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食 品物性 お よび 姿勢 が 嚥下運 動 に与 え る影 響
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1 ．　 目　　 的

　摂食 ・嚥 下 リハ ビ リテ
ーシ ョ ン の 現場 にお い て ，

口腔期や咽頭期 に障害 をもつ 嚥下困難者 に対 して 飲

み込 み やす く誤 嚥 しに くい 食品 を提 供す る こ とや姿

勢を変え る な どの 工 夫 をする こ と は重要で ある ．

　食品 の 物性 や姿勢が嚥下機能 に大き な影響を与 え

る こ とは臨床 上 よ く知 られて い るが ，これ らの 違い

が嚥下機能に ど の よ うに変調 を及ぼす か に つ い て，

舌機能 に照準 を当て た研究 は十分に 行 われて い ない ．

そこ で 今回我 々 は，食 品物性や姿勢の 違い が舌運動

を含 め た嚥 下機能 全体に 与 える影響を調 べ る 目的

で 舌骨上 筋筋電図，舌圧，嚥 下造影 の 各記録 を行 っ

た ．

ll．　 方　　法

1．被験者

被験者 に は，全身 と咀 嚼系 に臨床的 な異 常を認 めな

い 健常成人 U 人 （男性 8人，女性 3人 ；24± 3．6歳） を

選択 した ．本研究は新潟 大学酋学部倫理 委員会 の 承

認 の 得た上 で 行 われ た ．研究内容に つ い て は ，予 め

被験 者に研 究 の 主 旨お よ び内容 の 説 明 を行 い ，同意

が得 られた場合に の み施行 した ．

2．試験試 料

試験試料 として水 ，シ ロ ッ プ （Knott
’

sblueberry

syrup ）， 寒天 （0．8％ wt ／vol
，　 1．5e／． wt ／vol ）を用意

し ， そ れ ぞ れ に 造 影 剤 と し て 硫 酸 バ リ ウ ム

（40％Wt／vo1 ）を添加 した．

3．記 録

生体信号 と し て，舌骨 上筋筋電図 （EM ｝），口蓋 に対

す る舌前方接触圧 （AT） と舌後方接触圧 （PT），なら

び に 嚥下に伴 う甲状軟骨 の 運動 を記録 した．EMG 用表

面電極 は ， 左側顎二 腹筋前腹相 当部 に電極 間距離 20

  となる よ う貼付 され た．AT
，
　 PT用 セ ン サ は ， それ

ぞれ 口蓋 の 切歯乳頭部，口 蓋 小 窩 を結ぶ線 と 口 蓋縫

線 の 交点 に貼付 され た ．甲状軟骨 の 運 動記録 の た め

の パ ル ス トラン ス デ ュ
ー

サは，ゴ ム バ ン ドを使 っ て

甲 状軟骨部 に取 り付け られた．

また，こ れ と並 行 し て，嚥下造影検査 を行 っ た．

4．記録方法

被 験者に は 90度座位 を と らせ ，指示嚥下を行わせ た ．

4種類 の 各試験試料に っ い て，2回ず つ ラ ン ダム に行

い ，各試料 ご とに1分間の イン ターバ ル を挟み 計 8回

行 っ た．

　次に ，30度仰臥位 とな る よ うに座椅子 を倒 し，頭

部前屈 にて FH平面 の 角度を床 と平行 に なるよ うに し，

同様 の 手技に より0．　se／e 寒 天 を2回嚥 下 して も らっ た．

5．解析

条件 の 違い に よる嚥下動態 の 変化 を調 べ るた めに ，

EMG，　 AT，　 PTの 最大 値お よび積分値，　 EMG開始時 を基

準点 と し た 時の ，開始時 ，最大値時，終了時 の 時刻

を計測 し た ．また ，
VFに よ り嚥下 の 口 腔相 ， 咽 頭相 を

決 定 した後，嚥下時間 （嚥下 開始 か ら咽頭相終了 ま

で ）， 口 腔移送時間，咽頭移送時 間，ク リア ラン ス タ

イ ム
，

口 蓋垂 通過時間，食道入 口 部通過 時間な どの

食塊通過 時間 を計測 した．
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皿 ．　 結果お よび考察

1．EMG，　 AT，　 PT記録

1）最大値 ，積分値

食物 の 硬 さや付着性 が増す に つ れ EMG
，
　 AT

，
　 PT共 に増

加 した ．また ，粘性 が高 くな る と，と くに PT最大値

の 著名な増加 が見 られ た．

　被 験者 の 体位 30度時の 各値 を90度 時 と比 べ た とこ

ろ，EMGで は差が認め られ な か っ た が ，　 AT，　 PTで は共

に9G度に比 べ て減少する傾 向がみ られ た．

2）活動パ ター ン お よび 活動持続 時間

EMG 開始時 を基準点 とした時 の AT
，
　 PT の 開始時，ピ ー

ク時 は食物の 硬 さや付着性が 増すに つ れ遅延 し，活

動時間は延長 す る傾 向 がみ られ た．

　体位90度時で は ，EMG開始時を基準点 と し た 時の PT

開始時 ，ピー
ク時が 30度時 と比 べ て 遅延す る傾 向が

み られた．

　過 去 の 報告
1）で は，食物の 量 が増す と舌に よ る食塊

の 送 り込み にかか る負荷 が増大す る と言 われ て い る．

今 回は，そ れ に加 え て 食物の 硬 さ，付 着性 ，粘性 が

増す と ， 舌に よ る食塊の 送 り込 み に か か る負荷が 増

大 す るこ と，被験者の 姿勢30度で は 90度と比 較 して

口腔 内で の 重力 を利用 した食塊 の移 送が加 えられ る

こ とに よ る 舌運動 へ の 負荷 の 減少が 見 られ る こ とが

示唆 され た．

2，VF記録

　 食物の 硬 さや付着性の 違 い が嚥 下時 間，こ とに 随

意相 で ある 口腔相時 間に大 きな影響 を与えた． 食物

の 硬 さや付着性が 増す と，舌運動 を主 と した 食塊 の

咽頭部へ の 送 り込 み に か か る負荷 の 増大 に起因す る

と考え られ る．

　食塊移送時 間の 比 較で は ， ク リア ラ ン ス タイ ム
，

口 蓋垂通過時 間，食道入 口 部通過時間 は，試料の 硬

さや 付着性 が増す に つ れ減少す る傾 向がみ られた．

し か しなが ら，シ ロ ッ プ と水を比較 し た時，咽頭 通

過時間 （先端），ク リア ラ ン ス タイム ，口蓋垂 通過時

間，食道入 口 部通過時問の 延長 が み られ た．食塊が

もつ 粘性が 食塊の 移送 時間に影響 を与 え る こ とが 強

く示唆 された これ らの 結果 は，過去 の 報告
2）と一致 し

た．

　被験 者の 姿勢30度 で は ， 90度 と比較 して 口腔移送

時 間 を除い た他の 嚥下時間全て で ，増加す る傾向が

み られた ．EMGや舌圧 な どの 結果か らは，姿勢を倒す

こ とに よ り ， 舌機 能に対 する負担 の 軽減が示 唆 され

たが ，

一方で食塊の 通 過時間が延 長する こ とに よ る

喉頭侵入 や誤嚥 の 危険性 に つ い て の 検討 は ， 慎重 に

行 う必 要が あ る と思 われ る ．

3．EMG
，
　 AT

，
　 PTに対す る VF記録 の 対比

水 ，0．8％寒天，シ ロ ッ プ に お い て は EMG，　 AT ，　 PT記

録 とVF記録と の 間で，1＞PT開始時 と食塊先端 口 蓋垂

通過時 ，
2）PT最大値時 と食塊後端 口蓋垂通過時，3）

EMG終 了時 と食塊後端食道入 口 部通過時の 時刻 が 同

期 して い た．しか しなが ら， 1．5％寒天 で は被験者間

で の ば らっ きが あっ た ．さらに 1．5％寒天嚥下に困難

感を訴 える被験者 が見 られ た ．同 期する嚥下 パ タ
ー

ン を と らなか っ た こ とは，食塊 を送 り込 むた め の 生

体 の 運 動機能に反 した 食塊 の 流れ が 生 じて い る こ と

を示 唆 し て お り ， 同期 が得 られ ない こ との エ ラ
ーが

食塊の予 期 しない 流れ （喉頭侵入 や誤嚥な ど）を生

む 可能性 がある．

w ．　 結　　論

試験試料 の 硬 さ ， 付着性 ， 粘性 お よび 姿i勢の 違い に

応 じて 舌圧，筋電図，食塊の移送時間に変化が み ら

れたが ， そ の 変調様式は互 い に異 なる もの で あっ た ．

食 品物性お よび 姿勢が 円滑な 嚥下の 遂行 に深 く関わ

るこ とが示唆 され た．
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