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咀嚼 ・嚥下 障害に関す る研 究

齋 藤 真 由
“

　 Mayu 　Saito

は じ め に

　高齢化が 進行す る 中，加齢 に よ っ て 「口 か ら食事 をとる 」

こ とが うまくで きず に苦し ん で い る高齢者が 増加しつ つ あ

り，高齢者 の 食事 に 対す る 生 活 の 質 （QOL ） の 向 上 が 重

要視 さ れ て い る。また ，加齢 だ け で な く脳 血管障害，口 腔 ・

咽頭領域 の 悪性腫瘍術後な どの 中途障害 に よ る 咀嚼 ・嚥下

障害患者 も増加 して い る が，こ れ に よ っ て 「食べ る」楽 し

みが奪 わ れ，食事が単 に 栄養素の 充足 だ け と な っ て しまっ

て は，咀嚼 ・嘛下 障害患者 の QOL 低下 は避け られ ない 。

　咀嚼 ・嚥下 障害患者に対して は，経口 摂取に よ る誤臙性

肺炎な どの 危険 を 伴うた め，食品の 選択 に は 十分な配慮 が

必要 で あ る。咀嚼 ・嚥 下 障害に適 した食物 の 要因 に は 障害

側 の 因子 と食品側 の 因子 が複雑に 絡 み 合 っ て い る が，現状

で は こ れ ら両面からの 因子 の 関連性が 完全 に は解明されて

い ない ，あ る い は一
般化 して い ない な ど の 理由から，多 く

の 場 合 ，食 事 の 決 定 は 医 療 ス タ ッ フ の 臨 床経 験 や 患 者 の 嗜

好 に 基 づ い て 対応 して い る の が 実 情 で あ る。

　そ こ で 著者 らは 臨床経験 に基づ くこ れ らの 個別 の 基準を

客観化 し，科学的な基準 とす る こ とを目的に，咀嚼障害の

程度を客観的 に 評価す る方法や物性の 異 な る食品 に お け る

誤嚥 の リス ク 変化 に つ い て 検討 し，障害 と関連す る 食品の

要因の 明確化 と分析 を行 っ て きて い る。

　今回は ，著者 らが行 っ て きた研究 の うち，個 人 の 咀 嚼能

率 を 客観的 に評価 しうる検査食 の 開発 と，食品物性 の 相違

に よ る 誤嚥 の リス ク 変化 に つ い て 概説す る 。 また，実際 の

臨床例 に基 づ く個 々 の 患者 に適 した食品物性 の 考え方 につ

い て 述べ た い と思う。

咀嚼 ・嚥下運動 とは

　咀嚼・嚥下 運 動 とは，食べ 物を 口 か ら食べ る 運動 で あ る 。

すな わ ち，咀 嚼 と は 口 腔 内の 歯，舌，頬粘膜な ど の 器官 に

よ っ て 食べ 物をか み 砕 き，唾液 と混和 して 飲 み 込め る状態

で あ る 「食塊」 をつ くる 運動 で あ り，嚥 下 とは 咀嚼 に よ っ

て 作 られ た 食塊 を胃 まで 運 ぶ 運 動 で，咀 嚼 か ら嚥 下 は一・連

の 流 れ に な っ て い る。

　
一
般 的 に，先行期 （認 知期 ；目で 見 て 食べ 物 と認識す る ），

口 腔準備期 （咀 嚼期 ： 手に とっ て 口 腔 内に 入れ，か み 砕 き

なが ら唾液 と混ぜ て 食塊 を形 成 す る），口 腔 期 （食塊を 口

噛
昭和 大学歯 学部口 腔 リハ ビ リテ

ー
シ ョ ン 科

　 （Depart皿 cnt 　of　Oral　Rehabili［ation ，　SchQol　of　Dentistry、　Showa　University）

腔 内か ら咽 頭腔へ 移送す る ），咽 頭期 （食塊 を咽頭 か ら食

道 へ 移送す る），食道期 （食道 の 蠕動 運 動 に よ り食塊 が 胃

まで 運ば れる ） の 5 期 で 説明 される こ とが多 く，嚥下時の

約数秒間，嚥 下 運動関連器官で は 15以上 の 運動が リ ズ ミ

カ ル に か つ 協調 して 行わ れ て い る。

咀嚼 ・嚥下障害とは

　咀嚼 ・
嚥 下障害とは 「食べ る」た め に働 く器官の 運動が

1 つ で もIIL常 に 行 わ れ な い こ とで 引 き起 こ され ，重 篤 な場

合は誤嚥や 窒息，誤嚥性肺炎などを惹起す る 障害 で あ る 。

誤嚥（気管内侵入）とは食塊が 胃で は なく肺に入 っ て し まう

こ と をい い ，喉頭侵入 とは 食塊 が 肺 まで 到達 し ない まで も，

喉頭 へ 入 っ て し まう誤嚥の
一

歩手前の 状態をい う。健 常人

で あれ ば 誤嚥 に対す る 防御反 応 が数段階 に わ た っ て 備わ

っ て い る た め に 簡単 に は 誤嚥 しない が 加齢や疾病 に よ っ

て それ らの 防御反応機能が低下す る こ とで 誤嚥が引 き起 こ

さ れ る。な お，誤 嚥 性 肺 炎 と は，誤 嚥 した飲 食 物 や 唾 液 な ど

が 原 因で 引 き起 こ さ れ る肺炎 で ，近 年 で は，要介護高齢者

に おける 死因の 上位 の 疾患 で ある こ とが指摘 され て い る 。

　 こ れ らの障害 を引 き起 こ す原因は大 きく2 つ に分けられ

る。1 つ は 器質的 原 因 と して ，歯 の 喪失や頭頸部腫瘍 の 術

後な どで 口 腔，咽頭領域 の 搆造変化 に よ る もの で あ る。も

う 1 つ は 機能的原 因 と して．脳 血 管疾患 の 後 遺 症 な どに よ

る神経
一

筋系 の 障害 （咀嚼筋力 の 低 下や舌 の 巧緻性低下．

嚥下反射の 消失な ど） に よ る もの で あ る 。

　つ まり，咀嚼障害 とは こ れ らの 原 因 に よ っ て食塊 が うま

く形成 され な い こ とで あ り．嚥下障害と は 形成され た食塊

を うま く胃ま で 運 ぶ こ とが で きない 障害で あ る。

咀嚼運 動 の客観的評価法

　 こ れ まで 咀嚼能率 の 客観的な評 価法 と して，ピーナ ツ に

よ る粉砕度
1〕

の ほ か，グ ミゼ リーZ−4〕
，ガ ム

5〕
な ど を基材と

して 使 用 し，咀嚼に よ り溶出 して くる グ ル コ
ー

ス 量，色素

量 の 測定か ら評価 を 行 う方法な ど様 々 な試 み が行われ て き

た 。 その 中で ，評価法 と して は 高齢者や 咀 嚼障害者に お い

て は咀嚼が 容易なグ ミゼ リーが 適 して い る と考 え るが ，グ

ミゼ リ
ー

の 基材 で ある ゼ ラチ ン は，融 解温 度 が 口 腔 内温度

よ り低 い た め，咀嚼に要す る 時問が 長 くか か る よ うな高齢

者 や 咀嚼障害者 に対 して は 正確 に 測定 で きな い 可 能性 が あ

る。そ こ で 著者 ら は，咀 嚼 しや す く．か つ 融解温 度 が 口腔

内温 度 以 上 で あ り，硬 さの 調節 が 容易で あ る な どの 条件を
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兼ね 備えた 基材と して 寒天 を使用 し，高齢者や 咀嚼障書者

に も適 用 しうる グ ル コ
ー

ス 定量法 を 利用 し た グ ル コ
ー

ス 含

有寒 天 サ ン プ ル （以 下 ，寒 天 サ ン プ ル ） に よ る 咀 嚼 能率 検

査食を開発 した．
， な お グ ル コ ース 定量法 とは，咀 嚼 の 進行

に よ る サ ン プ ル の 破壊 に よ っ て サ ン プ ル 内から溶出して く

る グ ル コ ース 量 を測定 して，咀嚼能 秦を客観的 に。ト価す る

とい うもの あ る

1．　寒天 サ ン プル に よ る 咀嚼能率検査法の 開発
b

（1） 方法

  試料 調整 な ら び に 物性測定

　寒天濃 度 は 2 種類 の 異なる物性 と して 1％ と 3％ 1 調整

し．含有
’
グ ル コ

ー
ス 濃 度 は 穿 天 溶液重量 の 10％ と し た。

サ ン プル の 大き さ は咀嚼 しや すい 大き さ と して 2 セ ン チ の

立 方体 と し，物 性測 定 は ク リ
ープ メ

ー一
タ
ー

（レ オ ナ
・−

RE −3305（林）由 電）を用 い ，最大荷重 と凝集性 を測定 した。

  溶出 グル コ ー
ス 量 の 測定

　実際 の 測走 は，寒天サ ン プ ル をロ 腔内 に入れ て 咀嚼させ

た 後 に コ ッ プ に 吐 き出 させ ，ユ00ml の 水 で 洗 口 させ て 口

腔 内 の サ ン プ ル 片 を 生 て 回 収 し，上0 回 撹 拌 後 に 直 ち に 電

極式簡易 血 糖測定器 で 測定す る こ と と し た 。

　 な お 実天 サ ン プル の 適 1「咀嚼時 間 に つ い て は ，若年者を

対象 と した
．
予備実験 に お い て 咀嚼後の 溶出 グ ル コ ース 量，

嚥下 まで の 咀 嚼時間，溶出 グ ル コ
ー

ス 量 の 冉現性を検 。寸し

て 決 定 した。

  咬合接触面積と 咬合力 の 測定

　 「A合接触面積 （上 下 の 歯をかみ 径わ せ た と きに按す る 面

積） と咬合力 （h下 の 歯 をか み しめたたときの 力）は対象

者 を 眼耳平 面 と床が
「F行に な る よ うに座 らせ ，頭部を動 か

さ な い よ うに 注意 し なが ら感圧 シ
ート （デ ン タ ル プ レ ス ケ

ール ） をL」腔内 に 挿 入 して 咬 ませ た 。 感 圧 シ
ー

トは 専用

評価婁 置 （オ ク ル ー一ザ ーFPD 　707”）に よ っ て 解析した。

（2 ）　 結果および 考察

　各サ ン プ ル の 物性 は，最大荷重 は 1％ 寒天サ ン プ ル で 平

均 996kgf ，3％ 寒天 サ ン プ ル で 平均 3，000　kgfで あ り，凝

集性 は どち ら も 0 で あ っ た 。

　 測走時の 適 正 咀嚼時 問 は 1％ 寒天 サ ン プ ル で は 10 秒、

3％ 寒 天 サ ン プ ル で は 15秒 と 決定 した 。

　 さ らに，本法 に よ り測定 した グ ル コ ース 溶出 量 を 利 用 し

て 対象健常 I 」齢者 を低溶出群，中溶出群，高溶 出群 と 3 グ

ル
ープ に 分 類 した とこ ろ，グ ル コ

ー
ス 溶出量．の 多 い グ ル

ー

プ ほ ど凵 腔 内の 残存 歯 が 多 く．咬合援触面積，咬合力 も高

い 結果 で あ っ た。

　 こ の 結果が得 られ た 理自の
一つ と して，k 天 サ ン プ ル の

物性 と感圧 シ
ー

トに よ る 測定原理 が 関与 して い る もの と考

え られ た。中川 ら
’

は ，筋電図 よ り破砕 運 動 と磨砕 （日 磨）

運 動 の 2 面か ら食品を グ ル
ープ 化 して い る が ，凝集性 が 小

さ く硬 くて もろ い 食品 は 咀1嚼初期 に 主 に 磨砕 運 動 よ りも破

砕 運 動 の 筋 活 動 を必 要 と し．咀嚼 の 進行 に 伴 う筋盾動量 の

変化 が 大 きい と して い る。つ まリ　 凝集性 の 小 さい 共 犬 サ

ン プ ル もこ の グ ル
ー

プ に 属 し，寒天 サ ン プ ル の 咀 嚼運 動時

に は ド顎 の 側 方 変 位 を伴 う臼 磨運 動 よ りも，下 顎の 上 下 運

動 に よ る破砕運動 の 筋活動が要求 され る 。 また，デ ン タ ル

プ レ ス ケ
ー

ル に よ る阪 合接触 面積，咬合力測定時 に は、下

顎 は ほ とん ど側方偏位 せ ず，下顎 の 上 下運動 に よ っ て シ
ー

トを Ir父み しめ て 閉 口 筋全体 の 筋ノJを測定す る。従 っ て．寒

JCサ ン プ ル の 破砕 も感 圧 シートに よ る測 定 も共 に ド顎 の 上

下 運 動が 主体とな る運動 に よ る もの で あ る 。 その た め，寒

天サ ン プ ル で の グ ル コ
ー

ス 溶出量 は，デ ン タ ル ブ レ ス ケ
ー

ル に よ っ て 得 られた測定結果とよく
一

致 し，圧縮面 に あた

る 咬合接触面積 圧 縮力に あ た る 咬合力が 大 きい ほ どサ ン

プ ル の 破砕が 進行し．グ ル コ ー
ス 溶出量 も増加した もの と

考 え られ た 。

　ま た，栗本 は
E； ピーナ ッ ツ ，蒲苅，高野豆腐を用 い ，篩

分法 に て 咀嚼効率 を 測定 して 瞹 合面形態 ，咬合力 との 関係

を検討 した 結果，い ずれ の 食品で も咀嚼効率 と上 下 臼歯部

に お ける 咬合接触面積との 間L 正の 相 関が 認 め られ，浦鉾

に つ い て は 咀 嚼 効率 と下 顎第
・一

大 臼歯 に お ける 最大咬合力

の 問 で 正 の 相関 が 認め られ た と汲吉 して い る 。 今 回 の 結果

で も，グ ル コ
ー

ス 溶出量 力 茴 い 群 ほ ど咬含接触 面積と岐合

力の 平均値 が 吊 か っ た こ とか ら，暗嚼効率の 測疋法と し て

最 も妥
’li

な方法と考 え られ て い る篩分法 に よ る 測定 とll様
な 結果 が 得 ら れ る もの と推察 され ，本方法 も咀 嚼能率 の 検

査法 と して 有用 で あ る と 思 わ れ た 。

2．　 本検査法 に よる 臨床応用

　本方法 は，簡易型血糖値測定器 と寒天サ ン プル があれ ば

計測者や 卩 1測場所を規定せ ず簡便 に個人の 咀嚼能率 が 測定

可 能で あ る．

　 また，木方法 を使用す る こ とで 健常高齢者 の 咀 嚼能率判

疋 だ けで なく，義歯 の 調整前後な ど，困 科治療効果判定 や

咀 嚼障害の 判定，口 腔機能訓練の 訓練効果 に お け る 客観約

評価が従来法 と比較 して よ り容易 に 行える もの と考 え られ

た 。

　 しか し咀嚼運動 は 食品物性 に応 じて 変化す る こ とが知 ら

れ て い る
Ul

た め，現在 は 寒 天 と異 な る 基材 を使 用 した 咀嚼

能．率検 査 食の 開発 に 取 り組 ん で い る。

食 品 物性 の 相違 に よ る誤嚥の リス ク変化

　道 脇 らは，寒 天 を基 材 と して 使用 し，段階的 に硬 さ を変

えた 嚥 下 造影検査 用検杳 食を開発 し
ID）
，硬 さ の 相違 に よ っ

て 誤嚥 の リ ス ク が 変 わ る こ とを報告
1⊥〕

して い る。そ こ で

こ の 絆果 を ふ ま え，凵本 人 の 卞 食で あ り食事 時 に最 も提供

さ れ る こ との 多 い 米飯 に 着 目 し，咀 嚼 ・嚥 下 障害患者 に 適

し た米飯 の 条件を明 らか に す る 目 的 で．物 性 と形 状 の 異 な

る 4種類 の 米飯 に よ る誤嚥 の リ ス ク変化を嚥 下 池 影検査 を

使 用 し て検討 した 。

　 嚥 下 造影 検 査 （video 　fluorographic　examination ： VF
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図 1．　レ ン トゲ ン 写真で み たヒ トの 側 面像

検査〉 と は ，患者 側 面か ら X 線 を照 射 し，造影剤 を混和

した 食べ 物 を実 際 に食 べ て も らい ，そ の 食物動態 と嚥
．
ド関

連器官 の 動 きを レ ン トゲ ン 透視画像 で 観察す る 方法 で あ

る 。 図 に， レ ン トゲ ン 写真 で み た ヒ トの 側面像 を示す

（図 1）。 咽頭部付近 で は 腹側が気管 で 空気 の 通 り道 とな っ

て 肺へ つ なが り，背側 が 食道 で 食塊 の 通 り道とな っ て 胃へ

とつ な が っ て い る 。 食道入 凵 部 は通常，食塊が 通 る と き以

外 は 閉 じて い て ，食塊 が 到達す る と嚥下 反 射 に よ っ て 食道

入 口部 が 開大 （輪状咽頭 筋 が弛緩）し て 食塊が 入 り，蠕動

運動 に よ っ て 胃へ 移送され る し くみ に なっ て い る 。

1．　米飯 の 形状 と物性の相違 に よる誤嚥の リス ク変化
12：，

（1） 方法

　対象は，脳 血 管障害 に よ り嚥 下 障害が 疑 わ れ た 咀 嚼
・
嚥

下 障害愚 者 36 名で あ る。嚥下造影検査 に 使用 した 米飯 は，

加水量 を 5．0倍 （全粥），2．5 倍 （軟 飯），ユ，5倍 （常飯）

と変え，さ ら に 5．0倍加水 の もの を ミ キ サーに か け た 4種

類 を作製 し，造影剤 を加 えて 米飯検査食 と した 。 検査時 に

は米飯検査食の 対照検査食 と して，最 も誤嚥 の 危険性が 高

い と さ れ
Ll）
，七 分 粥 ミキ サ ー程 度 の 硬 さ で あ る 寒 天 検 査 食

1 （以 下 ，イ オ ア ガ ー 1） も同時 に 利用 した 。 実際 に は，

検査食を テ ィ
ース プーン 1杯程度 の 量 を口 に 入れ 「食べ て

下 さい 」 と指示 して 食べ て もら っ た 。 また，検査 の 順番 は

患者 の 誤嚥 の 危険性 を診断す る ため，まず イ オ ァ ガー 1 を

食べ て もら い ，そ の 後全粥 ミ キサ ー，全粥，軟飯，常飯 と

した。

（2 ）　 結果お よ び考察

　イオ ア ガー1で は 約 4割の患者で誤嚥，喉頭侵入が 認 め

られ た。米飯検査 食で は 全粥 ミキ サ
ー，全粥，軟飯，常飯

の うち．全 粥 ミ キ サ
ーだ け喉頭侵入が 認 め られ．他 の 米飯

検 査 食 と 比 較 し て 誤 嚥 の リ ス ク が 高 い 結 果 で あ っ た

（図 2）。

　 イ オ ア ガー1 は液体 で あ る こ と か ら 全症例 で 丸 の み さ れ

て い た。イ オ ア ガー 1 で 誤嚥 が 多 く認 め ら れ た の は，流 動

性の 高 い 検査食 ほ ど咽頭 へ 流れ落ち る ス ピードが 速 い た
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　 　 　 図 2．誤嚥，喉頭 侵 入 の 頻度の 比較

イオ ア ガー1で は 全痂例．傘粥 ミキ サー
で は 7 症例 の み

咀 嚼運動無 しで 嚥 F し．誤嚥，1侯頭 侵入 が 認め られ た症

例が あ っ た。し か し，全 粥．軟飯 常飯で は 全 症例で 咀

嚼運 動が 認め られ，誤嚥，喉頭侵入 は認め られ なか っ た

め，嚥
「
ド反 射 が 起 こ る 前 に咽 頭 へ 流 れ 込 ん で しま っ た な ど

に よ る と考 え られ る 。 しか し同様 に液状 で あ る全 粥 ミキ サ

ー
で は，丸 の み した被験者 は 7 例 と少数で ，多 くは 咀嚼様

運動 で 口腔 内 に保持 され，そ の 後嚥 下 して い た 。 こ れ は，

付着性が な い イオ ア ガー 1 に対し て ，全粥ミキ サ ーで は米

飯 デ ン プ ン に よ る 付着性 の た め に 粘性 は 高 く，流動性 は 低

い た め ，嚥下 しや すい 食塊 に 変える よ うに 咀嚼様 運 動 が 起

こ っ た た め と考え られ る。

　 全 粥，軟飯 常飯 で は全症例 で 咀嚼運動がみ られ た こ と

か ら，口 腔内 に
一

定時間保持 され，嚥下 に 適 した適度な物

性 が 与 え られ た 後 に 嚥下 さ れ て い る と考え られ ，こ の こ と

が 誤嚥 の リス ク軽減 に 効果が あ っ た もの と思 わ れ る。

2， 咀嚼 ・嚥下障害者 に 対す る 米飯の 適癒

　本研 究 で は，まず嚥 ド障害 の 検出 感度の 高い 対照検査食

イ オ ア ガ ー1 に よ っ て 嚥下造影検査 を行 い ，禁食が 適切で

あ る と診断 され る よ うな重症 の 症例は除外 した。そ の ため

本研究の 被験者 は，経 口 摂取単独 また は代替栄養と経 口 摂

取が 併 用 で き る軽 症 か ら 中等 の レ ベ ル の 咀 嚼
・
嚥下障害患

者 で あ る 。 その ような患者 に 対 し，まず主食 と して提供 さ

れ る の は 全粥 ミキ サ
ー

が多い 。全粥 ミ キ サーは，咀 嚼な ど

の 1i腔機能低下 が あ る患者 に 対 して ，それ らの 機 能低下 を

補う囗的 か ら選択 され る こ とが多く，消化
・
吸収 の 面か ら

胃腸 の 負担 を軽減す る効果 もあ る
13．T4）。

　 しか し，米飯検査食の 中で 比較す る と，唯
一，喉頭侵入

を 認 め る症 例があ っ た こ とか ら安全性が高 い とは 需 い 難

い 。 特 に，嚥下反射 の遅延が認 め られ る患者に対 して は注

意が 必要 で あ る。また米飯 に 対す る 官能検査 の 結果，全粥

ミ キ サ ー
に 対す る 評価 は きわ め て 低 い

15）
た め ，「安 全 性 」

だ け で な く 「お い

’
し さ」 の 観点 か ら も再考 の 余地が あ る。

　な お 本 研究の 結果で は，全 粥 ミ キ サ
ー

と 全粥，軟飯 常

飯 で の 誤嚥 の リス ク に差 はなか っ た 。 また 全粥 ミキ サー以

外 の 米飯 は おい しさの 観点 で も評 価 が 高 い 。そ の た め，経

凵 摂取 が 可能な嚥下障害患者 に対 して は．全粥 や軟飯 の 適
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応 が 見 直 され る べ きで は な い か と思 わ れ た 。

臨床症例 に 対す る食 品 物性 の 考 え 方

　
一

言 で 咀 嚼
・
嚥下障害 とい っ て も，舌 の 巧緻性低下，嚥

下 反射 の 遅延，食道入 口 部 の 開大 不 良な どそ の 障害 に は い

ろ い ろ な タ イ プが あ る。しか もそ れ が い くつ も重 複 して い

る こ とが ほ と ん ど で あ り，そ の 障害 に 対 して 適 して い る 食

品物性 も異 な っ て くる 。 実際の 臨床 の 場面 で も，こ れ まで

の 研究結果 を 目安 に 食品選択 を行うこ とで 安全 で食べ や す

い 食事の 提供 が な され て い る が 患者 に よっ て は 研究結呆

と安全性 や 食 べ や す さ が 合致 しな い こ とが あ る n こ れ は，

咀 嚼
・嚥 下 障害患 者の 病態が 個 人 に よ っ て 微妙 に 異な る た

め で あ る 。 従 っ て ，常 に 患者 の 障害部位や程度 に よ っ て 適

」Eな物性が異 なる とい う こ と をふ まえ，個別対応 し な けれ

ばな ら な い 。

　
一

般 に 「お茶で む せ る場合 は と ろ み を つ け ま し ょ う」 と

言わ れ る 。 こ の こ と は ，多 くの 嚥 下 障害患者 に 対 し て 安全

性が得ら れ る，すなわ ち誤嚥 しに くい 方法で は ある もの の ，

全 て の 患者 に対応す る 手段 で は ない 。 その
一

例 と して 以
一
ト，

咀嚼
・
嚥下障害 と診断 された患者 の 症例 を示す 。 症例 1 は

脳 血管障害 に よ る咀嚼 ・嚥下 障害 を惹起 した もの で，症例

2 は 悪 性 腫 瘍 の 治療 の た め に 咀 嚼
・嚥 下 障害 を 惹 起 した 患

者 で あ る 、，

1． 症例 1

対象 ：73 歳　男性

診断名 ：脳梗塞 に よ る 咀 嚼
・
嚥下障害

嚥 r造影検査 に よ る 所見 ： 食塊形成 不 全，食塊移 送 不 全，

嚥 下 反 射 遅 延，喉頭 挙 ヒ不 全

　七分粥 ミキ サ
ー
程度 の 硬 さの 検査食 で は，口 の 中に 人 っ

た 検 査食が 嚥 下 反射 の 起 きる 前 に 咽頭 に 流 れ 込 ん で しま

い ，肺 に 入 っ て 誤嚥 し て い る （図 3）。しか し，絹 ご し豆

図 3．　 症 例 上　検 査食 の 硬 さ ：七 分粥 ミキ サ
ー程度

　 　流 動 性 が あ る分、口腔 内 に 入 っ た と同時 に検 査 食

　 　 が 直接 咽 頭 へ 流 れ 込み ，食道が 開 く前 に肺 へ 流 れ

　 　 込ん で 誤嚥 した

図 4． 症例 1 検脊 食の 硬 さ ： 絹 ご し豆 槝程度

　 　 あ る程 度 の 硬 さが あ る 分，口腔 内か ら咽頭 へ の

　 　 直 接 流 入 が 無 く，嚥 卜反 剔 の 遅 れ が カ バ ー
さ れ

　 　 て 誤嚥は 認め られ なか っ た

腐程度の 硬 さが ある検査食で あれ ば 口 の 中に・世 置 くこ と

が で きた た め に 嚥下反射 の 遅れが カバ ー
され，誤嚥は 認 め

られなか っ た （図 4）。

2． 症例 2

対象 ：73 歳 　男性

診断名 ： 舌
・
咽頭悪性腫瘍 に よ る 咀 嚼 ・嚥 下 障害

嚥 ド造影検 査 に よ る所見 ： 食塊形成不全，食塊移 送 不 口∫．

喉頭挙 ヒ不全 （頸部手術後の 瘢痕 に よ る ）

　舌 の 悪性腫瘍 に よ り舌の ほ と ん ど を切除す る 手術 を 受け

た た め ，食塊形成が で きず，さ らに舌 で 口 腔内の もの を咽

頭 へ 送 り込 め な い 状 態 で あ る。こ の 患 者 に 対 し て は，水分

に 粘性 を付与 して し まうと，咽頭 の 方 に 送 り込み が で きず

に 飲む こ とが で きない と推測 され た た め ，流動性 の 高い も

の を 直接咽頭 へ 少量 ず つ 送 り込 む よ うに して 嚥 ドさせ た と

こ ろ 嚥下可能 とな り，誤嚥 は 認 め られ な か っ た （図 5）。

　上 記 2 症例 か ら示 さ れ る よ うに ，重 要 な こ と は様 々 な検

査や 日常生活 の 観察な ど か らそ の 患者が最 も重度 な 障害 で

あ る 部位を 見極 め ，そ れ に 対応 して 安全性 が 得 られ そ うな

物性 を見極 め て 食事内容 の 決定 や 家族 へ の ア ドバ イ ス を す

る こ とで あ る 。 した が っ て，咀 嚼
・
嚥下障害 と診断 され て も．

症 例 2 の よ うに流 れ の 速 い もの の 方 が 嚥
．
卜
．
可能 で あ る とい

う患者 に 対 して は，水分 を多く含ませ た様 な調 理 法 や，あ る

程度流 動性 を持 たせ た 飲 食物 を ア ドバ イ ス す る こ と もあ る。

　　般 に 「歯が無 い 」「咬 め ない 」「食べ 物が 口 の 中 に 残 る」

な どの 状態 に 対 して ， ミ キサ ー
食やきざ み 食が 提 供 され る

こ とが 多 い 。 こ れ は．歯 の 喪失 に よ る 咀 嚼困難 や 口腔機能

低下 を補 うた め，調理形態 を i：夫 す る こ とで 口 に入 る 前か

ら少 しで も食塊 に 近 い 状態 に す る と い う配慮か ら きて い る

もの で あ る。しか し，脳機能低 下 に よ り口 に 入 れ た もの を

丸呑 み して し ま う傾 向が あ っ て 危険 で あ っ た り，悪 性腫瘍

術後 で 歯や 下 顎骨切除 に よ る 咀嚼不 fi1
’
症例な ど の 例外 を除
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図 5．　 痕例 2　検査食 ： 低粘度バ リ ウム

　 　 検 査食 を シ リ ン ジ で 少量 ずつ 口 腔 内 か ら直

　 　 接 咽頭 へ 流 し込 む こ とで 舌で の 送 り 込 み 運

　　動 を代償 し，嚥下 可 能に な っ た

き，ミ キ サ ー
食や きざみ 食 に す る と咀 嚼運 動が 減少す る分，

口 に入 れ た 食べ 物の 口 腔内停滞時間が 減少す る 。 こ の ため，

これ ら の食事形態で は 口腔内 に 入 っ て か ら咽頭へ 送 り込む

まで の 展 開が 早 くな っ た り，口腔 内に拡散し た食べ 物 が
一

塊 に で きず に 少 しず つ 咽頭 へ 落ちて し まうなど の 理由で か

え っ て 誤嚥の リス ク が 上 が る 可 能性 もある。した が っ て 食

べ られ な い の で ミ キ サ ーにか け る，きざむ と い っ た ような

調理法 の 画
一

化 は見直 さなけれ ば ならない
。

お わ り に

　 こ れ まで 著者 らが 行 い ，明 らか に さ れ て きた研究結果 と

こ れ か ら解明すべ き研究課題 を述べ て きた 。 こ れ らの 研究

の 最終的な目的 は，咀嚼 ・嚥 下 障害 に お け る 障害側 の 因子

と食 品 側 の 因子 の 関 連性 を見付けた 上 で安全 に食べ る方法

を解明 し，そ の 結果 を患者に どう生 か して い くか とい うこ

とで あ る 。 その た め に著者 ら は さら に 研究を進め ，患者 の

病態 か ら簡便 に 食品 ・調理法 の 選択 が 可 能 に な る よ うな 方

法 を追 究 して い る。そ して こ れ に よ り，患 者 の 食 事 に お け

る安全性 を確保 しつ つ 日常生 活 に おける 調理担 当者 の 精神

的，肉体的負担 も軽減 させ ，食事が 日常生活 の
一

つ で あ る

と同時 に 楽 しみ の
・一

つ で ある こ と を取 り戻せ れ ば と考 え て

い る。
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