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1． 目 的

　現在一般 に使用 され て い る人工 呼吸器の機能

およ び構造に お い て ， 医療従事者や メ ーカ の 意

見 は多 く反映 され て い るが，実際に治療を受 け

る患者の 意見はあまり反映 されて い な い の が現

状で ある．そ こ で
， 今後の人工 呼吸器 の 研 究 ・

開発の
一

助お よび人工呼吸器を使用 して い る患

者の QOL （quality　of　life）の 向上を図る こ と

を 目的に ， 入工 呼吸器の 構造 と機能 ， 患者が抱

え る不安と要望な ど に 関す る意識調査を行 っ た．

　今回，そ の 調査結果を もと に ，今後 の 人工 呼

吸器 の 開発 に対する要望 と医療従事者の 役割 に

つ い て 述 べ る ．

2．調 査 方 法

　調査の対象患者は，北里大学病院心臓血管 セ

ン タ
ーの患者 3 名 ， 北里大学東病院 に お い て 在

宅人工呼吸療法 を実施 して い る患者 8 名お よ び

同病院神経内科病棟 に入院中で人工呼吸療法を

受 け て い る患者 6名の合計17名で ある．調査 は

聞 き取りに よ り行 い ，調査前 に 患者およ び家族

に対 して本研究の 目的等の 十分 な説明を し，患

者 の 了解 を得た上で 行 っ た．

3，調 査 結 果

　1）調査対象患者の 内訳

　調査対象患者の 内訳は ，男性 9名 ，女性 8 名

で ，年齢は，20歳代 2 名 ，
30歳代 3 名 ，

40歳代

6名，50歳代 3名，60歳代 2名，70歳代 1名で

あ っ た ．ま た
， 人工 呼吸器の 装着期間は，半年

＊ 北里大学医療衛生学部臨床 工 学

＊ 1 北里大学東病院 ME セ ン ター部

以下が 3名，1年か ら 5年が 6名 ，
5年 か ら10

年が 3名，10年か ら15年が 2名，15年か ら20年

が 2名 ，
25年か ら30年が 1名で あ っ た ．

　2） ア ン ケ
ー

ト結果

　ア ン ケー ト結果の うち人工 呼吸器の 構造や機

能に関す る もの 7設問 （Q1〜Q7）を表 1 に
，

患者が抱え る不安に 関す る 4設問 （Q8 〜 Q11）
を表 2 にそれぞれ示 した．

表 1 人工 呼吸 器の 構造
・
機能 に関す る結果

は い いいえ
分か ら

な　い

Ql．小 さ く
・
軽 くな る と い い と

　思 うか
70％ 24％ 6％

Q2．ア ラ
ーム 音が 大 きす ぎる と

　思うか
29％ 59％ 12％

Q3，ア ラ
ーム 音が 小 さす ぎる と

　思 うか
6％ 82％ 12％

Q4．ア ラ
ーム の 音色が変わ る と

　 い い と思 うか
24％ 64％ 12％

Q5，気管カ ニ ュ
ーレ との 接続部

　が 外れ そ うに な る こ と は あ るか
53％ 41％ 6％

Q6．水 が 気管 に 流 れ 込 ん で くる

　よ うな こ とが あ っ た か
47％ 47％ 6％

Q 乳 ガ ス が乾燥 して 疾が絡ん で

　くるよ うな こ とが あ っ た
24％ 70％ 6％

表 2　「不安 を感 じる か」 に 関する結果

は い い い え
分か ら
巷　 い

Q8，人工呼吸器の 突然 の 停止 に

　不安を 感 じ るか
35％ 59％ 6％

Q9．人工 呼吸器本体の 異常に不

　安 を感 じるか
35％ 59％ 6％

Q10．呼吸回路の リークに 不安 を

　感 じるか
41％ 53％ 6％

Q11，異常時の 医療従事者の 対応

　に不 安を感 じるか
41％ 53％ 6％
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Q1 ．小 さ く ・軽 くな ると い い と思 うか

　　 対象患者の 70％が現在の人工 呼吸器が 小さ

　 く・軽くなるとい い と思 っ て い ることが分か っ

　 た ．こ の うち 「は い 」 と回答 した患者の うち

　 の 88％が在宅人工 呼吸療法を受 け て い る患者

　 で あ っ た，

Q2 ．ア ラ ーム 音が大 きすぎ る と思 う か ／ Q3 ．

　 ア ラ ーム 音が小 さす ぎ る と思 うか／ Q4 ，ア

　 ラ
ーム の 音色が変わ る と い い と思 うか

　　 ア ラ
ー

ム の音 の大 きさ に つ い て 対象患者 の

　 29％は ア ラ
ー

ム 音が大 きすぎると思 っ て い る

　 反面 ，
6 ％は ア ラ

ーム 音が小さす ぎ る と思 っ

　て い る こ とが分か っ た，また
，

ア ラ ーム の 音

　 色に っ い て対象患者の 24％ は音色が変わ る と

　 い い と思 っ て い る こ とが分か っ た ．そ の 理 由

　 と して 自動車 の 後退時 に 発する音 と似て い る

　た め に紛らわ しい こ とや
， 同 じ病室で 同種の

　人工 呼吸器を複数使用 して い る時に は ア ラ ー

　 ム 時に 医師や看護師な どの 医療従事者が
，

ど

　 の 人工 呼吸器か らの ア ラ ーム かす ぐに気づ い

　 て くれない か らと い っ た意見があ っ た．

Q5 ．気管切開 カ ニ
ュ

ー
レ との 接続部 が外 れそ

　 うに な る こ とはあ るか

　　対象患者の 53％が 気管切開カ ニ ュ
ーレ の ス

　 リ ッ プ ジ ョ イ ン ト と呼吸回路 （例え ば Y ピー

　 ス ）との 接続部が外れそ う に なる こ とが あ る

　 と回答 した．

Q6 ．水が 気管に流 れ込 ん で く る よ うな こ とが

　 あ っ たか

　　対象患者の 47％が水が気管 に流れ込ん で く

　 るよ うな こ とが あると回答 した．

Q7 ．ガ ス が乾燥 し て い て 痰が 絡ん で くるよ う

　 な こ とがあ っ たか

　　対象患者の 24％は ガ ス が乾燥 して い て 痰が

　絡ん で くるよ うな こ とが ある と回答 した，

Q8 ，人工呼吸器の 突然 の 停止 に 不安 を感 じ る

　か／Q9 ．人工 呼吸器本体 の 異常 に 不安を感

　 じるか／ QIO．呼吸回路の リ
ー

ク に 不安を感

　じ る か／ Qlt ．異常発生時の 医療従 事者 の 対

　応に 不安を感 じる か

　　対象患者 の 35％が人工 呼吸器の 突然 の 停止

　や人工 呼吸器本体 の 異常に 不安を感 じて い る

　こ とが分か っ た，また，対象患者 の 41％ が呼
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　吸回路の リ
ー

クに不安や ，異常発生時の 医療

　従事者の 対応に不安を感 じて い る こ とが 分か っ

　 た，

Q12．将来の 人工 呼吸器 はど うな っ て い くと い

　い と思 うか

　　今後開発 され る人工 呼吸器 へ の 要望 として ，

　構造 に っ い て 人工 呼吸器本体お よび外部 バ
ッ

　テ リの 小型化 ・軽量 化や
， 調節 っ まみ が 簡単

　に 回せ るよ うに な るとよ い，ガ ス の 流 れ が 患

　者から見て も分か りやす くな る とよ い と い う

　意見があ っ た ．また
，

ア ラ
ー

ム に つ い て は
，

　ポケ ッ トベ ル の よ うに 家族が携帯 で きる もの

　に 異常状態を知 らせ るよ う に な るとよ い と い

　う意見があ っ た．一方で は
， 長 い 間同じ人工

　呼吸器を使用 して い るた め ，どんな に い い も

　の が出て きて も，今の 人工 呼吸器が良 い とい

　う意見 もあ っ た ．

4．考　　察

　 人工 呼吸器 は現代医療に欠か す こ と の で きな

い医療機器の ひ とっ で あり，現在で は医療施設

内で の 使用の み に限 らず在宅医療の 場で も使用

され る よ う に な っ て い る．こ れ らの 人工 呼吸器

は，医用工 学や医療技術の著 しい進歩に よ り持

つ 機能は著 しく向上 して い るが，実際に 使用 し

て い る患者 の 意見 が必ず しも反映さ れ た もの と

は言い 難い ，そ こ で
， 今回行 っ た 人工 呼吸 器装

着患者の 人工 呼吸器 の 構造や機能，そ し て 抱 え

て い る不安な ど に つ い て の 意識調査の結果を も

と に以下 の よ うに考察す る．

　 1）人工 呼吸器お よび その 周辺 付属品の小型

　　 化 ・軽量化

　入院中の 患者の みな らず在宅で の 人工 呼吸療

法実施中の 患者は，毎 日を人工呼吸器 と ともに

生 活 して い る，医療現 場か らの 報告
1）

に もあ る

が ，最近で は在宅人 T．呼吸療法を実施す る場合

に は散歩 ， 通院 ， 旅行など の 外出が 少 な くな い

こ とか ら，人工 呼吸器本体や バ
ッ テ リな ど の 周

辺付属品の小型化や軽量化を要望す る意見が多

か っ た もの と考え る， また同時 に 小型 ・軽量

化 され た 人工 呼吸器 も開発され て す で に使用 さ

れ は じめ て い るが
2，3）

，
よ り人工呼吸器の 小型化

や軽量化が進む こ とに よ り，外出時の 介護者 へ
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の 負担を軽減で き， 患者は介護者に気兼ね す る

こ とな く，
よ り気軽 に外出が で き，患者の QOL

向上 に繋が る と考え る．

　2） ア ラ ーム音

　長期人工 呼吸管理患者の意識調査で ア ラ
ーム

音や ア ラ ーム 発生時の 医療従事者の 対応な ど に

つ い て の 問題点 も指摘さ れ て い る
4）．今回の 結

果で は ア ラ
ー

ム の音色が変わる と い い と思 う理

由に は ， 患者の周 りの環境内で 似か よ っ た音 の

存在や
， 集巾治療室な どで 同

一機種を複数使用

した場合に は警報 を発 して い る機器を同定 しに

くい た め，医師や看護師な どの 対応の 遅 れ が あ

る とい っ た意見 も同様 に あ っ た ．こ の ア ラ
ーム

音に 関 して は，患者を取 り巻 く環境や年齢 な ど

に よ っ て ア ラーム 音に 対 して 持っ 不満も様々 で

あ る．そ の ため こ れ らの 問題の解決策 に は，患

者 に直接関わ る医療従事者や介護者に よ っ て の

み そ の 音 の 大 き さ や 音色を変え られ る よ うな機

構や
，

ア ラ ーム 音だけ で はな くよ り視覚的に 把

握 しやす い 表示方法 も検討す る必要が ある と考

え る，

　 3）気管切開カ ニ ュ
ー

レ との 接続部

　気管切開カ ニ
ュ
ーレの ス リ ッ プ ジ ョ イ ン トと

呼吸 回路の 接続部が 外れ そ うに な る こ とがあ る

と回答した患者 は対象患者の 53％で あっ た．こ

の部分は 本来 ， 確実 に押 し込めば外れ に く くな

る構造 に な っ て い る が
， 気管内吸引は 1 日 に 何

回 も行われ るた め，強く押し込む こ とで かえ っ

て外 しに く くな るた め に軽 く押 し込 む程度 に し

て い る場合が多い よ うで あ る，そ の た め接続部

分は外れ やすい状態にな っ て おり，フ ァ イ テ ィ

ン グを起 こ した場合 や体動な どに よ り容易に外

れ ， 低換気 を起 こす可能性があ る． また ， 人工

呼吸器に は低換気圧警報が ある が
， 呼吸回路の

接続部が寝具 や寝間着等 に触れ て い る状態の 時

に は
， 呼吸回路内へ 圧が かか り低換気圧警報 が

作動 しな い こ とも考え られ る，こ の よ うな可 能

性を介護者が十分に 理 解し ， 確実 に押 し込む こ

とや点検を行 うよ うに 常に 心 が け る こ とが必要

で あ る．

　 4）患者が抱え て い る不安

　 人工呼吸器を使用する場合 ，人工呼吸器 の 異

常は患者に致命的な障害を与え る可能性がある．

そ の ため患者 は普段か ら人工 呼吸器に何 らか の

不安を抱え て い る こ とが推察 され る、と く に 長

期人工 呼吸療法を行 っ て い る患者 で は
， 人工 呼

吸器か らの 吸気流速パ タ
ーン の違 い や，呼気弁

の特性の 違 い に よ り補助換気の 際に ト リ ガ しな

い とい うよ うに呼吸回路に何 らか の不安や不満

を抱え て い る こ とが 報告 されて い る が
5〜T）

，今

回の 結果で も人工呼吸器を使用 して い る患者は

何 らか の不安を抱え て い る こ とが分か っ た．こ

れ らの 不安を取 り除 くため に は，日常で 患者 に

接する医療従事者が，患者の 信頼を得る こ と に

よ っ て
，
患者が抱え て い る不安を で きるだ け多

く聞 き出 し
，

そ れ らひ とつ ひ とつ に対 して 丁寧

に分か りやす く説明をする こ とや的確な人工呼

吸器の管理 を行 う こ とが大切で ある と考え る．

　 5）吸気 ガス の 加湿状態

　気管 に水が入 り込 ん で しまう こ との 原因と し

て は ， 加温加湿され た吸気ガ ス の結露に よ り吸

気回路へ 貯留 した水，また は呼気回路に 貯留 し

た水が 1 気管に流れ込 ん だ こ とが考え られ る．

回路内で の 水の結露を防ぐため に は
，

ホ ー
ス ヒー

タを用い るか ，加温加湿器 の位置を さ らに患者

側 に移動 させ る な どの 対策が 考え られ る ，ガ ス

が乾燥 して い る こ と の原因と して は，加温加湿

器 の 電源が入 っ て い なか っ た こ と，不適切な 設

定 に な っ て い た こ と，加温加湿器に 滅菌水を入

れな い で 空焚 きの 状態で あ っ た こ となどが考え

られ る，こ の よ うなこ とを機械側で 防止す る た

め に
1 滅菌水の 水位 レ ベ ル 警報機能 の 装備 が必

要 と考 える．

　 6）将来の人工 呼吸器の 開発 に対する提言

　人工呼吸器の 安全性を保 っ た め に は定期的な

保守点検は 必要で あ る．しか し
， 長期に わた り

人工呼吸療法を行 っ て い る患者や家族で 自己管

理が で きると い う理由か ら， 定期的な保守点検

の 必要がな い とい う報告
2）
があ る ．今回 の 結果

で も現在の 人工 呼吸器 の 改良 へ の要望が多 い の

に対 し，少数意見 で は あ る が定期点検等 で
一時

的に人工呼吸器を交換する場合で も現在使用 し

て い る人工 呼吸器が よ い とい っ た同様の意見が

あ っ た，一
般に機能の優れ た もの ，便利 な もの

が い い と考えが ち で あるが，使 い慣れ た もの ，

自分に合 っ た もの もそ れ に匹敵す る価値を持 っ
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て い る の で は な い か と考え る．古い
， 新 しい に

関係 な く自分に 合 っ た人⊥ 呼吸器や設定 を見 っ

け ると い う こ とは，人工 呼吸療法を安全 に遂行

す る上 で も っ と も重要な こ と の
一

っ と考え る ，

　本研究 の 対象患者は 17名 と少な い た め
， 現在

わが 国で 人工 呼吸器の 使用者が必ず しも本研究

の デ ー
タ に 沿 っ た意見を抱え て い る とは言 い難

い ．しか し，本研究で 得 られたす べ て の 意見 の

一
っ
一

っ が患者の貴重な声で あ る こ とを忘れて

は な らな い ．そ して
，

これ らの 意見 は今後 の 人

工 呼吸器の 研究 ・開発およ び患者の 治療 ・看護

にお い て 無視 して はな らな い もの な の で あ る．

そ の た め に人工呼吸療法に 携わ るす べ て の 医療

従事者が患者の 意見を聞 き入 れ，改善 しよ う と

い う意識を もっ こ とで ，患者は安心 して よ り快

適 に 人工呼吸器を使用する こ とがで きる と考え

る．そ して
，

そ の 患者 の 声 を積極 的に メ ーカ に

フ ィ
ー ドバ

ッ ク して い くこ とで ，製造者 や医療

従事者本位の 人工 呼吸器か ら， 使用者で あ る患

者の 意見が多 く採 り入れ られ た人工 呼吸器 へ と

移 り変わ っ て行 き，よ り患者の 立場 に立 っ た 人

工 呼吸器の 実現か ら， 患者の QOL の 向上 へ と

続い て い くもの と考える，

5．結　　語

　今回行 っ た人工 呼吸器装着患者の 意識調査に

よ っ て ， 実際に人工 呼吸器を使用 して い る患者

が ，自分 の 使用 して い る人工 呼吸 器に対 して ど

の よ うな不満，要望 ，意見を持 っ て い る かが分

か っ た ．そ して ，人工 呼吸器の 小型化 ・軽量化

と い っ た よ うな人工 呼吸器 の 研究 ・開発に お け
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る課題，お よび ， 医療従事者が積極的 に 患者 と

の コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン を密 にす ると い っ たよ う

な人工 呼吸器を使用 して い る患者 に対する治療

上 の 課題 も分か っ た．そ の よ うな課題 の ひ と っ

ひ とっ を改善 して い くこ とが，患者が人工 呼吸

器 を安心 して 快適 に使用で きる ひ とつ の 鍵 に な

る．

　な お 本稿の 要旨は，第77回 日本医科器械学会

大会 にて 発表 した．
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