6.607）（3.595-7.015）

いも類 （0.410-1.145）（0.485-0.960）

緑黄色野菜 （0.898-1.885）（0.900-2.065）

その他の野菜・きのこ類 （1.868-3.625）（2.065-3.685）

海藻類 （0.030-0.068）（0.015-0.080）

豆類 （0.500-1.258）（0.360-1.200）

魚介類 （0.755-1.423）（0.695-1.430）

肉類 （0.725-1.590）（0.650-1.380）

卵類 （0.238-0.665）（0.230-0.765）

乳類 （1.163-4.177）（0.975-4.420）

果実類 （1.325-3.495）（1.270-3.025）

菓子類 （0.805-2.233）（0.325-1.455）

調味料・香辛料類 （0.218-0.408）（0.180-0.330）

種実類 （0.010-0.060）（0.000-0.035）

油脂類 （0.100-0.295）（0.110-0.230）

嗜好飲料類 （0.000-3.553）（0.00-5.860）

砂糖類 （0.170-0.430）（0.125-0.275）

*

*

*
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表４．パーキンソン病群と非パーキンソン病群の菓子類からのしょ糖摂取量比較 

中央値 中央値

1.09 2.19 0.046

0.31 0.58 0.299

0.28 0.72 0.008

0.00 0.00 0.725

0.04 0.03 0.681

0.00 0.00 0.365

0.00 0.14 0.002

0.00 0.00 0.085

0.00 0.00 0.718
a Mann-Whitneyの検定（ *p＜0.05）

非ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病群

（g・kg BW / week）

（25%ﾀｲﾙ値-75%ﾀｲﾙ値）

（0.58-3.41）

（0.00-1.03）

（0.00-0.19）⑨ゼリー・プリン （0.00-0.08）

⑦チョコレート （0.00-0.30）

⑧キャンディ・キャラメル （0.00-0.47）

⑤せんべい類やクッキー （0.00-0.19）

⑥アイスクリーム （0.00-0.00）

③菓子パンやケーキ （0.29-1.46）

④スナック・揚げ菓子

（0.00-1.08）

①菓子類全体 （1.16-3.39）

②和菓子 （0.10-1.16）

（0.00-0.10）

（0.00-0.00）

（0.00-0.20）

（0.00-0.00）

（0.00-0.01）

P値 a
ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病群

（25%ﾀｲﾙ値-75%ﾀｲﾙ値）

（g・kg BW / week）

（0.00-0.00）

*

*
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表５．パーキンソン病患者の背景 

表６．パーキンソン病患者の菓子類からのしょ糖摂取量と臨床因子との相関関係 

ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病患者（n=50）
中央値（最小値-最大値）

年齢（歳） 70（55-80）
性別　　男性（人） 30
　　　　　女性（人） 20

Body mass index（kg/m2） 21.9（15.6-30.2）

罹病期間（年） 8（1-32）
Hoehn Yahr Stage(stage 3/4/5） 32 / 13 / 5
L-DOPA投与量（mg/day） 300（0-500）
ﾄﾞﾊﾟﾐﾝｱｺﾞﾆｽﾄ投与量（mg/day） 150（0-500）

相関係数 P値
Body mass index -0.261 0.068
罹病期間 0.277 0.054
Hoehn Yahr Stage 0.258 0.070
L-DOPA投与量 0.446 0.001
ドパミンアゴニスト投与量 -0.190 0.186

  p＜0.05*

*
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下限 上限
L-DOPA投与量 0.437 0.437 0.002 0.004 0.015

   R2 = 0.191、 p＜0.05

偏相関係数 標準偏回帰係数 P値
95％信頼区間

*

表７．パーキンソン病患者における菓子類からのしょ糖摂取量と臨床因子（性

別，年齢，BMI，罹病期間，Hoehn Yahr Stage，抗パーキンソン病薬の投与量）

との多変量解析（重回帰分析/ステップワイズ法） 

性別 0.051 0.381 0.705 0.056
年齢 0.207 1.606 0.115 0.230
Body mass index -0.114 -0.851 0.399 -0.124
罹病期間 0.227 1.668 0.102 0.239
Hoehn Yahr Stage 0.032 0.235 0.815 0.035
ドパミンアゴニスト投与量 -0.231 -1.759 0.085 -0.251

0.950
0.956

入力されたときの
標準回帰係数

ｔ値 有意確率 偏相関

共線性の統計量

許容度

除外された変数

0.995
1.000
0.969
0.899
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表８．SIBO 陽性群と SIBO 陰性群における患者背景の違い 

中央値 （最小値-最大値） 中央値 （最小値-最大値）

年齢（歳） 65 （ 43 - 82 ） 68 （ 45 - 83 ） 0.189a

性別 （男性．/ 女性）（人） 0.604
b

Body mass index（kg/m2） 21.6 （ 16.9 - 28.3 ） 20.2 （ 15.8 - 29.1 ） 0.938a

罹病期間（年） 6 （ 0.5 - 15 ） 7 （ 0.5 - 22 ） 0.293
a

Hoehn Yahr Stage
（Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ）

UPDRSⅢ 22 （ 9 - 52 ） 27 （ 3 - 51 ） 0.749
a

L-DOPA(mg/day) 200 （ 0 - 600 ） 300 （ 0 - 600 ） 0.071a

便秘薬の服用者の割合（％） 0.023
a

a Mann-Whitneyの検定（ *p＜0.05）
b χ 2検定（ *p＜0.05）

SIBO陽性群（n=25） SIBO陰性群（n=21）
P値

（ 15 / 10 ） （ 11 / 10 ）

20 50

（ 0 / 3 / 13 / 9 ） （ 0 / 1 / 14 / 6 ）

*
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表９．SIBO 陽性群と SIBO 陰性群における血液検査値の違い 

SIBO陽性群(n=25) SIBO陰性群(n=21)
中央値（25%ﾀｲﾙ値-75%ﾀｲﾙ値） 中央値（25%ﾀｲﾙ値-75%ﾀｲﾙ値）

血清総蛋白(g/dL) 6.6 （ 6.3 – 7.1 ） 6.7 （ 6.4 – 7.1 ） 0.785

アルブミン(g/dL) 3.9 （ 3.6 – 4.1 ） 3.9 （ 3.7 – 4.0 ） 0.642

コリンエステラーゼ（IU/L） 297 （ 226 - 325 ） 285 （ 220 - 345 ） 0.870

血清グルコース(mg/dL) 89 （ 82 – 97 ） 90 （ 84 – 97 ） 0.581

総コレステロール(mg/dL) 194 （ 165 – 236 ） 188 （ 160 – 228 ） 0.969

トリグリセリド(mg/dL) 71 （ 53 – 98 ） 87 （ 65 – 110 ） 0.213

C反応性蛋白(mg/dL) 0.10 （ 0.10 – 0.10 ） 0.10 （ 0.10 – 0.10 ） 0.823

ヘモグロビン(g/dL) 13.0 （ 12.1 – 14.2 ） 13.5 （ 13.1 – 14.1 ） 0.184

白血球(10
3
/μ L) 4.44 （ 4.09 – 5.91 ） 4.74 （ 4.09 – 5.15 ） 0.868

リンパ球(μ L) 1,600 （ 1,400 - 1,850 ） 1,500 （ 1,100 - 1,900 ） 0.461

Mann-Whitneyの検定（ *p＜0.05）

P値
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表１０．SIBO 解析対象者における呼気中水素含量と臨床指標との相関係数 

Spearmanの相関係数 -0.036

有意確率（両側） 0.814

Spearmanの相関係数 -0.082

有意確率（両側） 0.588

Spearmanの相関係数 -0.128

有意確率（両側） 0.396

Spearmanの相関係数 -0.031

有意確率（両側） 0.840

Spearmanの相関係数 0.053

有意確率（両側） 0.728

Spearmanの相関係数 -0.193

有意確率（両側） 0.199

p ＜0.05

L-DOPA投与量（mg/day）

Hoehn Yahr Stage

UPDRSⅢ

年齢（歳)

Body mass index（kg/m2）

罹病期間（年）

*
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表１１．SIBO 解析対象者における呼気中水素含量と血液検査値との相関係数 

Spearmanの相関係数 0.134

有意確率（両側） 0.552

Spearmanの相関係数 -0.105

有意確率（両側） 0.616

Spearmanの相関係数 -0.524

有意確率（両側） 0.012

Spearmanの相関係数 -0.163

有意確率（両側） 0.445

Spearmanの相関係数 0.082

有意確率（両側） 0.715

Spearmanの相関係数 0.352

有意確率（両側） 0.092

Spearmanの相関係数 0.108

有意確率（両側） 0.616

Spearmanの相関係数 -0.362

有意確率（両側） 0.075

Spearmanの相関係数 0.404

有意確率（両側） 0.045

Spearmanの相関係数 -0.188

有意確率（両側） 0.369

p ＜0.05

リンパ球（μ L）

コリンエステラーゼ(IU/L）

血清グルコース（mg/dL）

総コレステロール（mg/dL）

トリグリセリド（mg/dL）

C反応性蛋白(mg/dL）

血清総蛋白(g/dL)

アルブミン（g/dL）

ヘモグロビン（g/dL）

白血球（103/μ L）

*

*

*
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表１２．SIBO 陽性群と SIBO 陰性群における摂取エネルギー量および栄養素摂取量

の違い 
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表１３．SIBO 陽性群と SIBO 陰性群における食品群別摂取量の違い 

SIBO陽性群(n=25) SIBO陰性群(n=21)
（g/day） （g/day）

中央値（25%ﾀｲﾙ値-75%ﾀｲﾙ値） 中央値（25%ﾀｲﾙ値-75%ﾀｲﾙ値）

穀類 （めし、ゆで麺等） 300.2 （ 241.3 - 355.4 ） 307.9 （ 244.1 - 392.5 ） 0.635
いも類 35.7 （ 21.4 - 50.0 ） 25.0 （ 21.4 - 50.0 ） 0.973
緑黄色野菜 110.7 （ 71.4 - 137.5 ） 91.1 （ 50.0 - 150.0 ） 0.477
その他の野菜・きのこ類 195.0 （ 149.6 - 226.4 ） 190.0 （ 152.9 - 242.5 ） 0.877

海藻類 2.86 （ 1.96 - 5.00 ） 2.50 （2.14 - 6.43 ） 0.755

豆類 60.0 （ 35.0 - 77.5 ） 45.0 （ 32.5 - 84.0 ） 0.612

魚介類 75.7 （ 51.4 - 102.9 ） 67.1 （ 39.3 - 85.0 ） 0.270
肉類 57.1 （ 24.3 - 77.1 ） 68.6 （ 34.3 - 100.0 ） 0.337
卵類 28.6 （ 10.7 - 50.0 ） 25.0 （ 16.1 - 50.0 ） 0.893
乳類 78.9 （ 39.5 - 165.2 ） 146.2 （ 64.1 - 232.5 ） 0.098

果実類 150.0 （ 96.4 - 150.0 ） 150.0 （ 96.4 - 150.0 ） 0.543

菓子類 31.1 （ 7.5 - 47.1 ） 37.2 （ 3.9 - 73.0 ） 0.494

嗜好飲料類 7.9 （ 0.0 - 112.5 ） 0.0 （ 0.0 - 126.8 ） 0.944

砂糖類 8.4 （ 5.8 - 11.0 ） 9.4 （ 3.7 - 13.3 ） 0.921

種実類 1.93 （ 0.29 - 6.68 ） 1.00 （ 0.36 - 2.80 ） 0.400

油脂類 6.36 （ 3.57 - 9.89 ） 11.9 （ 8.0 - 15.3 ） 0.001
調味料・香辛料 18.7 （ 12.0 - 24.0 ） 16.0 （ 10.8 - 21.6 ） 0.285

Mann-Whitneyの検定（ *p＜0.05）

P値

*



49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１４Ａ．SIBO 陽性群における脂質摂取量の違いによる消化器症状の相違 

表１４Ｂ．SIBO 陰性群における脂質摂取量の違いによる消化器症状の相違 

多い群(n=11) 少ない群(n=10) P値

腹部膨満感 （n,％） 5 （ 45% ） 4 （ 40% ） 0.806

腹部痛 （n,％） 0 （   0% ） 1 （ 10% ） 0.294

腹部不快感 （n,％） 2 （ 18% ） 3 （ 30% ） 0.535

頻回の放屁 （n,％） 4 （ 27% ） 4 （ 40% ） 0.867

便秘 （n,％） 9 （ 82% ） 9 （ 90% ） 0.602

下痢 （n,％） 4 （ 27% ） 0 （   0% ） 0.039

Mann-Whitneyの検定（ *p ＜0.05）

*

多い群(n=12) 少ない群(n=13) P値

腹部膨満感 （n,％） 2 （ 16% ） 5 （ 38% ） 0.235

腹部痛 （n,％） 2 （ 16% ） 0 （   0% ） 0.133

腹部不快感 （n,％） 4 （ 33% ） 0 （   0% ） 0.026

頻回の放屁 （n,％） 2 （ 15% ） 8 （ 61% ） 0.025

便秘 （n,％） 8 （ 66% ） 9 （ 69% ） 0.893

下痢 （n,％） 4 （ 33% ） 0 （   0% ） 0.026

Mann-Whitneyの検定（
 *p ＜0.05）

*

*

*
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多い群(n=13) 少ない群(n=12) P値

腹部膨満感 （n,％） 1 （  8% ） 6 （ 50% ） 0.021

腹部痛 （n,％） 0 （  0% ） 2 （ 17% ） 0.133

腹部不快感 （n,％） 1 （  8% ） 3 （ 25% ） 0.248

頻回の放屁 （n,％） 3 （ 23% ） 7 （ 58% ） 0.078

便秘 （n,％） 9 （ 69% ） 8 （ 67% ） 0.893

下痢 （n,％） 2 （ 15% ） 2 （ 17% ） 0.932

Mann-Whitneyの検定（ *p ＜0.05）

*

表１５Ａ．SIBO 陽性群における食物繊維摂取量の違いによる消化器症状の相違 

多い群(n=11) 少ない群(n=10) P値

腹部膨満感 （n,％） 3 （ 27% ） 6 （ 60% ） 0.140

腹部痛 （n,％） 0 （   0% ） 1 （ 10% ） 0.294

腹部不快感 （n,％） 1 （   9% ） 4 （ 40% ） 0.105

頻回の放屁 （n,％） 3 （ 27% ） 5 （ 50% ） 0.296

便秘 （n,％） 9 （ 82% ） 9 （ 90% ） 0.602

下痢 （n,％） 2 （ 18% ） 2 （ 20% ） 0.918

Mann-Whitneyの検定（ *p ＜0.05）

表１５Ｂ．SIBO 陰性群における食物繊維摂取量の違いによる消化器症状の相違 
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図１．パーキンソン病群と非パーキンソン病群の菓子類からのしょ糖摂取量の比較 

非パーキンソン病群 パーキンソン病群 
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L-DOPA 投与量（mg/day） 

図２．パーキンソン病群における L-DOPA 投与量と菓子類からのしょ糖摂取量

の相関関係 

p =0.049 

r = 0.446 

p <  0.001 
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登録 PD患者 ｎ=65 

除外理由（n=19） 

評価が困難な患者 5人，嚥下障害を有する患者 6人，食事の聞き取りが不十分な患者 1人， 

認知機能障害で本人および家族から食事の聞き取りが不可能な患者 1人， 

ピロリ菌の除菌歴を有する患者 1人，水素水を摂取していた患者 1人， 

糖尿病で食事制限を受けていた患者 3人，炎症性腸疾患の合併患者 1人 

 

SIBO 測定開始時の呼気中水素濃度が 0ppm 付近であり，60-90 分以内

に SIBO 陽性のカットオフ値である 20ppm を超え，徐々に呼気中水素

濃度の上昇が認められた PD患者（n=25） 

SIBO 測定開始時から終了時まで呼気中水素濃度が 20ppm以下であり，

その後の呼気中水素濃度の上昇が認められなかった PD 患者 （n=21） 

解析対象患者 ｎ=46 

陽性 

陰性 

図３．解析対象者選定の流れ 
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Ａ SIBO 陽性 

呼気中水素含量（ｐｐｍ） 

r =‐0.466 

p =  0.019 

BMI (kg/m2) 

図４．SIBO 陽性群と SIBO 陰性群における呼気中水素含量とＢＭＩとの関係の違い 

Ｂ SIBO 陰性 

BMI (kg/m2) 

呼気中水素含量（ｐｐｍ） 

r = 0.256 

p =  0.263 
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Ａ SIBO 陽性 

BMI (kg/m2) 

脂質エネルギー量（kcal/day） 

r =‐0.801 

p =  0.701 

図５．SIBO 陽性群と SIBO 陰性群における脂質エネルギー量とＢＭＩとの関係の違い 

Ｂ SIBO 陰性 

BMI (kg/m2) 

脂質エネルギー量（kcal/day） 

r = 0.256 

p =  0.263 


