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はじめに

• この資料は以下のレベルの方を対象としています。

– 日常業務で医用画像の作成や管理を行っている方

– DICOM規格の概要とIHEの基礎をご存知の方

– 画像だけでなく テキストの標準化に注目している方

• 今回は DICOM-SRの詳細を他規格などと比較し
ながら説明します。 DICOM-SRを客観的に技術
面から説明します。

• 資料中に登場する各規格の情報、並びに各社製

品の情報は最新である保証はなく、また技術的な
説明のための素材としての利用以外の意図はあ
りません。
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１） 分野別診断レポート

入力制御

レポート DB
（独自フォーマット）

入力
書式
DB

表示制御

転送制御

出力
書式
DB

分野別診断レポート：
・診断分野や検査方法・機器によって 記載する情報が異なる。
・地域や施設によって標準値・警告値が異なる。
・表示する画面の構成が施設によって異なる。

全て入力画面 と出力画面の話。
外部への出力を DICOM-SRにするか HL7 CDAにするかは
出力書式DBで定義する。
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１） 分野別診断レポート

URL: radreport.org

多くの団体が使いやすい入力テンプレートを公開している。
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１） 分野別診断レポート

http://radreport.org/template/0000045

このような 用途別診断レポートの
テンプレートが 膨大に公開されている。

入力画面： ｈｔｍｌ / ｘｍｌで提供される。

記入すると 新たな URLが生成・保存される。

➡入力タグ名称 と入力情報が対応して
列挙された文字情報列が保存される。

★ 入力タグ名称はあとで DICOM-SRの
タグに関連付けるので予約語をマッピング
する。
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１） 分野別診断レポート

画面に従って入力していくと、新たなxmlが生成される。
これを DICOM-SRにするか CDAにするか は別のソフト
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１） 分野別診断レポート

Coding 

Scheme 

Designator

Code Value Code Meaning SNOMED-CT 

Concept ID

UMLS Concept 

Unique ID

SRT P5-009A0 Angiography 77343006 C0002978

SRT P5-32130 Aortography 54640009 C0003515

SRT P5-30100 Coronary Arteriography 33367005 C0085532

SRT P5-3003A Cardiac ventriculography 252426003 C0596683

SRT P5-30041 Left Ventriculography 265484009 C0412219

SRT P5-3003F Right Ventriculography 265483003 C0412220

SRT P5-30107 Bypass graft angiography 252427007 C0430469

DCM 122058 Arterial conduit angiography

SRT P5-B3002 Transesophageal echocardiography 105376000 C0206054

SRT P5-B3003 Transthoracic echocardiography 169242007 C0013516

SRT P5-B3004 Epicardial echocardiography 252418006 C0430462

SRT P5-B001D Intravascular ultrasound 241466007 C0412530

SRT P5-B3006 Intracardiac echocardiography 252421008 C0430464

(0040,a040) CS [CONTAINER] 

(0040,a043) SQ ConceptNameCodeSequence

(fffe,e000) na

(0008,0100) SH [P5-B3006]                CodeValue

(0008,0102) SH [SRT]                        CodingSchemeDesignator

(0008,0104) LO [Intracardiac echocardiography ] CodeMeaning

(fffe,e00d) na ItemDelimitationItem

レポート種別
プルダウンメニュー ・Concept Name

（レポート分類タイトル）
を記述する SQ

・レポートを検索する際の
キーワードとなる

・レポート分類を選択する
と、それに合った画面・入
力項目が表示される
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１） 分野別診断レポート

DICOM-SRは他のオブジェクト同様外部定義を多く参照している。

外部定義を多用することのメリット：

・ 定義する作業を外部に期待できる
・ 本来の専門家集団に依存できる
・ 複数の定義団体の調整などが不要になる
・足りないものだけ自分で定義すればよい

デメリット：
・タイムリーに定義がされるか不明
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１） 分野別診断レポート

保存されたレポートは 必要な人に提示される。

Concept Name（診断分野）を選んでから入力するので 必要な項
目は網羅している。
一般的に Templateを選んだ時点で 出力フォーマットも決まる。
出力様式だけ変更することも可能。（院内共通フォーマットとか）

入力制御

レポート DB
（独自フォーマット）

入力
書式
DB

表示制御

転送制御

出力
書式
DB
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１） 分野別診断レポート

DICOMのSR定義は ｘｍｌ。 IHEでは DICOMのTemplateから
必須項目を選んで、相互利用できるプロファイルを定義している。
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１） 分野別診断レポート

IHEのコネクタソンで 確認できること
DICOM規格の DICOM-SRをやりとりして

表示テンプレート（スタイルシート）も共有されていれば
同じ画面構成で同じ情報が表示できること

異なる表示画面（別のスタイルシートを利用）であれば
情報が同一であること
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２）画像・動画・音声の応用

画像・動画・音声のSRへの組み込み方
１）外部参照するので、画像・動画・音声は事前に単独で保存する。
２）SRはそのURI、SOP Instance UIDを参照する。
３）埋め込んだ画像・動画・音声の表示手段（位置・自動表示など）
は出力のスタイルシートに依存する。 SR本文では明示しない。

種別 名称 Storage OID

画像 モダリティ別IOD 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2 （例：CT)

動画 モダリティ別IOD 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2.1 （例：Enh.CT)

音声

波形

Basic Voice Audio Waveform Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.4.1

General Audio Waveform Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.4.2

Arterial Pulse Waveform Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.5.1

Respiratory Waveform Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.6.1

12-lead ECG Waveform Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.1.1
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２）画像・動画・音声の応用

AU Audio

BDUS Ultrasound Bone Densitometry

BMD Bone Mineral Densitometry

CAD Computer Assisted Detection/Diagnosis

CAPTURE Image Capture

CR Computed Radiography

CT Computed Tomography

DX Digital Radiography

HC Hard Copy

MG Mammography

MR Magnetic Resonance

OP Ophthalmic photography

RF Radiofluoroscopy

US Ultrasound

VA Visual Acuity

VIDD Video Tape Digitizer Equipment

XA X-Ray Angiography

DICOM-SRでは各要素（context)は参照の形で外部に置かれる。（内蔵しない）

PS3.16で 定義されている context （抜粋）

Data Format：
MPEG-2 or MPEG-4 AVC/H.264 
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２）画像・動画・音声の応用

画像・動画・音声組み込みの注意点

１） TOPレベルのTIDには組み込めない。 子TIDで呼ぶ。
当然 Composite SRであるが、TOPレベルでは参照できない。
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２）画像・動画・音声の応用

マンモCADレポートの構造的全体像（繰り返しは省略）

(以下省略)

(以下省略)

(以下省略)(以下省略)

このレベルで画像や音声
はリンクできない

所見参照情報として
画像や音声が呼べる
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２）画像・動画・音声の応用

GSPSを使って画像を外部参照・表示する場合の例：

(0008,1199) Referenced SOP Sequence 

(fffe,e000)    Item

(0008,1150)  Referenced  SOP  Class  UID “1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.1”

(0008,1155)  Referenced  SOP  Instance  UID  “1.2.3.4”

(0008,1160) Referenced Frame Number “34” 

(0008,1199) Referenced SOP Sequence 

(fffe,e000)    Item

(0008,1150)  Referenced  SOP  Class  UID “1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.1”

(0008,1155) Referenced SOP Instance UID “1.2.3.5” 

(fffe,e00d)  Item  Delimitation  Item

(fffe,e0dd)  Sequence  Delimitation  Item 

(fffe,e00d)   Item   Delimitation   Item 

(fffe,e0dd)  Sequence  Delimitation  Item 

(0040,a040) Value Type “IMAGE”

(0040,a043) Concept Name Code Sequence 

(fffe,e000)    Item

(0008,0100) Code Value “209801”

(0008,0102) Coding Scheme Designator “99PMP” 

(0008,0104) Code Meaning “End Systole” 

(fffe,e00d)   Item   Delimitation   Item 

(fffe,e0dd)  Sequence  Delimitation  Item

X-Ray Angiographic Image Storage

で保存された画像

Grayscale Softcopy Presentation 

State Storage SOP Class

で保存された画像（マスクに使う）
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２）画像・動画・音声の応用

波形をひとつ 外部参照する場合の例：

(0008,1199) Referenced SOP Sequence 

(fffe,e000)    Item

(0008,1150)  Referenced  SOP  Class  UID “1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.1.1”

(0008,1155) Referenced SOP Instance UID “1.2.3.7” 

(0040,a0b0) Referenced Waveform Channels “2,0” 

(fffe,e00d)   Item   Delimitation   Item

(fffe,e0dd)  Sequence   Delimitation  Item 

(0040,a040) Value Type “WAVEFORM”

(0040,a043) Concept Name Code Sequence 

(fffe,e000)    Item

(0008,0100) Code Value “209802”

(0008,0102) Coding Scheme Designator “99PMP” 

(0008,0104) Code Meaning “aV Leads” 

(fffe,e00d)   Item   Delimitation   Item  

(fffe,e0dd)  Sequence  Delimitation  Item

12-lead ECG Waveform Storage



2016/03 医療情報機構スキルアップセミナー 20

1. DICOM-SRの利用

1.分野別診断レポート

2.画像・動画・音声の応用

3.被ばく管理への利用

4.実際の導入手順

5.注意点・問題点



2016/03 医療情報機構スキルアップセミナー 21

３） 被ばく管理への利用

DICOMが定義する SR
診断レポート

Basic Text SR 単一構造・参照なし ・画像 ・波形

Enhanced SR ＋ 所見ツリー・コード値 ・参照制限
Comprehensive SR ＋ 自由参照 ・時刻位置指定
Extensible SR 全SRを統合する将来構想
Procedure Log SR 時系列報告（カテなど）

CADレポート
Mammography CAD SR 所見・計測値・位置指定
Chest CAD SR 同上
Colon CAD SR 同上
線量関連

X-Ray Radiation Dose SR X線機器出力照射線量
Radiopharmaceutical Radiation Dose SR RI 放射線量
特定用途

Key Object Selection SR 単一構造・キー画像/波形指定
Macular Grid Thickness and Volume SR 眼科 網膜検査
Implantation Plan SR インプラント機材情報記述
Comprehensive 3D SR Comprehensive SR の３D版
Spectacle Prescription SR 眼科の処方箋？
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３） 被ばく管理への利用

Total Time of Fluoroscopy (0040,0300)

Total Number of Exposures (0040,0301)

Distance Source to Detector (0018,1110)

Distance Source to Entrance (0040,0306)

Entrance Dose (0040,0302)

Entrance Dose in mGy (0040,8302)

Exposed Area (0040,0303)

Image and Fluoroscopy Area Dose Product (0018,115E)

Comments on Radiation Dose (0040,0310)

Exposure Dose Sequence (0040,030E)

>Radiation Mode (0018,115A)

>KVP (0018,0060)

>X-Ray Tube Current in μA (0018,8151)

>Exposure Time (0018,1150)

>Filter Type (0018,1160)

>Filter Material (0018,7050)

>Comments on Radiation Dose (0040,0310)

X-Ray Radiation Dose Module 

曝射個別
情報＊ｎ
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３） 被ばく管理への利用

Coding Scheme 

Designator

Code Value Code Meaning

DCM 111636 Entrance Exposure at RP

DCM 111637 Accumulated Average Glandular Dose (mammo)

DCM 113722 Dose Area Product Total

DCM 113726 Fluoro Dose Area Product Total

DCM 113727 Acquisition Dose Area Product Total

DCM 113730 Total Fluoro Time

DCM 113731 Total Number of Radiographic Frames

DCM 113507 Administered activity

DCM 113813 CT Dose Length Product Total

DCM 113830 Mean CTDIvol

DCM 113839 Effective Dose

(0040,a043) SQ (Sequence with explicit length #=1)      ConceptNameCodeSequence

(fffe,e000) na (Item with explicit length #=3)  

(0008,0100) SH [113813]                                 CodeValue

(0008,0102) SH [DCM]                                    CodingSchemeDesignator

(0008,0104) LO [CT Dose Length Product Total]       CodeMeaning

(fffe,e00d) na (ItemDelimitationItem for re-encoding) 

DICOMが定義
している
線量関連情報

CID 10050. Summary Radiation Exposure Quantities
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３） 被ばく管理への利用

Samples per Pixel (0028,0002)

：：：
KVP (0018,0060)

Exposure Time (0018,1150)

X-Ray Tube Current (0018,1151)

Exposure (0018,1152)

Exposure in μAs (0018,1153)

Table Speed (0018,9309)

Table Feed per Rotation (0018,9310)

Spiral Pitch Factor (0018,9311)

Exposure Modulation Type (0018,9323)

Estimated Dose Saving (0018,9324)

CTDIvol (0018,9345)

CTDI Phantom Type Code 

Sequence
(0018,9346)

CT image module ： 画像に付随するモジュール
ここにも照射情報がある。

これらの名称と タグ番号は
所詮 DICOMが勝手に決めたもの

世界規格（ICRP、IEC,ISOなど）
と整合を取るには
タグ形式だけではなく
誰でも理解できる xml形式も必要。
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３） 被ばく管理への利用

• Line 500+

• (fffe,e000) na (Item with explicit length #=4)          # 206, 1 Item

• (0040,a010) CS [CONTAINS]                               #   8, 1 RelationshipType

• (0040,a040) CS [NUM]                                    #   4, 1 ValueType

• (0040,a043) SQ (Sequence with explicit length #=1)      #  70, 1 ConceptNameCodeSequence

• (fffe,e000) na (Item with explicit length #=3)          #  62, 1 Item

• (0008,0100) SH [113813]                                 #   6, 1 CodeValue

• (0008,0102) SH [DCM]                                    #   4, 1 CodingSchemeDesignator

• (0008,0104) LO [CT Dose Length Product Total]           #  28, 1 CodeMeaning

• (fffe,e00d) na (ItemDelimitationItem for re-encoding)   #   0, 0 ItemDelimitationItem

• (fffe,e0dd) na (SequenceDelimitationItem for re-encod.) #   0, 0 SequenceDelimitationItem

• (0040,a300) SQ (Sequence with explicit length #=1)      #  84, 1 MeasuredValueSequence

• (fffe,e000) na (Item with explicit length #=2)          #  76, 1 Item

• (0040,08ea) SQ (Sequence with explicit length #=1)      #  48, 1 MeasurementUnitsCodeSequence

• (fffe,e000) na (Item with explicit length #=3)          #  40, 1 Item

• (0008,0100) SH [mGycm]                                  #   6, 1 CodeValue

• (0008,0102) SH [UCUM]                                   #   4, 1 CodingSchemeDesignator

• (0008,0104) LO [mGycm]                                  #   6, 1 CodeMeaning

• (fffe,e00d) na (ItemDelimitationItem for re-encoding)   #   0, 0 ItemDelimitationItem

• (fffe,e0dd) na (SequenceDelimitationItem for re-encod.) #   0, 0 SequenceDelimitationItem

• (0040,a30a) DS [1001.50]                                #   8, 1 NumericValue

• (fffe,e00d) na (ItemDelimitationItem for re-encoding)   #   0, 0 ItemDelimitationItem

• (fffe,e0dd) na (SequenceDelimitationItem for re-encod.) #   0, 0 SequenceDelimitationItem

これで一つの値が表現される

DLPを記入するSQを開始

DLPの単位は mGycm

データの値は 1001.50
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装置使用を管理

する機能の実装

Dose Check機能

の実装

線量に関する装

置情報の提供

DICOM SR機能

の実装

線量最適化と管

理機能のまとめ

NEMA XR-25: CTのDose Check

NEMA XR-26: CTのアクセスコントロール

:特定、インタロック、ログ

NEMA XR-28: CTの線量に関する使用者情

報と装置機能の提供要求（教育）

NEMA XR-29: 線量の最適化と管理に関す

るCT装置の基本特性 （管理体制）

NEMA XR-27: 使用者によるIVR装置の品

質管理方法 （受け入れ試験）

３） 被ばく管理への利用

ご参考： 米国で販売するX線装置に義務付けられている
被ばく低減補助機能



2016/03 医療情報機構スキルアップセミナー 27

３） 被ばく管理への利用

撮影実行前に、撮影条件から推定される線量を事前

に設定した注意線量値と比較し、それを超える照射

が予想される場合は注意表示を行う。

注意線量値の設定は、標準的な照射線量を超過する

撮影の検出を目的に、診断参考レベルや施設基準値

により行うことを想定している。

注意線量値の設定GUI（例）

注意線量値は照射
毎の線量と比較す
るため、撮影単位で
設定する。
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３） 被ばく管理への利用

警告線量値の設定GUI（例）

警告線量値は検査の累計線量に対して上限を設
定するため、検査の種類（大人、小児、頭部、体幹
部など）毎に設定する。

1回の検査中に患者に照射した線量を累積し、次の撮影の
推定線量を加算した総線量が事前設定した警告線量値を
超えると予想される場合、警告表示を行う。

患者ひとりに許容する検査線量の超過防止を目的とした、
警告線量値の設定を想定している

CTDIvolによる警告線量値は2Gy以上には設定できないこと。
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３） 被ばく管理への利用

注意/警告の表示内容

 注意表示の内容

• 注意線量値と推定線量値

• 続行、または条件再確認の選択

 警告表示の内容

• 「線量警告：

線量警告値を超えます！」

• 警告線量値と推定線量値

• 操作者氏名入力による続行、

または条件再確認の選択

警告表示（例）
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３） 被ばく管理への利用

今後の活動

CT

新線量指標：Size Specific Dose Estimation(SSDE)の導入検討
(IEC60601-2-44)

プロトコル名の標準化 (NEMA-XRxx:線量最適化規格）

線量低減機能情報提示(NEMA-XRxx:使用者情報規格）

CR/DR装置

EIの精度管理規定の検討

EI算出方法の統一

DICOM規格で定義されたEIをRDSRに出力する事をIEC規格に盛り
込む
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３） 被ばく管理への利用

ご参考 HL7のセグメント形式

•最新の要望に適した線量情報を格納するような
フィールドは定義されていない。

必要なら各自でオプションセグメントに書き込む。

標準的な ZE セグメント
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３） 被ばく管理への利用

・照射録を保存することが要求され
ている

・JP-CATにいくつかの日本企業・
団体がREMで参加予定。

・米国と共通のモダリティは

REM対応済みも多い。

・X線装置に対するJISはまもなく改
訂予定

ご参考 ： 日本の規制状況
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３） 被ばく管理への利用

Dose Information

の取得
Dose Information 

の保存
Dose Info
Consumer

Image 
Manager

Image 
Archive

↑ Rad-62: Store Dose Information
↑ Rad-10: Storage Commitment 

Acquisition 
Modality

←Rad-64:Query Dose Information

←Rad-65: Retrieve Dose Information

→ Rad-62: Store Dose Information

Dose Information

の送信

DICOM Store

DICOM Store

DICOM Q/R

ＰＡＣＳ

モダリティ

利用システム

IHEのREM プロファイル （Radiation Exposure Monitoring）
の一部 （国内対応部分）
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３） 被ばく管理への利用

問題点 ： 単位系

sievert = 100 rem

Gray = 100 rad

curie = 3.7ｘ1010 becqurel

roentgen = 2.5x10-4 coulomb/Kg

問題点 ： 測定値

CR、XA、RF、DR：皮膚吸収線量、実効線量、E I

CT： CTDI 、 DLP、mAS

MG： 平均乳腺線量

NM： 投与量

これらの相互関係は？

合計するにはどうすれば？
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1. DICOM-SRの利用

1.分野別診断レポート

2.画像・動画・音声の応用

3.被ばく管理への利用

4.実際の導入手順

5.注意点・問題点
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４） 実際の導入手順

DICOM-SRの導入

１） 目的の確認 希望者・不満点＋目的・施設の方針など

２） 現在の運用の確認 可視化・フローチャート記述

３） DICOM-SRベースのレポートシステム運用設計
オブジェクトの設計 入出力スタイルシート・DB構造
アクタの作業内容定義
ハードウェア環境の確認 入力端末・出力端末

４） 必要なソフトウェア・スタイルシートの確認

５） 仮運用・実運用・保守
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４） 実際の導入手順

１） 目的の確認 希望者・不満点＋目的・施設の方針など

このシステムを運用するにあたって
誰が Stakeholderか ← 誰の声を聴くべきか
実際の関係者 （読影医、撮影技師、依頼科医、情報室など）
間接の関係者 （患者、施設運営陣、地域連携室など）

どのようになるのが理想で、 それは全員の満足につながるか

要望が施設内からではなく、 地域連携として 施設外からくること
もある。 （画像共有の前段階としての カルテ共有）

患者データを施設内全科で共有する、地域で共有する承諾

他いろいろ検討すべき点
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４） 実際の導入手順

２） 現在の運用の確認 可視化・フローチャート記述

入力：
現状調査 ： ヒアリング、実態調査、プロセスモデリングツール
調査項目 ： 扱うデータ、 行う操作、 責任分担、法的要件

出力：
例えば
アクタ と アクション を 記述した ワークフローチャート
データの生成や参照を記述した データフローチャート
データ登録項目リスト
問題点リスト
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４） 実際の導入手順

３） DICOM-SRベースのレポートシステム運用設計

３－１)オブジェクトの設計 （主にソフトウェア）
入出力スタイルシート（入力画面と出力画面）の設計
科別・モダリティ別・検査別・目的（検査・健診）別、その他

DB構造の設計
標準品を探す・１から設計する 他

３－２）アクタの作業内容定義
登場人物の作業内容定義
入力・修正・確認・参照・責任 など

３－３） ハードウェア環境の確認
入力端末・出力端末の機能・性能・配置・BCPなど
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４） 実際の導入手順

４） 必要なソフトウェア・スタイルシートの確認
StakeHolderによる 実現性の確認
ちょっと使ってみて OKか

５） 仮運用・実運用・保守
運用責任部門
部分運用から拡大するか 一気に始めるか
過去の資料との連携
過去の資料の変換をするか しないか
苦情の窓口
修正体制・予算 その他
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1. DICOM-SRの利用

1.分野別診断レポート

2.画像・動画・音声の応用

3.被ばく管理への利用

4.実際の導入手順

5.注意点・問題点
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５） 注意点・問題点

１） すべての入力・表示項目は定義されていること。
他施設との情報互換性があること。
自施設で永続的に値の意味が変らないこと。

一般的な値であれば
誰かがすでに定義してくれている
名称 ： 一般的に認知されている文字列
定義元 ： 定義した外部団体
コード値 ： 定義元が定義・保守している値

施設固有の値であれば
自施設で定義し、公開・保守する
名称 ： わかりやすい文字列
定義元 ： 自施設のUID

コード値 ： 適切に定義し、 公開・保守する
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５） 注意点・問題点

2)外部団体が定義した値の入手
HL7 CDA ： HL7協会に相談する

http://www.cdc.gov/nhsn/enroll.html

SNOMED ： SNOMED ホームページ閲覧には登録が必要
HL7、DICOMに付随して利用する限り 無償（？）

https://www.nlm.nih.gov/research/umls/licensedcontent/snomedctfiles.html

DICOM ： NEMA-MITAホームページで無償公開
http://dicom.nema.org/standard.html

RadLex ： RSNAが無償公開
https://www.rsna.org/RadLex_Playbook.aspx

LOINC : インディアナ大学が無償公開
https://loinc.org/downloads



2016/03 医療情報機構スキルアップセミナー 44

５） 注意点・問題点

３） 日本語の扱い
基本的に HL7 CDAも DICOM も漢字に対応している。

HL7 ： ISO-2022-JP ISO2022の言語切り替え と IR87コード
DICOM ： ISO 2022 IR87 同上

（ IR87は基本的に JISコード漢字の集合体）
（ IR13,14の半角カタカナは各団体で禁止の要請）

HIS,RIS ： 言語切り替え無し（国内限定） S-JISコード
半角カタカナ必須

両者をまたぐ問題として
１） カタカナ－ ローマ字変換のルールがない
２） 氏名のローマ字表記のルールがない
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５） 注意点・問題点

１２３－１２３４ 宮地淳一 さん （みやぢ じゅんいち）

M  I  Y  A  J  I       J  U  N  I  C  H  I

M  I  Y  A  J  I       J  U  N  N I  C  H  I

M  I  Y  A  D  I      J  U  N  I  T   I

M  I  Y  A  Z  I       J  Y  U  N  I  C  H  I

M  I  Y  A  J  I       Z  Y  U  N  I  C  H  I

J  U  N  I  C  H  I          M  I  Y  A  J  I
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５） 注意点・問題点

あ A KA SA TA NA HA MA YA RA

い I KI SHI/SI CHI/TI NI HI MI RI

う U KU SU TSU/TU NU FU/HU MU YU RU

え E KE SE TE NE HE ME RE

お O KO SO TO NO HO MO YO RO

GA ZA DA BA PA

GI JI/ZI JI/DI BI PI

GU ZU ZU/DU BU PU

GE ZE DE BE PE

GO ZO DO BO PO

KYA SHA/SYA CHA/TYA NYA HYA MYA RYA

KYU SHU/SYU CHU/TYU NYU HYU MYU RYU

KYO SHO/SYO CHO/TYO NYO HYO MYO RYO

JA/ZYA

JU/ZYU 外務省／文部省
JO/ZYO

厚労省は？？
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５） 注意点・問題点

ご参考） 訓令式：

ローマ字に変換するときは、長母音は母音の上に曲折アクセント記号［山形］
を 付 け て 示 す 。 例 え ば 、 長 母 音 の 「 お う 」 は "ô" と な る 。
カタカナで書く借用語では、長母音は仮名の後に長音符「ー」をつける。

例： ビール（「ビイル」ではない）＝bîru

ただし 省略しても構わない。

ご参考） 外務省のパスポート氏名表記ガイド
長音：「Ｏ」や「Ｕ」は記入しない。
•おおの ＯＮＯ
•さいとう ＳＡＩＴＯ

PCで どうやって打つのか
ご存知ですか？？？

医療環境で
大野さん と小野さんが同じ
スペルでいいのか
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５） 注意点・問題点
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 A0 B0 C0 D0 E0 F0

0 NL DE SP 0 ＠ Ｐ ‘ ｐ SP ー タ ミ
1 SH D1 ！ 1 Ａ Ｑ ａ ｑ 。 ア チ ム
2 SX D2 ” 2 Ｂ Ｒ ｂ ｒ 「 イ ツ メ
3 EX D3 ＃ 3 Ｃ Ｓ ｃ ｓ 」 ウ テ モ
4 ET D4 ＄ 4 Ｄ Ｔ ｄ ｔ 、 エ ト ヤ
5 EQ NK ％ 5 Ｅ Ｕ ｅ ｕ ・ オ ナ ユ
6 AK SN ＆ 6 Ｆ Ｖ ｆ ｖ ヲ カ ニ ヨ
7 BL EB ’ 7 Ｇ Ｗ ｇ ｗ ァ キ ヌ ラ
8 BS CN （ 8 Ｈ Ｘ ｈ ｘ ィ ク ネ リ
9 HT EM ） 9 Ｉ Ｙ ｉ ｙ ゥ ケ ノ ル

0A LF SB ＊ ： Ｊ Ｚ ｊ ｚ ェ コ ハ レ
0B HM EC ＋ ； Ｋ ［ ｋ ｛ ォ サ ヒ ロ
0C CL → ， ＜ Ｌ ￥ ｌ ｜ ャ シ フ ワ
0D CR ← － ＝ Ｍ ］ ｍ ｝ ュ ス ヘ ン
0E SO ↑ ． ＞ Ｎ ＾ ｎ ￣ ョ セ ホ ゛
0F SI ↓ ／ ？ Ｏ ＿ ｏ DL ッ ソ マ ゜

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 A0 B0 C0 D0 E0 F0

0 NL DE SP 0 ＠ Ｐ ‘ ｐ € � SP ° À Ð à ï

1 SH D1 ！ 1 Ａ Ｑ ａ ｑ � ‘ ¡ ± Á Ñ á ð

2 SX D2 ” 2 Ｂ Ｒ ｂ ｒ ‚ ’ ¢ ² Â Ò â ñ

3 EX D3 ＃ 3 Ｃ Ｓ ｃ ｓ ƒ “ £ ³ Ã Ó ã ò

4 ET D4 ＄ 4 Ｄ Ｔ ｄ ｔ „ ” ¤ ´ Ä Ô ä ó

5 EQ NK ％ 5 Ｅ Ｕ ｅ ｕ … • ¥ µ Å Õ å Õ

6 AK SN ＆ 6 Ｆ Ｖ ｆ ｖ † – § ¶ Æ Ö æ õ

7 BL EB ’ 7 Ｇ Ｗ ｇ ｗ ‡ — § · Ç × ç ö

8 BS CN （ 8 Ｈ Ｘ ｈ ｘ ˆ ˜ ¨ ¸ È Ø ç ÷

9 HT EM ） 9 Ｉ Ｙ ｉ ｙ ‰ ™ © ¹ É Ù è ø

0A LF SB ＊ ： Ｊ Ｚ ｊ ｚ Š š ª º Ê Ú é ù

0B HM EC ＋ ； Ｋ ［ ｋ ｛ ‹ › « » Ë Û ê ú

0C CL → ， ＜ Ｌ ￥ ｌ ｜ Œ œ ¬ ¼ Ì Ü ë û

0D CR ← － ＝ Ｍ ］ ｍ ｝ � � - ½ Í Ý ì ü

0E SO ↑ ． ＞ Ｎ ＾ ｎ ￣ Ž ž ® ¾ Î Þ í ý

0F SI ↓ ／ ？ Ｏ ＿ ｏ DL � Ÿ ¯ ¿ Ï ß î þ

日本が決めた
ASCIIの拡張

欧州が決めた
ASCIIの拡張

海外では
半角カタカナは
別の文字になる

国内複数学会が
半角カタカナ
を禁止する理由



みんなが仲良く お仕事ができることを 心から願っています。
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ご清聴ありがとうございました
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