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健康【咀嚼・嚥下・口腔ケア】

「命」は例えば筑後川の流れです。
阿蘇山に源を発し、谷を下り、田畑を潤し、
幾つもの国と町を流れ、有明海にそそぎ、
やがて雲となり雨として山に戻ります。
時に暴威をふるいますが、
川は、幾世紀にもわたって、私たちの「命」と
私たちの郷土を守ってきました。
この川の流れのような「命の大切さ」を
皆さんと一緒に考えましょう。

〒830-0011 福岡県久留米市旭町67番地  久留米大学旭町キャンパス
電話 0942-48-1578　ファクス 0942-48-1579　　

　一般財団法人 久留米・筑後移植医療推進財団（理事長・永田見生久留米大学理事長）は、広報誌や

ホームページ、出前講座などを通じて地域の皆様に健康や病気についての幅広い情報を提供しています。

人生の最終段階における医療（終末期医療）をどう選択するのか、移植医療を受ける患者やそれに携わる

医療機関をどう支援するのかといったさまざま課題を皆様とともに考え、地域の実情に応じた新しい医療都市

を実現するため、地域の病院や医師会など多くの支援を受け、活動を展開しています。

ご入会のお願い
　財団の活動を支えていただく2022年度の個人・法人
会員を募集しています。入会を希望する方は、入会申込書
を財団事務局までお送りください。入会申込書はホーム
ページからダウンロードできます。QRコー
ドも利用できます。
■個人　1口    2,000円/年
■法人　1口  10,000円/年
　（口数に制限はありません）

新しい医療都市を目指します

　学生から主婦、社会人まで、さまざまな場で活躍されている皆さん、出前講座をはじめとする当財団の
さまざまな事業を支えるボランティア活動に、あなたの若い感性と行動力を生かしませんか。2022年度は、
設立来初めての市民公開講座を予定しています。ボランティアの皆様には、運営会議への参加や開催
当日の準備など、スタッフとしてさまざまな実務を担っていただきます。QRコードからご応募ください。

ボランティアを募集します
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ご寄付のお願い
　財団の活動は、皆様の善意で運営されています。財団
の趣旨に賛同し、寄付をいただける場合、財団事務局に
連絡ください。折り返し、寄付の方法などについて案内い
たします。
　寄付申込書は、ホームページからダウン
ロードできます。QRコードも利用できます。

寄付申込書入会申込書

LINE公式アカウントfacebook アンケート

　ご自身の健康や病気について悩みをお持ちの方は、当財団の「いのちの相談室」を利用ください。
相談室では、久留米大学病院や地域の医師会、財団に参加する医師が皆様の相談、質問に専門的
立場からお答えします。セカンドオピニオンも可能です。ホームページに備えているフォームをご利用くだ
さい。相談や質問に関わる個人情報は、当財団の個人情報保護方針に従って厳重に取り扱います。

「いのちの相談室」をご利用ください

いのちの相談室

筑後川河口から約8.5㌔㍍、大川市向島から西方を望む。遊歩道の一部
である筑後川昇開橋は1935年、鉄道橋として竣工。水運の拠点・若津港に
出入りする高い煙突の蒸汽船を通すため、長さ24.2㍍の橋桁を23㍍引き
上げるダイナミックで精緻な構造を誇った。題字は廣田皓華氏（福津市在住）

ボランティア募集



　

最
近
、口
の
中
の
状
態
が
か
ら
だ
の
免
疫
機

能
な
ど
全
身
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と

が
、多
く
の
疫
学
調
査
や
基
礎
研
究
か
ら
分

か
っ
て
き
た
か
ら
で
す
。

　

歯
周
病
は
、35
〜
59
歳
の
日
本
人
の
約
7

割
が
か
か
っ
て
い
ま
す（
図
表
1
）。か
つ
て
は
口

の
病
気
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
し
た
が
、今
で
は
糖

尿
病
や
誤
嚥
性
肺
炎
、動
脈
硬
化
、心
筋
梗

塞
、早
産
・
低
体
重
児
出
産
に
つ
な
が
る
と
認

識
さ
れ
て
い
ま
す（
図
表
2
）。さ
ら
に
、が
ん
や

骨
粗
鬆
症
、肥
満
、腎
臓
疾
患
の
原
因
と
な
る

可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
う
ち
糖
尿
病
で
は
、血
糖
を
下
げ
る
た

め
に「
イ
ン
ス
リ
ン
」と
呼
ば
れ
る
ホ
ル
モ
ン
を

皮
下
注
射
し
ま
す
が
、重
症
の
歯
周
病
の
場

合
、全
身
に
広
が
る
炎
症
物
質
が
イ
ン
ス
リ
ン

の
働
き
を
抑
え
、結
果
と
し
て
糖
尿
病
の
病
状

が
悪
く
な
り
ま
す
。ま
た
、糖
尿
病
だ
と
、歯

周
病
が
悪
化
す
る
こ
と
も
分
か
っ
て
い
ま
す
。

　

誤
嚥
性
肺
炎
は
、高
齢
者
の
肺
炎
の
7
割

を
超
え
て
い
ま
す
。物
を
の
み
こ
む
嚥
下
機
能

が
衰
え
る
な
ど
し
て
、唾
液
や
食
べ
物
と
一
緒

に
歯
周
病
菌
な
ど
の
細
菌
を
気
道
に
誤
っ
て
吸

引
す
な
わ
ち
誤
嚥
す
る
こ
と
に
よ
り
発
症
し
ま

す
。高
齢
者
の
口
腔
ケ
ア
は
、誤
嚥
性
肺
炎
の

予
防
に
不
可
欠
な
の
で
す
。

　

歯
周
病
や
む
し
歯
が
な
く
、口
の
健
康
が
保

た
れ
て
い
る
こ
と
は
、か
ら
だ
全
体
の
健
康
の

た
め
の
条
件
の
一
つ
で
す
。さ
ら
に
、健
康
な
口

で
食
べ
物
を
よ
く
か
む
こ
と
は
、十
分
な
栄
養

の
摂
取
に
つ
な
が
る
だ
け
で
は
な
く
、あ
ご
が

動
き
、脳
に
流
れ
る
血
流
が
増
え
、脳
神
経
が

刺
激
さ
れ
る
こ
と
で
、脳
全
体
が
活
性
化
し

ま
す
。そ
し
て
、Q
O
L
や
活
動
能
力
が
高
ま

り
、ほ
か
の
病
気
に
も
か
か
り
に
く
く
な
り
ま

す
。人
の
か
ら
だ
に
と
っ
て
、か
む
こ
と
の
重
要

性
は
、こ
こ
に
あ
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
考
え
を
背
景
に
、健
康
寿
命
を
の

ば
す
た
め
、政
府
は
こ
と
し
6
月
、「
経
済
財
政

運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
2
0
2
2
」（
骨
太

の
方
針
）に「
国
民
皆
歯
科
健
診
の
具
体
的
な

検
討
」と
の
一
文
を
盛
り
込
み
ま
し
た
。数
年
か

け
て
検
討
さ
れ
ま
す
が
、広
く
国
民
を
対
象

に
、定
期
的
に
口
の
健
康
診
断
を
実
施
す
る
仕

組
み
の
よ
う
で
す
。

　

先
ほ
ど
、食
べ
物
を
よ
く
か
む
こ
と
の
大
切

さ
に
触
れ
ま
し
た
が
、こ
の「
咀
嚼
」を
含
む
食

べ
る
一
連
の
動
作
は「
嚥
下
」と
呼
ば
れ
、食
塊

の
位
置
に
よ
り 

①
先
行
期 

②
準
備
期 

③
口

腔
期 

④
咽
頭
期 

⑤
食
道
期
ー
の
五
つ
の
ス

テ
ー
ジ
に
分
け
て
説
明
で
き
ま
す（
図
表
3
）。

　

こ
の
う
ち
②
準
備
期
が
咀
嚼
に
相
当
し
ま

す
。こ
れ
は
、単
に
歯
で
か
む
だ
け
で
は
な
く
、

あ
ご
、舌
、ほ
ほ
、唾
液
な
ど
、口
腔
・
顔
面
の

組
織
全
体
の
調
和
を
と
っ
て
行
い
ま
す
。食
べ

物
の
安
全
を
確
認
し
、歯
と
あ
ご
を
使
っ
て
砕

き
、舌
や
ほ
お
を
使
い
、唾
液
と
混
ぜ
合
わ
せ
、

の
み
込
み
や
す
い
ペ
ー
ス
ト
状
の「
食
塊
」を
つ

く
り
、舌
を
使
っ
て
口
の
中
で
移
動
さ
せ
、食

感
や
味
を
楽
し
む
、と
て
も
高
度
な
働
き
な
の

で
す
。

　

舌
は
、咀
嚼
し
た
食
べ
物
を
の
み
込
む
際
に

も
、と
て
も
重
要
な
働
き
を
し
ま
す
。胃
や
腸

は
、チ
ュ
ー
ブ
を
絞
り
出
す
よ
う
な
蠕
動
運
動

で
食
べ
物
を
動
か
し
ま
す
。し
か
し
、口
に
は
そ

う
い
う
機
能
・
構
造
が
な
い
た
め
、③
口
腔
期

や
④
咽
頭
期
で
、舌
を
フ
ル
に
使
っ
て
食
べ
物

を
次
の
ス
テ
ー
ジ
に
送
り
込
む
必
要
が
あ
り
ま

す
。そ
の
際
、舌
だ
け
で
な
く
、無
意
識
に
う
わ

あ
ご
に
食
べ
物
を
押
し
当
て
、舌
を
波
打
た
せ

て
奥
に
送
り
込
み
ま
す
。最
新
の
研
究
で
は
、

咀
嚼
し
て
い
る
と
き
に
口
腔
と
咽
頭
は
一
つ
の

空
間
と
な
っ
て
お
り
、食
塊
が
咽
頭
内
で
も
つ

く
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
五
つ
の
ス
テ
ー
ジ
を
通
し
て
、歯

ご
た
え
や
食
感
、味
な
ど
の
情
報
は
脳
ま
で
届

け
ら
れ
、脳
を
刺
激
し
ま
す
。大
脳
の
ど
の
部

分
が
か
ら
だ
の
ど
の
部
分
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し

て
い
る
の
か
を
調
べ
る
と
、全
体
の
約
三
分
の
一

は
、口
の
機
能
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
使
わ
れ
て
い

る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。脳
の
中
で
口
の
感
覚

と
運
動
が
占
め
て
い
る
面
積
は
、極
め
て
大
き

い
の
で
す
。人
は
意
識
し
な
い
け
れ
ど
も
、食
べ

る
と
い
う
動
作
は
、脳
の
活
性
化
と
強
く
結
び

つ
い
て
い
ま
す
。

　
一
口
30
回
以
上
か
む
の
が
理
想
と
さ
れ
て

い
ま
す
。し
か
し
、現
代
の
日
本
人
の
か
む
回

数
は
、一
口
に
10
回
か
ら
20
回
と
不
足
し
て
い

ま
す
。

　

②
準
備
期
で
は
、か
む
回
数
が
少
な
い
と
食

塊
は
ま
と
ま
ら
ず
、逆
に
回
数
が
多
い
と
ば
ら

け
始
め
ま
す
。か
む
回
数
は
、少
な
く
て
も
多

く
て
も
、食
塊
を
ス
ム
ー
ズ
に
の
み
込
む
の
は
難

し
く
な
る
の
で
す
。食
べ
物
を
か
ん
で
、小
さ
く

粉
砕
す
る
こ
と
で
、食
べ
物
の
中
か
ら
味
を
引

き
出
し
、唾
液
の
中
の
消
化
酵
素
が
作
用
す
る

面
積
を
広
げ
ま
す
。一
口
の
食
べ
物
を
な
る
べ
く

よ
く
か
ん
で
、そ
の
食
片
が
十
分
小
さ
く
な
り
、

唾
液
と
よ
く
混
ぜ
ら
れ
水
分
を
含
む
ま
で
、咀

嚼
を
続
け
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

N
P
O
法
人
健
康
情
報
推
進
機
構
が 

①
弥

生
時
代 

②
鎌
倉
時
代 

③
江
戸
時
代 

④
戦
前  

⑤
現
代
ー
の
食
事
を
復
元
し
て
20
代
の
学
生

に
食
べ
て
も
ら
い
、か
む
回
数
と
食
事
時
間
を

測
定
し
た
と
こ
ろ
、弥
生
時
代
が
3
9
9
0
回

51
分
に
対
し
、現
代
は
6
2
0
回
11
分
で
、か

む
回
数
で
6
分
の
1
以
下
、食
事
時
間
で
5
分

の
1
以
下
に
と
ど
ま
り
ま
し
た（
図
表
4
）。卑

弥
呼
の
生
き
た
弥
生
時
代
の
食
事
は
、玄
米
や

干
物
な
ど
、硬
く
て
か
み
応
え
の
あ
る
食
材
。

そ
れ
に
対
し
て
現
代
人
の
食
事
は
、ハ
ン
バ
ー
グ

や
パ
ス
タ
な
ど
、あ
ま
り
か
ま
な
く
て
も
よ
い
も

の
が
多
い
。食
事
の
時
間
も
短
く
、流
し
食
べ
の

傾
向
に
な
り
や
す
く
、か
む
回
数
が
減
少
し
て

い
ま
す
。

　

よ
く
か
ま
な
く
て
よ
い
も
の
ば
か
り
を
食
べ

て
い
る
と
、口
の
中
に
食
べ
か
す
が
残
り
や
す
く

な
り
、ま
た
、唾
液
の
量
が
減
少
し
ま
す
。

　

唾
液
に
は
、消
化
酵
素
や
抗
菌
物
質
、歯
の

発
達
を
促
進
す
る
ホ
ル
モ
ン
な
ど
が
含
ま
れ
て

い
ま
す
。そ
の
働
き
が
弱
ま
る
と
、歯
が
汚
れ
や

す
く
な
り
、さ
ま
ざ
ま
な
細
菌
が
増
え
、む
し

歯
や
歯
周
病
の
発
生
に
つ
な
が
り
ま
す
。む
し

歯
は
、細
菌
が
出
す
酸
に
よ
っ
て
歯
が
溶
け
ま

す
。一
方
、歯
周
病
の
場
合
は
、細
菌
に
よ
る
炎

症
で
、歯
を
支
え
る
組
織
を
痛
め
、最
終
的
に

は
歯
を
失
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

食
べ
物
を
か
む
こ
と
と
満
腹
感
は
、密
接
な

関
係
が
あ
り
ま
す
。か
ん
で
い
る
こ
と
が
脳
に

伝
わ
る
と
、脳
内
で
作
ら
れ
た
あ
る
物
質
が
脳

の
満
腹
中
枢
を
刺
激
し
、満
腹
感
を
覚
え
ま

す
。ま
た
、食
べ
物
を
か
む
と
、肝
臓
や
筋
肉
な

ど
に
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
糖
分
が
ブ
ド
ウ
糖
と
し

て
血
液
中
に
放
出
、血
糖
値
が
あ
が
り
、満
腹

中
枢
が
活
性
化
し
ま
す
。か
む
こ
と
で
、か
ら

だ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
代
謝
が
行
わ
れ
、脂
肪
の
分

解
を
促
進
す
る
こ
と
も
分
か
っ
て
い
ま
す
。

　

加
齢
な
ど
で
、歯
や
口
の
働
き
が
衰
え
る

と
、食
べ
物
を
口
の
中
で
う
ま
く
移
動
で
き
な

い
た
め
、十
分
に
か
み
砕
く
こ
と
が
で
き
な
い
ま

ま
、の
み
込
ん
で
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、筋
肉
で
あ
る
舌
の
働
き
が
衰
え
る

と
、④
咽
頭
期
で
の
喉
頭
蓋
の
切
り
替
え
タ
イ

ミ
ン
グ
に
異
常
が
起
こ
っ
た
り
、喉
頭
蓋
に
食

塊
が
引
っ
掛
か
っ
た
り
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

と
き
に
は
、気
管
に
食
べ
物
が
入
っ
て
し
ま
い
、

む
せ
て
せ
き
こ
ん
だ
り
、誤
嚥
性
肺
炎
や
窒
息

を
引
き
起
こ
す
な
ど
、深
刻
な
嚥
下
障
害
に
な

り
ま
す
。こ
う
し
た
歯
や
口
の
機
能
が
衰
え
た

状
態
を「
オ
ー
ラ
ル
フ
レ
イ
ル
」と
い
い
ま
す
。

　

オ
ー
ラ
ル
フ
レ
イ
ル
は
、健
康
と
機
能
障
害

と
の
間
で
あ
り
、早
め
に
気
づ
き
適
切
な
対
応

を
す
る
こ
と
で
、よ
り
健
康
に
近
づ
く
こ
と
が

で
き
ま
す
。こ
の
オ
ー
ラ
ル
フ
レ
イ
ル
の
始
ま
り

は
、滑
舌
の
低
下
や
食
べ
こ
ぼ
し
、わ
ず
か
な

む
せ
、か
め
な
い
食
材
の
増
加
、口
の
乾
燥
な

ど
、ち
ょ
っ
と
し
た
症
状
で
見
逃
し
や
す
い
た
め

注
意
が
必
要
で
す
。

　

地
域
住
民
の
健
康
寿
命
を
の
ば
し
、口
の
健

康
を
維
持
す
る
に
は
、医
師
、歯
科
医
、薬
剤

師
を
包
含
す
る
連
携
が
欠
か
せ
な
い
と
思
い
ま

す
。医
療
系
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク「
ア
ザ
レ
ア
ネ
ッ
ト
」

は
、患
者
さ
ん
の
同
意
を
得
た
う
え
で
、検
査
、

処
方
、画
像
な
ど
の
診
療
情
報
に
つ
い
て
、連

携
す
る
医
療
機
関
相
互
で
閲
覧
可
能
と
な
る

の
で
、医
療
の
質
の
向
上
や
地
域
医
療
の
連
携

促
進
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。地

域
連
携
は
以
前
に
比
べ
る
と
進
ん
で
い
ま
す
。

　

糖
尿
病
に
つ
い
て
は
、歯
周
病
と
糖
尿
病
の

関
係
が
明
ら
か
に
な
る
に
つ
れ
て
、医
科
歯
科

連
携
が
進
ん
で
き
ま
し
た
。薬
も
重
要
な
要
素

な
の
で
、薬
剤
師
を
含
む
連
携
が
で
き
る
と
い

い
と
思
い
ま
す
。医
師
会
、歯
科
医
師
会
、薬

剤
師
会
で
一
緒
に
取
り
組
み
を
進
め
て
い
る
分

野
も
あ
り
、垣
根
は
だ
ん
だ
ん
低
く
な
っ
て
い

ま
す
。

　

行
政
が
打
ち
出
し
て
い
る「
地
域
包
括
ケ
ア
」

と
い
う
考
え
も
重
要
で
す
が
、理
想
的
な
連
携

に
は
課
題
も
あ
り
ま
す
。連
携
の
手
続
き
の
簡

素
化
は
課
題
の
一
つ
だ
と
思
い
ま
す
。

　

歯
周
病
は
、歯
そ
の
も
の
で
は
な
く
、歯
を

支
え
て
い
る
骨（
歯
槽
骨
）や
歯
ぐ
き（
歯
肉
）

な
ど
の
組
織
が
細
菌
に
侵
さ
れ
、破
壊
さ
れ
る

感
染
症
で
す
。歯
ぐ
き
が
腫
れ
る
歯
肉
炎
か
ら

始
ま
り
、歯
ぐ
き
か
ら
膿
が
出
る
歯
周
炎
を
経

て
、重
症
化
す
れ
ば
、歯
槽
骨
が
溶
け
、最
終

的
に
は
歯
が
抜
け
て
し
ま
い
ま
す
。

　

歯
周
病
の
直
接
の
原
因
は
、歯
や
歯
ぐ
き
の

境
界
な
ど
に
あ
る
歯
周
病
菌
の
塊（
プ
ラ
ー
ク

＝
歯
垢
）で
す
。歯
の
表
面
は
、歯
磨
き
の
直
後

か
ら
唾
液
中
の
あ
る
物
質
で
覆
わ
れ
、そ
こ
に

糖
な
ど
の
働
き
で
つ
く
ら
れ
る
別
の
物
質（
グ

リ
コ
カ
リ
ッ
ク
ス
）が
付
着
し
ま
す
。こ
の
物
質

を
放
置
し
て
い
る
と
、口
の
中
の
多
種
多
様
な

細
菌
を
呼
び
寄
せ
、ぬ
る
ぬ
る
し
た
膜（
バ
イ
オ

フ
ィ
ル
ム
）と
な
っ
て
増
殖
、歯
周
病
菌
の
塊
と

な
り
ま
す
。

　

ま
た
、プ
ラ
ー
ク
以
外
に
も
、糖
尿
病
な
ど

の
全
身
疾
患
、喫
煙
、歯
ぎ
し
り
、不
正
な
歯

並
び
、合
わ
な
い
被
せ
物
・
詰
め
物
、ス
ト
レ
ス
、

肥
満
な
ど
が
発
症
に
強
く
関
係
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

歯
周
病
菌
は
、慢
性
疾
患
の
原
因
に
も
な

る
の
で
、口
腔
ケ
ア
で
歯
な
ど
に
粘
着
し
た

プ
ラ
ー
ク
を
取
り
除
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。日
ご
ろ
は
、「
セ
ル
フ
ケ
ア
」と
し
て
自
身
で

歯
磨
き
を
励
行
し
、数
か
月
ご
と
に
歯
科
医
に

よ
る「
専
門
ケ
ア
」を
お
勧
め
し
ま
す
。

　

歯
と
歯
の
間
の
歯
間
は
、歯
の
表
面
積
の
約

50
％
を
占
め
る
た
め
、ケ
ア
が
重
要
で
す
。あ

る
調
査
で
は
、セ
ル
フ
ケ
ア
で
の
プ
ラ
ー
ク
除
去

率
は
、歯
ブ
ラ
シ
の
み
で
は
約
61
％
に
と
ど
ま

る
け
れ
ど
も
、歯
ブ
ラ
シ
に
歯
間
ブ
ラ
シ
を
加

え
る
と
約
85
％
に
向
上
し
ま
す
。

　

専
門
ケ
ア
を
含
む
質
の
高
い
口
腔
ケ
ア
の
効

果
は
大
き
く
、国
内
11
施
設
の
入
所
者

3
6
6
人
を
対
象
に
し
た
2
年
間
の
調
査
で
、

肺
炎
発
症
者
は
ケ
ア
を
受
け
な
か
っ
た
グ
ル
ー

プ
が
19
％
に
対
し
、ケ
ア
を
受
け
た
グ
ル
ー
プ

は
11
％
に
抑
え
ら
れ
た
と
し
て
、英
医
学
専
門

誌
に
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

口
や
の
ど
の
筋
肉
が
加
齢
な
ど
で
衰
え
る

と
、咳
払
い
で
痰
を
吐
き
出
す
の
が
難
し
く
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。口
の
中
の
細
菌
が
肺
に

入
ら
な
い
よ
う
、喀
痰
機
能
や
免
疫
力
な
ど
を

増
す
の
も
、口
腔
ケ
ア
の
大
事
な
役
割
で
す
。

　
「
あ
い
う
べ
体
操
」は
、口
元
の
筋
肉
を
鍛
え

る
体
操
で
、そ
の
一
つ
の
効
果
と
し
て
、口
呼
吸

を
鼻
呼
吸
に
改
善
し
ま
す
。「
あ
ー
」「
い
ー
」

「
う
ー
」「
べ
ー
」と
四
つ
の
発
声
動
作
を
順
に
く

り
返
す
シ
ン
プ
ル
な
も
の
で
、多
く
の
高
齢
者

施
設
で
導
入
さ
れ
て
い
ま
す
。口
呼
吸
で
は
舌

が
下
が
り
の
ど
が
開
く
の
で
、汚
れ
た
空
気
や

冷
た
い
空
気
が
直
接
体
内
に
入
り
、リ
ン
パ
組

織（
咽
頭
扁
桃
、口
蓋
扁
桃
）を
刺
激
し
て
膨

張
、気
道
が
狭
く
な
り
ま
す
。ま
た
、唾
液
の
少

な
い
口
の
中
で
雑
菌
が
繁
殖
し
、免
疫
異
常
に

つ
な
が
り
ま
す
。あ
い
う
べ
体
操
は
、こ
う
し
た

口
呼
吸
の
害
を
取
り
除
き
ま
す
。

　

歯
や
口
の
こ
と
で
困
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、

歯
医
者
さ
ん
に
通
院
で
き
ず
、あ
き
ら
め
て
い

ま
せ
ん
か
。そ
ん
な
時
に
役
立
つ
の
が
地
域
の

歯
科
医
師
会
で
す
。

　

そ
の
中
で「
在
宅
歯
科
医
療
連
携
室
」「
口

腔
管
理
推
進
室
」を
設
け
て
い
る
歯
科
医
師
会

の
場
合
は
、専
任
の
歯
科
衛
生
士
が
在
宅
や
病

院
・
施
設
で
療
養
中
の
方
な
ど
に
訪
問
診
療
を

行
う
歯
科
医
院
を
紹
介
し
た
り
、各
医
療
機

関
や
施
設
か
ら
の
相
談
対
応
を
行
っ
た
り
し
て

い
ま
す
。紹
介
や
相
談
は
無
料
で
す
。

03　　命を守り、命をつなぐ　第3号 命を守り、命をつなぐ　第3号　　02

元気な歯で人生を豊かに。
健康【咀嚼・嚥下・口腔ケア】

　自分の歯を多く残し、よくかめている高齢者は、QOL（生活の質）が高く、ほかの病気にかかりにく
いとされています。一方、歯周病にかかると誤嚥性肺炎の原因になり、糖尿病などを悪化させます。
からだに栄養を取り込む「咀嚼」「嚥下」の大切な機能について、久留米大学医学部の楠川仁悟教授
（歯科口腔医療センター）に、歯や口の健康を維持する「口腔ケア」の留意点などについて、歯科医師
の染矢貞之氏（福岡県歯科医師会地域医療介護保険部員）にそれぞれ聞きました。

①先行期
視覚、嗅覚などにより食べ
物を認知し、口に運ぶ。食
べ方を判断、唾液の分泌
を促進する。

②準備期
食べ物を咀嚼し、あご、舌、
ほお、歯を使って唾液を混
ぜ合わせ、のみ込みやす
い食塊にする。

③口腔期
舌の運動によって、食塊を
口腔から咽頭へ送る。舌は
口蓋と接触し、口腔内の圧
を高める。

④咽頭期
嚥下反射により食塊を咽頭から食堂入口部に送る。軟口
蓋が上がり鼻腔とのつながりを遮断、舌骨と咽頭が前上方
に上がり、食道入口部が開くと同時に喉頭蓋が閉じる。声
門は閉鎖し、気道防御機構が働き、誤嚥を防止する。

⑤食道期
食道の蠕動運動や重力によ
り食塊を胃への入口である
噴門へと送る。食道の蠕動
運動の速度は毎秒4㎝程度。

久
留
米
大
学
医
学
部
教
授

歯
科
口
腔
医
療
セ
ン
タ
ー　

楠
川 

仁
悟 

（
く
す
か
わ 

じ
ん
ご
）

1
9
8
7
年
九
州
大
学
卒
、93
年
久
留
米
大
学
大
学
院
修
了

（
医
学
博
士
）。87
年
同
大
学
医
学
部
助
手
、92
〜
94
年
米
国

カ
ン
ザ
ス
大
学
、95
年
久
留
米
大
学
医
学
部
講
師
、98
年
同
助

教
授
、2
0
0
3
年
現
職
。専
門
は
口
腔
が
ん
、顎
変
形
症
、

イ
ン
プ
ラ
ン
ト
。

重
要
な
の
は

歯
周
病
対
策
だ
け
で
す
か

な
ぜ
口
の
健
康
が

注
目
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か

一
口
に
何
回
く
ら
い

か
ん
だ
ら
いい
の
で
す
か

食
べ
物
を
咀
嚼
す
る
と

ど
ん
な
効
果
が
あ
る
の
で
す
か

図表3  摂食・嚥下  五つのステージ

図表2  歯周病と全身疾患との関係

歯 周 病

咀
嚼
・
嚥
下

しゃくそ えん げ

ご えん

舌

舌 舌舌

舌

気道 気道
食道

咽頭

口腔

食べ物（食塊） 食塊

喉頭蓋 喉頭蓋 噴門

軟口蓋

食べ物

慶応義塾大学病院医療：健康情報サイトなどをもとに作成

厚労省  平成28（2016）年  歯科疾患実態調査結果の概要

脳梗塞

動脈硬化

心筋梗塞誤嚥性肺炎

糖尿病早産・
低体重児出産

図表1  歯周ポケットの保有者の割合、年齢階級別

■ 4mm未満　■ 4mm以上 6mm未満　■ 6mm以上　■ 対象歯のない者
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最
近
、口
の
中
の
状
態
が
か
ら
だ
の
免
疫
機

能
な
ど
全
身
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と

が
、多
く
の
疫
学
調
査
や
基
礎
研
究
か
ら
分

か
っ
て
き
た
か
ら
で
す
。

　

歯
周
病
は
、35
〜
59
歳
の
日
本
人
の
約
7

割
が
か
か
っ
て
い
ま
す（
図
表
1
）。か
つ
て
は
口

の
病
気
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
し
た
が
、今
で
は
糖

尿
病
や
誤
嚥
性
肺
炎
、動
脈
硬
化
、心
筋
梗

塞
、早
産
・
低
体
重
児
出
産
に
つ
な
が
る
と
認

識
さ
れ
て
い
ま
す（
図
表
2
）。さ
ら
に
、が
ん
や

骨
粗
鬆
症
、肥
満
、腎
臓
疾
患
の
原
因
と
な
る

可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
う
ち
糖
尿
病
で
は
、血
糖
を
下
げ
る
た

め
に「
イ
ン
ス
リ
ン
」と
呼
ば
れ
る
ホ
ル
モ
ン
を

皮
下
注
射
し
ま
す
が
、重
症
の
歯
周
病
の
場

合
、全
身
に
広
が
る
炎
症
物
質
が
イ
ン
ス
リ
ン

の
働
き
を
抑
え
、結
果
と
し
て
糖
尿
病
の
病
状

が
悪
く
な
り
ま
す
。ま
た
、糖
尿
病
だ
と
、歯

周
病
が
悪
化
す
る
こ
と
も
分
か
っ
て
い
ま
す
。

　

誤
嚥
性
肺
炎
は
、高
齢
者
の
肺
炎
の
7
割

を
超
え
て
い
ま
す
。物
を
の
み
こ
む
嚥
下
機
能

が
衰
え
る
な
ど
し
て
、唾
液
や
食
べ
物
と
一
緒

に
歯
周
病
菌
な
ど
の
細
菌
を
気
道
に
誤
っ
て
吸

引
す
な
わ
ち
誤
嚥
す
る
こ
と
に
よ
り
発
症
し
ま

す
。高
齢
者
の
口
腔
ケ
ア
は
、誤
嚥
性
肺
炎
の

予
防
に
不
可
欠
な
の
で
す
。

　

歯
周
病
や
む
し
歯
が
な
く
、口
の
健
康
が
保

た
れ
て
い
る
こ
と
は
、か
ら
だ
全
体
の
健
康
の

た
め
の
条
件
の
一
つ
で
す
。さ
ら
に
、健
康
な
口

で
食
べ
物
を
よ
く
か
む
こ
と
は
、十
分
な
栄
養

の
摂
取
に
つ
な
が
る
だ
け
で
は
な
く
、あ
ご
が

動
き
、脳
に
流
れ
る
血
流
が
増
え
、脳
神
経
が

刺
激
さ
れ
る
こ
と
で
、脳
全
体
が
活
性
化
し

ま
す
。そ
し
て
、Q
O
L
や
活
動
能
力
が
高
ま

り
、ほ
か
の
病
気
に
も
か
か
り
に
く
く
な
り
ま

す
。人
の
か
ら
だ
に
と
っ
て
、か
む
こ
と
の
重
要

性
は
、こ
こ
に
あ
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
考
え
を
背
景
に
、健
康
寿
命
を
の

ば
す
た
め
、政
府
は
こ
と
し
6
月
、「
経
済
財
政

運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
2
0
2
2
」（
骨
太

の
方
針
）に「
国
民
皆
歯
科
健
診
の
具
体
的
な

検
討
」と
の
一
文
を
盛
り
込
み
ま
し
た
。数
年
か

け
て
検
討
さ
れ
ま
す
が
、広
く
国
民
を
対
象

に
、定
期
的
に
口
の
健
康
診
断
を
実
施
す
る
仕

組
み
の
よ
う
で
す
。

　

先
ほ
ど
、食
べ
物
を
よ
く
か
む
こ
と
の
大
切

さ
に
触
れ
ま
し
た
が
、こ
の「
咀
嚼
」を
含
む
食

べ
る
一
連
の
動
作
は「
嚥
下
」と
呼
ば
れ
、食
塊

の
位
置
に
よ
り 

①
先
行
期 

②
準
備
期 

③
口

腔
期 

④
咽
頭
期 

⑤
食
道
期
ー
の
五
つ
の
ス

テ
ー
ジ
に
分
け
て
説
明
で
き
ま
す（
図
表
3
）。

　

こ
の
う
ち
②
準
備
期
が
咀
嚼
に
相
当
し
ま

す
。こ
れ
は
、単
に
歯
で
か
む
だ
け
で
は
な
く
、

あ
ご
、舌
、ほ
ほ
、唾
液
な
ど
、口
腔
・
顔
面
の

組
織
全
体
の
調
和
を
と
っ
て
行
い
ま
す
。食
べ

物
の
安
全
を
確
認
し
、歯
と
あ
ご
を
使
っ
て
砕

き
、舌
や
ほ
お
を
使
い
、唾
液
と
混
ぜ
合
わ
せ
、

の
み
込
み
や
す
い
ペ
ー
ス
ト
状
の「
食
塊
」を
つ

く
り
、舌
を
使
っ
て
口
の
中
で
移
動
さ
せ
、食

感
や
味
を
楽
し
む
、と
て
も
高
度
な
働
き
な
の

で
す
。

　

舌
は
、咀
嚼
し
た
食
べ
物
を
の
み
込
む
際
に

も
、と
て
も
重
要
な
働
き
を
し
ま
す
。胃
や
腸

は
、チ
ュ
ー
ブ
を
絞
り
出
す
よ
う
な
蠕
動
運
動

で
食
べ
物
を
動
か
し
ま
す
。し
か
し
、口
に
は
そ

う
い
う
機
能
・
構
造
が
な
い
た
め
、③
口
腔
期

や
④
咽
頭
期
で
、舌
を
フ
ル
に
使
っ
て
食
べ
物

を
次
の
ス
テ
ー
ジ
に
送
り
込
む
必
要
が
あ
り
ま

す
。そ
の
際
、舌
だ
け
で
な
く
、無
意
識
に
う
わ

あ
ご
に
食
べ
物
を
押
し
当
て
、舌
を
波
打
た
せ

て
奥
に
送
り
込
み
ま
す
。最
新
の
研
究
で
は
、

咀
嚼
し
て
い
る
と
き
に
口
腔
と
咽
頭
は
一
つ
の

空
間
と
な
っ
て
お
り
、食
塊
が
咽
頭
内
で
も
つ

く
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
五
つ
の
ス
テ
ー
ジ
を
通
し
て
、歯

ご
た
え
や
食
感
、味
な
ど
の
情
報
は
脳
ま
で
届

け
ら
れ
、脳
を
刺
激
し
ま
す
。大
脳
の
ど
の
部

分
が
か
ら
だ
の
ど
の
部
分
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し

て
い
る
の
か
を
調
べ
る
と
、全
体
の
約
三
分
の
一

は
、口
の
機
能
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
使
わ
れ
て
い

る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。脳
の
中
で
口
の
感
覚

と
運
動
が
占
め
て
い
る
面
積
は
、極
め
て
大
き

い
の
で
す
。人
は
意
識
し
な
い
け
れ
ど
も
、食
べ

る
と
い
う
動
作
は
、脳
の
活
性
化
と
強
く
結
び

つ
い
て
い
ま
す
。

　
一
口
30
回
以
上
か
む
の
が
理
想
と
さ
れ
て

い
ま
す
。し
か
し
、現
代
の
日
本
人
の
か
む
回

数
は
、一
口
に
10
回
か
ら
20
回
と
不
足
し
て
い

ま
す
。

　

②
準
備
期
で
は
、か
む
回
数
が
少
な
い
と
食

塊
は
ま
と
ま
ら
ず
、逆
に
回
数
が
多
い
と
ば
ら

け
始
め
ま
す
。か
む
回
数
は
、少
な
く
て
も
多

く
て
も
、食
塊
を
ス
ム
ー
ズ
に
の
み
込
む
の
は
難

し
く
な
る
の
で
す
。食
べ
物
を
か
ん
で
、小
さ
く

粉
砕
す
る
こ
と
で
、食
べ
物
の
中
か
ら
味
を
引

き
出
し
、唾
液
の
中
の
消
化
酵
素
が
作
用
す
る

面
積
を
広
げ
ま
す
。一
口
の
食
べ
物
を
な
る
べ
く

よ
く
か
ん
で
、そ
の
食
片
が
十
分
小
さ
く
な
り
、

唾
液
と
よ
く
混
ぜ
ら
れ
水
分
を
含
む
ま
で
、咀

嚼
を
続
け
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

N
P
O
法
人
健
康
情
報
推
進
機
構
が 

①
弥

生
時
代 

②
鎌
倉
時
代 

③
江
戸
時
代 

④
戦
前  

⑤
現
代
ー
の
食
事
を
復
元
し
て
20
代
の
学
生

に
食
べ
て
も
ら
い
、か
む
回
数
と
食
事
時
間
を

測
定
し
た
と
こ
ろ
、弥
生
時
代
が
3
9
9
0
回

51
分
に
対
し
、現
代
は
6
2
0
回
11
分
で
、か

む
回
数
で
6
分
の
1
以
下
、食
事
時
間
で
5
分

の
1
以
下
に
と
ど
ま
り
ま
し
た（
図
表
4
）。卑

弥
呼
の
生
き
た
弥
生
時
代
の
食
事
は
、玄
米
や

干
物
な
ど
、硬
く
て
か
み
応
え
の
あ
る
食
材
。

そ
れ
に
対
し
て
現
代
人
の
食
事
は
、ハ
ン
バ
ー
グ

や
パ
ス
タ
な
ど
、あ
ま
り
か
ま
な
く
て
も
よ
い
も

の
が
多
い
。食
事
の
時
間
も
短
く
、流
し
食
べ
の

傾
向
に
な
り
や
す
く
、か
む
回
数
が
減
少
し
て

い
ま
す
。

　

よ
く
か
ま
な
く
て
よ
い
も
の
ば
か
り
を
食
べ

て
い
る
と
、口
の
中
に
食
べ
か
す
が
残
り
や
す
く

な
り
、ま
た
、唾
液
の
量
が
減
少
し
ま
す
。

　

唾
液
に
は
、消
化
酵
素
や
抗
菌
物
質
、歯
の

発
達
を
促
進
す
る
ホ
ル
モ
ン
な
ど
が
含
ま
れ
て

い
ま
す
。そ
の
働
き
が
弱
ま
る
と
、歯
が
汚
れ
や

す
く
な
り
、さ
ま
ざ
ま
な
細
菌
が
増
え
、む
し

歯
や
歯
周
病
の
発
生
に
つ
な
が
り
ま
す
。む
し

歯
は
、細
菌
が
出
す
酸
に
よ
っ
て
歯
が
溶
け
ま

す
。一
方
、歯
周
病
の
場
合
は
、細
菌
に
よ
る
炎

症
で
、歯
を
支
え
る
組
織
を
痛
め
、最
終
的
に

は
歯
を
失
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

食
べ
物
を
か
む
こ
と
と
満
腹
感
は
、密
接
な

関
係
が
あ
り
ま
す
。か
ん
で
い
る
こ
と
が
脳
に

伝
わ
る
と
、脳
内
で
作
ら
れ
た
あ
る
物
質
が
脳

の
満
腹
中
枢
を
刺
激
し
、満
腹
感
を
覚
え
ま

す
。ま
た
、食
べ
物
を
か
む
と
、肝
臓
や
筋
肉
な

ど
に
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
糖
分
が
ブ
ド
ウ
糖
と
し

て
血
液
中
に
放
出
、血
糖
値
が
あ
が
り
、満
腹

中
枢
が
活
性
化
し
ま
す
。か
む
こ
と
で
、か
ら

だ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
代
謝
が
行
わ
れ
、脂
肪
の
分

解
を
促
進
す
る
こ
と
も
分
か
っ
て
い
ま
す
。

　

加
齢
な
ど
で
、歯
や
口
の
働
き
が
衰
え
る

と
、食
べ
物
を
口
の
中
で
う
ま
く
移
動
で
き
な

い
た
め
、十
分
に
か
み
砕
く
こ
と
が
で
き
な
い
ま

ま
、の
み
込
ん
で
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、筋
肉
で
あ
る
舌
の
働
き
が
衰
え
る

と
、④
咽
頭
期
で
の
喉
頭
蓋
の
切
り
替
え
タ
イ

ミ
ン
グ
に
異
常
が
起
こ
っ
た
り
、喉
頭
蓋
に
食

塊
が
引
っ
掛
か
っ
た
り
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

と
き
に
は
、気
管
に
食
べ
物
が
入
っ
て
し
ま
い
、

む
せ
て
せ
き
こ
ん
だ
り
、誤
嚥
性
肺
炎
や
窒
息

を
引
き
起
こ
す
な
ど
、深
刻
な
嚥
下
障
害
に
な

り
ま
す
。こ
う
し
た
歯
や
口
の
機
能
が
衰
え
た

状
態
を「
オ
ー
ラ
ル
フ
レ
イ
ル
」と
い
い
ま
す
。

　

オ
ー
ラ
ル
フ
レ
イ
ル
は
、健
康
と
機
能
障
害

と
の
間
で
あ
り
、早
め
に
気
づ
き
適
切
な
対
応

を
す
る
こ
と
で
、よ
り
健
康
に
近
づ
く
こ
と
が

で
き
ま
す
。こ
の
オ
ー
ラ
ル
フ
レ
イ
ル
の
始
ま
り

は
、滑
舌
の
低
下
や
食
べ
こ
ぼ
し
、わ
ず
か
な

む
せ
、か
め
な
い
食
材
の
増
加
、口
の
乾
燥
な

ど
、ち
ょ
っ
と
し
た
症
状
で
見
逃
し
や
す
い
た
め

注
意
が
必
要
で
す
。

　

地
域
住
民
の
健
康
寿
命
を
の
ば
し
、口
の
健

康
を
維
持
す
る
に
は
、医
師
、歯
科
医
、薬
剤

師
を
包
含
す
る
連
携
が
欠
か
せ
な
い
と
思
い
ま

す
。医
療
系
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク「
ア
ザ
レ
ア
ネ
ッ
ト
」

は
、患
者
さ
ん
の
同
意
を
得
た
う
え
で
、検
査
、

処
方
、画
像
な
ど
の
診
療
情
報
に
つ
い
て
、連

携
す
る
医
療
機
関
相
互
で
閲
覧
可
能
と
な
る

の
で
、医
療
の
質
の
向
上
や
地
域
医
療
の
連
携

促
進
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。地

域
連
携
は
以
前
に
比
べ
る
と
進
ん
で
い
ま
す
。

　

糖
尿
病
に
つ
い
て
は
、歯
周
病
と
糖
尿
病
の

関
係
が
明
ら
か
に
な
る
に
つ
れ
て
、医
科
歯
科

連
携
が
進
ん
で
き
ま
し
た
。薬
も
重
要
な
要
素

な
の
で
、薬
剤
師
を
含
む
連
携
が
で
き
る
と
い

い
と
思
い
ま
す
。医
師
会
、歯
科
医
師
会
、薬

剤
師
会
で
一
緒
に
取
り
組
み
を
進
め
て
い
る
分

野
も
あ
り
、垣
根
は
だ
ん
だ
ん
低
く
な
っ
て
い

ま
す
。

　

行
政
が
打
ち
出
し
て
い
る「
地
域
包
括
ケ
ア
」

と
い
う
考
え
も
重
要
で
す
が
、理
想
的
な
連
携

に
は
課
題
も
あ
り
ま
す
。連
携
の
手
続
き
の
簡

素
化
は
課
題
の
一
つ
だ
と
思
い
ま
す
。

　

歯
周
病
は
、歯
そ
の
も
の
で
は
な
く
、歯
を

支
え
て
い
る
骨（
歯
槽
骨
）や
歯
ぐ
き（
歯
肉
）

な
ど
の
組
織
が
細
菌
に
侵
さ
れ
、破
壊
さ
れ
る

感
染
症
で
す
。歯
ぐ
き
が
腫
れ
る
歯
肉
炎
か
ら

始
ま
り
、歯
ぐ
き
か
ら
膿
が
出
る
歯
周
炎
を
経

て
、重
症
化
す
れ
ば
、歯
槽
骨
が
溶
け
、最
終

的
に
は
歯
が
抜
け
て
し
ま
い
ま
す
。

　

歯
周
病
の
直
接
の
原
因
は
、歯
や
歯
ぐ
き
の

境
界
な
ど
に
あ
る
歯
周
病
菌
の
塊（
プ
ラ
ー
ク

＝
歯
垢
）で
す
。歯
の
表
面
は
、歯
磨
き
の
直
後

か
ら
唾
液
中
の
あ
る
物
質
で
覆
わ
れ
、そ
こ
に

糖
な
ど
の
働
き
で
つ
く
ら
れ
る
別
の
物
質（
グ

リ
コ
カ
リ
ッ
ク
ス
）が
付
着
し
ま
す
。こ
の
物
質

を
放
置
し
て
い
る
と
、口
の
中
の
多
種
多
様
な

細
菌
を
呼
び
寄
せ
、ぬ
る
ぬ
る
し
た
膜（
バ
イ
オ

フ
ィ
ル
ム
）と
な
っ
て
増
殖
、歯
周
病
菌
の
塊
と

な
り
ま
す
。

　

ま
た
、プ
ラ
ー
ク
以
外
に
も
、糖
尿
病
な
ど

の
全
身
疾
患
、喫
煙
、歯
ぎ
し
り
、不
正
な
歯

並
び
、合
わ
な
い
被
せ
物
・
詰
め
物
、ス
ト
レ
ス
、

肥
満
な
ど
が
発
症
に
強
く
関
係
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

歯
周
病
菌
は
、慢
性
疾
患
の
原
因
に
も
な

る
の
で
、口
腔
ケ
ア
で
歯
な
ど
に
粘
着
し
た

プ
ラ
ー
ク
を
取
り
除
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。日
ご
ろ
は
、「
セ
ル
フ
ケ
ア
」と
し
て
自
身
で

歯
磨
き
を
励
行
し
、数
か
月
ご
と
に
歯
科
医
に

よ
る「
専
門
ケ
ア
」を
お
勧
め
し
ま
す
。

　

歯
と
歯
の
間
の
歯
間
は
、歯
の
表
面
積
の
約

50
％
を
占
め
る
た
め
、ケ
ア
が
重
要
で
す
。あ

る
調
査
で
は
、セ
ル
フ
ケ
ア
で
の
プ
ラ
ー
ク
除
去

率
は
、歯
ブ
ラ
シ
の
み
で
は
約
61
％
に
と
ど
ま

る
け
れ
ど
も
、歯
ブ
ラ
シ
に
歯
間
ブ
ラ
シ
を
加

え
る
と
約
85
％
に
向
上
し
ま
す
。

　

専
門
ケ
ア
を
含
む
質
の
高
い
口
腔
ケ
ア
の
効

果
は
大
き
く
、国
内
11
施
設
の
入
所
者

3
6
6
人
を
対
象
に
し
た
2
年
間
の
調
査
で
、

肺
炎
発
症
者
は
ケ
ア
を
受
け
な
か
っ
た
グ
ル
ー

プ
が
19
％
に
対
し
、ケ
ア
を
受
け
た
グ
ル
ー
プ

は
11
％
に
抑
え
ら
れ
た
と
し
て
、英
医
学
専
門

誌
に
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

口
や
の
ど
の
筋
肉
が
加
齢
な
ど
で
衰
え
る

と
、咳
払
い
で
痰
を
吐
き
出
す
の
が
難
し
く
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。口
の
中
の
細
菌
が
肺
に

入
ら
な
い
よ
う
、喀
痰
機
能
や
免
疫
力
な
ど
を

増
す
の
も
、口
腔
ケ
ア
の
大
事
な
役
割
で
す
。

　
「
あ
い
う
べ
体
操
」は
、口
元
の
筋
肉
を
鍛
え

る
体
操
で
、そ
の
一
つ
の
効
果
と
し
て
、口
呼
吸

を
鼻
呼
吸
に
改
善
し
ま
す
。「
あ
ー
」「
い
ー
」

「
う
ー
」「
べ
ー
」と
四
つ
の
発
声
動
作
を
順
に
く

り
返
す
シ
ン
プ
ル
な
も
の
で
、多
く
の
高
齢
者

施
設
で
導
入
さ
れ
て
い
ま
す
。口
呼
吸
で
は
舌

が
下
が
り
の
ど
が
開
く
の
で
、汚
れ
た
空
気
や

冷
た
い
空
気
が
直
接
体
内
に
入
り
、リ
ン
パ
組

織（
咽
頭
扁
桃
、口
蓋
扁
桃
）を
刺
激
し
て
膨

張
、気
道
が
狭
く
な
り
ま
す
。ま
た
、唾
液
の
少

な
い
口
の
中
で
雑
菌
が
繁
殖
し
、免
疫
異
常
に

つ
な
が
り
ま
す
。あ
い
う
べ
体
操
は
、こ
う
し
た

口
呼
吸
の
害
を
取
り
除
き
ま
す
。

　

歯
や
口
の
こ
と
で
困
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、

歯
医
者
さ
ん
に
通
院
で
き
ず
、あ
き
ら
め
て
い

ま
せ
ん
か
。そ
ん
な
時
に
役
立
つ
の
が
地
域
の

歯
科
医
師
会
で
す
。

　

そ
の
中
で「
在
宅
歯
科
医
療
連
携
室
」「
口

腔
管
理
推
進
室
」を
設
け
て
い
る
歯
科
医
師
会

の
場
合
は
、専
任
の
歯
科
衛
生
士
が
在
宅
や
病

院
・
施
設
で
療
養
中
の
方
な
ど
に
訪
問
診
療
を

行
う
歯
科
医
院
を
紹
介
し
た
り
、各
医
療
機

関
や
施
設
か
ら
の
相
談
対
応
を
行
っ
た
り
し
て

い
ま
す
。紹
介
や
相
談
は
無
料
で
す
。
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食
事
の
時
に
む
せ
る
場
合
が

あ
る
の
は
な
ぜ
で
す
か

日
ご
ろ
の
ケ
ア
の

注
意
点
は
あ
り
ま
す
か

地
域
全
体
で
の

取
り
組
み
は
な
い
の
で
す
か

通
院
で
き
な
い
場
合

相
談
窓
口
は
あ
り
ま
せ
ん
か

口
や
の
ど
を
鍛
え
る
に
は

ど
う
し
た
ら
いい
の
で
す
か

歯
周
病
と
は

ど
ん
な
病
気
な
の
で
す
か

福
岡
県
歯
科
医
師
会 

地
域
医
療
介
護
保
険
部
員

染
矢 

貞
之 

（
そ
め
や 

さ
だ
ゆ
き
）

2
0
0
3
年
福
岡
歯
科
大
学
卒
。2
0
1
0
年
か
ら
医
療
法

人
有
友
会
中
村
歯
科
医
院
で
歯
科
訪
問
診
療
に
従
事
、

2
0
1
2
年
12
月
そ
め
や
歯
科
医
院（
久
留
米
市
）開
業
。日

本
救
急
医
学
会
認
定
I
C
L
S
コ
ー
ス
修
了
。

か
む
回
数
が
減
る
と

か
ら
だ
に
よ
く
な
い
の
で
す
か

口
腔
ケ
ア

し
こ
う

せ
き

日本咀嚼学会編「咀嚼の本2」から

筑後･朝倉地域の歯科医師会 〈順不同〉
▽久留米歯科医師会
▽大牟田歯科医師会
▽八女筑後歯科医師会
▽朝倉歯科医師会
▽小郡三井歯科医師会
▽大川三潴歯科医師会
▽柳川山門歯科医師会
▽浮羽歯科医師会

　
0942-32-7063
0944-55-2211
0943-24-4829
0946-21-0799
0942-72-8770
0944-33-2215
0944-74-1333
0943-75-4563

図表4  五つの時代の復元食の咀嚼回数と食事時間

咀嚼回数（左軸）

食事時間（右軸）
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3990回
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1465回 1420回

（分）（回） 弥生時代 鎌倉時代 江戸時代 戦前 現代

620回

51分
■

29分
■

22分
■

22分
■

11分
■

在宅歯科医療連携室または口腔管理推進
室は､久留米（080-7745-2697）､大牟田
（0944-88-8730）､八女筑後、朝倉、浮羽
（0943-76-9081）の各歯科医師会に設置。
（ ）内は専用電話



　

誤
嚥
性
肺
炎
は
、加
齢
に
と
も
な
う
肺
機
能

低
下
が
原
因
で
す
。加
齢
と
と
も
に
、横
隔
膜
、

肋
間
筋
な
ど
の
呼
吸
筋
力
が
低
下
し
、肺
自
体

の
弾
力
性
の
低
下
、気
管
支
粘
膜
上
皮
の
線
毛

運
動
の
阻
害
な
ど
に
よ
り
気
道
内
に
入
っ
た
異

物
を
排
出
し
に
く
く
な
る
た
め
で
す
。ま
た
、低

栄
養
や
免
疫
機
能
な
ど
の
低
下
も
か
か
わ
っ
て

い
ま
す
。さ
ら
に
、合
併
症
の
半
数
を
占
め
る
脳

血
管
障
害
や
、が
ん
や
フ
レ
イ
ル
な
ど
で
長
期
臥

床
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
方
に
多
く
発
症
し
ま
す
。

　

喉
頭
蓋
以
下
の
下
気
道
に
何
ら
か
の
機
序
で

誤
っ
て
異
物
が
侵
入
す
る
こ
と
を
誤
嚥
と
い
い

ま
す
。下
気
道
は
本
来
無
菌
状
態
で
す
が
、誤

嚥
に
よ
り
異
物
が
侵
入
す
る
際
、口
腔
内
に
常

在
す
る
細
菌
な
ど
も
同
時
に
下
気
道
に
入
り
込

み
ま
す
。侵
入
す
る
細
菌
が
少
な
け
れ
ば
、気
道

に
備
わ
っ
た
防
御
能
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
ま
す

が
、個
体
の
抵
抗
力
が
低
下
し
た
り
、侵
入
す
る

細
菌
の
量
が
多
い
場
合
に
は
、細
菌
の
増
殖
が

起
こ
り
、感
染
症
が
成
立
し
ま
す
。

　

誤
嚥
性
肺
炎
に
は
大
き
く
分
け
て
三
つ
の
種

類
が
あ
り
ま
す
。

　
一つ
目
は
、嘔
吐
の
際
に
吐
物
を
下
気
道
に
吸

引
し
た
後
に
生
じ
る
肺
炎
で
す
。吐
物
に
含
ま
れ

る
さ
ま
ざ
ま
な
物
質
が
気
道
に
侵
入
し
、強
い

変
化
を
惹
起
し
ま
す
。嘔
吐
の
量
が
多
い
と
、吐

物
に
含
ま
れ
る
胃
液
の
割
合
が
増
え
ま
す
。胃

液
は
強
い
酸
性
物
質
で
あ
り
、肺
胞
に
強
い
化
学

的
障
害
を
引
き
起
こ
し
、び
ま
ん
性
肺
胞
障
害

と
い
う
致
命
的
な
肺
病
変
の
原
因
と
な
り
ま
す
。

　

二
つ
目
は
食
べ
物
や
水
分
の
摂
取
時
に
明
ら

か
な
誤
嚥
が
認
め
ら
れ
る
人
に
生
じ
る
肺
炎
で

す
。食
事
時
に
観
察
す
る
と
、咳
嗽
や
咽
せ
な

ど
、食
べ
物
の
気
道
へ
の
侵
入
を
示
唆
す
る
所
見

を
認
め
ま
す
。固
形
物
よ
り
も
液
体
の
摂
取
で

誤
嚥
が
生
じ
易
い
こ
と
を
踏
ま
え
て
観
察
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。神
経
疾
患
な
ど
が
基
礎
に

あ
る
と
、咳
嗽
反
射
が
起
こ
り
に
く
く
な
っ
て
い

る
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、そ
の
際
は
嚥
下
前
後

で
下
気
道
の
聴
診
を
行
う
こ
と
で
、誤
嚥
の
存

在
が
確
認
で
き
ま
す
。こ
の
よ
う
な
誤
嚥
を
顕

性
誤
嚥
と
い
い
ま
す
。顕
性
誤
嚥
を
有
す
る
人
で

は
、高
頻
度
に
口
腔
内
の
雑
菌
が
気
道
内
に
侵

入
し
ま
す
の
で
、頻
繁
に
発
熱
や
肺
炎
の
反
復

を
認
め
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

三
つ
目
は
不
顕
性
誤
嚥
に
と
も
な
う
肺
炎
で

す
。飲
食
時
に
明
確
な
誤
嚥
を
認
め
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、下
咽
頭
に
少
量
の
残
留
物
が

あ
り
、そ
れ
が
徐
々
に
下
気
道
に
侵
入
し
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
状
況
が
あ
る
と
、体
力
低
下
な
ど

で
気
道
の
防
御
力
が
低
下
し
た
際
に
誤
嚥
性
肺

炎
が
生
じ
易
く
な
り
ま
す
。ま
た
、睡
眠
時
に
唾

液
が
下
気
道
に
浸
入
す
る
こ
と
で
も
、不
顕
性

誤
嚥
に
よ
る
肺
炎
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

誤
嚥
性
肺
炎
の
症
状
と
し
て
大
切
な
の
は
、

発
熱
、咳
嗽
、濃
い
喀
痰
、全
身
倦
怠
感
、胸
痛

な
ど
で
す
。高
齢
の
人
で
は
、発
熱
な
ど
の
典
型

的
な
症
状
が
出
に
く
く
、「
な
ん
と
な
く
だ
る
い
」

「
い
つ
も
に
比
べ
て
元
気
が
な
い
」だ
け
の
こ
と
も

あ
り
ま
す
の
で
、注
意
が
必
要
で
す
。誤
嚥
性
肺

炎
に
は
胸
膜
の
炎
症
を
合
併
す
る
こ
と
が
多

く
、し
ば
し
ば
呼
吸
運
動
で
増
強
す
る
胸
痛
を

認
め
ま
す
。

　

顕
性
誤
嚥
で
あ
れ
、不
顕
性
誤
嚥
で
あ
れ
、口

腔
内
細
菌
の
気
道
へ
の
侵
入
は
反
復
し
て
生
じ

ま
す
。人
の
体
は
咳
嗽
反
射
、気
道
の
線
毛
運

動
、白
血
球
に
よ
る
殺
菌
な
ど
の
防
御
能
力
を

用
い
て
、細
菌
の
増
殖
を
防
ぐ
努
力
を
し
ま
す

が
、何
ら
か
の
原
因
で
防
御
機
能
が
破
綻
す
る
と

細
菌
の
異
常
増
殖
が
生
じ
肺
炎
が
生
じ
ま
す
。一

度
誤
嚥
性
肺
炎
を
発
症
し
た
人
は
、既
に
気
道

の
防
御
能
が
破
綻
し
て
い
る
こ
と
が
多
く
、誤
嚥

性
肺
炎
が
繰
り
返
し
て
生
じ
易
く
な
り
ま
す
。

　

細
菌
性
肺
炎
の
診
断
は
、末
梢
血
白
血
球
と

胸
部
X
線
写
真
に
お
け
る
肺
野
浸
潤
影
の
確

認
で
比
較
的
容
易
で
す
が
、時
に
は
胸
部
C
T

が
必
要
と
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。肺
炎
治
療

で
抗
菌
薬
を
選
択
す
る
場
合
、ど
の
よ
う
な
種

類
の
細
菌
が
肺
炎
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
の
か

が
重
要
で
す
。誤
嚥
性
肺
炎
で
は
、口
腔
内
常

在
細
菌
、特
に
ミ
レ
リ
群
溶
血
連
鎖
球
菌
が
し

ば
し
ば
原
因
と
な
り
ま
す
。

　

誤
嚥
性
肺
炎
を
考
え
る
場
合
に
最
も
重
要

な
の
は
、嚥
下
能
力
の
評
価
で
す
。顕
性
誤
嚥

が
あ
る
場
合
に
は
食
事
時
の
観
察
で
あ
る
程
度

の
推
測
が
で
き
ま
す
が
、不
顕
性
誤
嚥
が
原
因

で
あ
る
こ
と
も
多
く
、ま
た
顕
性
誤
嚥
で
あ
っ

て
も
以
降
の
食
事
対
策
の
こ
と
を
考
え
る
と
、

正
確
な
評
価
が
必
要
で
す
。こ
の
よ
う
な
時
に

は
、嚥
下
内
視
鏡
や
嚥
下
造
影
に
よ
る
嚥
下
機

能
評
価
が
重
要
と
な
り
ま
す
。嚥
下
評
価
を
行

う
こ
と
に
よ
っ
て
、ど
の
程
度
の
嚥
下
能
力
が

あ
る
の
か
、即
ち
ど
の
形
態
の
食
物
を
ど
の
よ

う
に
摂
取
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
を
、評
価

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。嚥
下
機
能
の
評
価
や

訓
練
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
の
が
、言
語
聴

覚
士（
S
T：Speech Therapist

）で
す
。

　

肺
炎
の
治
療
は
、急
性
期
と
慢
性
期
に
あ
わ

せ
て
行
わ
れ
ま
す
。急
性
期
は
抗
菌
薬
に
よ
る

治
療
が
主
体
で
す
。主
た
る
起
炎
菌
で
あ
る
ミ

レ
リ
群
溶
血
連
鎖
球
菌
に
は
抗
菌
薬
が
良
く

効
き
ま
す
。充
分
量
の
ペ
ニ
シ
リ
ン
系
抗
菌
薬

を
投
与
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。誤
嚥
性
肺
炎

が
反
復
し
、高
頻
度
で
抗
菌
薬
を
使
用
す
る

と
、抗
菌
薬
に
感
受
性
が
低
い
黄
色
ブ
ド
ウ
球

菌
や
緑
膿
菌
な
ど
に
菌
交
代
が
生
じ
ま
す
。そ

う
な
る
と
さ
ら
に
肺
炎
が
反
復
し
、衰
弱
、死

亡
に
至
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

誤
嚥
性
肺
炎
は
、反
復
し
慢
性
化
す
る
こ
と

が
多
い
の
で
、そ
の
予
防
を
す
る
こ
と
が
重
要

で
す
。こ
の
た
め
に
は
前
述
の
嚥
下
機
能
評
価

が
大
切
な
役
割
を
果
た
し
ま
す
。

　

第
一
に
行
う
べ
き
こ
と
は
、食
事
の
適
正
化

で
す
。嚥
下
機
能
評
価
の
結
果
を
踏
ま
え
、軟

菜
や
刻
み
食
な
ど
の
よ
う
に
摂
取
で
き
る
食
事

の
形
態
を
決
定
し
ま
す
。水
分
は
特
に
誤
嚥
し

や
す
い
た
め
、ど
の
程
度
の
と
ろ
み
を
付
加
す

る
の
か
決
め
る
こ
と
も
必
須
で
す
。誤
嚥
の
起

こ
り
易
さ
は
、食
事
時
の
姿
勢
や
食
器
の
選
択

に
よ
っ
て
も
左
右
さ
れ
ま
す
の
で
、言
語
聴
覚

士
な
ど
と
よ
く
相
談
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

次
に
行
う
べ
き
こ
と
は
、口
腔
内
の
保
清
で

す
。歯
科
医
師
と
相
談
し
て
、個
々
の
状
態
に

合
わ
せ
た
管
理
法
を
確
認
し
ま
す
。さ
ら
に
、

誤
嚥
性
肺
炎
を
生
じ
た
患
者
さ
ん
で
は
、機
能

回
復
訓
練（
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
）が
行
わ
れ

ま
す
。嚥
下
能
力
向
上
の
た
め
の
S
T
に
よ
る

訓
練
と
気
道
の
保
清
能
力
向
上
を
目
指
し
た

理
学
療
法
士（
P
T
）に
よ
る
呼
吸
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
ま
す
。前
者
は
時
間
が
か
か

り
、回
復
に
も
限
界
が
あ
る
こ
と
か
ら
、後
者

を
用
い
て
日
常
生
活
で
の
活
動
量
向
上
を
図

る
こ
と
が
重
要
視
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
C
O
P
D（
慢
性
閉
塞
性
肺
疾
患
：Chronic 

Obstructive Pulm
onary Disease

）は
、喫
煙
歴

の
あ
る
高
齢
者
に
多
い
肺
疾
患
で
、慢
性
の
咳
・

痰
・
息
切
れ
が
主
な
症
状
で
す
。

　

呼
吸
機
能
検
査（
ス
パ
イ
ロ
メ
ト
リ
ー
）を
用

い
た
2
0
0
0
年
の
大
規
模
疫
学
調
査（NICE 

study

）で
は
、40
歳
以
上
の
10.9
％
で
気
流
閉
塞

が
認
め
ら
れ
、少
な
く
見
積
も
っ
て
も
8.6
％（
約

5
3
0
万
人
）の
日
本
人
に
C
O
P
D
の
可
能

性
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。

　

注
目
す
べ
き
は
、こ
の
中
の
わ
ず
か
10
％
し

か
診
断
さ
れ
て
お
ら
ず
、推
定
患
者
の
わ
ず
か

5
％
の
17
万
人
程
度
し
か
治
療
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
。つ
ま
り
、未
診
断
や
未
治
療
の
C
O
P
D
患

者
が
多
数
い
ま
す
。肺
炎
や
誤
嚥
性
肺
炎
な
ど

の
呼
吸
器
系
の
疾
患
に
よ
る
死
亡
者
に

C
O
P
D
患
者
が
含
ま
れ
て
い
そ
う
で
す
。高
齢

者
、と
り
わ
け
団
塊
世
代
は
喫
煙
者
や
喫
煙

歴
の
あ
る
方
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。

　

健
康
増
進
法
に
基
づ
き
2
0
1
3
年
に
ス
タ
ー

ト
し
た「
健
康
日
本
21（
第
二
次
）」に
お
い
て
、

C
O
P
D
は
、が
ん
、循
環
器
疾
患
、糖
尿
病
に

並
ぶ
主
要
な
取
り
組
み
疾
患
に
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、C
O
P
D
の
認
知
度
は
、目
標
の
80
％

に
ほ
ど
遠
い
30
％
程
度
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
。

日
本
人
の
大
半
が
C
O
P
D
を
知
ら
な
い
の
が
現

実
で
す
。日
本
で
は
、中
高
年（
40
歳
以
上
）、と

り
わ
け
高
齢
の
喫
煙
者
や
過
去
の
喫
煙
者
に
発

症
す
る
呼
吸
器
疾
患
と
考
え
て
く
だ
さ
い
。

　
C
O
P
D
患
者
の
20
〜
40
％
に
気
管
支
喘
息

を
合
併
し
ま
す
。こ
れ
を
喘
息
と
C
O
P
D
の

オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ（
A
C
O : Asthm

a and COPD 

O
verlap

）と
呼
ん
で
い
ま
す
。C
O
P
D
に
は
予

後
の
悪
い
肺
線
維
症
、肺
が
ん
や
肺
高
血
圧
症

が
高
率
に
合
併
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
C
O
P
D
を
疑
う
べ
き
主
な
症
状
は
、慢
性
の

咳
・
痰
・
息
切
れ
で
す
。早
期
で
は
症
状
が
あ
ま

り
な
い
こ
と
が
多
い
で
す
。慢
性
の
咳
・
痰
が
先

行
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

息
切
れ
は
、閉
塞
性
障
害
が
軽
度
の
場
合
は

労
作
時（
動
い
た
と
き
）の
み
に
認
め
、中
等
症

（
Ⅱ
期
）以
上
に
な
る
と
体
動
時
の
息
切
れ
、胸

部
苦
、喘
鳴（
呼
吸
の
際
、ヒ
ュ
ー
ヒ
ュ
ー
、ゼ
ー

ゼ
ー
な
ど
と
音
が
す
る
こ
と
）を
自
覚
し
医
療

機
関
を
受
診
す
る
こ
と
が
多
く
な
り
ま
す
。喘

鳴
は
、前
述
の
A
C
O
、重
症
患
者
、増
悪
時
に

認
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
。病
状
が
進
行

（
Ⅲ
、Ⅳ
期
）す
る
と
、呼
吸
困
難
は
持
続
・
悪
化

し
、体
重
減
少
や
口
唇
、指
先
の
チ
アノ
ー
ゼ
な

ど
の
症
状
も
見
ら
れ
ま
す
。最
重
症
で
は
酸
素

が
必
要
に
な
り
、死
に
至
り
ま
す
。

　
C
O
P
D
の
診
断
の
た
め
に
必
要
な
検
査
と
し

て
は
、① 

問
診
や
診
察
、と
く
に
喫
煙
歴
や
職
業

歴
の
聴
取 

②
呼
吸
機
能
検
査 

③
画
像
検
査
|

が
主
に
挙
げ
ら
れ
ま
す
。こ
の
う
ち
呼
吸
機
能
検

査
は
、C
O
P
D
の
診
断
お
よ
び
病
期
分
類
の
た

め
最
も
重
要
で
す
。呼
吸
機
能
検
査
で
は「
肺
年

齢
」が
算
出
さ
れ
る
機
械
が
あ
り
ま
す
。相
澤
久

道
先
生（
前
久
留
米
大
学
内
科
学
第
一
講
座
教
授
）

と
工
藤
翔
二
先
生（
久
留
米
大
学
客
員
教
授
、

日
本
医
科
大
学
名
誉
教
授
）が
提
唱
し
た「
肺
年

齢
」は
C
O
P
D
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
に
広
く
使
わ

れ
て
い
ま
す
。「
肺
年
齢
」が
実
年
齢
よ
り
10
歳
多

い
な
ら
精
密
検
査
し
た
方
が
良
い
で
し
ょ
う
。

　

若
年
性
最
重
症
C
O
P
D
は
、不
可
逆
性
肺

障
害
の
た
め
肺
移
植
な
ど
の
外
科
的
治
療
の
適

応
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。外
科
的
治
療
選

択
の
前
に
、早
期
診
断
、疾
患
進
行
予
防
、適
切

な
治
療
選
択
が
望
ま
れ
ま
す
。

　
C
O
P
D
発
症
防
止
と
治
療
に
は
、禁
煙
が

最
も
重
要
で
す
。新
し
い
治
療
薬
、例
え
ば
吸
入

ス
テ
ロ
イ
ド（
I
S
C
）、長
期
作
動
性
抗
コ
リ

ン
薬（
L
A
M
A
）と
長
期
作
動
性
β
2
刺
激
薬

（
L
A
B
A
）の
3
剤
の
合
剤
が
で
き
て
い
ま
す
。以

前
と
比
べ
C
O
P
D
の
治
療
・
管
理
環
境
は
良
く

な
っ
て
き
ま
し
た
。喫
煙
歴
の
あ
る
方
は
ぜ
ひ
、か

か
り
つ
け
医
や
呼
吸
器
内
科
医
に
相
談
く
だ
さ
い
。
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高齢者に多い呼吸器の病気。
病気【誤嚥性肺炎 / COPD】

　「人生100年時代」といわれ、65歳以上の高齢者が総人口の3割に迫るなか、増え続けている肺
炎患者の約70％は75歳以上であり、70歳以上の入院症例の70％以上は誤嚥を原因としています。
また、喫煙を起因とし高齢者に多いCOPD（慢性閉塞性肺疾患）は、わが国の死因の８位、世界の３位
を占めています。誤嚥性肺炎について高木病院の林真一郎医師（病院長特別顧問、呼吸器センター
長）に、COPDについて久留米大学医学部の星野友昭主任教授と川山智隆教授、木下隆外来医長
（いずれも呼吸器内科グループ）に伺いました。

高
木
病
院 

病
院
長
特
別
顧
問

呼
吸
器
セ
ン
タ
ー
長　

林 

真
一
郎 

（
は
や
し 

し
ん
い
ち
ろ
う
）

1
9
8
1
年
九
州
大
学
医
学
部
卒
。医
学
博
士
。国
際
医
療

福
祉
大
学
医
学
部
教
授
、大
川
看
護
福
祉
専
門
学
校
校
長
、

佐
賀
大
学
医
学
部
呼
吸
器
内
科
臨
床
教
授
。前
高
木
病
院
病

院
長
、元
佐
賀
大
学
医
学
部
呼
吸
器
内
科
准
教
授
。日
本
呼

吸
器
学
会
認
定
指
導
医
・
呼
吸
器
専
門
医
。

ど
う
し
て

高
齢
者
に
多
い
の
で
す
か

ど
の
よ
う
に

発
症
す
る
の
で
す
か

ど
ん
な
種
類
が

あ
り
ま
す
か

長
期
の
管
理
が

必
要
と
聞
き
ま
す
が

ど
ん
な
症
状
が

あ
り
ま
す
か

ど
の
よ
う
に

診
断
す
る
の
で
す
か

治
療
は

ど
の
よ
う
に
行
う
の
で
す
か

誤
嚥
性
肺
炎

TERAMOTO, S,.et al.: J. Am. Geriatr. Soc. 56:577～579, 2008

図表1  肺炎入院患者の年代別誤嚥性肺炎の割合
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誤
嚥
性
肺
炎
は
、加
齢
に
と
も
な
う
肺
機
能

低
下
が
原
因
で
す
。加
齢
と
と
も
に
、横
隔
膜
、

肋
間
筋
な
ど
の
呼
吸
筋
力
が
低
下
し
、肺
自
体

の
弾
力
性
の
低
下
、気
管
支
粘
膜
上
皮
の
線
毛

運
動
の
阻
害
な
ど
に
よ
り
気
道
内
に
入
っ
た
異

物
を
排
出
し
に
く
く
な
る
た
め
で
す
。ま
た
、低

栄
養
や
免
疫
機
能
な
ど
の
低
下
も
か
か
わ
っ
て

い
ま
す
。さ
ら
に
、合
併
症
の
半
数
を
占
め
る
脳

血
管
障
害
や
、が
ん
や
フ
レ
イ
ル
な
ど
で
長
期
臥

床
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
方
に
多
く
発
症
し
ま
す
。

　

喉
頭
蓋
以
下
の
下
気
道
に
何
ら
か
の
機
序
で

誤
っ
て
異
物
が
侵
入
す
る
こ
と
を
誤
嚥
と
い
い

ま
す
。下
気
道
は
本
来
無
菌
状
態
で
す
が
、誤

嚥
に
よ
り
異
物
が
侵
入
す
る
際
、口
腔
内
に
常

在
す
る
細
菌
な
ど
も
同
時
に
下
気
道
に
入
り
込

み
ま
す
。侵
入
す
る
細
菌
が
少
な
け
れ
ば
、気
道

に
備
わ
っ
た
防
御
能
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
ま
す

が
、個
体
の
抵
抗
力
が
低
下
し
た
り
、侵
入
す
る

細
菌
の
量
が
多
い
場
合
に
は
、細
菌
の
増
殖
が

起
こ
り
、感
染
症
が
成
立
し
ま
す
。

　

誤
嚥
性
肺
炎
に
は
大
き
く
分
け
て
三
つ
の
種

類
が
あ
り
ま
す
。

　
一つ
目
は
、嘔
吐
の
際
に
吐
物
を
下
気
道
に
吸

引
し
た
後
に
生
じ
る
肺
炎
で
す
。吐
物
に
含
ま
れ

る
さ
ま
ざ
ま
な
物
質
が
気
道
に
侵
入
し
、強
い

変
化
を
惹
起
し
ま
す
。嘔
吐
の
量
が
多
い
と
、吐

物
に
含
ま
れ
る
胃
液
の
割
合
が
増
え
ま
す
。胃

液
は
強
い
酸
性
物
質
で
あ
り
、肺
胞
に
強
い
化
学

的
障
害
を
引
き
起
こ
し
、び
ま
ん
性
肺
胞
障
害

と
い
う
致
命
的
な
肺
病
変
の
原
因
と
な
り
ま
す
。

　

二
つ
目
は
食
べ
物
や
水
分
の
摂
取
時
に
明
ら

か
な
誤
嚥
が
認
め
ら
れ
る
人
に
生
じ
る
肺
炎
で

す
。食
事
時
に
観
察
す
る
と
、咳
嗽
や
咽
せ
な

ど
、食
べ
物
の
気
道
へ
の
侵
入
を
示
唆
す
る
所
見

を
認
め
ま
す
。固
形
物
よ
り
も
液
体
の
摂
取
で

誤
嚥
が
生
じ
易
い
こ
と
を
踏
ま
え
て
観
察
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。神
経
疾
患
な
ど
が
基
礎
に

あ
る
と
、咳
嗽
反
射
が
起
こ
り
に
く
く
な
っ
て
い

る
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、そ
の
際
は
嚥
下
前
後

で
下
気
道
の
聴
診
を
行
う
こ
と
で
、誤
嚥
の
存

在
が
確
認
で
き
ま
す
。こ
の
よ
う
な
誤
嚥
を
顕

性
誤
嚥
と
い
い
ま
す
。顕
性
誤
嚥
を
有
す
る
人
で

は
、高
頻
度
に
口
腔
内
の
雑
菌
が
気
道
内
に
侵

入
し
ま
す
の
で
、頻
繁
に
発
熱
や
肺
炎
の
反
復

を
認
め
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

三
つ
目
は
不
顕
性
誤
嚥
に
と
も
な
う
肺
炎
で

す
。飲
食
時
に
明
確
な
誤
嚥
を
認
め
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、下
咽
頭
に
少
量
の
残
留
物
が

あ
り
、そ
れ
が
徐
々
に
下
気
道
に
侵
入
し
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
状
況
が
あ
る
と
、体
力
低
下
な
ど

で
気
道
の
防
御
力
が
低
下
し
た
際
に
誤
嚥
性
肺

炎
が
生
じ
易
く
な
り
ま
す
。ま
た
、睡
眠
時
に
唾

液
が
下
気
道
に
浸
入
す
る
こ
と
で
も
、不
顕
性

誤
嚥
に
よ
る
肺
炎
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

誤
嚥
性
肺
炎
の
症
状
と
し
て
大
切
な
の
は
、

発
熱
、咳
嗽
、濃
い
喀
痰
、全
身
倦
怠
感
、胸
痛

な
ど
で
す
。高
齢
の
人
で
は
、発
熱
な
ど
の
典
型

的
な
症
状
が
出
に
く
く
、「
な
ん
と
な
く
だ
る
い
」

「
い
つ
も
に
比
べ
て
元
気
が
な
い
」だ
け
の
こ
と
も

あ
り
ま
す
の
で
、注
意
が
必
要
で
す
。誤
嚥
性
肺

炎
に
は
胸
膜
の
炎
症
を
合
併
す
る
こ
と
が
多

く
、し
ば
し
ば
呼
吸
運
動
で
増
強
す
る
胸
痛
を

認
め
ま
す
。

　

顕
性
誤
嚥
で
あ
れ
、不
顕
性
誤
嚥
で
あ
れ
、口

腔
内
細
菌
の
気
道
へ
の
侵
入
は
反
復
し
て
生
じ

ま
す
。人
の
体
は
咳
嗽
反
射
、気
道
の
線
毛
運

動
、白
血
球
に
よ
る
殺
菌
な
ど
の
防
御
能
力
を

用
い
て
、細
菌
の
増
殖
を
防
ぐ
努
力
を
し
ま
す

が
、何
ら
か
の
原
因
で
防
御
機
能
が
破
綻
す
る
と

細
菌
の
異
常
増
殖
が
生
じ
肺
炎
が
生
じ
ま
す
。一

度
誤
嚥
性
肺
炎
を
発
症
し
た
人
は
、既
に
気
道

の
防
御
能
が
破
綻
し
て
い
る
こ
と
が
多
く
、誤
嚥

性
肺
炎
が
繰
り
返
し
て
生
じ
易
く
な
り
ま
す
。

　

細
菌
性
肺
炎
の
診
断
は
、末
梢
血
白
血
球
と

胸
部
X
線
写
真
に
お
け
る
肺
野
浸
潤
影
の
確

認
で
比
較
的
容
易
で
す
が
、時
に
は
胸
部
C
T

が
必
要
と
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。肺
炎
治
療

で
抗
菌
薬
を
選
択
す
る
場
合
、ど
の
よ
う
な
種

類
の
細
菌
が
肺
炎
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
の
か

が
重
要
で
す
。誤
嚥
性
肺
炎
で
は
、口
腔
内
常

在
細
菌
、特
に
ミ
レ
リ
群
溶
血
連
鎖
球
菌
が
し

ば
し
ば
原
因
と
な
り
ま
す
。

　

誤
嚥
性
肺
炎
を
考
え
る
場
合
に
最
も
重
要

な
の
は
、嚥
下
能
力
の
評
価
で
す
。顕
性
誤
嚥

が
あ
る
場
合
に
は
食
事
時
の
観
察
で
あ
る
程
度

の
推
測
が
で
き
ま
す
が
、不
顕
性
誤
嚥
が
原
因

で
あ
る
こ
と
も
多
く
、ま
た
顕
性
誤
嚥
で
あ
っ

て
も
以
降
の
食
事
対
策
の
こ
と
を
考
え
る
と
、

正
確
な
評
価
が
必
要
で
す
。こ
の
よ
う
な
時
に

は
、嚥
下
内
視
鏡
や
嚥
下
造
影
に
よ
る
嚥
下
機

能
評
価
が
重
要
と
な
り
ま
す
。嚥
下
評
価
を
行

う
こ
と
に
よ
っ
て
、ど
の
程
度
の
嚥
下
能
力
が

あ
る
の
か
、即
ち
ど
の
形
態
の
食
物
を
ど
の
よ

う
に
摂
取
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
を
、評
価

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。嚥
下
機
能
の
評
価
や

訓
練
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
の
が
、言
語
聴

覚
士（
S
T：Speech Therapist

）で
す
。

　

肺
炎
の
治
療
は
、急
性
期
と
慢
性
期
に
あ
わ

せ
て
行
わ
れ
ま
す
。急
性
期
は
抗
菌
薬
に
よ
る

治
療
が
主
体
で
す
。主
た
る
起
炎
菌
で
あ
る
ミ

レ
リ
群
溶
血
連
鎖
球
菌
に
は
抗
菌
薬
が
良
く

効
き
ま
す
。充
分
量
の
ペ
ニ
シ
リ
ン
系
抗
菌
薬

を
投
与
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。誤
嚥
性
肺
炎

が
反
復
し
、高
頻
度
で
抗
菌
薬
を
使
用
す
る

と
、抗
菌
薬
に
感
受
性
が
低
い
黄
色
ブ
ド
ウ
球

菌
や
緑
膿
菌
な
ど
に
菌
交
代
が
生
じ
ま
す
。そ

う
な
る
と
さ
ら
に
肺
炎
が
反
復
し
、衰
弱
、死

亡
に
至
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

誤
嚥
性
肺
炎
は
、反
復
し
慢
性
化
す
る
こ
と

が
多
い
の
で
、そ
の
予
防
を
す
る
こ
と
が
重
要

で
す
。こ
の
た
め
に
は
前
述
の
嚥
下
機
能
評
価

が
大
切
な
役
割
を
果
た
し
ま
す
。

　

第
一
に
行
う
べ
き
こ
と
は
、食
事
の
適
正
化

で
す
。嚥
下
機
能
評
価
の
結
果
を
踏
ま
え
、軟

菜
や
刻
み
食
な
ど
の
よ
う
に
摂
取
で
き
る
食
事

の
形
態
を
決
定
し
ま
す
。水
分
は
特
に
誤
嚥
し

や
す
い
た
め
、ど
の
程
度
の
と
ろ
み
を
付
加
す

る
の
か
決
め
る
こ
と
も
必
須
で
す
。誤
嚥
の
起

こ
り
易
さ
は
、食
事
時
の
姿
勢
や
食
器
の
選
択

に
よ
っ
て
も
左
右
さ
れ
ま
す
の
で
、言
語
聴
覚

士
な
ど
と
よ
く
相
談
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

次
に
行
う
べ
き
こ
と
は
、口
腔
内
の
保
清
で

す
。歯
科
医
師
と
相
談
し
て
、個
々
の
状
態
に

合
わ
せ
た
管
理
法
を
確
認
し
ま
す
。さ
ら
に
、

誤
嚥
性
肺
炎
を
生
じ
た
患
者
さ
ん
で
は
、機
能

回
復
訓
練（
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
）が
行
わ
れ

ま
す
。嚥
下
能
力
向
上
の
た
め
の
S
T
に
よ
る

訓
練
と
気
道
の
保
清
能
力
向
上
を
目
指
し
た

理
学
療
法
士（
P
T
）に
よ
る
呼
吸
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
ま
す
。前
者
は
時
間
が
か
か

り
、回
復
に
も
限
界
が
あ
る
こ
と
か
ら
、後
者

を
用
い
て
日
常
生
活
で
の
活
動
量
向
上
を
図

る
こ
と
が
重
要
視
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
C
O
P
D（
慢
性
閉
塞
性
肺
疾
患
：Chronic 

Obstructive Pulm
onary Disease

）は
、喫
煙
歴

の
あ
る
高
齢
者
に
多
い
肺
疾
患
で
、慢
性
の
咳
・

痰
・
息
切
れ
が
主
な
症
状
で
す
。

　

呼
吸
機
能
検
査（
ス
パ
イ
ロ
メ
ト
リ
ー
）を
用

い
た
2
0
0
0
年
の
大
規
模
疫
学
調
査（NICE 

study

）で
は
、40
歳
以
上
の
10.9
％
で
気
流
閉
塞

が
認
め
ら
れ
、少
な
く
見
積
も
っ
て
も
8.6
％（
約

5
3
0
万
人
）の
日
本
人
に
C
O
P
D
の
可
能

性
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。

　

注
目
す
べ
き
は
、こ
の
中
の
わ
ず
か
10
％
し

か
診
断
さ
れ
て
お
ら
ず
、推
定
患
者
の
わ
ず
か

5
％
の
17
万
人
程
度
し
か
治
療
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
。つ
ま
り
、未
診
断
や
未
治
療
の
C
O
P
D
患

者
が
多
数
い
ま
す
。肺
炎
や
誤
嚥
性
肺
炎
な
ど

の
呼
吸
器
系
の
疾
患
に
よ
る
死
亡
者
に

C
O
P
D
患
者
が
含
ま
れ
て
い
そ
う
で
す
。高
齢

者
、と
り
わ
け
団
塊
世
代
は
喫
煙
者
や
喫
煙

歴
の
あ
る
方
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。

　

健
康
増
進
法
に
基
づ
き
2
0
1
3
年
に
ス
タ
ー

ト
し
た「
健
康
日
本
21（
第
二
次
）」に
お
い
て
、

C
O
P
D
は
、が
ん
、循
環
器
疾
患
、糖
尿
病
に

並
ぶ
主
要
な
取
り
組
み
疾
患
に
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、C
O
P
D
の
認
知
度
は
、目
標
の
80
％

に
ほ
ど
遠
い
30
％
程
度
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
。

日
本
人
の
大
半
が
C
O
P
D
を
知
ら
な
い
の
が
現

実
で
す
。日
本
で
は
、中
高
年（
40
歳
以
上
）、と

り
わ
け
高
齢
の
喫
煙
者
や
過
去
の
喫
煙
者
に
発

症
す
る
呼
吸
器
疾
患
と
考
え
て
く
だ
さ
い
。

　
C
O
P
D
患
者
の
20
〜
40
％
に
気
管
支
喘
息

を
合
併
し
ま
す
。こ
れ
を
喘
息
と
C
O
P
D
の

オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ（
A
C
O : Asthm

a and COPD 

O
verlap

）と
呼
ん
で
い
ま
す
。C
O
P
D
に
は
予

後
の
悪
い
肺
線
維
症
、肺
が
ん
や
肺
高
血
圧
症

が
高
率
に
合
併
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
C
O
P
D
を
疑
う
べ
き
主
な
症
状
は
、慢
性
の

咳
・
痰
・
息
切
れ
で
す
。早
期
で
は
症
状
が
あ
ま

り
な
い
こ
と
が
多
い
で
す
。慢
性
の
咳
・
痰
が
先

行
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

息
切
れ
は
、閉
塞
性
障
害
が
軽
度
の
場
合
は

労
作
時（
動
い
た
と
き
）の
み
に
認
め
、中
等
症

（
Ⅱ
期
）以
上
に
な
る
と
体
動
時
の
息
切
れ
、胸

部
苦
、喘
鳴（
呼
吸
の
際
、ヒ
ュ
ー
ヒ
ュ
ー
、ゼ
ー

ゼ
ー
な
ど
と
音
が
す
る
こ
と
）を
自
覚
し
医
療

機
関
を
受
診
す
る
こ
と
が
多
く
な
り
ま
す
。喘

鳴
は
、前
述
の
A
C
O
、重
症
患
者
、増
悪
時
に

認
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
。病
状
が
進
行

（
Ⅲ
、Ⅳ
期
）す
る
と
、呼
吸
困
難
は
持
続
・
悪
化

し
、体
重
減
少
や
口
唇
、指
先
の
チ
アノ
ー
ゼ
な

ど
の
症
状
も
見
ら
れ
ま
す
。最
重
症
で
は
酸
素

が
必
要
に
な
り
、死
に
至
り
ま
す
。

　
C
O
P
D
の
診
断
の
た
め
に
必
要
な
検
査
と
し

て
は
、① 

問
診
や
診
察
、と
く
に
喫
煙
歴
や
職
業

歴
の
聴
取 

②
呼
吸
機
能
検
査 

③
画
像
検
査
|

が
主
に
挙
げ
ら
れ
ま
す
。こ
の
う
ち
呼
吸
機
能
検

査
は
、C
O
P
D
の
診
断
お
よ
び
病
期
分
類
の
た

め
最
も
重
要
で
す
。呼
吸
機
能
検
査
で
は「
肺
年

齢
」が
算
出
さ
れ
る
機
械
が
あ
り
ま
す
。相
澤
久

道
先
生（
前
久
留
米
大
学
内
科
学
第
一
講
座
教
授
）

と
工
藤
翔
二
先
生（
久
留
米
大
学
客
員
教
授
、

日
本
医
科
大
学
名
誉
教
授
）が
提
唱
し
た「
肺
年

齢
」は
C
O
P
D
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
に
広
く
使
わ

れ
て
い
ま
す
。「
肺
年
齢
」が
実
年
齢
よ
り
10
歳
多

い
な
ら
精
密
検
査
し
た
方
が
良
い
で
し
ょ
う
。

　

若
年
性
最
重
症
C
O
P
D
は
、不
可
逆
性
肺

障
害
の
た
め
肺
移
植
な
ど
の
外
科
的
治
療
の
適

応
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。外
科
的
治
療
選

択
の
前
に
、早
期
診
断
、疾
患
進
行
予
防
、適
切

な
治
療
選
択
が
望
ま
れ
ま
す
。

　
C
O
P
D
発
症
防
止
と
治
療
に
は
、禁
煙
が

最
も
重
要
で
す
。新
し
い
治
療
薬
、例
え
ば
吸
入

ス
テ
ロ
イ
ド（
I
S
C
）、長
期
作
動
性
抗
コ
リ

ン
薬（
L
A
M
A
）と
長
期
作
動
性
β
2
刺
激
薬

（
L
A
B
A
）の
3
剤
の
合
剤
が
で
き
て
い
ま
す
。以

前
と
比
べ
C
O
P
D
の
治
療
・
管
理
環
境
は
良
く

な
っ
て
き
ま
し
た
。喫
煙
歴
の
あ
る
方
は
ぜ
ひ
、か

か
り
つ
け
医
や
呼
吸
器
内
科
医
に
相
談
く
だ
さ
い
。

一覧は、日本呼吸器学会の専門医が所属する医療機関（2022年8月現在。掲載許可分のみ）。医療機関名末尾の（認）は同学会認定施設、（関）は同じく関連施設。 
▽複数の専門医が在籍する場合は、代表者名と専門医の人数を記載。認定施設の筑後市立病院は、専門医でなく呼吸器内科担当医を掲載。

呼吸器の病気でお困りではありませんか。下記の病院・診療所の専門医、お近くの標榜医にご相談ください。
〈 標榜医は、福岡県メディカルセンター「ふくおか医療情報ネット」や地域医師会サイトで検索できます 〉

図表3　日本呼吸器学会 呼吸器専門医が所属する病院・診療所一覧 〈 筑後・朝倉地域 〉

まつもと医院
みつい医院
医療法人 内科・小児科 西村医院
JCHO久留米総合病院　（認）
久留米大学病院　（認）
聖マリア病院　（認）
ツジ胃腸内科医院
新古賀病院　（認）
古賀病院21　（認）
秋吉内科
田中内科医院
医療法人 協和病院
ひやまクリニック呼吸器内科
医療法人社団高邦会 高木病院　（認）
社会保険大牟田天領病院　（認）
独立行政法人国立病院機構 大牟田病院　（認）
米の山病院　（関）
医療法人 完光会 今野病院
福岡県済生会 大牟田病院
朝倉医師会病院　（認）
古賀内科・呼吸器内科クリニック
今村循環器内科
医療法人合原会 合原医院
公立八女総合病院　（認）
医療法人 平井医院
筑後市立病院　（認）
医療法人聖峰会 田主丸中央病院　（認）
いけどう循環器内科医院
長田病院　（認）

松本　久美　
光井　　敬
西村　宗胤
北里　裕彦
星野　友昭
水田　佑一
辻　　奈奈
山田　一彦
宮川　洋介
秋吉　裕也
田中　泰之
植木　幸二
肥山淳一郎
林　真一郎
興梠　博次
川崎　雅之
江﨑　紀浩
税田　直樹
田尻　守拡
佐藤　留美
古賀　丈晴
今村　陽平
合原　るみ
上村　知子
平井　　良
冨岡　竜介
光武　良幸
池堂 ゆかり
木下　正治
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久留米市上津1-10-26

久留米市安武町安武本2927番地5

久留米市長門石4丁目4番6号

久留米市櫛原町21

久留米市旭町67番地

久留米市津福本町422

久留米市国分町1163-1

久留米市天神町120番地

久留米市宮ノ陣3丁目3番8号

久留米市六ツ門町7-43

久留米市北野町今山639-5

小郡市祇園2-1-10

小郡市大崎1020番地2

大川市大字酒見141-11

大牟田市天領町1丁目100番地

大牟田市大字橘1044の1

大牟田市大字歴木4番地の10

大牟田市末広町5-2

大牟田市大字田隈810

朝倉市来春422-1

朝倉市宮野1880-8

八女市黒木町本分931番地1

八女郡広川町大字長延608番地の2

八女市高塚540-2

筑後市大字和泉382番地

筑後市大字和泉917番地1

久留米市田主丸町益生田892

久留米市田主丸町殖木442番地の5

柳川市下宮永町523番地1
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0944-54-8482
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〈順不同・敬称略〉

09　　命を守り、命をつなぐ　第3号 命を守り、命をつなぐ　第3号　　08

禁
煙
は

健
康
に
とって
大
切
で
す
ね

ど
の
よ
う
に

診
断
す
る
の
で
す
か

治
療
は

ど
う
す
る
の
で
す
か

久
留
米
大
学
医
学
部
内
科
学
講
座

呼
吸
器
・
神
経
・
膠
原
病
内
科 

主
任
教
授　

星
野 

友
昭 

（
ほ
し
の 

と
も
あ
き
）

1
9
8
9
年
久
留
米
大
学
医
学
部
卒
。医
学
博
士
。1
9
9
4
年

久
留
米
大
学
医
学
部
助
手
、2
0
0
5
年
同
講
師
、2
0
1
0
年

同
准
教
授
、２
０
１
１
年
同
教
授
、2
0
1
4
年
同
主
任
教
授
。こ

の
間
、米
国
立
衛
生
研
究
所
留
学（
１
９
９
７
|
1
9
9
9
年
）。

日
本
呼
吸
器
学
会
認
定
指
導
医
・
呼
吸
器
専
門
医
。

C
O
P
D
は

ど
ん
な
病
気
で
す
か

C
O
P
D

医療機関 専門医 所在地 電話番号

久留米大学医学部呼吸器内科の（左から）川山智隆教授、星野友昭主任教授、木下隆外来医長

Fletocher C, BMJ. 1:1645, 1977

呼吸機能検査で1秒間に肺からはき出せる空気
の量（1秒量）は、加齢に伴い次第に低下する。
喫煙者は非喫煙者や禁煙者より早く低下する
が、禁煙により肺機能の低下は穏やかになる。

ぜ
い
め
い

図表2  加齢による呼吸器機能低下
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厚
生
労
働
省
の
最
近
の
統
計
で
は
、人
生
の

最
期
を
ど
こ
で
迎
え
た
い
か
と
い
う
問
い
に
対

し
て
、6
割
近
い
方
が
自
宅
を
望
み
、病
院
や

医
療
施
設
を
選
ぶ
方
は
3
割
以
下
で
し
た（
図

表
1
）。し
か
し
実
際
は
、1
9
7
0
年
代
ま
で

は
半
数
以
上
が
自
宅
で
亡
く
な
っ
て
い
る
の
に

対
し
て
、そ
の
後
は
診
療
所
や
病
院
で
の
死
亡

が
徐
々
に
増
え
、最
近
は
75
％
に
な
っ
て
い
ま

す（
図
表
2
）。

　

か
つ
て
の
70
年
代
以
前
の
在
宅
死
は
、亡
く

な
る
場
所
が
他
に
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も

あ
り「
家
」「
嫁
」が
過
大
な
介
護
を
担
う
、あ

る
い
は「
介
護
技
術
も
な
く
自
宅
で
亡
く
な
っ

て
い
く
」社
会
で
も
あ
り
ま
し
た
。そ
の
後
は
、

国
民
皆
保
険
の
創
設
、高
齢
者
医
療
の
無
料

化
、そ
し
て
老
人
福
祉
法
の
制
定
な
ど
が
医
療

機
関
で
の
死
亡
増
加
に
影
響
を
与
え
て
い
ま

す
。さ
ら
に
高
度
経
済
成
長
、核
家
族
化
の
促

進
、晩
婚
化
や
未
婚
率
の
増
加
、少
子
化
な
ど

の
社
会
構
造
の
変
化
が
在
宅
で
は
な
く
病
院

を
選
択
す
る
要
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

在
宅
医
療
と
聞
く
と
、ベ
ッ
ド
で
寝
た
き
り

の
方
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
方
が
多
い
と
思
い
ま
す

が
、車
い
す
で
移
動
で
き
る
方
や
、屋
外
は
難

し
く
て
も
部
屋
の
中
は
移
動
で
き
る
方
も
い
ま

す
。た
だ
、室
内
は
歩
け
て
も
日
常
生
活
に
支

障
が
あ
り
、か
つ
急
な
病
状
変
化
が
あ
り
そ
う

な
方
や
、進
行
し
た
が
ん
患
者
さ
ん
の
よ
う
に

近
い
将
来
に
身
体
機
能
が
著
し
く
低
下
す
る
こ

と
が
予
測
さ
れ
る
方
が
在
宅
医
療
の
対
象
と

な
り
ま
す
。

　

当
院
で
は
、2
0
2
1
年
度
に
1
2
0
人
ほ

ど
の
在
宅
患
者
さ
ん
の
紹
介
を
受
け
ま
し
た
。

そ
の
う
ち
自
宅
の
方
が
93
人
、施
設
に
入
所
さ

れ
て
い
る
方
が
27
人
で
し
た
。病
気
は
、末
期

が
ん
が
4
割
ほ
ど
、慢
性
心
疾
患
、慢
性
肺
疾

患
、脳
血
管
・
神
経
変
性
疾
患
、認
知
症
、そ

の
他
の
疾
患
が
そ
れ
ぞ
れ
1
割
程
度
で
し
た
。

平
均
年
齢
が
81
歳
と
高
齢
で
あ
る
た
め
、主
な

病
気
以
外
に
も
複
数
の
疾
患
を
患
っ
て
い
る
場

合
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。

　

訪
問
看
護
師
や
訪
問
介
護
士
が
本
人
の
状

態
観
察
、身
体
の
ケ
ア
や
生
活
介
助
を
行
い
、

当
院
は
全
身
状
態
の
評
価
・
疾
患
に
関
わ
る
内

服
薬
の
調
整
や
処
置
の
内
容
の
決
定
を
、定
期

的
な
訪
問
診
療
で
行
っ
て
い
ま
す
。中
に
は
、在

宅
酸
素
や
人
工
呼
吸
器
な
ど
の
医
療
機
器
の

管
理
を
行
っ
て
い
る
方
も
い
ま
す
。点
滴
も
可
能

で
す
の
で
、感
染
症
に
対
す
る
抗
生
剤
の
点
滴

治
療
も
で
き
ま
す
し
、水
分
や
栄
養
を
点
滴
で

補
い
な
が
ら
自
宅
生
活
を
続
け
る
こ
と
も
可
能

で
す
。他
に
は
、リ
ハ
ビ
リ
、薬
剤
師
、栄
養
士
、

歯
科
医
な
ど
が
か
か
わ
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

入
院
治
療
が
望
ま
し
い
時
は
、連
携
し
て
い

る
医
療
機
関
に
情
報
提
供
し
、治
療
を
引
き

継
い
で
い
ま
す
。主
に
診
て
い
る
疾
患
以
外
で
の

病
状
変
化
が
あ
り
ま
す
し
、そ
れ
も
昼
間
や
夜

間
、平
日
や
休
日
を
選
ば
ず
あ
り
え
る
た
め
、

当
院
で
は
い
つ
で
も
往
診
が
で
き
る
体
制
を

と
っ
て
い
ま
す
。本
人
だ
け
で
は
な
く
、介
護
す

る
家
族
も
、病
状
の
進
行
や
急
な
変
化
に
対
し

て
漠
然
と
し
た
不
安
を
持
っ
て
い
ま
す
。夜
間

や
休
日
で
も
相
談
が
で
き
て
必
要
時
に
往
診

を
受
け
ら
れ
る
環
境
は
、本
人
や
家
族
に
と
っ

て
安
心
し
た
生
活
に
つ
な
が
る
た
め
、在
宅
療

養
支
援
診
療
所
に
と
っ
て
24
時
間
の
往
診
体

制
は
必
須
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

慢
性
疾
患
の
方
で
病
状
変
化
の
た
め
年
に

2
、3
回
ほ
ど
入
退
院
を
繰
り
返
し
て
い
た
の

に
、当
院
が
在
宅
で
関
わ
り
管
理
を
す
る
よ
う

に
な
っ
て
か
ら
は
、1
年
以
上
入
院
せ
ず
に
在

宅
療
養
を
継
続
で
き
る
ケ
ー
ス
が
増
え
て
き
ま

し
た
。病
院
の
外
来
通
院
時
だ
け
の
診
療
と
違

い
、私
た
ち
の
よ
う
な
在
宅
診
療
医
が
生
活
の

中
で
診
て
い
く
こ
と
で
、住
み
慣
れ
た
環
境
で

よ
り
安
定
し
た
生
活
を
行
う
こ
と
が
可
能
で

あ
る
と
実
感
し
て
い
ま
す
。

　

高
齢
者
は
多
数
の
合
併
疾
患
を
患
っ
て
い
る

た
め
、予
期
せ
ぬ
病
状
変
化
が
あ
り
え
ま
す
。

改
善
が
期
待
で
き
る
急
変
時
の
病
院
搬
送
は

も
ち
ろ
ん
検
討
さ
れ
る
の
で
す
が
、場
合
に
よ
っ

て
は
救
命
す
ら
難
し
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。そ

の
た
め
、患
者
さ
ん
と
家
族
と
で
望
む
医
療
と

望
ま
な
い
医
療
と
を
話
し
合
っ
て
お
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。た
だ
、医
療
に
明
る
く
な
い
患
者

さ
ん
と
家
族
の
み
で
は
、医
療
や
ケ
ア
の
意
向

を
決
め
て
い
く
こ
と
は
難
し
い
で
し
ょ
う
。患
者

さ
ん
と
家
族
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
医
療
従
事

者
が
サ
ポ
ー
ト
し
、意
思
決
定
を
支
援
し
て
い

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
ア
ド
バ
ン
ス・
ケ
ア
・

プ
ラ
ン
ニ
ン
グ（
以
下
A
C
P
）と
い
い
ま
す
。厚

労
省
で
も
A
C
P
を「
人
生
会
議
」と
称
し
て
、

人
生
の
最
終
段
階
の
過
ご
し
方
つ
い
て
自
分
自

身
で
前
も
っ
て
考
え
、医
療
従
事
者
と
繰
り
返

し
話
し
合
っ
て
い
く
こ
と
を
促
し
て
い
ま
す（
図

表
3
）。な
お
、A
C
P
を
行
う
場
所
と
し
て
は
、

病
院
と
違
い
在
宅
と
い
う
生
活
の
場
の
方
が
患

者
さ
ん
と
家
族
の
緊
張
は
少
な
く
、A
C
P
を

繰
り
返
し
行
い
や
す
い
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。

　

家
族
の
み
な
ら
ず
医
療
従
事
者
も
、最
期
の

迎
え
方
を
本
人
に
尋
ね
る
の
は
非
常
に
精
神

的
に
負
担
を
感
じ
ま
す
。そ
の
た
め
、つ
い
つ
い

本
人
を
避
け
て
、医
療
従
事
者
と
家
族
の
み
で

医
療
や
ケ
ア
の
方
針
の
話
し
合
い
を
行
い
が
ち

で
す
。

　

し
か
し
、本
人
を
の
け
者
に
し
て
し
ま
う
と
、

病
状
が
変
化
し
た
時
に
説
明
し
た
内
容
と
実

際
の
状
態
に
不
一
致
が
生
じ
た
場
合
、う
ま
く

対
応
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。時
に
は
患

者
さ
ん
が
医
療
従
事
者
に
対
し
て
不
信
感
を

持
っ
た
り
、あ
る
い
は
家
族
に
対
し
て
負
の
感

情
を
持
っ
た
り
す
る
危
険
性
が
あ
り
ま
す
。ま

た
、家
族
同
士
で
も
考
え
方
や
価
値
観
が
違
う

の
で
、家
族
と
の
み
で
A
C
P
を
行
う
と
、家
族

間
に
亀
裂
が
生
じ
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

　

当
院
で
訪
問
診
療
を
し
て
い
た
90
代
の
脳

梗
塞
後
遺
症
の
女
性
と
同
居
の
長
男
夫
婦
は
、

病
状
変
化
時
に
病
院
搬
送
し
て
ま
で
の
積
極

的
な
医
療
介
入
は
希
望
し
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
。在
宅
医
療
で
で
き
る
範
囲
の
治
療
を
行
い
、

回
復
が
難
し
い
場
合
は
、症
状
を
や
わ
ら
げ
る

治
療
を
行
い
な
が
ら
、自
宅
で
最
期
を
静
か
に

迎
え
さ
せ
た
い
と
考
え
て
い
ま
し
た
。

　

別
に
住
ん
で
い
る
長
女
は
違
う
考
え
で
、病

状
変
化
時
は
病
院
に
搬
送
し
、積
極
的
な
医

療
介
入
を
し
て
、少
し
で
も
長
く
生
き
て
い
て

ほ
し
い
と
希
望
し
て
い
ま
し
た
。そ
の
た
め
、病

状
変
化
の
た
び
に
家
族
間
に
微
妙
な
緊
張
感

が
生
じ
て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、致
命
的
な
急
な
状
態
変
化
が
起
き

た
時
に
は
問
題
が
大
き
く
な
る
た
め
、長
男
夫

婦
と
長
女
と
も
に
同
席
の
上
で
、本
人
に
今
後

起
こ
り
え
る
病
状
変
化
に
つ
い
て
説
明
し
、本
人

に
医
療
に
対
す
る
意
向
を
、あ
え
て
家
族
の
前

で
話
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。本
人
は
自
然
な
経

過
で
逝
き
た
い
と
の
考
え
で
、延
命
を
目
的
と

し
た
医
療
介
入
は
希
望
し
な
い
と
は
っ
き
り
話

し
ま
し
た
。長
女
は
、本
人
の
医
療
に
対
す
る
意

向
を
直
接
聞
い
た
こ
と
で
、少
し
ず
つ
本
人
の
気

持
ち
に
寄
り
添
う
考
え
に
変
わ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、本
人
か
ら
医
療
や
ケ
ア
に
対

す
る
意
向
を
家
族
に
話
し
て
も
ら
う
こ
と
で
、

家
族
も
自
然
と
本
人
の
希
望
に
寄
り
添
う
方

向
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。そ
し
て
、想
定
し
て
い

な
い
こ
と
が
起
き
た
と
し
て
も
、本
人
の
考
え

や
大
切
に
し
て
い
る
こ
と
を
家
族
が
理
解
で
き

て
い
る
た
め
、大
き
な
混
乱
は
起
き
ず
に
済
み

ま
す
。ま
た
、本
人
を
抜
き
で
家
族
の
み
で
行

う
A
C
P
は
、時
に
家
族
に
と
っ
て
大
き
な
精

神
的
に
負
担
が
生
じ
る
選
択
を
求
め
る
こ
と
に

な
り
ま
す
の
で
、や
は
り
本
人
を
中
心
に

A
C
P
は
行
う
べ
き
だ
と
考
え
ま
す
。

　

が
ん
や
老
衰
、そ
の
他
の
疾
患
で
最
期
の
時

が
近
く
な
る
と
、飲
ん
だ
り
食
べ
た
り
す
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
り
、や
せ
て
き
ま
す
。そ
の
よ

う
な
身
体
状
況
で
は
、高
カ
ロ
リ
ー
の
点
滴
治

療
を
行
っ
て
も
身
体
が
受
け
付
け
ず
、全
身
の

む
く
み
や
痰
の
量
が
増
え
る
な
ど
、本
人
の
苦

痛
を
強
く
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
た
め
、点

滴
治
療
を
は
じ
め
不
必
要
な
医
療
介
入
を
差

し
控
え
た
り
中
止
し
た
り
し
ま
す
。

　
一
般
の
方
は
、医
療
の
差
し
控
え
や
中
止
に

対
し
て
抵
抗
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、適
切
な

時
期
に
本
人
に
は
不
必
要
な
医
療
を
行
わ
な

い
こ
と
で
、ほ
と
ん
ど
の
方
は
安
ら
か
な
最
期

を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。が
ん
末
期
の
方

や
一
部
の
疾
患
の
方
は
、苦
痛
を
和
ら
げ
る
薬

剤
の
投
与
が
最
後
ま
で
必
要
な
場
合
も
あ
り

ま
す
が
、そ
れ
ほ
ど
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。家

族
も
、自
宅
で
身
近
な
方
を
看
取
る
の
が
初
め

て
の
経
験
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、不
安
を
抱
え

て
い
ま
す
の
で
、家
族
の
精
神
面
の
ケ
ア
も
在

宅
医
療
の
必
要
な
役
割
で
す
。

　

在
宅
医
療
や
ケ
ア
に
関
わ
る
チ
ー
ム
が
24
時

間
サ
ポ
ー
ト
す
る
に
し
て
も
、家
族
の
介
護
が

す
べ
て
な
く
な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。核

家
族
化
が
進
み
、介
護
す
る
家
族
も
少
な
く

な
っ
た
こ
と
か
ら
、す
べ
て
の
方
が
自
宅
で
最
期

を
迎
え
る
こ
と
は
難
し
い
で
し
ょ
う
。し
か
し
、

自
宅
で
看
取
ら
ず
と
も
、で
き
る
限
り
自
宅
で

過
ご
せ
る
時
間
を
増
や
す
こ
と
は
可
能
と
思
い

ま
す
。そ
の
た
め
に
も
、A
C
P
で
知
り
え
た
本

人
の
医
療
や
ケ
ア
に
対
す
る
意
向
を
各
医
療

機
関
で
共
有
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

以
前
、自
宅
に
退
院
し
て
き
た
60
代
後
半
の

末
期
心
不
全
の
女
性
に
、訪
問
診
療
で
関
わ
っ

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。本
人
と
ご
主
人
と
と
も

に
A
C
P
を
進
め
、過
剰
な
医
療
の
介
入
は
行

わ
な
い
、い
わ
ゆ
る
自
然
死
を
望
ま
れ
、最
期

ま
で
自
宅
で
過
ご
す
方
針
と
な
り
ま
し
た
。た

だ
、本
人
は
寝
た
き
り
で
褥
瘡（
床
ず
れ
）も
生

じ
て
お
り
、介
護
だ
け
で
な
く
医
療
処
置
も
毎

日
必
要
な
状
態
で
し
た
。訪
問
看
護
で
日
々
の

医
療
処
置
や
ケ
ア
は
充
分
に
行
っ
て
い
ま
し
た

が
、介
護
す
る
の
は
ご
主
人
一
人
だ
け
で
、夜
間

の
オ
ム
ツ
交
換
な
ど
が
不
意
に
生
じ
た
り
し
ま

す
の
で
、在
宅
療
養
が
3
か
月
過
ぎ
た
あ
た
り

で
、ご
主
人
の
介
護
疲
労
が
ピ
ー
ク
と
な
り
ま

し
た
。ご
主
人
が
倒
れ
て
し
ま
っ
て
は
本
人
の

自
宅
で
の
生
活
自
体
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

本
人
と
ご
主
人
と
協
議
の
上
、一
時
的
に
入
院

を
し
て
も
ら
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
主
介
護
者
を
休
ま
せ
る
た
め
の

入
院
を「
レ
ス
パ
イ
ト
入
院
」と
い
い
ま
す
。レ
ス

パ
イ
ト
入
院
を
依
頼
し
た
先
は
、ご
主
人
が
希

望
す
る
病
院
で
し
た
が
、療
養
型
病
床
の
病
院

で
、救
急
病
院
の
よ
う
に
は
医
療
器
具
や
設
備

が
整
っ
て
い
る
病
院
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

通
常
で
あ
れ
ば
、療
養
型
病
床
の
病
院
が
重
度

の
末
期
心
不
全
の
患
者
を
受
け
入
れ
て
く
れ
る

こ
と
は
な
い
の
で
す
。し
か
し
、こ
の
方
の
よ
う

に
病
状
変
化
時
に
何
が
何
で
も
救
命
し
て
ほ
し

い
の
で
は
な
く
、延
命
の
た
め
の
治
療
は
行
わ

な
い
自
然
死
を
受
容
す
る
方
針
で
し
た
の
で
、

受
け
て
い
た
だ
け
ま
し
た
。そ
の
病
院
は
と
て

も
ゆ
っ
た
り
と
し
た
雰
囲
気
で
あ
る
こ
と
も
あ

り
、2
週
間
ほ
ど
で
し
た
が
、本
人
は
ゆ
っ
く
り

と
過
ご
せ
、入
院
中
に
入
浴
や
ス
ト
レ
ッ
チ
を

中
心
と
し
た
リ
ハ
ビ
リ
も
し
て
い
た
だ
き
、本

人
だ
け
で
は
な
く
ご
主
人
も
非
常
に
満
足
し
て

い
ま
し
た
。

　

こ
の
女
性
は
、退
院
し
て
自
宅
に
戻
り
2
週

間
ほ
ど
で
看
取
り
と
な
り
ま
し
た
が
、仮
に
レ

ス
パ
イ
ト
入
院
し
て
い
た
病
院
で
亡
く
な
っ
て
い

た
と
し
て
も
、本
人
も
ご
主
人
も
納
得
し
た
最

期
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。も
し
A
C
P
が
行
わ

れ
ず
、本
人
と
ご
主
人
の
医
療
に
対
す
る
意
向

が
分
か
っ
て
い
な
け
れ
ば
、入
院
中
は
急
変
さ

せ
な
い
よ
う
に
と
、入
浴
ど
こ
ろ
か
身
体
ケ
ア

も
積
極
的
に
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
し
、

そ
も
そ
も
入
院
も
受
け
て
も
ら
え
な
か
っ
た
と

思
い
ま
す
。レ
ス
パ
イ
ト
入
院
が
な
け
れ
ば
、ご

主
人
の
介
護
疲
労
の
た
め
在
宅
療
養
を
継
続

す
る
の
は
難
し
く
、こ
の
女
性
は
強
制
的
に
入

院
と
な
り
、入
院
先
で
も
希
望
す
る
医
療
ケ
ア

を
受
け
ら
れ
ず
、本
人
だ
け
で
は
な
く
ご
主
人

に
と
っ
て
も
悔
い
の
残
る
結
果
と
な
っ
て
い
た
で

し
ょ
う
。本
人
と
ご
主
人
と
で
逝
き
方
を
考
え
、

生
き
方
を
選
び
、そ
の
こ
と
が
逝
き
方
に
現
れ

た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

重
い
病
気
や
障
害
の
あ
る
方
の
生
活
を
サ

ポ
ー
ト
す
る
に
は
、さ
ま
ざ
ま
な
事
業
所
や
法

整
備
が
必
要
で
す
し
、A
C
P
を
継
続
的
に
行

う
文
化
作
り
や
医
療
介
護
連
携
な
ど
の
課
題

が
あ
り
ま
す
。な
か
で
も
生
活
を
診
る
こ
と
が

で
き
る
医
師
・
医
療
者
の
育
成
も
必
要
で
す
。

現
在
、当
院
に
は
在
宅
医
療
を
学
ぶ
た
め
に
数

人
の
医
師
が
勤
務
し
、医
学
生
も
実
習
で
受
け

入
れ
て
い
ま
す
。非
常
に
小
さ
な
医
療
機
関
の

私
た
ち
で
は
あ
り
ま
す
が
、重
度
疾
患
を
患
っ

た
方
の
生
活
に
か
か
わ
る
中
で
、ど
の
よ
う
な

負
担
や
不
安
が
あ
る
の
か
経
験
を
重
ね
、少
し

で
も
生
活
を
診
る
こ
と
が
で
き
る
医
師
の
育
成

に
貢
献
し
、結
果
と
し
て
地
域
医
療
の
充
実
に

つ
な
が
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
「
病
院
で
死
ぬ
か
、自
宅
で
亡
く
な
る
か
」の

選
択
で
最
も
大
切
な
こ
と
は
、そ
れ
ぞ
れ
が
自

分
や
家
族
の
生
活
、お
金
の
こ
と
、大
切
に
し

て
来
た
こ
と
、あ
る
い
は
し
た
い
こ
と
を
で
き
る

だ
け
考
え
て
選
び
、家
族
と
分
か
ち
合
う
こ
と

だ
と
思
い
ま
す
。そ
の
た
め
に
も
A
C
P
の
普
及

が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、末
期
心
不
全
の
60
代
女
性
の
ケ
ー
ス

で
紹
介
し
た
よ
う
に
、在
宅
医
療
施
設
と
病

院
・
診
療
所
、か
か
り
つ
け
医
や
介
護
施
設
な

ど
と
の
連
携
や
、歯
科
医
師
、薬
剤
師
、管
理

栄
養
士
、リ
ハ
ビ
リ
専
門
職
と
い
っ
た
多
職
種

の
連
携
が
必
須
で
す（
図
表
4
）。「
本
人
と
家

族
の
希
望
に
沿
っ
た
医
療
を
提
供
し
、患
者

と
家
族
を
支
え
る
こ
と
」は
我
々
の
使
命
な
の

で
す
。
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　日本は2025年に団塊の世代が後期高齢者となり、2040年には65歳以上の人口が最大になります。本格的
な高齢多死社会の中にあり、私たちは人生の最終段階をどのように迎えるかを考えていく必要があります。
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を続けるための在宅医療について、多くの経験をお持ちの池田真介医師（きずなクリニック院長）に伺いました。

き
ず
な
ク
リ
ニ
ッ
ク
院
長

池
田 

真
介 

（
い
け
だ 

し
ん
す
け
）

2
0
0
2
年
熊
本
大
学
医
学
部
卒
。同
年
久
留
米
大
学
心
臓

血
管
内
科
入
局
、国
立
病
院
機
構
九
州
医
療
セ
ン
タ
ー
、社
会

医
療
法
人
天
神
会
新
古
賀
病
院
な
ど
を
経
て
、2
0
1
4
年

き
ず
な
ク
リ
ニ
ッ
ク（
久
留
米
市
）開
院
。日
本
循
環
器
学
会
専

門
医
、在
宅
医
療
認
定
専
門
医
、身
体
障
害
者
福
祉
法
指
定
医

（
心
臓
機
能
障
害
、肢
体
不
自
由
）、緩
和
ケ
ア
研
修
会
修
了
。

最
期
を
迎
え
た
い
場
所
の

希
望
は
か
な
え
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か

在
宅
医
療
を
受
け
る
患
者
さ
ん
は

ど
の
よ
う
な
方
が
い
る
の
で
し
ょ
う
か

A
C
P
は
本
人
と
で
は
な
く
、

家
族
だ
け
で
行
っ
て
は

い
け
な
い
の
で
し
ょ
う
か

在
宅
で
は
ど
の
よ
う
な
医
療
や
ケ
ア
が

受
け
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か

在
宅
医
療
・
ケ
ア
に

必
要
な
も
の
は
何
で
し
ょ
う
か

終末期医療　自宅での最期

逝き方を考えることは、
生き方を考えることです。

図表1  最期を迎えたい場所（60歳以上）

■ わからない

■ その他

■ 子・親族の家

■ 自宅

■ 老人ホーム・
　 高齢者向け住宅

■ 病院・
　 介護療養型医療施設

図表2  死亡場所の割合の年ごとの変化

■ 病院　■ 診療所　■ 介護医療院・介護老人保健施設　■ 老人ホーム　■ 自宅　■ その他
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厚
生
労
働
省
の
最
近
の
統
計
で
は
、人
生
の

最
期
を
ど
こ
で
迎
え
た
い
か
と
い
う
問
い
に
対

し
て
、6
割
近
い
方
が
自
宅
を
望
み
、病
院
や

医
療
施
設
を
選
ぶ
方
は
3
割
以
下
で
し
た（
図

表
1
）。し
か
し
実
際
は
、1
9
7
0
年
代
ま
で

は
半
数
以
上
が
自
宅
で
亡
く
な
っ
て
い
る
の
に

対
し
て
、そ
の
後
は
診
療
所
や
病
院
で
の
死
亡

が
徐
々
に
増
え
、最
近
は
75
％
に
な
っ
て
い
ま

す（
図
表
2
）。

　

か
つ
て
の
70
年
代
以
前
の
在
宅
死
は
、亡
く

な
る
場
所
が
他
に
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も

あ
り「
家
」「
嫁
」が
過
大
な
介
護
を
担
う
、あ

る
い
は「
介
護
技
術
も
な
く
自
宅
で
亡
く
な
っ

て
い
く
」社
会
で
も
あ
り
ま
し
た
。そ
の
後
は
、

国
民
皆
保
険
の
創
設
、高
齢
者
医
療
の
無
料

化
、そ
し
て
老
人
福
祉
法
の
制
定
な
ど
が
医
療

機
関
で
の
死
亡
増
加
に
影
響
を
与
え
て
い
ま

す
。さ
ら
に
高
度
経
済
成
長
、核
家
族
化
の
促

進
、晩
婚
化
や
未
婚
率
の
増
加
、少
子
化
な
ど

の
社
会
構
造
の
変
化
が
在
宅
で
は
な
く
病
院

を
選
択
す
る
要
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

在
宅
医
療
と
聞
く
と
、ベ
ッ
ド
で
寝
た
き
り

の
方
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
方
が
多
い
と
思
い
ま
す

が
、車
い
す
で
移
動
で
き
る
方
や
、屋
外
は
難

し
く
て
も
部
屋
の
中
は
移
動
で
き
る
方
も
い
ま

す
。た
だ
、室
内
は
歩
け
て
も
日
常
生
活
に
支

障
が
あ
り
、か
つ
急
な
病
状
変
化
が
あ
り
そ
う

な
方
や
、進
行
し
た
が
ん
患
者
さ
ん
の
よ
う
に

近
い
将
来
に
身
体
機
能
が
著
し
く
低
下
す
る
こ

と
が
予
測
さ
れ
る
方
が
在
宅
医
療
の
対
象
と

な
り
ま
す
。

　

当
院
で
は
、2
0
2
1
年
度
に
1
2
0
人
ほ

ど
の
在
宅
患
者
さ
ん
の
紹
介
を
受
け
ま
し
た
。

そ
の
う
ち
自
宅
の
方
が
93
人
、施
設
に
入
所
さ

れ
て
い
る
方
が
27
人
で
し
た
。病
気
は
、末
期

が
ん
が
4
割
ほ
ど
、慢
性
心
疾
患
、慢
性
肺
疾

患
、脳
血
管
・
神
経
変
性
疾
患
、認
知
症
、そ

の
他
の
疾
患
が
そ
れ
ぞ
れ
1
割
程
度
で
し
た
。

平
均
年
齢
が
81
歳
と
高
齢
で
あ
る
た
め
、主
な

病
気
以
外
に
も
複
数
の
疾
患
を
患
っ
て
い
る
場

合
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。

　

訪
問
看
護
師
や
訪
問
介
護
士
が
本
人
の
状

態
観
察
、身
体
の
ケ
ア
や
生
活
介
助
を
行
い
、

当
院
は
全
身
状
態
の
評
価
・
疾
患
に
関
わ
る
内

服
薬
の
調
整
や
処
置
の
内
容
の
決
定
を
、定
期

的
な
訪
問
診
療
で
行
っ
て
い
ま
す
。中
に
は
、在

宅
酸
素
や
人
工
呼
吸
器
な
ど
の
医
療
機
器
の

管
理
を
行
っ
て
い
る
方
も
い
ま
す
。点
滴
も
可
能

で
す
の
で
、感
染
症
に
対
す
る
抗
生
剤
の
点
滴

治
療
も
で
き
ま
す
し
、水
分
や
栄
養
を
点
滴
で

補
い
な
が
ら
自
宅
生
活
を
続
け
る
こ
と
も
可
能

で
す
。他
に
は
、リ
ハ
ビ
リ
、薬
剤
師
、栄
養
士
、

歯
科
医
な
ど
が
か
か
わ
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

入
院
治
療
が
望
ま
し
い
時
は
、連
携
し
て
い

る
医
療
機
関
に
情
報
提
供
し
、治
療
を
引
き

継
い
で
い
ま
す
。主
に
診
て
い
る
疾
患
以
外
で
の

病
状
変
化
が
あ
り
ま
す
し
、そ
れ
も
昼
間
や
夜

間
、平
日
や
休
日
を
選
ば
ず
あ
り
え
る
た
め
、

当
院
で
は
い
つ
で
も
往
診
が
で
き
る
体
制
を

と
っ
て
い
ま
す
。本
人
だ
け
で
は
な
く
、介
護
す

る
家
族
も
、病
状
の
進
行
や
急
な
変
化
に
対
し

て
漠
然
と
し
た
不
安
を
持
っ
て
い
ま
す
。夜
間

や
休
日
で
も
相
談
が
で
き
て
必
要
時
に
往
診

を
受
け
ら
れ
る
環
境
は
、本
人
や
家
族
に
と
っ

て
安
心
し
た
生
活
に
つ
な
が
る
た
め
、在
宅
療

養
支
援
診
療
所
に
と
っ
て
24
時
間
の
往
診
体

制
は
必
須
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

慢
性
疾
患
の
方
で
病
状
変
化
の
た
め
年
に

2
、3
回
ほ
ど
入
退
院
を
繰
り
返
し
て
い
た
の

に
、当
院
が
在
宅
で
関
わ
り
管
理
を
す
る
よ
う

に
な
っ
て
か
ら
は
、1
年
以
上
入
院
せ
ず
に
在

宅
療
養
を
継
続
で
き
る
ケ
ー
ス
が
増
え
て
き
ま

し
た
。病
院
の
外
来
通
院
時
だ
け
の
診
療
と
違

い
、私
た
ち
の
よ
う
な
在
宅
診
療
医
が
生
活
の

中
で
診
て
い
く
こ
と
で
、住
み
慣
れ
た
環
境
で

よ
り
安
定
し
た
生
活
を
行
う
こ
と
が
可
能
で

あ
る
と
実
感
し
て
い
ま
す
。

　

高
齢
者
は
多
数
の
合
併
疾
患
を
患
っ
て
い
る

た
め
、予
期
せ
ぬ
病
状
変
化
が
あ
り
え
ま
す
。

改
善
が
期
待
で
き
る
急
変
時
の
病
院
搬
送
は

も
ち
ろ
ん
検
討
さ
れ
る
の
で
す
が
、場
合
に
よ
っ

て
は
救
命
す
ら
難
し
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。そ

の
た
め
、患
者
さ
ん
と
家
族
と
で
望
む
医
療
と

望
ま
な
い
医
療
と
を
話
し
合
っ
て
お
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。た
だ
、医
療
に
明
る
く
な
い
患
者

さ
ん
と
家
族
の
み
で
は
、医
療
や
ケ
ア
の
意
向

を
決
め
て
い
く
こ
と
は
難
し
い
で
し
ょ
う
。患
者

さ
ん
と
家
族
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
医
療
従
事

者
が
サ
ポ
ー
ト
し
、意
思
決
定
を
支
援
し
て
い

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
ア
ド
バ
ン
ス・
ケ
ア
・

プ
ラ
ン
ニ
ン
グ（
以
下
A
C
P
）と
い
い
ま
す
。厚

労
省
で
も
A
C
P
を「
人
生
会
議
」と
称
し
て
、

人
生
の
最
終
段
階
の
過
ご
し
方
つ
い
て
自
分
自

身
で
前
も
っ
て
考
え
、医
療
従
事
者
と
繰
り
返

し
話
し
合
っ
て
い
く
こ
と
を
促
し
て
い
ま
す（
図

表
3
）。な
お
、A
C
P
を
行
う
場
所
と
し
て
は
、

病
院
と
違
い
在
宅
と
い
う
生
活
の
場
の
方
が
患

者
さ
ん
と
家
族
の
緊
張
は
少
な
く
、A
C
P
を

繰
り
返
し
行
い
や
す
い
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。

　

家
族
の
み
な
ら
ず
医
療
従
事
者
も
、最
期
の

迎
え
方
を
本
人
に
尋
ね
る
の
は
非
常
に
精
神

的
に
負
担
を
感
じ
ま
す
。そ
の
た
め
、つ
い
つ
い

本
人
を
避
け
て
、医
療
従
事
者
と
家
族
の
み
で

医
療
や
ケ
ア
の
方
針
の
話
し
合
い
を
行
い
が
ち

で
す
。

　

し
か
し
、本
人
を
の
け
者
に
し
て
し
ま
う
と
、

病
状
が
変
化
し
た
時
に
説
明
し
た
内
容
と
実

際
の
状
態
に
不
一
致
が
生
じ
た
場
合
、う
ま
く

対
応
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。時
に
は
患

者
さ
ん
が
医
療
従
事
者
に
対
し
て
不
信
感
を

持
っ
た
り
、あ
る
い
は
家
族
に
対
し
て
負
の
感

情
を
持
っ
た
り
す
る
危
険
性
が
あ
り
ま
す
。ま

た
、家
族
同
士
で
も
考
え
方
や
価
値
観
が
違
う

の
で
、家
族
と
の
み
で
A
C
P
を
行
う
と
、家
族

間
に
亀
裂
が
生
じ
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

　

当
院
で
訪
問
診
療
を
し
て
い
た
90
代
の
脳

梗
塞
後
遺
症
の
女
性
と
同
居
の
長
男
夫
婦
は
、

病
状
変
化
時
に
病
院
搬
送
し
て
ま
で
の
積
極

的
な
医
療
介
入
は
希
望
し
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
。在
宅
医
療
で
で
き
る
範
囲
の
治
療
を
行
い
、

回
復
が
難
し
い
場
合
は
、症
状
を
や
わ
ら
げ
る

治
療
を
行
い
な
が
ら
、自
宅
で
最
期
を
静
か
に

迎
え
さ
せ
た
い
と
考
え
て
い
ま
し
た
。

　

別
に
住
ん
で
い
る
長
女
は
違
う
考
え
で
、病

状
変
化
時
は
病
院
に
搬
送
し
、積
極
的
な
医

療
介
入
を
し
て
、少
し
で
も
長
く
生
き
て
い
て

ほ
し
い
と
希
望
し
て
い
ま
し
た
。そ
の
た
め
、病

状
変
化
の
た
び
に
家
族
間
に
微
妙
な
緊
張
感

が
生
じ
て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、致
命
的
な
急
な
状
態
変
化
が
起
き

た
時
に
は
問
題
が
大
き
く
な
る
た
め
、長
男
夫

婦
と
長
女
と
も
に
同
席
の
上
で
、本
人
に
今
後

起
こ
り
え
る
病
状
変
化
に
つ
い
て
説
明
し
、本
人

に
医
療
に
対
す
る
意
向
を
、あ
え
て
家
族
の
前

で
話
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。本
人
は
自
然
な
経

過
で
逝
き
た
い
と
の
考
え
で
、延
命
を
目
的
と

し
た
医
療
介
入
は
希
望
し
な
い
と
は
っ
き
り
話

し
ま
し
た
。長
女
は
、本
人
の
医
療
に
対
す
る
意

向
を
直
接
聞
い
た
こ
と
で
、少
し
ず
つ
本
人
の
気

持
ち
に
寄
り
添
う
考
え
に
変
わ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、本
人
か
ら
医
療
や
ケ
ア
に
対

す
る
意
向
を
家
族
に
話
し
て
も
ら
う
こ
と
で
、

家
族
も
自
然
と
本
人
の
希
望
に
寄
り
添
う
方

向
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。そ
し
て
、想
定
し
て
い

な
い
こ
と
が
起
き
た
と
し
て
も
、本
人
の
考
え

や
大
切
に
し
て
い
る
こ
と
を
家
族
が
理
解
で
き

て
い
る
た
め
、大
き
な
混
乱
は
起
き
ず
に
済
み

ま
す
。ま
た
、本
人
を
抜
き
で
家
族
の
み
で
行

う
A
C
P
は
、時
に
家
族
に
と
っ
て
大
き
な
精

神
的
に
負
担
が
生
じ
る
選
択
を
求
め
る
こ
と
に

な
り
ま
す
の
で
、や
は
り
本
人
を
中
心
に

A
C
P
は
行
う
べ
き
だ
と
考
え
ま
す
。

　

が
ん
や
老
衰
、そ
の
他
の
疾
患
で
最
期
の
時

が
近
く
な
る
と
、飲
ん
だ
り
食
べ
た
り
す
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
り
、や
せ
て
き
ま
す
。そ
の
よ

う
な
身
体
状
況
で
は
、高
カ
ロ
リ
ー
の
点
滴
治

療
を
行
っ
て
も
身
体
が
受
け
付
け
ず
、全
身
の

む
く
み
や
痰
の
量
が
増
え
る
な
ど
、本
人
の
苦

痛
を
強
く
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
た
め
、点

滴
治
療
を
は
じ
め
不
必
要
な
医
療
介
入
を
差

し
控
え
た
り
中
止
し
た
り
し
ま
す
。

　
一
般
の
方
は
、医
療
の
差
し
控
え
や
中
止
に

対
し
て
抵
抗
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、適
切
な

時
期
に
本
人
に
は
不
必
要
な
医
療
を
行
わ
な

い
こ
と
で
、ほ
と
ん
ど
の
方
は
安
ら
か
な
最
期

を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。が
ん
末
期
の
方

や
一
部
の
疾
患
の
方
は
、苦
痛
を
和
ら
げ
る
薬

剤
の
投
与
が
最
後
ま
で
必
要
な
場
合
も
あ
り

ま
す
が
、そ
れ
ほ
ど
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。家

族
も
、自
宅
で
身
近
な
方
を
看
取
る
の
が
初
め

て
の
経
験
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、不
安
を
抱
え

て
い
ま
す
の
で
、家
族
の
精
神
面
の
ケ
ア
も
在

宅
医
療
の
必
要
な
役
割
で
す
。

　

在
宅
医
療
や
ケ
ア
に
関
わ
る
チ
ー
ム
が
24
時

間
サ
ポ
ー
ト
す
る
に
し
て
も
、家
族
の
介
護
が

す
べ
て
な
く
な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。核

家
族
化
が
進
み
、介
護
す
る
家
族
も
少
な
く

な
っ
た
こ
と
か
ら
、す
べ
て
の
方
が
自
宅
で
最
期

を
迎
え
る
こ
と
は
難
し
い
で
し
ょ
う
。し
か
し
、

自
宅
で
看
取
ら
ず
と
も
、で
き
る
限
り
自
宅
で

過
ご
せ
る
時
間
を
増
や
す
こ
と
は
可
能
と
思
い

ま
す
。そ
の
た
め
に
も
、A
C
P
で
知
り
え
た
本

人
の
医
療
や
ケ
ア
に
対
す
る
意
向
を
各
医
療

機
関
で
共
有
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

以
前
、自
宅
に
退
院
し
て
き
た
60
代
後
半
の

末
期
心
不
全
の
女
性
に
、訪
問
診
療
で
関
わ
っ

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。本
人
と
ご
主
人
と
と
も

に
A
C
P
を
進
め
、過
剰
な
医
療
の
介
入
は
行

わ
な
い
、い
わ
ゆ
る
自
然
死
を
望
ま
れ
、最
期

ま
で
自
宅
で
過
ご
す
方
針
と
な
り
ま
し
た
。た

だ
、本
人
は
寝
た
き
り
で
褥
瘡（
床
ず
れ
）も
生

じ
て
お
り
、介
護
だ
け
で
な
く
医
療
処
置
も
毎

日
必
要
な
状
態
で
し
た
。訪
問
看
護
で
日
々
の

医
療
処
置
や
ケ
ア
は
充
分
に
行
っ
て
い
ま
し
た

が
、介
護
す
る
の
は
ご
主
人
一
人
だ
け
で
、夜
間

の
オ
ム
ツ
交
換
な
ど
が
不
意
に
生
じ
た
り
し
ま

す
の
で
、在
宅
療
養
が
3
か
月
過
ぎ
た
あ
た
り

で
、ご
主
人
の
介
護
疲
労
が
ピ
ー
ク
と
な
り
ま

し
た
。ご
主
人
が
倒
れ
て
し
ま
っ
て
は
本
人
の

自
宅
で
の
生
活
自
体
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

本
人
と
ご
主
人
と
協
議
の
上
、一
時
的
に
入
院

を
し
て
も
ら
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
主
介
護
者
を
休
ま
せ
る
た
め
の

入
院
を「
レ
ス
パ
イ
ト
入
院
」と
い
い
ま
す
。レ
ス

パ
イ
ト
入
院
を
依
頼
し
た
先
は
、ご
主
人
が
希

望
す
る
病
院
で
し
た
が
、療
養
型
病
床
の
病
院

で
、救
急
病
院
の
よ
う
に
は
医
療
器
具
や
設
備

が
整
っ
て
い
る
病
院
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

通
常
で
あ
れ
ば
、療
養
型
病
床
の
病
院
が
重
度

の
末
期
心
不
全
の
患
者
を
受
け
入
れ
て
く
れ
る

こ
と
は
な
い
の
で
す
。し
か
し
、こ
の
方
の
よ
う

に
病
状
変
化
時
に
何
が
何
で
も
救
命
し
て
ほ
し

い
の
で
は
な
く
、延
命
の
た
め
の
治
療
は
行
わ

な
い
自
然
死
を
受
容
す
る
方
針
で
し
た
の
で
、

受
け
て
い
た
だ
け
ま
し
た
。そ
の
病
院
は
と
て

も
ゆ
っ
た
り
と
し
た
雰
囲
気
で
あ
る
こ
と
も
あ

り
、2
週
間
ほ
ど
で
し
た
が
、本
人
は
ゆ
っ
く
り

と
過
ご
せ
、入
院
中
に
入
浴
や
ス
ト
レ
ッ
チ
を

中
心
と
し
た
リ
ハ
ビ
リ
も
し
て
い
た
だ
き
、本

人
だ
け
で
は
な
く
ご
主
人
も
非
常
に
満
足
し
て

い
ま
し
た
。

　

こ
の
女
性
は
、退
院
し
て
自
宅
に
戻
り
2
週

間
ほ
ど
で
看
取
り
と
な
り
ま
し
た
が
、仮
に
レ

ス
パ
イ
ト
入
院
し
て
い
た
病
院
で
亡
く
な
っ
て
い

た
と
し
て
も
、本
人
も
ご
主
人
も
納
得
し
た
最

期
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。も
し
A
C
P
が
行
わ

れ
ず
、本
人
と
ご
主
人
の
医
療
に
対
す
る
意
向

が
分
か
っ
て
い
な
け
れ
ば
、入
院
中
は
急
変
さ

せ
な
い
よ
う
に
と
、入
浴
ど
こ
ろ
か
身
体
ケ
ア

も
積
極
的
に
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
し
、

そ
も
そ
も
入
院
も
受
け
て
も
ら
え
な
か
っ
た
と

思
い
ま
す
。レ
ス
パ
イ
ト
入
院
が
な
け
れ
ば
、ご

主
人
の
介
護
疲
労
の
た
め
在
宅
療
養
を
継
続

す
る
の
は
難
し
く
、こ
の
女
性
は
強
制
的
に
入

院
と
な
り
、入
院
先
で
も
希
望
す
る
医
療
ケ
ア

を
受
け
ら
れ
ず
、本
人
だ
け
で
は
な
く
ご
主
人

に
と
っ
て
も
悔
い
の
残
る
結
果
と
な
っ
て
い
た
で

し
ょ
う
。本
人
と
ご
主
人
と
で
逝
き
方
を
考
え
、

生
き
方
を
選
び
、そ
の
こ
と
が
逝
き
方
に
現
れ

た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

重
い
病
気
や
障
害
の
あ
る
方
の
生
活
を
サ

ポ
ー
ト
す
る
に
は
、さ
ま
ざ
ま
な
事
業
所
や
法

整
備
が
必
要
で
す
し
、A
C
P
を
継
続
的
に
行

う
文
化
作
り
や
医
療
介
護
連
携
な
ど
の
課
題

が
あ
り
ま
す
。な
か
で
も
生
活
を
診
る
こ
と
が

で
き
る
医
師
・
医
療
者
の
育
成
も
必
要
で
す
。

現
在
、当
院
に
は
在
宅
医
療
を
学
ぶ
た
め
に
数

人
の
医
師
が
勤
務
し
、医
学
生
も
実
習
で
受
け

入
れ
て
い
ま
す
。非
常
に
小
さ
な
医
療
機
関
の

私
た
ち
で
は
あ
り
ま
す
が
、重
度
疾
患
を
患
っ

た
方
の
生
活
に
か
か
わ
る
中
で
、ど
の
よ
う
な

負
担
や
不
安
が
あ
る
の
か
経
験
を
重
ね
、少
し

で
も
生
活
を
診
る
こ
と
が
で
き
る
医
師
の
育
成

に
貢
献
し
、結
果
と
し
て
地
域
医
療
の
充
実
に

つ
な
が
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
「
病
院
で
死
ぬ
か
、自
宅
で
亡
く
な
る
か
」の

選
択
で
最
も
大
切
な
こ
と
は
、そ
れ
ぞ
れ
が
自

分
や
家
族
の
生
活
、お
金
の
こ
と
、大
切
に
し

て
来
た
こ
と
、あ
る
い
は
し
た
い
こ
と
を
で
き
る

だ
け
考
え
て
選
び
、家
族
と
分
か
ち
合
う
こ
と

だ
と
思
い
ま
す
。そ
の
た
め
に
も
A
C
P
の
普
及

が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、末
期
心
不
全
の
60
代
女
性
の
ケ
ー
ス

で
紹
介
し
た
よ
う
に
、在
宅
医
療
施
設
と
病

院
・
診
療
所
、か
か
り
つ
け
医
や
介
護
施
設
な

ど
と
の
連
携
や
、歯
科
医
師
、薬
剤
師
、管
理

栄
養
士
、リ
ハ
ビ
リ
専
門
職
と
い
っ
た
多
職
種

の
連
携
が
必
須
で
す（
図
表
4
）。「
本
人
と
家

族
の
希
望
に
沿
っ
た
医
療
を
提
供
し
、患
者

と
家
族
を
支
え
る
こ
と
」は
我
々
の
使
命
な
の

で
す
。
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急
速
な
少
子
高
齢
化
が
進
む
中
、

先
生
の
考
え
る
医
療
の
形
を

教
え
て
く
だ
さ
い

終
末
期
医
療
の
充
実
に
対
す
る

先
生
の
活
動
を
教
え
て
く
だ
さ
い

介
護
に
疲
れ
た
家
族
を
休
ま
せ
る
と
、

ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う
か

自
宅
で
最
期
を
迎
え
る
と
き
の
こ
と
を

教
え
て
く
だ
さ
い

図表4  在宅医療と多職種連携
図表3  ACP「人生会議」の進め方

「人生会議」では①大切にしていることは何か、
②信頼する人は誰か、③信頼する人や医療者と
話し合ったか、④話し合いの結果を大切な人に
伝え共有したか‐という問いに答えます。さらに、
その内容を「エンディングノート」に記録。一定の
期間をおいて①～④を繰り返ことによって、家族
と医療・ケアチームの信頼を醸成します。

あなたが
大切にしていることは

何ですか？

あなたが
信頼する人は
誰ですか？

信頼する人や
医療者などと

話し合いましたか？

話し合いの結果を
大切な人に伝えて
共有しましたか？

意
思
は
変
化
す
る
の
で
何
度
も
繰
り
返
し
話
う
。

病院
診療所

～自宅などで受ける医療～

在 宅 医 療

　在宅医療では、医師の指示のもと、それぞれ専門知識をもつ医療職が連携、患者の
自宅や高齢者住宅などを訪問し、年齢・疾患・病状に応じたサービスを提供します。
地域によってサービス内容が異なる場合があります。

厚生労働省リーフレット「在宅医療をご存知ですか？」をもとに作成

訪 問 診 療

医 師

訪問薬剤管理

薬剤師

訪問リハビリテーション

理学療法士
作業療法士
言語聴覚士

訪 問 看 護

看護師

訪問栄養食事指導

管理栄養士

訪問歯科診療

歯科医師
歯科衛生士

患者・家族

自 宅 など



　

こ
の
10
年
余
り
で
脳
死
臓
器
提
供
者
は

5
人
で
す
。男
性
3
人
、女
性
2
人
で
、40
歳

代
2
人
、50
歳
代
2
人
、60
歳
代
1
人
で
す
。

脳
死
の
原
因
は
交
通
事
故
な
ど
の
頭
部
外
傷

3
人
、く
も
膜
下
出
血
2
人
で
し
た
。1
人
は

運
転
免
許
証
に
臓
器
提
供
の
意
思
表
示
を
さ

れ
て
い
ま
し
た
が
、残
り
の
4
人
は「
本
人
も
誰

か
の
役
に
立
つ
こ
と
を
望
む
だ
ろ
う
」と
家
族

で
話
し
合
わ
れ
、臓
器
提
供
を
申
し
出
ら
れ
ま

し
た
。こ
の
5
人
の
方
々
か
ら
提
供
さ
れ
た
臓

器
は
、心
臓
5
人
、肺
7
人
、肝
臓
5
人
、腎

臓
10
人
、す
い
臓
3
人
の
計
30
人
に
移
植
さ
れ

ま
し
た
。ま
た
、50
〜
90
歳
代
の
計
7
人
か
ら

角
膜
提
供
が
あ
り
ま
し
た
。

　

最
初
の
患
者
さ
ん
は
交
通
外
傷
に
よ
る
心
肺

停
止
状
態
で
搬
送
さ
れ
た
40
歳
男
性
で
、重
症

頭
部
外
傷
で
心
肺
蘇
生
を
行
い
、I
C
U
管
理

で
治
療
を
行
い
ま
し
た
。入
院
3
日
目
に
、脳
の

C
T
所
見
か
ら
臨
床
的
脳
死
と
診
断
し
ま
し

た
。そ
の
当
時
、当
院
で
は
脳
死
判
定
を
行
い
、

家
族
に
臓
器
提
供
の
オ
プ
シ
ョ
ン
提
示
を
す
る

と
い
う
考
え
方
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。し
か
し
、

研
修
医
に
対
す
る
教
育
の
一
環
と
し
て
、入
院

5
日
目
に
無
呼
吸
テ
ス
ト
以
外
の
脳
幹
反
射
の

有
無
を
確
認
し
ま
し
た
。脳
幹
反
射
は
全
て
消

失
、瞳
孔
は
散
大
、脳
波
も
フ
ラ
ッ
ト
。研
修
医

に「
無
呼
吸
テ
ス
ト
は
、臓
器
提
供
を
行
う
場

合
の
み
行
う
こ
と
。家
族
に
は
臓
器
提
供
と
い

う
方
法
も
あ
る
こ
と
を
き
ち
ん
と
説
明
す
る
こ

と
」と
指
導
し
ま
し
た
。家
族
に
は「
臨
床
的
に

は
脳
死
に
極
め
て
近
い
状
態
で
あ
り
、意
識
が

回
復
す
る
可
能
性
は
ほ
ぼ
無
い
と
判
断
し
て
い

る
。こ
の
ま
ま
治
療
を
継
続
し
て
い
く
が
、選
択

肢
の
一
つ
と
し
て
臓
器
提
供
と
い
う
方
法
が
あ

る
」と
説
明
し
ま
し
た
。本
人
の
意
思
表
示
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、家
族
内
で
話
し
合
い

が
行
わ
れ
、本
人
の
日
ご
ろ
の
生
き
方
を
尊
重

し
臓
器
提
供
を
決
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

救
急
搬
入
か
ら
臓
器
摘
出
ま
で
の
8
日
間

は
大
変
で
し
た
。日
常
診
療
の
ほ
か
に
、主
治

医
と
し
て
の
患
者
管
理
、家
族
と
の
対
応
、脳

死
判
定
の
手
続
き
と
遂
行
、そ
の
事
務
手
続
き

等
々
、す
べ
て
初
め
て
の
こ
と
で
あ
り
自
分
に

余
裕
も
な
く
、な
ん
と
な
く
無
事
に
臓
器
提
供

ま
で
た
ど
り
つ
い
た
時
に
は
、す
っ
か
り
疲
労
困

憊
し
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
中
で
、病
状
や
延
命
治
療
、臓
器
提
供

に
関
す
る
家
族
へ
の
説
明
や
話
し
合
い
、脳
死

判
定
を
正
確
に
行
う
た
め
の
委
員
会
、臓
器
提

供
を
滞
り
な
く
行
う
た
め
の
組
織
な
ど
の
整

備
の
必
要
性
を
痛
感
し
ま
し
た
。

　

当
セ
ン
タ
ー
に
は
、外
傷
や
、脳
血
管
障
害
、

心
臓
の
異
常
な
ど
で
多
く
の
患
者
が
救
急
搬

送
さ
れ
て
き
ま
す
。命
を
救
う
た
め
に
あ
ら
ゆ

る
治
療
手
段
を
駆
使
し
ま
す
が
、命
を
取
り
留

め
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。脳
死
や
高
度

の
脳
出
血
、が
ん
末
期
な
ど
の
場
合
で
す
。適

切
な
治
療
を
尽
く
し
て
も
救
命
の
見
込
み
が
な

い
と
判
断
さ
れ
る
場
合
を
終
末
期
医
療
と
言
い

ま
す
が
、こ
の
よ
う
な
場
合
に
、「
人
生
の
最
終

段
階
に
お
け
る
医
療
」と
し
て
ど
の
よ
う
な
延

命
治
療
を
選
ぶ
か
が
、主
治
医
を
含
む
医
療
人

と
患
者
家
族
に
求
め
ら
れ
ま
す
。医
師
は
、患

者
お
よ
び
患
者
の
意
思
を
良
く
理
解
し
て
い
る

家
族
や
関
係
者
に
対
し
て
、患
者
の
病
状
が
絶

対
的
に
予
後
不
良
で
あ
り
、救
命
の
見
込
み
が

全
く
な
く
、こ
れ
以
上
の
措
置
は
か
え
っ
て
患

者
の
尊
厳
を
損
な
う
可
能
性 

が
あ
る
こ
と
を

説
明
し
、延
命
治
療
の
継
続
、軽
減
、中
止
な

ど
を
判
断
し
て
も
ら
い
ま
す
。心
停
止
の
時
に

心
肺
蘇
生
を
す
る
か
否
か
も
そ
の
一
つ
で
、心

肺
蘇
生
を
し
な
い（
D
N
R
／
D
N
A
R
）選

択
が
最
近
増
え
て
き
ま
し
た
。臓
器
提
供
は
、

あ
ら
ゆ
る
救
命
治
療
を
行
っ
た
終
末
期
医
療

の
後
に
、本
人
の
意
思
や
、そ
の
意
思
を
重
ん

じ
た
家
族
が
判
断
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　

こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、一
例
目
の
反
省
か
ら
、

「
現
場
の
一
人
に
負
担
が
か
か
ら
な
い
よ
う
に
」

と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
で
、病
院
長
を
中
心
に
、各

専
門
医
、看
護
師
、臨
床
検
査
技
師
、臨
床
工

学
技
士
、ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
、臨
床
心
理
士

な
ど
が
、臓
器
提
供
の
申
し
出
か
ら
臓
器
摘
出

に
至
る
そ
れ
ぞ
れ
の
過
程
で
専
門
的
に
サ
ポ
ー

ト
す
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。具
体
的
に
は 

①
救
命

治
療
に
限
界
が
あ
り
心
停
止
後
あ
る
い
は
脳

死
診
断
後
に
ド
ナ
ー
に
な
り
う
る
患
者
情
報

を
検
討
す
る
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
・
ド
ナ
ー
部
会
、②

臓
器
提
供
が
申
し
出
ら
れ
た
場
合
に
、家
族
の

心
理
的
、社
会
的
問
題
に
対
応
す
る
院
内
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
部
会（
院
内
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

は
、そ
の
ほ
か
に
多
く
の
事
務
作
業
を
行
い
ま

す
）、③
脳
外
科
医
、神
経
内
科
医
に
よ
る
脳

死
判
定
部
会
、④
脳
死
判
定
か
ら
臓
器
摘
出
ま

で
脳
死
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
病
態
の
変
化
に
対

応
す
る
脳
死
ド
ナ
ー
管
理
部
会
、そ
し

て
⑤
臨
床
倫
理
も
含
め
て
す
べ
て
の
過

程
を
統
括
す
る
脳
死
下
臓
器
提
供
管

理
委
員
会
か
ら
な
り
ま
す（
下
図
）。こ

の
組
織
の
ほ
か
に
、既
存
の
終
末
期
医

療
検
討
会
や
小
児
の
虐
待
対
応
部
会

の
応
援
も
得
て
い
ま
す
。

　

私
自
身
、二
例
目
以
降
は
脳
死
判
定

委
員
会
副
委
員
長
、そ
し
て
脳
死
判
定

医
と
し
て
関
わ
り
ま
し
た
が
、ド
ナ
ー

管
理
に
関
わ
る
医
師
は
も
ち
ろ
ん
、事

務
部
門
、看
護
部
門
、生
理
検
査
室
な

ど
、信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
ス
ム
ー
ズ
に
動

け
た
と
感
じ
て
い
ま
す
。今
後
、症
例
を

積
み
重
ね
る
ご
と
に
も
っ
と
効
率
的
に

動
け
る
よ
う
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

患
者
さ
ん
の
臓
器
提
供
の
意
思
が
確
認
さ

れ
た
り
、家
族
が
臓
器
提
供
を
申
し
出
ら
れ
た

時
点
か
ら
臓
器
摘
出
に
至
る
ま
で
院
内
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
が
関
与
し
ま
す
。任
務
は
、ま
ず

家
族
全
員
の
意
思
確
認
で
す
。家
族
で
も
、必

ず
し
も
脳
死
や
臓
器
提
供
に
理
解
が
あ
る
と

は
限
り
ま
せ
ん
。本
人
が
た
と
え
臓
器
提
供
を

容
認
し
て
い
て
も
、家
族
全
体
の
同
意
が
必
要

で
す
。そ
の
た
め
に
一
人
一
人
、あ
る
い
は
皆
さ

ん
と
話
し
を
し
て
、本
人
の
意
思
を
尊
重
す
る

こ
と
と
臓
器
提
供
の
大
切
さ
を
理
解
い
た
だ

け
る
よ
う
、時
間
を
か
け
て
説
明
し
ま
す
。患

者
家
族
と
患
者
を
見
守
る
看
護
チ
ー
ム
と
の

意
思
疎
通
も
重
要
で
す
。一
般
に
臓
器
提
供
の

申
し
出
か
ら
摘
出
ま
で
4
、5
日
か
か
り
ま
す
。

そ
の
間
、看
護
チ
ー
ム
は
患
者
の
看
護
と
と
も

に
、心
痛
の
極
み
に
あ
る
家
族
と
の
切
れ
目
な

い
対
応
が
大
切
に
な
り
ま
す
。そ
の
た
め
に
も
、

家
族
や
友
人
が
愛
す
る
方
と
最
後
ま
で「
看
取

り
の
時
間
」を
共
有
で
き
る
環
境
づ
く
り
が

必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

　

当
た
り
前
で
す
が
人
は
必
ず
死
を
迎
え
ま

す
。そ
の
時
に
本
人
の
望
み
の
終
わ
り
方
を
か

な
え
る
こ
と
を
病
院
と
し
て
、地
域
と
し
て
つ

く
り
あ
げ
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。そ
の
た
め
に

も
、「
人
生
の
最
終
段
階
に
お
け
る
医
療
」と
し

て
、ど
の
よ
う
な
延
命
治
療
を
望
む
か
、望
ま

な
い
か
、一
人
一
人
に
考
え
て
お
い
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。人
生
会
議（
ア
ド
バ
ン
ス
・

ケ
ア
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
＝
A
C
P
）に
よ
る
考
え

を
家
族
と
共
有
し
、ま
た「
か
か
り
つ
け
医
」に

伝
え
る
こ
と
が
大
切
で
す
。そ
の
う
え
で
、免

許
証
や
保
険
証
の
裏
に
臓
器
提
供
に
つ
い
て

「
す
る
」「
し
な
い
」の
意
思
を
記
入
し
て
ほ
し
い

と
思
い
ま
す
。

　

臓
器
提
供
は
、あ
く
ま
で
終
末
期
の
最
後
の

選
択
肢
で
あ
り
、患
者
の
権
利
、そ
し
て
患
者

の
代
弁
者
と
し
て
の
家
族
の
権
利
で
す
。医
療

側
の
責
任
と
し
て
、臓
器
提
供
に
つ
な
げ
る
の

が
目
的
で
は
な
く
、あ
く
ま
で
も
人
生
の
最
終

段
階
に
お
け
る
医
療
を
遂
行
し
、そ
の
後
に
臓

器
提
供
を
望
ん
で
い
る
本
人
・
家
族
の
希
望
を

か
な
え
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て

は
な
り
ま
せ
ん
。そ
の
た
め
に
も
、地
域
の
医

療
関
係
者
が
終
末
期
医
療
に
関
し
て
情
報
を

共
有
し
、地
域
住
人
が
安
ら
か
に
安
心
し
て
人

生
の
最
期
を
迎
え
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が

最
も
大
切
で
す
。そ
こ
で
初
め
て
シ
ス
テ
ム
化

さ
れ
た
臓
器
提
供
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
と

思
い
ま
す
。
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聖
マ
リ
ア
病
院

救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
副
セ
ン
タ
ー
長

古
賀 

仁
士 

（
こ
が 

ひ
と
し
）

１
９
９
９
年
佐
賀
医
科
大
学
卒
。２
０
０
４
年
聖
マ
リ
ア
病
院

脳
神
経
外
科
。２
０
１
０
年
か
ら
聖
マ
リ
ア
病
院
救
急
科
。日

本
脳
神
経
外
科
学
会
専
門
医
、日
本
救
急
医
学
会
専
門
医
。

看
護
部
管
理
師
長

院
内
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

片
原 

美
香 

（
か
た
は
ら 

み
か
）

１
９
９
１
年
聖
マ
リ
ア
学
院
短
期
大
学（
現
聖
マ
リ
ア
学
院
大

学
）看
護
学
科
卒
。１
９
９
２
年
専
攻
科
地
域
看
護
学
専
攻

卒
。同
年
聖
マ
リ
ア
病
院
入
職
。

こ
れ
ま
で
に
聖
マ
リ
ア
病
院
で

脳
死
あ
る
い
は
心
停
止
後
に
臓
器
や

角
膜
な
ど
の
組
織
提
供
を
さ
れ
た
方
は

何
名
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か

臓
器
提
供
に
お
い
て

院
内
コ
ー
ディ
ネ
ー
タ
ー
の
役
割
が

大
き
い
と
聞
き
ま
す
が

聖
マ
リ
ア
病
院
で
は

ド
ナ
ー
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

作
ら
れ
た
そ
う
で
す
が

 

一 

例
目
の
脳
死
臓
器
提
供
で

随
分
ご
苦
労
を
さ
れ
た
と
聞
き
ま
す
が
、

ど
の
よ
う
で
し
た
か

臓
器
提
供
の
尊
い
思
い
を

お
持
ち
の
方
た
ち
の
意
思
を
生
か
し
、

よ
り
広
げ
る
に
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
が

必
要
と
思
い
ま
す
か

救
急
に
お
け
る
終
末
期
医
療
と
は
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