
青
山
病
院
　﹃
ふ
れ
あ
い
ニ
ュ
ー
ス
﹄

 

誤
嚥
性
肺
炎
と
は
︑
本
来
気
管
に
入
っ
て
は
い
け
な
い
も
の
が
気
管
に
入
り
︑
そ
の

た
め
に
生
じ
た
肺
炎
の
こ
と
を
い
い
ま
す
︒

老
化
や
脳
血
管
障
害
の
後
遺
症
な
ど
に
よ
っ
て
飲
み
込
む
機
能
︵
嚥
下
機
能
︶
や
咳

を
す
る
力
が
弱
く
な
る
と
口
腔
内
の
細
菌
︑
食
べ
か
す
︑
逆
流
し
た
胃
液
な
ど
が
誤

っ
て
気
管
に
入
り
や
す
く
な
り
ま
す
︒
そ
の
た
め
に
発
症
す
る
の
が
誤
嚥
性
肺
炎
で

す
︒ 誤

嚥
性
肺
炎
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︿
誤
嚥
性
肺
炎
の
症
状
は
？
﹀

　
発
熱
︑
咳
︑
膿
の
よ
う
な
痰
が
肺
炎
の
典
型
的
な

症
状
で
す
︒
し
か
し
︑
そ
の
よ
う
な
典
型
的
な
症
状

が
出
ず
︑
な
ん
と
な
く
の
ど
が
ゴ
ロ
ゴ
ロ
す
る
︑
元

気
が
無
い
︑
食
欲
が
無
い
な
ど
の
症
状
し
か
出
な
い

場
合
も
あ
り
ま
す
︒

誤
嚥
性
肺
炎
っ
て
？

︿
ど
の
よ
う
に
治
療
す
る
の
？
﹀

 

抗
菌
薬
で
治
療
し
ま
す
︒
症
状
が
強
い
場
合
や
状
態
が
悪
い
と
き
に
は
入
院
し
︑
絶

食
管
理
お
よ
び
点
滴
加
療
が
必
要
と
な
り
ま
す
︒
口
腔
ケ
ア
や
嚥
下
機
能
評
価/

嚥
下

指
導
な
ど
も
行
わ
れ
ま
す
︒

︿
嚥
下
機
能
評
価
っ
て
？
﹀

 

誤
嚥
性
肺
炎
を
起
こ
し
た
方
は
︑
嚥
下
機
能
を
評
価
す
る
こ
と
が
推
奨
さ
れ
ま
す
︒

嚥
下
機
能
評
価
に
は
嚥
下
造
影
検
査
︵VF

︶
と
嚥
下
内
視
鏡
検
査
︵VE

︶
が
あ
り

ま
す
︒

【お気軽にご相談ください】
当院では VF、VE を積極的に行っています（外来でも可能です）。誤嚥性肺炎を起こした方はも
ちろん、最近飲み込みにくくなったとかむせるようになったなどの症状がある方はお気軽にご相
談ください。個々人の嚥下状態に合わせた食事のアドバイスや嚥下リハの提供も行っています。

【VE の実際の内視鏡の写真（正常像）】
喉の奥を実際に観察しています。まず通常の状態で唾液が貯留していないか、食べ物が残って
いないか確認します。その後、観察しながら飲食してもらい、喉の奥がうまく連動して飲み込
めているか（飲み込むタイミングが良いか、飲食物が喉の奥に残らないか、誤嚥していないか
など）を調べます。
　飲み込む時、正常では、★印の構造物（喉頭蓋）が気管の入り口（☆）を覆い、誤嚥を塞ぐ
システムになっています。

・嚥下造影検査（VF）

・嚥下内視鏡検査（VE）

【唾液が貯留している像】
【長期間貯留した唾液が
　咽頭にこびりついている像】

【VFの実際のレントゲンの様子（誤嚥している像）】

造影剤を混ぜた食べ物を飲み込む様子をレントゲンでリアルタ
イムに確認しています。本来食べ物はオレンジ色のように食道に
入っていかないといけませんが、一部が水色（矢印）のように気
管に入っており、誤嚥している像です。

…　造影剤を混ぜた食べ物/飲み物を飲み込み、レントゲンで嚥下機　
　　能を評価します。

…　耳鼻科で使う細いスコープを鼻から喉の奥まで挿入し、内視鏡で
　　嚥下機能を評価します。

文責　内科医師　井元　章　
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口
腔
ケ
ア
と
誤
嚥
性
肺
炎
の
関
係

　
　
文
責　
　
口
腔
看
護
部
士
長　
竹
川 

安
澄

文
責
　
言
語
聴
覚
士
　
松
浦 

ひ
で
よ

ス
ク
が
上
が
る
た
め
︑
お
口
の
中
を
清
潔
に
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
す
︒
災
害
大
国
と
呼
ば

れ
る
日
本
で
は
︑
大
き
な
災
害
時
に
多
く
の
人
々
が
避
難
生
活
を
強
い
ら
れ
ま
す
︒
避
難
生
活

で
は
︑
低
栄
養
状
態
や
疲
労
に
加
え
︑
衛
生
面
も
整
い
に
く
く
︑
お
口
の
中
の
ケ
ア
も
お
ろ
そ

か
に
な
り
や
す
い
た
め
︑
誤
嚥
性
肺
炎
の
リ
ス
ク
が
高
ま
り
ま
す
︒

　
災
害
と
誤
嚥
性
肺
炎
は
一
見
関
係
な
さ
そ
う
に
思
え
ま
す
が
︑
過
去
の
災
害
で
は
︑
災
害
関

連
死
と
し
て
誤
嚥
性
肺
炎
が
原
因
で
あ
る
と
の
報
告
が
多
く
あ
っ
た
と
︑
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
放
送
や
他

の
メ
デ
ィ
ア
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
し
た
︒
つ
ま
り
︑
災
害
時
に
お
い
て
も
︑
お
口
の
中

を
清
潔
に
保
つ
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
お
分
か
り
い
た
だ
け
る
か
と
思
い
ま
す
︒

そ
こ
で
︑
お
口
の
中
を
清
潔
に
保
つ
に
は
﹁
口
腔
ケ
ア
﹂
が
必
要
に
な
り
ま
す
︒
口
腔
ケ
ア
の

基
本
は
﹁
歯
磨
き
﹂
で
す
︒
出
来
る
限
り
毎
食
後
は
行
い
ま
し
ょ
う
︒
で
は
︑
歯
が
な
い
場
合

は
ど
う
で
し
ょ
う
か
？

　
実
は
︑
歯
が
な
く
て
も
口
腔
ケ
ア
は
必
要
な
の
で
す
︒
汚
れ
は
歯
だ
け
で
は
な
く
︑
頬
の
粘

膜
や
舌
の
上
な
ど
に
も
蓄
積
さ
れ
ま
す
︒

　
歯
科
医
師
や
歯
科
衛
生
士
が
行
う
専
門
的
口
腔
ケ
ア
は
︑
お
口
に
関
す
る
注
意
点
や

ケ
ア
の
方
法
︑
ケ
ア
用
品
の
選
び
方
の
指
導
を
は
じ
め
︑
専
門
的
な
機
械
に
よ
る
口
腔

ケ
ア
や
治
療
を
行
い
ま
す
︒
こ
の
よ
う
な
専
門
的
口
腔
ケ
ア
を
積
極
的
に
継
続
し
て
行

う
こ
と
に
よ
り
︑
行
わ
な
か
っ
た
人
達
に
比
べ
て
︑
肺
炎
発
生
率
が
半
減
し
た
と
の
デ

ー
タ
が
あ
り
ま
す
︒
︵
表
①
参
照
︶

　
こ
の
こ
と
か
ら
︑
口
腔
ケ
ア
を
行
う
こ
と
で
︑
食
事
も
お
い
し
く
食
べ
る
こ
と
が
で

き
︑
栄
養
状
態
も
改
善
さ
れ
生
活
の
質
の
向
上
に
も
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
︒

　
近
年
︑
厚
生
労
働
省
は
︑
口
腔
ケ
ア
に
よ
る
誤
嚥
性
肺
炎
の
予
防
が
入
院
期
間
の
短

縮
や
健
康
寿
命
の
延
長
に
つ
な
が
る
こ
と
か
ら
︑
入
院
中
の
口
腔
管
理
・
口
腔
ケ
ア
を

推
奨
し
て
い
ま
す
︒
そ
れ
に
伴
い
︑
当
院
で
も
入
院
患
者
様
に
対
し
︑
積
極
的
に
専
門

的
口
腔
ケ
ア
を
勧
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
︒

口
腔
の
管
理
は
と
て
も
重
要
で
す
︒
ぜ
ひ
︑
定
期
的
に
歯
科
医
師
︑
特
に
歯
科
衛
生
士

に
よ
る
専
門
的
口
腔
ケ
ア
を
受
け
︑
誤
嚥
性
肺
炎
を
予
防
し
健
康
を
保
ち
ま
し
ょ
う
︒

　
摂
食
嚥
下
障
害
に
対
し
て
は
︑
精
神
機
能
や
運
動
機
能
︑
呼
吸

機
能
︑
嚥
下
機
能
な
ど
の
評
価
を
踏
ま
え
︑
適
切
な
治
療
を
行
っ

て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
な
か
で
も
主
要
な
役
割
を
担
う
摂
食

嚥
下
訓
練
に
は
︑
飲
食
物
を
使
わ
な
い
間
接
訓
練
と
︑
飲
食
物
を

使
う
直
接
訓
練
が
あ
り
ま
す
︒

　
間
接
訓
練
は
︑
食
べ
る
た
め
に
必
要
な
口
腔
周
辺
の
運
動
や
感

覚
機
能
を
改
善
さ
せ
る
こ
と
を
︑
直
接
訓
練
は
︑
飲
食
物
を
用
い

て
摂
食
嚥
下
の
上
達
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
︒

嚥
下
体
操
︑
口
腔
器
官
の
運
動
︑
声
門
閉
鎖
訓
練
︑
開
口
訓

練
︑
呼
吸
訓
練
︑
咳
嗽
訓
練
︑
発
声
訓
練
︑
の
ど
の
ア
イ
ス

マ
ッ
サ
ー
ジ
な
ど

　
実
際
の
リ
ハ
ビ
リ
で
は
必
要
な
間
接
訓
練
と
直
接
訓
練
を
組
み
合
わ
せ
て
行
っ
て
い
ま
す
︒
今
回
ご
紹

介
し
た
間
接
訓
練
は
取
り
組
み
や
す
く
︑
毎
日
継
続
す
る
こ
と
で
︑
嚥
下
機
能
の
ア
ッ
プ
や
誤
嚥
予
防
と

し
て
発
揮
さ
れ
ま
す
︒
無
理
せ
ず
楽
し
み
な
が
ら
︑
毎
日
の
生
活
に
組
み
込
ま
れ
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う

か
︒

摂
食
嚥
下
障
害
に
対
す
る
リ
ハ
ビ
リ

　
肺
炎
は
日
本
人
の
死
因
の
上
位
と
な
っ
て
お
り
︑

特
に
高
齢
者
に
と
っ
て
は
命
に
係
わ
る
怖
い
病
気
で

す
︒
そ
の
原
因
に
は
︑
お
口
の
中
の
細
菌
が
唾
液
と

と
も
に
肺
に
流
れ
込
む
こ
と
で
引
き
起
こ
さ
れ
る
も

の
が
あ
り
︑
そ
の
肺
炎
を
﹁
誤
嚥
性
肺
炎
﹂
と
い
い

ま
す
︒

　
誤
嚥
し
た
際
に
︑
肺
に
入
る
唾
液
な
ど
に
含
ま
れ

る
細
菌
の
数
が
多
く
な
る
と
︑
肺
炎
を
発
症
す
る
リ

表①：財団法人
8020推進財団より引用

姿
勢
の
設
定
︑
食
品
形
態
の
調
整
︑
嚥
下
の
意
識
化
︑
食
器
の

調
整
︑
一
口
量
の
調
整
︑
複
数
回
嚥
下
︑
交
互
嚥
下
な
ど

❶開口訓練　　目的：飲み込む力を強化する　　
（間接訓練）　方法：最大開口位の状態で 10 秒間の開口を持続するのを 1回の運
動とする。10 秒間の休憩を入れて 5回を 1セットとし、1日 2セット、4週間
継続する。
＊顎関節症や顎関節脱臼の既往がある方は訓練を控えることが望ましい。

❷発声訓練　　目的：パタカラ発声をすることにより、口唇、舌の動きを促す
( 間接訓練 )　　方法：①「パパパパパ」「タタタタタ」「カカカカカ」「ラララララ」
　　　　　　　　　　　それぞれ５連続言う。
　　　　　　　　　　②「パタカラ」５連続言う。

❸複数回嚥下　目的：のどの残留を除去する
（直接訓練）  方法：1回嚥下した後、咽頭残留感の有無にかかわらず、複数回嚥
下をする。複数回嚥下が難しい場合は、空のスプーンを口に入れたり、ごく少
量の水を追加して嚥下を行う。

3 つの訓練

主
な
間
接
訓
練

主
な
直
接
訓
練


