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セッション名 採用番号 演題名
「HFpEFのフェノタイプを探る：one size does not fit all」 80 HFpEFにおける運動時心拍応答不全の意義

96 左室駆出率が保たれた心不全患者のフェノタイプとSGLT2阻害薬治療の効果

108 心臓周囲脂肪蓄積は冠微小循環障害を介して増悪する左室駆出率の保たれた心不全を示唆する

125 肥満合併HFpEFにおける睡眠呼吸障害（SDB）治療戦略
「ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬の最新知見」 10 急性心不全患者に対する入院中のMRA新規導入が臨床転帰に与える影響

26 HFmrEF/HFpEFにおけるフィネレノンの複合エンドポイントへの意義とSGLT2阻害薬

69
ミネラルコルチコイド受容体(MR)拮抗薬はMR-p65-STAT3複合体の転写活性を制御することでMR
誘導性炎症を抑制する

102 左室駆出率が保持された心不全におけるミネラルコルチコイド受容体拮抗薬の個別治療効果

「遠隔モニタリングデバイスの活用で心不全診療は変わるか？」 4
呼吸安定時間（RST: Respiratory Stability Time）の遠隔モニタリングを通じた新しい心不全診療
の展望

27 心臓植込みデバイス患者の遠隔モニタリングにて捉えられた心不全に対する当院の取り組み
120 遠隔モニタリングデータを活用した心不全療養指導
99 心電図記録付き血圧計を用いた心不全遠隔モニタリングの不整脈検出の有用性

「我が国の心不全患者に対するSGLT2阻害薬の有効性・安全性を検証する」 48 わが国におけるSGLT2阻害薬のリアルワールドエビデンス：NDBからの報告
57 Long term eGFR plotを用いてCKD合併心不全の治療を可視化する

100
BMIの高度低下を伴う心不全患者に対するSGLT2阻害薬投与の予後への影響 ～痩せ型心不全患者
におけるSGLT2阻害薬投与は善か悪か？～

117
身体的フレイル要素を有する急性心不全患者に対するSGLT-2阻害薬の有効性、安全性ーWET-HF 
Registryからの報告

124 2型糖尿病合併心不全に対するSGLT2阻害薬治療と心臓交感神経活性
133 高齢心不全患者のSGLT2阻害薬内服に関わる因子の検討

「基礎研究から臨床へ：心不全治療の新たな展望」 5 多様性を生み出す翻訳後修飾とエピゲノム修飾からアプローチする心不全の制御機構
20 尿酸とエネルギー代謝から紐解く心不全の病態と治療
49 遺伝性心筋症の分子病態解明に基づく革新的心不全創薬への挑戦
70 iPS心筋球移植のアンモニアPET血流評価
90 Alpha-tubulin脱チロシン化が引き起こすHFpEF病態の分子機序
107 空間的トランスクリプトームを用いた心不全における加齢性変化の解析と治療標的の探索

「急性心不全に対する急性期治療のサロゲートマーカーとして何を重要視しますか？」 136
急性心不全患者におけるサロゲートマーカーとしてのALBIスコアの推移と退院後の予後についての
検討

「心臓移植施設と非専門施設との連携を考える」 17 当院におけるBTT-LVAD患者の現状と移植施設との連携

24
心臓移植治療における植込み型補助人工心臓実施施設としての役割：心臓移植施設と非専門施設の
橋渡し
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68 非移植施設における心臓移植待機患者のVAD管理のShared-care: 4年間の経験から得られた知見

112 心移植医療の各ステージにおける病院間連携　～非専門施設の立場から
144 心臓移植治療につなげるための地方における重症心不全ネットワークの構築の取組み

150
移植を前提としない植込み型左心補助人工心臓装着術後の運動療法継続を地域施設と支援した取り
組み

「心不全のvulnerable期をどう乗り切るか？」 2 心不全vulnerable期を乗り切る鍵となる再増悪の臨床像と誘因

114
認定看護師が担う心不全看護外来における移行期ケアとしてのケースマネジメントと多職種連携の
調整

115 心不全外来でvulnerable期を乗り切る！

128
心不全患者のvulnerable期の実態と特徴～京都心不全ネットワーク協議会多施設共同レジストリー
研究からみえたこと~

「心不全のリスク評価と治療戦略ー個別化医療の実践へ」 21 外来心不全患者における集学的チームケアの効果とリスクスコアモデルの活用

25 新たな心不全予後予測モデルにおけるNT-proBNPの意義とNT-proBNP別の心不全薬物治療の効果

31 劇症型心筋炎における発症1週間後の心電図波形によるリスク評価と治療戦略確立に向けて

72
Human Epididymis Protein 4はHFrEF患者の心血管予後をより正確に予測するバイオマーカーとな
る

121 認知機能障害は心不全患者のセルフケアマネジメントの習得を妨げる
127 扁桃体活性における心室性不整脈の予測因子としての可能性

152
HFpEF患者の再入院予測における尿中アルブミン・クレアチニン比の有用性：入院時と退院時の比
較検討

「心不全パンデミックを不整脈治療で切り開く新時代」 15 心臓再同期療法アップグレード時の最適な左室リード留置部位
16 特発性非定型心房粗動：潜在性心不全の電気生理学的マーカーとしての臨床的意義

44 心房細動アブレーションの治療後を見据えて：長期的な心不全イベントリスクへのマネジメント

142 本邦の心臓再同期療法における除細動機能の至適患者選択　～国内多施設観察研究からの検討～

148 房室ブロック患者に対する心室ペーシング様式の予後に与える影響:CTによる検討
「心不全パンデミックを防ぐ！ ステージA、Bからの予防戦略」 29 左室駆出率の低下したステージB心不全患者の診療実態と予後予測

61
NT-proBNPによる潜在的心不全リスク層別化：東北メディカルメガバンクコホートを用いた大規
模研究

103 心血管予後改善のための心不全ステージA/Bに対する血圧管理
118 プライマリ・ケアにおけるHFpEFスクリーニングツールの開発：BREATH2スコア
123 心不全発症予防戦略における閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)管理の重要性
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「心不全治療における利尿薬治療を再考する」 13 古くて新しい利尿薬「アセタゾラミド」：心不全のクロライド理論を軸に再考する
64 急性心不全患者における尿細管障害から利尿薬治療を考える
101 外来経口ループ利尿薬用量の変動パターンによる慢性心不全患者の予後層別化

105 臓器連関から再考する急性期の利尿薬投与　-臓器静脈ドプラ波形から新たな腎微小循環評価まで-

111 急性心不全患者における退院時利尿薬の経時的変化とその影響
「心不全治療の新たな希望、再生医療の最前線」 40 ヒトiPS細胞由来3次元成熟心臓組織を用いた細胞移植治療・心不全創薬

92
虚血性心筋症に対するヒトiPS細胞由来心筋細胞の移植(LAPiS試験)：低用量移植4例および高用量
移植1例の経験

「心不全診療におけるデジタルヘルスの活用」 23 心不全患者における超短期的血圧変動の意義～脈波伝播時間を活用したデジタルヘルスの可能性～

36 右心不全の急性増悪を見逃さない肺高血圧症管理の最適化：デジタル医療の活用
42 心不全診療における電子的患者報告アウトカムの導入
94 心不全遠隔モニタリングシステムの患者QOL向上と社会実装に向けたオペレーションの検証
146 高齢者におけるウェアラブルウォッチを用いた心不全外来管理に関する当院の取組みと課題
143 入浴時酸素飽和度変動による心不全増悪早期検出法の確立：在宅モニタリングの新展開

104 統合型プラットフォームを用いた遠隔心臓リハビリテーションの有効性と安全性：E-REHAB試験

「肥満合併心不全診療の最前線～病態の再考と最新治療の展望～」 30
左室駆出率の低下がない心不全患者における、肥満に対する皮下注セマグルチドの適応患者の有病
率（PARACLETE試験サブ解析）

93 体脂肪分布と異所性脂肪に着目した心不全ハイリスク患者の検出
122 肥満合併拡張型心筋症の予後と病態特性

（ハートチーム）「ACPのための患者に一歩踏み込んだ話の聴き方」 7 ACPの優先度を確認し心不全終末期患者の希望を叶えた1例
43 『心づもりシート』を用いた意思決定支援の取り組み ～急性期病院から始めるACP～

87 京都心不全ネットワークにおけるACP支援 ～患者の想いを引き出し、支援に繋げる取り組み～

（ハートチーム）「これからの塩分管理のあり方」 73 多職種連携による高齢心不全に対する適切な栄養介入
134 味覚に注目した美味しい減塩の取り組み
153 テーラーメイドの減塩管理を目指して

（ハートチーム）「みんなで作るセルフケア教育のエビデンス」 1 有効性と効率化を両立させた心不全入院患者に対する多職種集団指導
39 心臓リハビリテーション参加者の自信度に基づいたセルフケア教育のエビデンス構築
147 高齢心不全患者のセルフケア能力の特徴から考えるセルフケア教育の最適解

（ハートチーム）「医療×地域連携×デジタルヘルスで支える在宅心リハの未来」 67 Stage Dの訪問心臓リハビリテーション～当院の取り組み～
98 心不全患者に対する心リハ連携フローチャートを用いたリハビリ継続支援の取り組み
145 デジタル技術を活用した心不全管理：モバイルヘルスアプリ「ハートサイン」の可能性
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（ハートチーム）「心不全に対する脳卒中・心臓病等総合支援センターのとりくみ」 41 心不全に対する脳卒中・心臓病等総合支援センターのとりくみ

56 岡山県における心疾患啓発活動の推進ー啓発冊子の発行と今後の展望ー
59 熊本県の脳卒中・心臓病等総合支援センター Ver 2へ－未来へ繋ぐ仕組みづくり－

（ハートチーム）「心不全患者のQOL評価：あなたはどうしていますか？」 22 緩和ケア包括的評価尺度によるスクリーニングを踏まえた心不全患者のQOL改善への取り組み

71 心臓専門病院における心不全患者に対する多面的PRO評価の取り組み
86 高齢心不全患者に対するKCCQスコアの活用　～チーム医療における臨床的意義について～

（ハートチーム）「心不全患者の就労・両立支援：あなたはどうしていますか？」 63 地方大学病院における循環器疾患患者への就労支援の取り組み
84 植込み型心臓電気デバイス(CIED)術後の就労に関する実態調査

131 心不全患者の就労・両立支援―心不全多職種クリニック医療ソーシャルワーカーの取り組みー

135 重度心機能低下を有する就労世代心不全への復職支援の現状と課題

（ハートチーム）「心不全患者の療養支援における健康の社会的決定要因」 50
心不全患者に対する健康の社会的決定要因を意識した療養支援～心不全において未婚の中年男性は
運動耐容能に関係なく死亡率が増加する～

（ハートチーム）「心不全療養指導士ネットワークの設立で何が変わったか？」 6 北海道心不全療養指導士ネットワークの存在意義を再考する

28
福岡県内の外来心臓リハビリテーションの普及とエビデンスの創出を目指す『福岡モデルproject』
について

88 地域で活躍するキープレイヤーを支えるCHFEホームケアネットワークの活動

129
岡山県心不全療法指導士会の設立とその意義-急性期～地域医療における多職種連携強化を目指し
て-

149 東京都心不全療養指導士薬剤師ネットワークの設立から今日までの成果・今後の課題

（ハートチーム）「切れ目のない心不全の退院後移行期ケア」 11 高齢心不全患者に対する医療介護連携の構築を経験して ～常勤の循環器専門医不在の現状で～

33 病棟と外来の連携による心不全セルフケアの確立
65 地域へのアンケート調査から見えた退院後移行期ケアの実際と課題
138 心不全の急性増悪、緊急入院を防ぐための移行期ケア

（ハートチーム）「調剤後薬剤管理の成功事例・新しい取り組み」 9
薬薬連携を土台とした調剤後フォローアップにより早期受診に繋がった慢性心不全vulnerable 
phaseの1例

32 認知症を有するHFrEF患者に薬薬連携を行う事で再入院予防に繋がった一例
76 調剤薬局との連携による外来患者のGDMT score評価の取り組みについて
91 新潟県版　医師・薬剤師協働による心不全患者に対するフォローアップの取り組みについて
132 PHRを活用した心不全患者のフォローアップ ―患者主体の心不全管理を目指してー

（ハートチーム）「働き方改革時代の心不全カンファレンス～苦悩と工夫をみんなで共
有、私たちはこうしています～」

47 働き方改革時代の心臓血管センターコーディネータとして役割
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58 心不全カンファレンスの効率化の試み：再入院予防の介入点と課題を多職種で共有する
74 大学病院における多職種カンファレンスの在り方を、働き方改革の視点で振り返る
82 短時間で行うハートチームカンファレンスと運営上の課題～継続は力～
95 電子カルテのチーム一覧機能を活用した心不全カンファレンスの効率化と多職種連携の工夫

ハートチーム特別企画：本気の心不全啓発動画天下一武道会 83 日常にひそむ心不全への気づき ～Stage分類を暮らしの視点で可視化する～
137 子どもから広がる心不全啓発 ～学びがつなぐ健康の輪～

139
重篤性の認知を向上することと暮らし方を見つめなおす機会への試み ～心不全症状の可視化を通
して～

151 私はあと何年生きられますか？
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