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特定医療法人 明徳会 佐藤第一病院は、
１．患者さまの尊厳を守り、地域に密着した質の高い医療を目指します。
１．たえず医療水準の向上に努め、チーム医療を推進します。

１．わたしたちは、専門スタッフがそれぞれの役割を分担し、患者さまを
中心にしたチーム医療を行います。

１．わたしたちは、患者さまご家族との信頼関係を大切にし、満足して頂
けるように人格形成をはじめ、知識、技術の向上に努めます。

１．わたしたちは、病院職員としての誇りと責任を持って、他の医療機関、
施設との連携をすすめます。

１．わたしたちは、よりよい医療を提供するために、相互啓発し魅力ある
職場づくりを目指します。

理　　念

運営方針

　わたしたちは、患者さまの以下の権利
を尊重し、納得と同意に基づいた医療を
行います。

１．個人の尊厳を尊重します。
２．最善の医療を受ける権利を尊重し
ます。

３．医療に関して知る権利を尊重します。
４．プライバシーが守られる権利を尊重
します。

５．自分自身の治療等について自分で
決定する権利を尊重します。

患者さまの権利

特定医療法人明徳会 佐藤第一病院広報誌
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新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

当
院
は
、
一
昨
年
10
月
よ
り
外
来
棟
の
増
改

築
工
事
を
行
っ
て
い
ま
す
。
地
域
の
皆
様
に
は

大
変
な
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
て
お
り
ま
す
が
、

皆
さ
ま
よ
り
の
温
か
い
ご
理
解
・
ご
協
力
の
お

陰
で
順
調
に
進
捗
し
て
お
り
ま
す
。
昨
年
７
月

よ
り
、
一
部
完
成
し
た
増
築
棟
で
診
療
を
開
始

い
た
し
ま
し
た
が
、
今
年
６
月
に
は
全
工
事
が

終
了
し
、
新
外
来
棟
と
し
て
完
成
予
定
で
す
。

　

新
外
来
棟
完
成
後
は
、
正
面
玄
関
が
国
道
10

号
線
に
面
し
た
場
所
に
移
動
し
、
病
院
の
新
し

い
顔
と
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
医
事
課
受
付
、

診
察
室
、
手
術
室
、
内
視
鏡
セ
ン
タ
ー
及
び
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
科
の
拡
張
も
完
了
し
、
新

病
院
と
し
て
始
動
致
し
ま
す
。

　

ま
た
、
昨
年
は
脳
神
経
外
科
お
よ
び
呼
吸
器

内
科
医
師
を
増
員
致
し
ま
し
た
。
今
年
は
消
化

器
内
科
に
も
１
名
増
員
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

常
勤
医
師
15
名
で
診
療
体
制
を
整
え
、
地
域
医

療
へ
の
貢
献
に
尽
力
さ
せ
て
頂
く
所
存
で
す
。

ど
う
ぞ
、
こ
れ
ま
で
以
上
の
ご
支
援
を
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

理事長
佐藤　仁一

　

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

本
年
は
、
当
院
に
と
っ
て
か
ね
て
か
ら
念
願
で
し

た
新
外
来
棟
の
完
成
を
６
月
に
控
え
て
お
り
、
新
た

な
気
持
ち
で
再
出
発
の
年
と
な
り
ま
し
た
。
今
ま
で
、

病
院
内
の
導
線
の
長
さ
や
複
雑
さ
で
多
く
の
患
者
さ

ま
に
ご
迷
惑
を
お
掛
け
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
こ
れ

で
少
し
で
も
解
消
で
き
れ
ば
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

診
療
面
で
は
、
昨
年
よ
り
脳
外
科
・
呼
吸
器
科
と

新
任
の
医
師
を
迎
え
、
本
年
も
新
た
に
消
化
器
科
医

師
を
迎
え
る
予
定
で
あ
り
、
医
師
15
人
体
制
と
な
り

ま
す
。
今
後
は
、
慢
性
的
に
不
足
し
て
い
る
看
護
師

の
充
足
と
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
職
員
の
更
な
る
充

足
に
て
、
当
院
の
目
指
し
て
い
る
地
域
完
結
型
医
療

に
少
し
で
も
近
づ
け
た
ら
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
ま

た
、
当
院
の
治
療
方
針
で
あ
る
、
接
遇
と
納
得
の
い

く
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
の
徹
底
に
向
け
て

も
、
さ
ら
な
る
精
進
を
心
が
け
た
い
と
考
え
て
お
り

ま
す
。

　

本
年
も
職
員
一
丸
と
な
り
、
地
域
医
療
に
貢
献
で

き
れ
ば
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
何
卒
宜
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

院長
中原　成浩

新年のご挨拶 平成26年賀正
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昨
年
10
月
よ
り
当
院
脳
神
経
外
科
勤

務
と
な
り
ま
し
た
佐
々
木
雄
一
と
申
し

ま
す
。

　

私
は
、
東
北
大
学
医
学
部
卒
業
後
、

２
年
間
の
初
期
研
修
を
行
い
、
東
京
慈

恵
医
科
大
学
脳
神
経
外
科
に
入
局
し
ま

し
た
。
そ
の
後
、
同
大
学
の
関
連
施
設

で
研
鑽
を
積
み
、
今
回
佐
藤
第
一
病
院

で
勤
務
さ
せ
て
頂
く
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。

　

大
分
の
地
は
初
め
て
で
す
が
、
大
変

過
ご
し
や
す
い
気
候
と
、
周
り
の
方
々

の
温
か
さ
を
感
じ
て
お
り
ま
す
。
脳
神

経
外
科
領
域
全
般
、
脳
出
血
や
脳
梗
塞

な
ど
の
脳
卒
中
、
頚
椎
症
・
腰
部
脊
柱

管
狭
窄
症
な
ど
の
脊
髄
外
科
領
域
全
般

に
関
し
ま
し
て
、
皆
さ
ま
に
少
し
で
も

お
役
に
た
て
る
よ
う
に
、
ま
た
、
患
者

さ
ま
の
立
場
に
立
っ
た
地
域
医
療
に
貢

献
で
き
る
よ
う
に
努
力
し
て
い
き
た
い

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
宜
し
く

お
願
い
致
し
ま
す
。

脳神経外科 医師

佐々木　雄一

新入職医師紹介

　

昨
年
５
月
よ
り
歯
科
衛
生
士
と
し
て
勤
務
し
て
お

り
ま
す
岩
尾
佳
美
で
す
。

　

歯
科
衛
生
士
は
、「
歯
科
疾
患
の
予
防
お
よ
び
口

腔
衛
生
の
向
上
を
図
る
こ
と
」を
目
的
と
し
て
、人
々

の
歯
・
口
腔
の
健
康
作
り
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
国
家
資

格
の
専
門
職
で
す
。
業
務
内
容
は
、①
歯
科
予
防
処

置　

②
歯
科
診
療
の
補
助　

③
歯
科
保
健
指
導
の
３

つ
が
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

当
院
で
の
活
動
内
容
は
、
患
者
さ
ま
の
口
腔
衛
生

や
機
能
に
関
す
る
評
価
・
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
行
い
、

専
門
的
な
口
腔
ケ
ア
を
実
施
し
、
患
者
さ
ま
・
ご
家

族
・
職
員
に
対
し
て
、
口
腔
ケ
ア
の
技
術
の
相
談
・

支
援
を
必
要
に
応
じ
て
行
っ
て
い
ま
す
。
加
齢
や
入

院
が
原
因
で
体
重
の
減
少
を
起
こ
し
、
歯
茎
が
や
せ

て
義
歯
の
不
適
合
が
起
こ
る
こ
と
が
あ
り
、
食
事
中

に
ム
セ
や
す
く
な
る
事
や
し
ゃ
べ
り
に
く
い
事
に
も

つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
時
は
、
主
治
医

と
相
談
し
た
う
え
で
歯
科
医
へ
の
診
察
を
依
頼
し
、

歯
科
治
療
が
円
滑
に
行
え
る
様
に
依
頼
調
整
を
行
っ

て
い
き
ま
す
。

　

お
口
周
り
の
こ
と
で
何
か
気
に
な
る
点
が
ご
ざ
い

ま
し
た
ら
、
お
気
軽
に
お
声
か
け
く
だ
さ
い
。

歯科衛生士

岩尾　佳美

歯科衛生士紹介
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誤
嚥
性
肺
炎（
気
管
支
炎
）と
は
？

　

食
物
や
嘔
吐
し
た
物
が
、
声
帯
（
喉
頭

部
）
を
こ
え
て
気
管
支
内
に
入
っ
て
し
ま

う
こ
と
が
誤
嚥
で
す
。
健
康
な
状
態
で
は

む
せ
て
苦
し
い
思
い
を
し
ま
す
が
排
出
で

き
ま
す
。

　

状
態
が
悪
い
と
気
管
支
や
肺
胞
に
と
ど

ま
っ
て
、
気
管
支
炎
や
肺
炎
（「
誤
嚥
性

肺
炎
」）
に
な
り
ま
す
。
一
般
の
肺
炎
と

違
っ
て
抗
生
剤
等
だ
け
で
は
急
変
し
、
亡

く
な
る
こ
と
す
ら
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

食
物
、
吐
物
、
胃
分
泌
物
で
誤
嚥
性
肺
炎

に
な
り
ま
す
が
、
口
腔
内
細
菌
に
よ
る
二

次
的
細
菌
感
染
合
併
も
多
く
見
ら
れ
ま

す
。

●
食
物
誤
嚥
性
肺
炎

　

間
違
っ
て
気
管
内
に
食
物
が
入
っ
て
し

ま
っ
た
時
に
起
こ
り
ま
す
。
健
康
な
状
態

で
は
む
せ
て
ほ
と
ん
ど
を
排
出
し
、
残
っ

た
少
量
の
も
の
も
気
管
繊
毛
が
外
に
運
び

出
し
て
く
れ
ま
す
。
し
か
し
、
気
管
反
射

が
低
下
し
て
い
た
り
、
気
管
粘
膜
損
傷
で

繊
毛
が
う
ま
く
働
か
な
い
と
、
気
管
・
肺

胞
内
に
食
物
な
ど
が
残
っ
て
し
ま
い
炎
症

を
起
こ
し
ま
す
。

●
吐
物
誤
嚥
性
肺
炎

　

食
道
内
残
差
や
胃
内
容
物
を
嘔
吐
し
た

と
き
に
起
こ
り
ま
す
。
食
物
と
違
い
胃
液

が
混
じ
っ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
気
道
粘

膜
の
障
害
も
起
き
ま
す
。
食
物
誤
嚥
よ
り

誤
嚥
量
が
多
く
な
る
傾
向
に
あ
り
、
重
い

肺
炎
に
な
り
や
す
く
な
り
、
気
道
閉
塞
で

窒
息
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

知って得する医療

呼吸器内科医師

平井　一弘

誤嚥性肺炎（気管支炎）とは？
　肺炎は高齢者にとって命に関わる病気であり、2011年にはがん、心疾患に次いで日本人
の死因第３位を占めるようになってきました。肺炎の中でも誤嚥性肺炎は、高齢化の進展と
ともに増加している疾患の一つです。今回は呼吸器内科専門医より、誤嚥性肺炎について発
病の原因と治療・予防方法についてお話させて頂きます。

誤嚥の状態
ご えん

○ 正常に嚥下している状態 × 「誤嚥」したときの状態

誤嚥!食道

気管

食道

気管

一般的な誤嚥性肺炎発症の図
ご えん せい はい えん

②誤嚥したものが
　肺に入る

③炎症を起こす

①飲食物を誤嚥する食道

気管
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●
胃
分
泌
物
誤
嚥
性
肺
炎

　
　
　
　
　
　
　
　
（
化
学
性
肺
炎
）

　

吐
物
の
中
に
も
胃
液
は
混
じ
っ
て
い
ま

す
が
、
胃
液
が
逆
流
性
食
道
炎
な
ど
胃
や

食
道
機
能
の
低
下
に
よ
り
誤
吸
引
さ
れ
る

と
起
こ
り
ま
す
。
寝
た
き
り
の
方
や
安
定

剤
を
頻
用
し
て
い
る
方
に
多
く
見
ら
れ
ま

す
。
胃
液
は
元
々
タ
ン
パ
ク
質
を
分
解
す

る
酵
素
や
強
い
酸
で
す
。
喉
や
気
管
支
・

肺
の
粘
膜
を
大
き
く
傷
害
し
少
量
で
も
重

い
化
学
性
肺
炎
と
な
り
や
す
く
危
険
で

す
。

●
二
次
性
細
菌
性
肺
炎

　

鼻
咽
頭
や
口
腔
に
は
雑
菌
が
た
く
さ
ん

い
ま
す
。
眠
っ
て
い
る
時
な
ど
に
唾
液
を

少
量
誤
嚥
し
て
も
免
疫
状
態
が
弱
い
と
肺

炎
に
な
り
ま
す
。

　

一
般
に
は
弱
い
常
在
細
菌
し
か
い
ま
せ

ん
が
、
肺
炎
に
な
り
や
す
い
病
原
菌
が
隠

れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
病
原
菌
が

気
管
内
に
入
り
込
み
、
弱
っ
た
気
管
支
粘

膜
に
付
着
し
細
菌
性
肺
炎
を
起
こ
し
ま

す
。
ま
た
、
大
腸
や
皮
膚
の
常
在
細
菌
が

気
管
に
入
っ
て
く
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

鼻
咽
頭
・
口
腔
内
以
外
の
常
在
菌
が
気
道

感
染
す
る
と
一
般
的
な
抗
生
剤
が
効
き
に

く
く
一
般
的
肺
炎
治
療
で
は
治
癒
す
る
こ

と
な
く
、
重
い
肺
炎
に
な
る
こ
と
が
見
ら

れ
ま
す
。

誤
嚥
で
起
こ
る

呼
吸
器
疾
患
や
全
身
へ
の
影
響

●
呼
吸
促そ
く

迫は
く

症
候
群
（
Ａ
Ｒ
Ｄ
Ｓ
）

　

主
に
吐
物
誤
嚥
性
肺
炎
で
起
こ
り
、

シ
ョ
ッ
ク
状
態
と
な
り
ま
す
。
胃
瘻
な
ど

で
経
管
栄
養
し
て
い
る
方
に
起
こ
る
こ
と

も
あ
り
注
意
が
必
要
で
す
。
呼
吸
困
難
・

低
酸
素
・
高
熱
、
気
管
の
攣
縮
、
肺
の
浮

腫
、
急
激
な
炎
症
に
よ
り
全
身
状
態
の
悪

化
が
起
こ
り
、
放
置
す
れ
ば
死
に
至
り
ま

す
。

●
膿
胸

　

膿
胸
と
い
っ
て
食
べ
た
も
の
が
気
道
で

腐
敗
し
肺
に
膿
が
溜
ま
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
肺
が
広
範
囲
に
壊
れ
て
し
ま
い
、
強

い
炎
症
が
起
こ
り
敗
血
症
に
も
つ
な
が
り

や
す
く
大
変
危
険
で
す
。

●
肺
炎
や
無
気
肺
、
喘
息
、

　
　
　
　
　
　

慢
性
気
管
支
炎
な
ど

　

誤
嚥
し
て
も
体
の
状
態
に
よ
り
肺
が
縮

む
無
気
肺
や
、
気
管
支
喘
息
・
慢
性
気
管

支
炎
な
ど
、
急
性
肺
炎
に
な
ら
ず
に
慢
性

気
道
炎
症
を
起
こ
し
、
次
の
肺
炎
を
起
こ

す
下
地
が
で
き
ま
す
。
熱
や
咳
が
出
や
す

く
な
り
、
心
臓
も
悪
化
し
全
身
状
態
が
低

下
し
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
誤
嚥
は
う
ま
く
治
療
し
な

い
と
全
身
状
態
低
下
と
な
り
、
細
菌
感
染

し
や
す
く
な
り
ま
す
。

治
療
は

　

入
院
し
て
、
お
薬
で
気
管
を
拡
げ
、
痰

を
出
し
や
す
く
し
ま
す
。
酸
素
吸
入
や
気

管
・
肺
の
炎
症
を
抑
え
、
二
次
性
細
菌
感

染
を
防
止
す
る
た
め
に
適
切
な
抗
生
剤
を

選
ん
で
投
与
し
ま
す
。

口や、のどの構造

空気
咽頭

鼻腔

口腔

※高齢者の場合、機能低下によって日常的に
　唾液などが気管へ飲みこまれています。

飲食物
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管

食
道
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抗
生
剤
が
効
き
に
く
い
菌
も
多
く
な
っ

て
お
り
、
特
別
な
抗
生
剤
を
使
う
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
さ
ら
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量
の
流
動
物
を

誤
嚥
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て
い
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窒
息
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危
険
が
あ

り
、
緊
急
気
管
支
鏡
に
よ
っ
て
吸
引
・
洗

浄
し
ま
す
。
こ
の
手
法
は
誤
嚥
物
吸
引
と

い
う
だ
け
で
な
く
、
胃
液
に
よ
る
化
学
性

肺
炎
を
抑
制
す
る
効
果
も
あ
り
ま
す
。
さ

ら
に
、
痰
を
出
す
練
習
や
寝
る
と
き
の
体

位
や
角
度
の
取
り
方
、
口
腔
・
嚥
下
ケ
ア

な
ど
の
リ
ハ
ビ
リ
も
併
せ
て
行
い
ま
す
。

予
防
に
つ
い
て
　

①
食
事
は
ゆ
っ
く
り
よ
く
噛
ん
で

　

食
事
は
ゆ
っ
く
り
よ
く
噛
ん
で
か
ら
飲

み
込
み
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し
ょ
う
。
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嚥
下
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追
い
つ
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嚥
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は
息
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行
っ

て
い
ま
す
か
ら
、
少
し
ず
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で
す
。
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気
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あ
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食
事
を
し
ま
し
ょ
う
。

②
誘
因
疾
患
の
治
療

　

胃
や
食
道
の
病
気
が
あ
る
方
も
嘔
吐
性

誤
嚥
を
起
こ
し
や
す
い
の
で
、
か
か
り
つ

け
の
先
生
と
相
談
し
て
日
頃
か
ら
服
薬
な

ど
の
指
導
を
受
け
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
ま

た
、
鼻
咽
頭
炎
の
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る
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鼻
腔
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咽
頭

に
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り
や
す
い
の
で
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感
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症
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レ
ル
ギ
ー
な
ど
の
呼
吸
器
専
門
医

に
相
談
し
て
下
さ
い
。

③
口
腔
ケ
ア

　

細
菌
性
肺
炎
を
防
止
す
る
意
味
で
は
、

口
腔
内
を
清
潔
に
保
つ
こ
と
は
と
て
も
重

要
で
す
。
毎
日
の
歯
磨
き
・
う
が
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や
寝

た
き
り
の
方
の
口
腔
内
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ア
は
、
防
止
効

果
が
高
い
の
で
毎
日
続
け
る
こ
と
が
重
要

で
す
。
ま
た
、
寝
た
き
り
に
な
ら
な
い
こ

と
が
最
も
重
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で

も
あ
り
ま
せ
ん
。

④
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

　

口
腔
ケ
ア
を
含
め
、
嚥
下
防
止
の
た
め

の
各
種
の
リ
ハ
ビ
リ
を
受
け
る
こ
と
は
重

要
な
予
防
手
段
で
す
。
胸
部
レ
ン
ト
ゲ
ン

や
Ｃ
Ｔ
、
嚥
下
造
影
検
査
や
気
管
支
鏡
な

ど
で
、
嚥
下
が
ど
の
段
階
で
障
害
を
受
け

て
い
る
の
か
を
調
べ
、
各
種
の
摂
食
・
嚥

下
障
害
、
筋
力
低
下
な
ど
の
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
ア
プ
ロ
ー
チ
を
受
け
る
こ
と

で
誤
嚥
性
肺
炎
は
治
療
だ
け
で
な
く
予
防

す
る
こ
と
も
可
能
と
な
り
ま
す
。

早
期
発
見
・
早
期
治
療
が
決
め
手

　

少
し
で
も
早
く
専
門
医
に
か
か
る
こ
と

が
重
要
で
す
。
最
初
は
咳
や
微
熱
、
食
欲

低
下
な
ど
、
風
邪
と
間
違
い
や
す
い
の
で

注
意
し
て
く
だ
さ
い
。「
年
だ
か
ら
」
な

ど
と
考
え
な
い
で
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

　

軽
く
て
も
一
度
誤
嚥
を
起
こ
す
と
気
道

は
障
害
さ
れ
、
さ
ら
に
大
き
な
誤
嚥
性
肺

炎
を
起
こ
し
ま
す
。
よ
く
む
せ
る
・
風
邪

を
よ
く
引
く
・
微
熱
が
続
く
・
咳
が
多
く

な
っ
た
・
体
が
だ
る
く
食
欲
が
低
下
し
た

な
ど
の
症
状
が
あ
れ
ば
、
早
め
に
医
療
機

関
を
受
診
し
、
専
門
医
の
診
断
を
受
け
る

こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

＊
呼
吸
器
学
会
、
感
染
症
学
会
、
細
菌
学
会
、

ウ
イ
ル
ス
学
会
、
ア
レ
ル
ギ
ー
学
会
員

食事はゆっくり
良く噛んで飲み込む

毎日の

口腔清浄
誘因疾患の

治療

寝たきり予防
(運動・リハビリ）
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呼吸サポートチーム
委員会の取り組み

　当院では呼吸療法のスペシャリストとして、3学会合同呼吸療法認定
士が勤務しています。
　呼吸療法業務の質の向上を目的に、呼吸療法に関する日常業務のサ
ポートや助言などを行っています。
　現在、リハビリテーション部に4名、看護部に1名在籍しております。
　今後も呼吸器疾患の回復の支援だけでなく、合併症の予防などにも
尽力していきたいと考えています。

３学会（日本胸部外科学会、日本呼吸器学会、日本麻酔科学会）合同呼吸療法認定士とは
呼吸に関する専門の知識と技術を習得した医療従事者に与えられる資格です。資格取得には、職種によって定められた必要実務経験年数を満た
し、認定委員会が定める学会・講習会を受講し所定の単位を取得しなければなりません。この認定制度は、医療従事者が各々の職種において呼
吸療法を習熟し、呼吸管理を行う医療チームのスタッフを養成することに加え、さらなるレベルアップを図ることを目的に運営されています。

呼吸療法の専門職として

　当院の呼吸サポートチーム委員会では、多職種と連携し、
呼吸療法の質の向上を目的に平成20年より活動を開始しま
した。 
　昨年度から「誤嚥性肺炎発症 ０」に向けて、委員による
病室の巡回を開始しました。この巡回を始めてから、入院後
の誤嚥性肺炎の発症率を約10％減少させる事が出来ました。
　今年度は口腔ケアの手順書の作成を進めており、さらなる
誤嚥性肺炎の予防が行えるように活動を続けています。

50%

10%

50%

90%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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　高齢者の誤嚥性肺炎の多くは、不顕性誤嚥（ムセがなく知らないうちに唾液と一緒に口の中の細菌を飲み込んでしまう）によっ
て引き起こされると考えられています。入れ歯の洗浄が不十分だったり、う蝕（むし歯）や歯周病があったりすると、口の中
の細菌が増殖して、誤嚥をしたときに肺炎が起こりやすくなります。そのため、誤嚥性肺炎を防ぐためには、毎日の口腔ケア
で口の中を清潔に保つことが重要になります。
　口腔ケアは、口腔内の歯や粘膜・舌などの汚れを取り除く器質的口腔ケアと、口腔機能の維持・回復を目的とした機能的
口腔ケアから成り立ちます。この２つがうまく組み合わされることで、口腔ケアの効果がさらに高まります。器質的口腔ケアに
より口腔と咽頭の細菌数が減少し、機能的口腔ケアによって舌や口唇などの口腔機能が改善し、食べる量が増え、栄養状態
の改善が図られます。これにより、免疫力の向上にもつながり、発熱が下がったりその頻度が少なくなるなどの効果もあります。

　話す時、食べる時に使う唇や舌などの器官は加齢により衰えていきます。その衰えにより、食事が円滑に進まず誤嚥
性肺炎を引き起こす事があります。
　ここで簡単に出来るお口の体操をご紹介します。食事前に行う事により食べる前の準備に繋がり食べやすくなります。

下記の症状がみられたら注意、または近隣の病院への受診をおすすめします。
●食事中にムセが頻回にみられる
●食べ物を飲み込んだ後に喉に残った感じがする
●会話の中で聞き返される事が多くなった　　　　など

誤嚥性肺炎と口腔ケア

30
（人） 非介入群（n=182）

発  熱 肺  炎 死  亡

口腔ケアを行った群は、肺炎が40%、死亡率が60%減少した

口腔ケアの必要性

25

20

15

10

5

0

口腔ケア介入群（n=184）

（東北大学医学部老年科の調査）

汚れた歯 誤嚥性肺炎

お口の中の
細菌が肺に
入り炎症を
起こす

医歯薬出版株式会社　嚥下障害ポケットマニュアルより

汚れた入れ歯

口腔ケアは、自分で行うセルフケアと、歯科医師・歯科衛生士が行うプロフェッショナルケアの両立が基本です。

セルフケア 
歯ブラシ、歯間清掃用具による口腔清掃、 
義歯の清掃、 口の体操など

プロフェッショナルケア 
専門的歯面清掃 
むし歯や歯周病の治療
口腔機能改善のためのリハビリ・支援など

深呼吸

背伸び

鼻から
吸って

ゆっくり
口から
吐く

左右

頬をふくらませ・引く（2・3回） 舌で左右の口角
を触る（2・3回）

舌を出す・引く
（2・3回）

大きく息を吸って、
止め、３つ数えて吐く

パパパパ・ララララ・
カカカカとゆっくり言う

深呼吸

首を回す 首を倒す 肩の上下運動
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ご希望の際は、かかりつけの病院や担当のケアマネジャーへご相談下さい。

よくある身近なご相談からピックアップしてご紹介

Q  A&

❶自費購入(5万円程度)、自費レンタル（月々4千円程度）で利用する事が出来ます。

❷吸引器は、お住まいの市町村から助成金制度が受けられる場合があります。
助成金受給対象 ①呼吸器機能障害3級以上の身体障害者手帳を所持している方。
 ②同程度の身体障害者であって、吸引器が必要と認められる方。

1申請方法（例：宇佐市の方の場合）
窓口は、市役所の障害福祉課になります。
申請書、見積書（業者から出して頂く）、助成金受給の対象①の方は身体障害者手帳、
対象②の方は身体障害者手帳と医師の診断書、印鑑(シャチハタ不可)が必要です。
※申請から決定まで数週間時間を要します。決定通知後に受取になります。

2対象とならない方は…
自費での購入が出来ます(5万円程度)、または自費レンタル（月々4千円程度）で利用する事が出来ます。
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謹んで新年のお慶びを申し上げます。旧年中は多大なるご厚情を賜
り、心より感謝申し上げます。本年はハード・ソフト両面から病院機
能を強化し、これまで地域の皆さまより頂いた芳恩に少しでも報える
よう、一層の医療の質向上に努めて参ります。６月までは御不便をお
掛け致しますが、何とぞご協力お願い申し上げます。

外来担当医一覧表（次ページご参照下さい）の受付
時間以外のご紹介につきましては、地域医療連携
室へご連絡下さい。

直通☎

編集
後記

医療機関の皆さまへ

医食同源道場
管理栄養士　百留　恭子

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

① 粉・山芋・水をボールで混ぜる
②青ネギを細かく刻み、卵・しらすを加えて混ぜる
③フライパンに油を引き裏表焼く
④焼けたらソース・マヨネーズ・かつお節をかけて出来上がり

アリシン（硫化アリルの一種）にはビタミンＢ１の吸収をよくする働
きがあり、脳の働きを活発にする

アリシンは血行を良くし身体を温め、疲労回復効果があるビタミ
ンＢ１の吸収を促し、カロチン・ビタミンＣも含まれ風邪予防に
役立つ

硫化アリルがビタミンＢ１の吸収を促し糖質の代謝を良くし、新
陳代謝が活発になり皮膚の再生を促す

硫化アリルの刺激成分で、消化液の分泌を促し食欲を増進する
・お好み焼き粉 50ｇ
・山芋 20ｇ
・水 50㏄
・青ネギ 25ｇ
・しらす 10ｇ
・卵 1/2個
・ソース 10ｇ
・マヨネーズ 10ｇ
・かつお節 1ｇ

・エネルギー 342Kcal
・たんぱく質 12.1g
・食塩 1.3g

11 ASUKAGAWA  No.32
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外来担当医一覧表

午　前

午後・専門外来 完全予約制

●午前受付時間 11：00まで
診療科目 曜日 金木水火月

●午後診察時間 14：00～17：00
予約のない方は受付しておりませんのでご注意下さい。専門外来はすべて予約制です。受診を希望される方は、受付窓口にご相談下さい。

完全予約制：予約のない方は受付しておりませんのでご注意下さい。受診を希望される方は、受付窓口にご相談下さい。午前・専門外来

診療科目 曜日 金木水火月

診療科目

診療科目 曜日 金木水火月

内　
　
　

科

糖 尿 病 外 来
生 活 習 慣 病 外 来
肝 臓 内 科
呼 吸 器 内 科
神 経 内 科
も の 忘 れ 外 来
膠 原 病 外 来

脳 神 経 外 科
消 化 器 外 科・乳 腺 外 科
整 形 外 科
放 射 線 診 断 科

――
――
――
――

西江　　信
――
――

佐々木雄一
――
――

佐藤　仁一

――
千葉政一（大分大学）

――
――
――
――
――

中原　成浩
――

片岡晶志（大分大学）
佐藤　仁一

――
――

本田浩一（大分大学）
平井　一弘
［筋電図検査］

――
――

山田　清文
広瀬　宣明
――

佐藤　仁一

藤井　郁夫
――
――

平井　一弘
――
――
――

中原　成浩
広瀬　宣明
――

佐藤　仁一

光冨沙耶佳（大分大学）
――

姫野　克郎
――

西江　信（第２･４外来）
西江　信（第1･3･5外来）
尾崎　貴士（大分大学）

――
――
――

佐藤　仁一

大森　　薫
姜　　正広
――

広瀬　宣明
山崎　達男
佐藤　仁一

平井　一弘
藤井　郁夫
――

広瀬　宣明
中原　成浩
佐藤　仁一

平井　一弘
姜　　正広
（大分大学）

――
山崎　達男
佐藤　仁一

大森　　薫
藤井　郁夫
宮﨑　信彦
――

中原　成浩
佐藤　仁一

――
西江　　信
――

――
――
――

片岡晶志（大分大学）
――
――

――
――
――

――
――

尾崎　貴士（大分大学）

内視鏡担当医

曜日 金木水火月

所　征範（大分大学）

所　征範（大分大学）

大森　　薫

姜　　正広

大森　　薫

姜　　正広
大森　　薫

広瀬　宣明

大森　　薫

大森　　薫

大森　　薫

午　　　　　　前

午　　　　　　後

内 　 　 　 科（ １ 診 ）
内 　 　 　 科（ ２ 診 ）
消 化 器 外 科 ・ 肛 門 科
消 化 器 外 科・乳 腺 外 科
脳 神 経 外 科
放 射 線 診 断 科

整 形 外 科
神 経 内 科
膠 原 病 外 来

～平成26年１月６日現在の外来体制です～

＜ご注意＞お電話での受付は行っておりません。

藤井　郁夫
姜　　正広
宮﨑　信彦
――

山田　清文
佐藤　仁一

リハビリテーションについてのご案内 ●午前受付時間 11：30まで　●午後は予約制

佐藤第一病院 〒879-0454 大分県宇佐市大字法鏡寺77-1　TEL 0978-32-2110　FAX 0978-33-4918
　

特定医療法人
明　徳　会発行／


