
腎臓と泌尿器の疾患

犬と猫のタンパク
質喪失性腎症

タンパク尿は、犬や猫の尿細管性腎臓病や糸球体性腎臓病の結果として起こ
ることがあります。しかし、タンパク質喪失性腎症（PLN）は糸球体疾患が主な
原因です。このタイプの腎臓病は、糸球体濾過バリアの損傷に関連し、尿中の
タンパク質の過剰な喪失（通常、尿タンパク/クレアチニン比（UPC）＞2.0）を特
徴とします。PLN は犬でより見られる病気ですが、猫にも発生します。1,2

キーメッセージ

   定期的な栄養評価と、タンパク尿、体重、除脂肪体重のモニタリングは、
個々の患者さんに合ったケアプランを作成するために非常に重要です。  

   PLN の患者における過剰なタンパク尿は、栄養失調や体重と除脂肪
体重の減少を引き起こす危険性があります。1 

   除脂肪体重の減少は、加齢や CKD における死亡率の上昇と関連して
います。7,8 

   UPC をモニターし、タンパク尿を減らすために必要なタンパク質のみ
を制限します。

タンパク尿は腎臓病の進行と関連しています。3,4 さらに、PLN の犬および猫におけるタンパク尿は、タンパク - エネルギ
ー消耗および栄養不良の一因となる可能性があります。タンパク尿の管理は、医学的介入と食事療法の両方が必要とな
ります。PLN 患者における栄養改善の目標は、タンパク尿を低減するために食事性タンパク質を十分に減らしながらも
除脂肪体重の減少を避けることです。その他、オメガ 3 脂肪酸の補給、塩分制限、カリウムのモニタリングなども推奨さ
れています。特に慢性腎臓病（CKD）に進行した場合は、腎臓病療養食への移行が必要な場合があります。1,2,5,6

治療のための栄養

（次のページに続く)

初期の腎臓病に対して推奨され
る栄養とは異なり、タンパク尿
のある犬や猫には食事によるタ
ンパク制限が推奨されます。1,4

ご存じでしたか？



キーメッセージ（続き）

   医療的な治療を開始した後は、必要に応じて食事性タンパク質を減らし、タンパク尿を減少させることが推奨されます。
ただし、タンパク質制限は、個々の医学的、食事的、健康歴に基づいて行う必要があります。1,6  例えば、

   もし、タンパク尿の患者さんが「通常の」維持食をとっていて、高タンパク質のおやつをもらっている場合は、さらなる 
食事の変更の前に、おやつをやめて UPC を再評価することが有効な場合があります。

   食事がすでに成犬維持のための最小限のタンパク質推奨量に近い場合、さらなる食事タンパク質制限を行う前に、 
医学的治療でタンパク尿を減少させるための時間を取る必要があります。

   その他に推奨される食事の変更には、以下のようなものがあります。

   オメガ 3 脂肪酸には抗炎症作用があり、腎不全の進行を減少させる腎保護作用が期待されます。5 

   ナトリウムの制限 - PLN の犬は高血圧のリスクがあり、9 塩分に敏感である可能性があります。

   医学的治療の副作用として考えられる高カリウム血症を監視し、食事がカリウムの過剰摂取に寄与しないようにします。10

   タンパク尿から慢性腎臓病への移行をモニタリングします。10

   腎臓病治療食は CKD の犬や猫に適している場合があります。

   ペットの食欲不振を解消するために自家製の食事を与えたい場合は、栄養不足を防ぎ、ペットの状態に応じた適 
切な食事を提供するために、動物病院認定の栄養士から専門的な知識を得てください。

   体重を維持するために十分な食事がとれない場合、栄養チューブの挿入を検討することもあります。1 

RO/CRCE

Purina Institute は、ペットがより長く、より健康的に生きるための、科学に基づく顧客に寄り添った情報を
提供することで、ペットの健康に関する議論の最前線に栄養を位置付けることを目指しています。
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