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呼吸器内科 新体制 !

多
職
種
の
チ
ー
ム
で
行
う

呼
吸
器
内
科
診
療

　

当
院
呼
吸
器
内
科
で
は
年
間
お
よ
そ
１
万
人
の
外
来
患
者
さ
ま

を
診
察
し
、
約
８
０
０
人
の
入
院
患
者
さ
ま
の
治
療
に
あ
た
っ
て

お
り
ま
す
。
常
時
50
〜
60
人
程
度
の
方
が
入
院
さ
れ
、
急
性
期
の

治
療
や
、
緊
急
事
態
か
ら
回
復
さ
れ
た
後
の
安
定
期
に
、
自
宅
や

施
設
へ
お
帰
り
に
な
る
準
備
の
た
め
在
院
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

本
誌
を
ご
覧
の
皆
様
は
、
呼
吸
器
内
科
の
診
療
は
誰
が
担
っ
て

い
る
と
お
考
え
で
し
ょ
う
か
？ 

　

医
師
で
し
ょ
う
か
？　

看
護
師
で
し
ょ
う
か
？

　

も
ち
ろ
ん
、こ
の
２
職
種
は
患
者
さ
ま
と
接
す
る
こ
と
も
多
く
、

従
来
か
ら
医
療
機
関
で
働
い
て
き
た
職
種
で
す
の
で
ま
ず
思
い
つ

か
れ
る
方
が
多
い
と
思
い
ま
す
。

　

当
院
で
は
、
も
っ
と
多
く
の
職
種
の
ス
タ
ッ
フ
が
患
者
さ
ま
の

診
療
に
従
事
し
て
、
よ
り
良
い
治
療
を
目
指
し
て
お
り
ま
す
。

呼
吸
器
内
科
部
長

　
竹
内 

広
史

　

入
院
患
者
さ
ま
に
限
り
ま
し
て
も
、上
述
の
２
職
種
に
加
え
て
、

薬
剤
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、
言
語
聴
覚
士
、
医
療
相

談
員
、
管
理
栄
養
士
、
ク
ラ
ー
ク
、
ヘ
ル
パ
ー
が
日
常
的
に
患
者

さ
ま
の
ケ
ア
に
あ
っ
た
っ
て
お
り
ま
す
。

　

な
ぜ
、
多
職
種
で
診
療
を
す
る
と
「
よ
り
良
い
治
療
」
に
な
る

の
で
し
ょ
う
か
？

　

一
例
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

　

呼
吸
器
内
科
に
入
院
さ
れ
る
方
は
、
ご
高
齢
の
方
が
多
く
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
肺
炎
で
入
院
さ
れ
適
切
な
抗
菌
薬
に
よ
り
肺

炎
自
体
は
改
善
す
る
も
の
の
、
残
念
な
が
ら
、
入
院
を
契
機
に
認

知
機
能
低
下
、
嚥
下
機
能
低
下
、
手
足
の
機
能
低
下
を
き
た
し
て

し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

過
去
の
全
国
的
な
調
査
で
も
、
早
期
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

開
始
が
患
者
さ
ま
の
予
後
を
改
善
し
、
誤
嚥
性
肺
炎
の
方
で
も
、

早
期
の
食
事
再
開
が
予
後
を
改
善
す
る
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
事
実
を
踏
ま
え
て
、
私
た
ち
は
入
院
後
も
早
期
か
ら

積
極
的
に
理
学
療
法
士
・
作
業
療
法
士
に
よ
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
を
行
い
身
体
機
能
の
向
上
や
認
知
機
能
低
下
の
防
止
、
言

語
聴
覚
士
に
よ
る
嚥
下
機
能
評
価
と
食
事
訓
練
、
管
理
栄
養
士
に

よ
り
患
者
さ
ま
の
嗜
好
に
合
わ
せ
た
食
事
の
提
供
や
誤
嚥
を
防
止

す
る
食
事
形
態
の
選
択
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
入
院
時
に
介
護
の
問
題
、
経
済
的
問
題
を
抱
え
て
い
る

方
に
対
応
す
る
べ
く
医
療
相
談
員
に
よ
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
、
公
的

援
助
の
受
給
方
法
の
紹
介
も
行
っ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
患
者
さ
ま
・
ご
家
族
の
抱
え
る
多
面
的
な
問
題
に
対

処
す
る
た
め
、
当
院
で
は
定
期
的
に
担
当
医
が
、
入
院
患
者
さ
ま

を
医
師
・
看
護
師
の
み
な
ら
ず
前
述
の
多
職
種
が
出
席
す
る
合
同

カ
ン
フ
ァ
ラ
ン
ス
で
、
連
携
し
て
診
療
し
て
お
り
ま
す
。

　

入
院
を
経
験
さ
れ
た
読
者
の
方
は
ご
経
験
が
あ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
医
師
に
は
伝
え
に
く
い
こ
と
も
看
護
師
や
他
の
職
員
に
は

伝
え
や
す
い
こ
と
を
。

　

我
々
は
患
者
さ
ま
の
こ
う
し
た
声
に
も
耳
を
傾
け
て
、
当
院
で

の
呼
吸
器
内
科
診
療
を
よ
り
良
く
前
進
さ
せ
よ
う
と
し
て
お
り
ま

す
。
当
然
、
患
者
さ
ま
か
ら
の
ご
要
望
、
悩
み
、
心
配
事
も
カ
ン

フ
ァ
ラ
ン
ス
で
い
ろ
い
ろ
な
職
員
か
ら
提
示
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に

対
処
す
る
の
が
最
善
か
み
ん
な
で
相
談
し
ま
す
。

　

医
師
の
み
で
は
独
善
に
陥
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
も
、
多
職
種

カ
ン
フ
ァ
ラ
ン
ス
を
通
じ
て
、
看
護
師
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

職
員
、
医
療
相
談
員
な
ど
の
多
く
の
立
場
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門

性
に
立
脚
し
て
一
人
の
患
者
さ
ま
に
対
し
て
ケ
ア
す
る
こ
と
が
可

能
で
す
。

　

こ
れ
が
多
面
的
な
問
題
を
抱
え
る
患
者
さ
ま
に
対
す
る
「
良
い

治
療
」
と
私
た
ち
は
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

当
院
で
は
私
が
赴
任
し
た
13
年
前
よ
り
、
こ
の
よ
う
に
多
職
種

が
連
携
し
て
診
療
す
る
体
制
を
構
築
し
て
お
り
ま
す
。

　

現
在
私
た
ち
呼
吸
器
内
科
で
は
、
３
人
の
外
来
・
入
院
を
担
当

す
る
常
勤
医
師
と
、
３
人
の
外
来
担
当
の
非
常
勤
医
師
に
よ
り
常

に
切
れ
目
が
な
い
診
療
の
提
供
が
可
能
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

入
院
患
者
さ
ま
の
診
療
に
関
し
ま
し
て
も
、
主
治
医
が
主
体
と

な
っ
て
診
療
を
行
う
の
は
当
然
で
す
が
、
主
治
医
が
不
在
の
際
も

他
の
常
勤
医
師
が
入
院
患
者
さ
ま
の
代
理
診
療
を
行
い
、
休
日
・

夜
間
に
お
い
て
も
当
直
医
師
が
入
院
中
の
突
発
的
な
事
態
に
対
処

し
て
24
時
間
、
３
６
５
日
患
者
さ
ま
の
診
療
に
断
絶
が
な
い
よ
う

に
配
慮
し
て
お
り
ま
す
。

　

本
誌
を
ご
覧
の
地
域
の
皆
様
で
、
呼
吸
器
症
状
に
ご
不
安
な
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
ら
遠
慮
な
く
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

多
職
種
が
共
同
し
て
多
く
の
専
門
家
の
視
点
か
ら
患
者
さ
ま
を

診
る
こ
と
、
多
く
の
医
師
の
関
与
に
よ
り
時
間
的
に
も
途
切
れ
る

こ
と
の
な
い
診
療
に
よ
り
、
皆
様
の
ご
期
待
に
沿
え
る
医
療
を
提

供
で
き
る
も
の
と
確
信
し
て
お
り
ま
す
。
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呼吸器内科 新体制 !

■部位別のがん死亡率2016＜ 1 年間に人口 10 万人あたり何人亡くなっているのか ?（全年齢）>

資料：国立がんセンターがん対策情報センター「最新がん統計より」　グラフ：経営情報課統計

男性：361.1 人
口腔・咽頭、食

道、胃、肝臓、肺、

膀胱で男性が女

性より死亡率が

高い。

女性：238.8 人
甲状腺では女性

が男性より死亡

率が高い。

①
肺
が
ん
に
つ
い
て

呼
吸
器
内
科

　
小
口 

展
生

●
肺
が
ん
と
は
？

　

肺
の
気
管
、
気
管
支
、
肺
胞
の
一
部
の
細
胞
が
、
が
ん
化
し
た

も
の
で
す
。
進
行
す
る
に
連
れ
て
周
り
の
組
織
を
破
壊
し
な
が
ら

増
殖
し
、
血
液
や
リ
ン
パ
の
流
れ
に
広
が
っ
て
行
き
ま
す
。

●
原
因

　

が
ん
化
の
原
因
は
、
肺
の
細
胞
の
中
に
あ
る
遺
伝
子
に
傷
が
つ

く
こ
と
で
生
じ
ま
す
。
傷
を
つ
け
る
原
因
と
し
て
代
表
的
な
も
の

が
喫
煙
と
受
動
喫
煙
で
す
が
、
喫
煙
者
以
外
に
も
が
ん
が
生
じ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
肺
が
ん
の
主
な
症
状

　

咳
、
息
切
れ
、
息
苦
し
さ
、
体
重
減
少
、
痰
、
血
が
混
じ
っ
た
痰
、

胸
の
痛
み
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
早
期
の
肺
が
ん
は
症
状
が
出
に
く

く
、
症
状
が
あ
っ
た
と
し
て
も
風
邪
や
タ
バ
コ
の
せ
い
だ
と
思
っ

て
気
づ
か
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
咳
な
ど
の
症
状
が
続
く
場
合

に
は
、
呼
吸
器
内
科
を
受
診
す
る
こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

●
患
者
数

　

が
ん
は
日
本
人
の
死
因
の
中
で
最
も
多
く
、
２
人
に
１
人
が
一

生
の
う
ち
に
一
度
は
が
ん
に
か
か
り
、
３
人
に
１
人
が
が
ん
で
亡

く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

な
か
で
も
肺
が
ん
は
最
も
患
者
さ
ま
の
数
が
多
く
、
２
０
１
６

年
に
は
約
７
万
人
が
肺
が
ん
で
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。

●
検
査

　

症
状
が
な
い
場
合
に
は
、
健
診
な
ど
で
肺
に
異
常
が
あ
る
か
？

痰
の
中
に
異
常
な
細
胞
が
含
ま
れ
て
い
な
い
か
？ 

を
調
べ
る
た

め
の
検
査
を
行
い
ま
す
。

▼
胸
部
レ
ン
ト
ゲ
ン
検
査
、
喀
痰
細
胞
診
検
査
、
血
液
検
査
に
よ

る
腫
瘍
マ
ー
カ
ー

　

こ
れ
ら
の
検
査
で
異
常
を
指
摘
さ
れ
た
場
合
や
自
覚
症
状
が
あ

る
場
合
に
は
が
ん
の
疑
い
が
あ
る
の
か
？ 

他
の
病
気
で
は
な
い

か
？ 

に
つ
い
て
、
よ
り
詳
し
く
調
べ
る
検
査
を
行
い
ま
す
。

▼
▼
胸
部
C
T
検
査

　

が
ん
の
疑
い
が
あ
る
場
合
に
は
、
病
変
を
直
接
観
察
・
採
取
し

て
、
が
ん
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
た
め
の
検
査
を
行
い
ま
す
。

▼
▼
▼
気
管
支
鏡
検
査
、
胸
腔
鏡
検
査
、
経
皮
肺
生
検
に
よ
る
組
織

診
断

　

肺
が
ん
で
あ
る
こ
と
が
確
定
し
た
場
合
に
は
肺
が
ん
の
広
が
り

方
、
転
移
が
あ
る
か
ど
う
か
な
ど
に
つ
い
て
知
り
、
治
療
方
針
を

決
め
た
り
、
治
療
の
効
果
を
調
べ
る
た
め
の
検
査
を
行
い
ま
す
。

▼
▼
▼
▼
遺
伝
子
検
査
、
C
T
検
査
、
M
R
I
検
査
、
骨
シ
ン

チ
グ
ラ
フ
ィ
ー
、
P
E
T

●
が
ん
の
種
類

　

検
査
や
手
術
で
採
取
し
た
が
ん
の
細
胞
や
組
織
を
顕
微
鏡
で
調

べ
る
と
、
が
ん
細
胞
や
そ
の
集
団
の
形
に
違
い
が
あ
り
、
い
く
つ

か
の
種
類
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

主
に
腺
が
ん
、
扁
平
上
皮
癌
、
大
細
胞
が
ん
、
小
細
胞
が
ん
が

あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
に
喫
煙
者
に
多
い
、
増
殖
が
早
い
、
転
移

し
や
す
い
、
化
学
療
法
に
効
果
が
得
ら
れ
や
す
い
な
ど
の
特
徴
が

あ
り
ま
す
。

　

肺
が
ん
の
約
60
％
を
占
め
る
の
が
腺
が
ん
で
、
次
に
扁
平
上
皮

が
ん
が
多
く
み
ら
れ
ま
す
。
大
細
胞
が
ん
や
小
細
胞
が
ん
は
比
較

的
発
症
頻
度
の
低
い
が
ん
で
す
。

●
患
者
さ
ま
一
人
一
人
に
あ
っ
た
治
療
、
個
別
化
治
療

　

こ
れ
ら
の
分
類
に
加
え
遺
伝
子
検
査
を
加
え
る
こ
と
で
個
別
化

治
療
を
行
い
ま
す
。

　

最
近
の
研
究
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
が
ん
に
特
有
な
遺
伝
子
変

異
が
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
組
織
に

よ
る
分
類
に
加
え
て
遺
伝
子
検
査
を
加
え
る
こ
と
で
個
別
化
治
療

を
行
い
ま
す
。

　

肺
が
ん
で
は
E
G
F
R
遺
伝
子
変
異
、
A
L
K
融
合
遺
伝
子
、

R
O
S
1
融
合
遺
伝
子
と
い
っ
た
遺
伝
子
変
異
が
み
ら
れ
、
こ

れ
ら
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
遺
伝
子
変
異
の
タ
イ
プ
が
存
在
す
る

こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

　

現
在
、
肺
が
ん
で
は
、
こ
の
３
つ
の
遺
伝
子
変
異
を
タ
ー
ゲ
ッ

ト
と
し
た
治
療
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
患
者
さ
ま

一
人
一
人
に
合
っ
た
治
療
を
考
え
る
『
個
別
化
治
療
』
が
中
心
と

な
っ
て
い
ま
す
。

●
遺
伝
子
変
異
タ
イ
プ
に
合
わ
せ
た
治
療
を
行
う

　

こ
れ
ら
の
変
異
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
分
子
標
的
薬
と
い
う

そ
れ
ぞ
れ
の
阻
害
剤
を
使
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
い
ず
れ
の

遺
伝
子
変
異
も
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
従
来
の
抗
が
ん

剤
に
よ
る
治
療
や
が
ん
免
疫
療
法
を
行
い
ま
す
。

　

日
本
肺
が
ん
学
会
に
よ
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
も
、
遺
伝
子
検
査

を
行
っ
て
遺
伝
子
変
異
が
あ
る
か
ど
う
か
を
調
べ
た
上
で
、
患
者

さ
ま
に
合
っ
た
治
療
を
選
択
す
る
こ
と
を
推
奨
し
て
い
ま
す
。

●
病
期
の
分
類
法

　

肺
が
ん
と
診
断
さ
れ
た
ら
、
そ
の
が
ん
が
ど
の
く
ら
い
の
大
き

さ
な
の
か
、
他
の
臓
器
ま
で
広
が
っ
て
い
な
い
か
ど
う
か
、
さ
ら

に
詳
し
く
検
査
を
行
い
、
が
ん
の
進
行
度
合
い
（
病
期
、
ス
テ
ー

ジ
）
を
決
め
ま
す
。

　

病
期
の
評
価
に
は
T
N
M
分
類
と
呼
ば
れ
る
分
類
法
を
使
用

し
ま
す
。
こ
れ
は
、
が
ん
の
大
き
さ
と
浸
潤
（
T
因
子
）、
リ
ン

パ
節
転
移
（
N
因
子
）、
遠
隔
転
移
（
M
因
子
）
の
3
つ
の
因

子
に
つ
い
て
評
価
し
、
こ
れ
ら
を
総
合
的
に
組
み
合
わ
せ
て
病
期

を
決
定
す
る
方
法
で
す
。

　

肺
が
ん
で
は
、病
期
は
0
期
、Ⅰ
期
（
Ⅰ
A
、Ⅰ
B
）、Ⅱ
期
（
Ⅱ

A
、
Ⅱ
B
）、
Ⅲ
期
（
Ⅲ
A
、
Ⅲ
B
）、
Ⅳ
期
に
分
類
さ
れ
ま
す
。

●
治
療
法

　

肺
が
ん
の
治
療
方
法
は
主
に
外
科
療
法（
手
術
）、放
射
線
療
法
、

薬
物
療
法
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
治
療
中
や
治
療
後
に
は
、
副
作

用
や
合
併
症
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

ど
の
治
療
が
適
応
に
な
る
か
は
が
ん
の
広
が
り
の
程
度
、
す
な

わ
ち
病
期
分
類
か
ら
決
定
し
ま
す
。

　

当
院
で
は
、
外
科
療
法
と
放
射
線
治
療
を
行
う
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
が
、
薬
物
療
法
を
行
う
こ
と
は
可
能
で
す
。
病
期
分
類
の
結

果
、
薬
物
療
法
が
選
択
さ
れ
る
場
合
に
は
当
院
で
も
積
極
的
に
治

療
を
行
っ
て
い
く
予
定
で
す
。

　

外
科
的
治
療
、
放
射
線
治
療
が
適
応
に
な
る
場
合
に
は
、
近
隣

の
医
療
機
関
と
連
携
し
、
適
切
な
治
療
を
行
え
る
よ
う
紹
介
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

●
治
療
方
針
を
決
め
る
因
子

　

肺
が
ん
の
治
療
で
は
、効
果
的
な
治
療
法
を
選
択
す
る
た
め
に
、

主
に
肺
が
ん
の
種
類
（
組
織
型
）
や
遺
伝
子
の
型
、
が
ん
の
広
が

り
方
（
病
期
、ス
テ
ー
ジ
）
に
基
づ
い
て
治
療
法
を
決
め
ま
す
が
、

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
が
ん
の
あ
る
場
所
や
、
患
者
さ
ま
の
体
力
、

治
療
へ
の
希
望
、
心
臓
や
肺
の
機
能
な
ど
も
総
合
的
に
検
討
し
て

治
療
法
を
選
択
し
ま
す
。

　

患
者
さ
ま
の
全
身
状
態
は
、
治
療
の
効
果
や
副
作
用
の
あ
ら
わ

れ
や
す
さ
に
影
響
を
与
え
ま
す
。
全
身
状
態
が
悪
い
患
者
さ
ま
で

は
、
予
定
し
て
い
た
治
療
を
途
中
で
中
止
す
る
必
要
が
で
て
き
た

り
、
重
い
副
作
用
が
現
れ
た
り
し
や
す
い
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る

た
め
、
体
へ
の
負
担
の
大
き
い
外
科
療
法
や
薬
物
療
法
は
行
え
な

い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
肺
が
ん
の
外
科
療
法
で
は
、
肺
の
一
部
を
切
除
す
る
た
め
、

手
術
前
と
比
べ
て
呼
吸
機
能
が
低
下
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、
治
療

を
行
う
前
に
肺
の
働
き
（
機
能
）
に
つ
い
て
調
べ
て
お
く
こ
と
が

と
て
も
重
要
で
す
。
ま
た
、
手
術
や
薬
物
療
法
で
は
肺
の
ほ
か
に

も
心
臓
や
肝
臓
、
腎
臓
な
ど
に
負
担
が
か
か
る
た
め
、
治
療
に
耐

え
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
調
べ
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

●
治
療
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

　

薬
物
療
法
や
外
科
治
療
が
困
難
は
場
合
に
は
、
緩
和
ケ
ア
を
行

い
ま
す
。
症
状
を
緩
和
さ
せ
る
た
め
の
薬
物
を
使
用
し
な
が
ら
快

適
な
生
活
を
送
れ
る
こ
と
を
目
指
し
ま
す
。

　

特
に
疼
痛
は
、
生
活
の
質
（
Q
O
L
）
を
大
き
く
低
下
さ
せ
る

た
め
積
極
的
に
症
状
緩
和
に
努
め
ま
す
。
当
院
で
は
N
R
S
と

い
う
痛
み
の
ス
ケ
ー
ル
を
用
い
、
ス
タ
ッ
フ
間
で
評
価
に
違
い
が

な
い
よ
う
、
客
観
的
で
統
一
し
た
指
標
を
用
い
て
評
価
し
、
疼
痛

の
緩
和
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

　

何
か
お
困
り
の
際
に
は
、
一
度
呼
吸
器
内
科
を
受
診
し
て
、
相

談
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
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COLUMN

ドクターやナース、コメディカルの日常、大げさにいえば人生観まで。

好評につき、毎号連載中！

臨床工学技士をご存知ですか？

　私がこのコラムに登場するのは、これで２回目となります。１回目（2014 年

11 月号に掲載）は「ハーフビルドに挑戦」として自宅の建築の半分を自分でやる、

という内容のものでした。かれこれ 4 年前のことで、当時折り返し地点と書きま

したが、実は住み始めたものの未だ自邸は完成しておらず『熊谷のサグラダ・ファ

ミリア（スペインの未完の建築）』と揶揄されています。ようやく今月に子供部屋

が完成。残るは主寝室となりました。怪我をしないように、家族の協力を得なが

らコツコツと頑張っています。

　臨床工学技士は、皆さんご存知の看護師や放射線技師、検査技師などと同様の、い

わゆる『コメディカル・スタッフ』の一員です。医師の指示のもと、医療チームとな

り患者さまへ専門技術を提供するのがその任務です。数ある医療ライセンスのなかで

も、比較的新しく認可されたものですから、初見の方も多いのではないでしょうか。

　その役割はひとことで『医療機器の専門家』というところでしょうか。医療の進歩

は目覚ましく、新しいがんの治療薬や、再生医療といったものから、ロボットを用い

た手術まで、メディアでも話題に事欠きません。『医療機器』はその先進的な医療を

ME 課課長
大谷哲也

自邸の主暖房は薪ストーブ。「斧で薪
を割る時、家族で火にあたる時、ス
トーブで作った料理を食べる時の３
回、人を温めてくれる」と、熊谷の
ガウディは今日も薪割りに精を出す。

支えるひとつで、大掛かりな手術や、一刻を争う救命の現場で、今や欠かせないものとなっています。

　今号は『呼吸器内科』の特集でした。そこで、同科で活躍する代表的な装置をご紹介しましょう。そう、人工呼吸器です。

呼吸が止まると命にかかわる…というのは皆さんご存知の事でしょう。この装置は機械で肺に空気を送り、人工的な

呼吸により生命維持を担います。また呼吸があったとしても、心臓や腎臓のダメージから肺に水が溜まってしまう事

があります。空気中にいるのに、肺の中だけ溺れてしまう病態です。この場合も、人工呼吸器で高い濃度の酸素を送っ

たり、息を吐いても空気が残ったりするように換気の支援を行います。

　問題となるのは機械が患者さまにつながる部分です。気管内挿管や気管切開など、太い管や外科的手術を伴っての接

続となり、患者さまは、意識も自由も奪われてしまいます。そこで近年活躍しているのが『マスク型換気装置』と呼ば

れる人工呼吸器です。口や鼻を専用の樹脂マスクで覆い、本来の呼吸と同様の経路で肺に空気を送ります。ただしこの

方式は、旧来の人工呼吸器と異なる介入を必要とするため、チームの一員として臨床工学技士が深くかかわる体制とし

ています。すべての呼吸不全に適応するわけではありませんが、当院でもたくさん稼働して患者さまの支援をしています。

また、その技術を応用することで、在宅での人工呼吸器も普及が促進しています。神経筋疾患や COPD（慢性閉塞性肺

疾患）などを患う患者さまに、より生理的で長期に装着できるものとして、第一選択となりつつあります。また、睡眠

時無呼吸症候群に対する治療としても同様です。こちらは更に機能を絞り込まれた装置を用いて治療します。

　在宅のいずれの治療においても、私たちの見えないところで装置が稼働します。ここでも院内と同様に臨床工学技

士がお手伝いしています。時にはご自宅へご訪問し、また来院時には稼働のデータをきめ細かく解析することで、院

内での稼働と同等の質を提供できるよう努力しています。

②
Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ｄ
に
つ
い
て

呼
吸
器
内
科

　
津
田 

泰
成

●
は
じ
め
に

　

Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ｄ
（
慢
性
閉
塞
性
肺
疾
患
）
は
、
喫
煙
者
が
罹
患
す
る

代
表
的
な
慢
性
呼
吸
器
疾
患
で
、
空
気
の
通
り
道
で
あ
る
気
管
支

が
狭
く
な
っ
た
り
、
肺
が
破
壊
さ
れ
て
し
ま
う
疾
患
で
す
。

　

喫
煙
者
の
約
20
％
が
罹
患
し
て
お
り
、
緩
徐
に
進
行
す
る
高
齢

者
に
多
い
疾
患
で
す
。
日
本
の
推
定
患
者
数
は
５
０
０
万
人
を
超

え
て
い
ま
す
が
、
実
際
に
治
療
さ
れ
て
い
る
人
は
数
十
万
人
で
認

知
度
が
未
だ
に
低
く
、
喫
煙
し
続
け
て
重
症
化
し
て
し
ま
う
ケ
ー

ス
が
多
い
で
す
。

●
危
険
因
子

　

タ
バ
コ
煙
は
最
大
の
危
険
因
子
で
、
患
者
の
約
90
％
に
喫
煙
歴

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
受
動
喫
煙
も
重
要
危
険
因
子
で
す
。
そ
の
他
、

農
業
や
炭
鉱
、
工
事
現
場
、
化
学
物
質
（
煙
、
蒸
気
、
ガ
ス
、
刺

激
性
物
質
）
な
ど
職
場
で
の
粉
塵
吸
入
も
Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ｄ
発
症
と
関
連

が
あ
り
ま
す
。

　

呼
吸
器
感
染
症
に
罹
患
し
た
小
児
で
は
、
青
年
期
以
降
の
呼
吸

機
能
低
下
が
早
く
、
Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ｄ
発
症
の
関
連
性
が
指
摘
さ
れ
て
い

ま
す
。

●
症
状

　

初
期
は
無
症
状
で
す
が
、
咳
や
痰
な
ど
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
、
徐
々
に
労
作
時
の
息
切
れ
や
呼
吸
困
難
が
出
現
し
ま
す
。
進

行
す
る
と
呼
吸
不
全
と
な
り
、
安
静
時
で
も
息
切
れ
が
起
こ
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。

●
診
断
と
検
査

　

Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ｄ
の
診
断
に
は
、
呼
吸
機
能
検
査
が
必
須
で
す
。
検
査

結
果
で
、
Ⅰ
期
（
軽
症
）
か
ら
Ⅳ
期
（
最
重
症
）
ま
で
分
け
ら
れ

治
療
方
針
を
決
定
し
ま
す
。
ま
た
胸
部
Ｃ
Ｔ
検
査
で
肺
の
状
態
を

確
認
し
ま
す
。
そ
の
他
、
血
液
検
査
や
心
電
図
、
心
臓
超
音
波
検

査
を
施
行
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

●
治
療

　

薬
物
療
法
と
非
薬
物
療
法
が
あ
り
ま
す
。
薬
物
療
法
は
、
狭
く

な
っ
た
気
管
支
を
拡
げ
る
気
管
支
拡
張
作
用
の
あ
る
吸
入
薬
や
内

服
薬
が
中
心
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ｄ
患
者
の
15
〜
20
％

に
気
管
支
喘
息
を
合
併
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
気
管
支
の
炎
症

を
抑
え
る
吸
入
ス
テ
ロ
イ
ド
薬
を
使
用
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

非
薬
物
療
法
で
最
も
重
要
な
事
は
禁
煙
で
す
。

　

ほ
と
ん
ど
の
Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ｄ
は
禁
煙
に
よ
っ
て
予
防
可
能
で
、
経
年

的
な
呼
吸
機
能
低
下
を
遅
く
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
加
熱
式
タ

バ
コ
、
電
子
タ
バ
コ
も
、
そ
の
使
用
は
推
奨
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ｄ
の
患
者
さ
ま
は
、
肺
炎
な
ど
の
呼
吸
器
感
染
症
に
罹
患

し
て
し
ま
う
と
重
篤
化
す
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
ワ
ク
チ
ン
や
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
を
接
種
す
る
こ
と
で
、
死
亡

率
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ｄ
Ⅲ
期（
重

症
）以
上
の
患
者
さ
ま
の
約
40
％
に
体
重
減
少
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

栄
養
障
害
は
、
呼
吸
困
難
症
状
が
悪
化
し
、
予
後
に
も
関
与
す
る

の
で
、
栄
養
士
に
よ
る
食
事
指
導
が
大
切
で
す
。

　

そ
の
他
、
呼
吸
困
難
の
軽
減
、
運
動
能
力
の
改
善
を
目
的
と
し

た
呼
吸
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
ま
す
。
体
内
の
酸
素
が
欠

乏
し
呼
吸
不
全
状
態
に
陥
っ
た
場
合
、
在
宅
酸
素
療
法
が
必
要
に

な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
生
命
予
後
を
改
善
し
ま
す
が
、
生
活
の
質

を
落
と
す
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
早
期
禁
煙
や
前
述
の
治
療
を
受

け
る
こ
と
で
導
入
を
回
避
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

●
ま
と
め

　

Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ｄ
は
、
い
っ
た
ん
発
症
し
て
し
ま
う
と
元
に
は
戻
ら
な

い
疾
患
で
す
。
重
篤
化
す
る
と
呼
吸
困
難
症
状
と
一
生
付
き
合
っ

て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
心
筋
梗
塞
や
狭
心
症
、

不
整
脈
、
脳
血
管
障
害
、
不
安
や
抑
う
つ
、
骨
粗
鬆
症
、
糖
尿
病
、

消
化
器
疾
患
な
ど
多
岐
に
渡
る
併
存
症
も
あ
り
ま
す
。
手
術
を
す

る
こ
と
で
完
治
を
望
め
る
疾
患
も
Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ｄ
の
存
在
で
手
術
が
不

可
能
と
な
り
、
治
療
機
会
を
失
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

先
に
述
べ
た
危
険
因
子
を
お
持
ち
で
、
特
に
四
十
歳
以
上
の

自
覚
症
状
が
あ
る
方
は
、
早
期
に
病
院
を
受
診
し
、
現
在
の
肺

の
状
況
を
知
る
こ
と
が
非
常
に
大
切
で
す
。

呼吸器内科 新体制 !
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秋の防災訓練
新南棟 4F 会議室

2018 年9 月6 日（木）

初期消火や避難誘導の手順を確認。
初期消火・中期消火や避難誘導、
防火扉の開閉などを行い、避難完
了後は各部門の責任者が看護副部
長に報告。 林副院長からは「常
に避難経路の確認を」、消防隊員
からは「これに患者さんの避難が
加わります。各役割を再認識して
おくこと」との総評をいただきま
した。その後、消化器訓練と地震
体験車による震度の強い揺れをシ
ミュレーションしました。

救急隊員勉強会
行田市消防本部

2018 年 9 月 13 日（木）

救急医療週間に行われた勉強会で救急総合診療科・濱田医師が講演。
行田市消防署内にて『災害の時何ができる？』をテーマに、グループ形式で
の勉強会が行われました。災害の定義、指揮系統・情報系統の重要性、現場
での心構え、過去の災害時にどのような対応が行われたのか？ などの講義に
加え、トリアージの判断とスピードの重要性を理解・トレーニングしていた
だくために、多様なトリアージ課題に各班ごとに取り組んでいただきました。

News & Topics

2018 .8-2018.9

第 3 回 院内コンサート
開催決定！

2018 年 10 月 25 日（木）

行田市民吹奏楽団から
10 名の演奏者を招いて、『日本の
歌メドレー』『フニクリフニクラ』
など、約 1 時間の演奏会を行い
ます。●入場無料、10 月 25 日

（木）、開演 18:00、新南棟 1F 受
付前ロビーにお越しください。

第 1 回 さきたま慢性疼痛研究会
ホテルガーデンパレス熊谷 2F 千鳥の間

2018 年 9 月 6 日（木）

慢性疼痛についての研究会
慢性疼痛は種々の病因で発症し、難治のため鎮痛薬投与が長期となり、治療
に困惑することが多い神経症候です。患者さまには毎日の痛みに耐えること
や他の人に見えない症状であるための苦悩があります。これらの現状を踏ま
え、慢性疼痛治療について県北エリアでは初となる研究会が開催され、当院
副院長・小島医師が座長を務め『失敗しない慢性疼痛の薬物療法』と題した
獨協医科大学麻酔科学講座主任教授・山口医師による講演が行われました。

■座長／
　当院副院長・整形外科
　小島医師（写真右）

■講演／
　獨協医科大学麻酔科学講座主任教授
　山口医師


