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者
の
生
活
を
支
援
す
る
仕
組
み
づ
く
り
に

つ
い
て
発
言
し
た
。

発
言
の
要
旨

宮
川
正
治
氏
（
瀬
田
川
病
院
老
人
性
痴
呆
疾
患
セ
ン
タ
ー
勤
務
）

痴
呆
高
齢
者
に
対
す
る
か
か
わ
り

〜
医
師
の
立
場
か
ら

①
痴
呆
性
疾
患
の
診
断
・
治
療
の
実
際

ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型
痴
呆
と
脳
血
管
性

痴
呆
が
あ
り
、
問
診
や
聞
き
取
り
、
心
理

検
査
な
ど
で
痴
呆
か
ど
う
か
を
診
断
し
て
、

痴
呆
性
疾
患

な
ら
ば
Ｃ
Ｔ
、

Ｍ
Ｒ
Ｉ
な
ど

で
原
因
に
つ

い
て
の
検
査

を
行
う
。
両

者
と
も
い
っ
た
ん
失
わ
れ
た
脳
の
働
き
は

戻
り
に
く
い
が
、
治
療
は
で
き
な
く
て
も

早
期
に
発
見
す
れ
ば
進
行
を
遅
ら
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。

②
痴
呆
性
疾
患
の
ケ
ア
と
医
療
の
か
か
わ
り

施
設
ケ
ア
と
家
庭
ケ
ア
が
あ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
に
メ
リ
ッ
ト
、
デ
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。

ま
た
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
や
ユ
ニ
ッ
ト
ケ

ア
が
注
目
さ
れ
て
い
る
が
、
良
い
ケ
ア
が

行
え
る
か
ど
う
か
は
介
護
す
る
人
の
質
に

依
存
す
る
。「
病
気
に
つ
い
て
き
ち
ん
と

理
解
し
た
う
え
で
ケ
ア
が
行
わ
れ
る
こ
と
」

「
医
療
と
の
２
人
３
脚
」
に
よ
っ
て
、
グ

ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の
長
所
を
生
か
せ
る
の
で

は
な
い
か
。

痴
呆
ケ
ア
に
対
し
て
医
療
が
で
き
る
こ

と
は
、
痴
呆
に
対
す
る
理
解
を
深
め
て
も

ら
い
理
に
か
な
っ
た
ケ
ア
の
方
法
を
提
示

す
る
こ
と
、
施
設
ケ
ア
に
対
し
て
は
生
活

を
回
復
す
る
た
め
の
理
に
か
な
っ
た
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
メ
ニ
ュ
ー
を
提
供
す
る

こ
と
な
ど
が
あ
る
。

大
町
弥
生
氏
（
滋
賀
医
科
大
学
看
護
学
科
教
授
）

痴
呆
高
齢
者
の
心
・
身
体
・
暮
ら
し
を
支
え
る

〜
看
護
の
立
場
か
ら

痴
呆
高
齢
者
の
看
護
で
は
、
生
活
の
質

の
維
持
・
向
上
を
め
ざ
し
た
ケ
ア
の
提
供

を
目
的
に
、「
個
別
性
を
大
切
に
し
た
生

活
へ
の
援
助
」「
残
存
機
能
の
活
用
、
廃

用
萎
縮
の
予
防
」「
痴
呆
の
悪
化
の
予
防
」

が
目
標
に
な
る
。

痴
呆
症
と
い
う
病
気
は
変
わ
ら
な
く
て

も
環
境
を
良
く
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
家

族
だ
け
の
介
護
に
よ
っ
て
生
じ
る
悪
循
環

を
、
良
い
循
環
に
変
え
る
た
め
に
は
、
基

本
的
な
対
応
の
仕
方
な
ど
介
護
者
が
基
礎

的
な
知
識
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
必
要
に

な
る
。
ま
た
、

家
族
の
介
護

負
担
を
軽
減

す
る
た
め
に
、

家
族
の
ス
ト

宮川正治氏

大町弥生氏
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今年１月18日、滋賀県支援のもとに龍谷大学と滋賀医科大学の間に学術教

育実践交流協定が締結され、くらし安心県滋賀にふさわしい地域に根ざした

医療・保健・看護・福祉サービスの統合的な試みを始めることになった。そ

してこれを記念して、5月18日に龍谷大学瀬田学舎において、「痴呆高齢者

の心・身体・暮らしを支える」というテーマで、第１回滋賀医科大学・龍谷

大学交流シンポジウムが開催された。

「
両
大
学
の
交
流
活
動
に

期
待
し
た
い
」
と

國
松
知
事
が
メ
ッ
セ
ー
ジ

開
会
に
あ
た
っ
て
、
吉
川

一
滋
賀
医

科
大
学
学
長
は
、「
昔
は
病
気
を
治
療
す

る
の
は
医
者
で
あ
っ
た
が
、
今
で
は
看
護

師
の
参
加
が
必
須
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
糖
尿
病
学
会
で
も
医
師
以
外
に
、

看
護
師
、
栄
養
士
、
運
動
療
法
士
、
検
査

技
師
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
ス
タ
ッ
フ
が
参
加

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、医
療
の
質
が
高
ま
っ

て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

高
齢
者
の
介
護
に
つ
い
て
は
、
福
祉
や
介

護
の
専
門
家
の
参
加
は
不
可
欠
で
あ
る
」

と
述
べ
、「
福
祉
の
ほ
か
、
健
康
や
環
境

に
つ
い
て
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
有
す
る
龍
谷
大

学
と
協
定
を
結
ん
だ
こ
と
は
、
た
い
へ
ん

意
義
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
両
大
学
の
活
動

内
容
を
発
表
し
、
討
論
す
る
シ
ス
テ
ム
を

確
立
し
て
、
相
互
に
協
力
し
な
が
ら
滋
賀

県
民
の
暮
ら
し
を
よ
り
安
全
に
す
る
た
め

の
社
会
的
貢
献
を
行
っ
て
い
き
た
い
」
と

挨
拶
し
た
。

の
で
は
な
い
か
。
自
然
を
大
切
に
生
き
る
、

人
間
が
人
間
ら
し
く
生
き
ら
れ
る
社
会
の

ノ
ウ
ハ
ウ
を
見
つ
け
出
す
と
い
う
こ
と
を
、

滋
賀
で
ぜ
ひ
や
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

本
日
の
テ
ー
マ
で
あ
る
痴
呆
の
問
題
に
取

り
組
ま
な
い
と
、
長
生
き
が
幸
せ
に
な
る

社
会
は
実
現
し
な
い
と
思
う
。
両
大
学
の

今
後
の
交
流
活
動
に
期
待
し
た
い
」
と
い

う
記
念
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
寄
せ
ら
れ
た
。

医
療
、
看
護
、
福
祉
の

立
場
か
ら
痴
呆
高
齢
者
支
援
に

つ
い
て
提
言

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
龍
谷
大
学
社
会

学
部
の
太
田
義
弘
教
授
と
滋
賀
医
科
大
学

総
合
診
療
部
の
三
ツ
浪
健
一
教
授
が
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
務
め
た
が
、「
今
後
は

活
発
な
交
流
を
行
い
、
地
域
住
民
の
声
を

聞
く
と
い
う
こ
と
を
原
点
に
し
て
、
両
大

学
の
知
的
資
産
を
活
か
し
て
有
意
義
な
活

動
を
し
て
い
き
た
い
」
と
い
う
太
田
教
授

の
発
言
に
続
い
て
、
３
名
の
シ
ン
ポ
ジ
ス

ト
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
、
痴
呆
高
齢

続
い
て
上
山
大
峻
龍
谷
大
学
学
長
が
、

「
健
康
に
な
っ
て
幸
せ
に
な
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
る
医
療
に
対
し
て
、
福
祉
も

切
り
口
が
違
う
だ
け
で
、
身
体
の
ケ
ア
に

対
し
て
、
心
の
ケ
ア
に
よ
っ
て
同
じ
よ
う

に
幸
せ
に
な
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

隣
同
士
の
両
大
学
が
『
人
間
の
幸
せ
を
実

現
す
る
』
と
い
う
同
じ
目
的
を
も
っ
て
、

お
互
い
に
知
識
と
意
見
を
交
換
し
合
う
と

い
う
こ
と
で
、
こ
の
１
月
18
日
に
協
定
を

結
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。
福
祉
に
力
を
入
れ

て
お
ら
れ
る
滋
賀
県
か
ら
も
支
援
・
賛
同

を
い
た
だ
い
た
こ
と
で
、
３
者
が
集
ま
っ

て
県
民
の
福
祉
を
実
現
し
て
い
き
た
い
と

思
う
。
そ
の
た
め
に
も
今
日
の
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
を
意
義
あ
る
も
の
に
し
た
い
」
と
挨

拶
し
た
。

ま
た
、
お
祝
い
に
駆
け
付
け
た
國
松
善

次
滋
賀
県
知
事
か
ら
は
、「
２
つ
の
大
学

が
実
践
も
含
め
て
交
流
し
て
い
こ
う
と
い

う
協
定
締
結
に
立
ち
会
え
た
こ
と
を
う
れ

し
く
思
う
。
両
大
学
が
手
を
つ
な
い
で
、

そ
れ
ぞ
れ
が
持
っ
て
い
る
歴
史
や
資
源
を

合
わ
せ
る
な
ら
、
す
ご
い
こ
と
が
で
き
る

國松善次知事

滋賀医大・吉川 一学長

龍谷大・上山大峻学長

滋賀医科大学
龍谷大学 シンポジウム交流
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突
然
死
に
つ
な
が
る
不
整
脈

心
臓
は
収
縮
と
拡
張
を
交
互
に
繰
り

返
し
通
常
１
分
間
に
70
回
前
後
で
拍
動

し
て
い
る
が
、
こ
の
リ
ズ
ム
を
作
り
出

す
の
は
洞
結
節
か
ら
発
生
す
る
電
気
刺

激
で
あ
る
。
こ
の
電
気
刺
激
は
刺
激
伝

導
系
と
呼
ば
れ
る
回
路
に
よ
っ
て
ま
ず

心
房
を
通
過
し
て
心
房
の
筋
肉
を
収
縮

さ
せ
、
さ
ら
に
房
室
結
節
と
呼
ば
れ
る

心
臓
中
心
部
を
通
っ
て
心
室
に
伝
え
ら

れ
、
心
室
の
筋
肉
を
刺
激
す
る
。

こ
の
よ
う
な
正
常
な
電
気
伝
導
以
外

に
、
不
規
則
に
発
生
す
る
電
気
興
奮
で

起
こ
る
期
外
収
縮
に
よ
る
不
整
脈
の
中

に
、「
心
室
頻
拍
（
Ｖ
Ｔ
）」
や
「
心
室

細
動
（
Ｖ
Ｆ
）」
と
い
っ
た
突
然
死
に
つ

な
が
る
も
の
が
あ
る
。

正
常
な
心
電
図
は
心
房
の
収
縮
を
表

す
Ｐ
波
、
心
室
の
興
奮
を
表
す
Ｑ
Ｒ
Ｓ

波
、
心
室
が
興
奮
か
ら
回
復
し
て
い
く

過
程
を
示
す
Ｔ
波
の
３
つ
の
部
分
に
分

か
れ
て
い
る
。

心
室
頻
拍
で
は
幅
広
い
Ｑ
Ｒ
Ｓ
波
が

連
続
し
て
出
現
し
、
持
続
す
る
と
１
分

間
に
100
回
以
上
の
拍
動
が
起
こ
る
。
動

悸
、
め
ま
い
程
度
の
軽
い
症
状
の
場
合

も
あ
る
が
多
く
は
呼
吸
困
難
、
失
神
や

シ
ョ
ッ
ク
な
ど
の
重
篤
な
症
状
を
呈
し
、

直
ち
に
電
気
シ
ョ
ッ
ク
（
直
流
通
電
）

や
心
臓
マ
ッ
サ
ー
ジ
を
行
わ
な
い
と
心

室
細
動
か
ら
死
に
至
る
場
合
が
あ
る
。

さ
ら
に
心
室
細
動
の
場
合
は
、
３
つ

の
波
が
区
別
で
き
な
い
規
則
性
の
な
い

曲
線
の
連
続
波
形
（
１
分
間
に
300
回
以

上
）
が
現
れ
る
。
心
室
細
動
が
起
こ
る

と
、
心
臓
の
ポ
ン
プ
機
能
が
停
止
し
て

血
液
の
流
れ
が
止
ま
り
、
３
〜
５
秒
で

め
ま
い
が
起
こ
り
、
５
〜
15
秒
で
意
識

を
失
う
。
３
〜
５
分
続
く
と
脳
死
状
態

に
な
る
と
い
わ
れ
、
直
ち
に
直
流
通
電

に
よ
る
電
気
的
除
細
動
な
ど
の
治
療
を

行
わ
な
け
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
死

に
至
る
。

不
整
脈
疾
患
の
治
療

心
臓
突
然
死
を
引
き
起
こ
す
心
室
頻

拍
や
心
室
細
動
を
引
き
起
こ
す
原
因
と

な
る
疾
患
に
は
、
虚
血
性
心
疾
患
、
肥

大
型
心
筋
症
、
拡
張
型
心
筋
症
、
Ｑ
Ｔ

延
長
症
候
群
、B

ru
g
ad
a

症
候
群
な
ど

が
あ
る
。
ま
た
、
心
臓
に
異
常
が
な
い

の
に
突
然
不
整
脈
が
起
こ
る
特
発
性
心
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レ
ス
ケ
ア
や
サ
ポ
ー
ト
が
必
要
で
あ
る
。

看
護
か
ら
の
痴
呆
高
齢
者
へ
の
ケ
ア
に

関
す
る
課
題
と
し
て
は
、
専
門
医
の
充
実

や
家
族
情
報
の
収
集
、
看
護
職
・
介
護
職

の
質
の
向
上
、
介
護
の
場
の
選
択
を
可
能

に
す
る
こ
と
、
エ
イ
ジ
ズ
ム
（
高
齢
者
へ

の
社
会
的
差
別
）
や
子
ど
も
と
高
齢
者
の

ふ
れ
あ
い
な
ど
に
関
す
る
教
育
の
充
実
、

老
後
を
考
え
た
生
活
設
計
な
ど
が
あ
げ
ら

れ
る
。

長
上
深
雪
氏
（
龍
谷
大
学
社
会
学
科
教
授
）

痴
呆
高
齢
者
と
そ
の
家
族
へ
の
援
助
を
考
え
る

〜
社
会
福
祉
の
視
点
か
ら

痴
呆
高
齢
者
の
問
題
を
社
会
福
祉
の
視

点
か
ら
考
え
る
と
、
営
ま
れ
て
い
る
「
生

活
」
全
体
を
と
ら
え
、
生
活
し
て
い
く
上

で
の
困
難
を
社
会
的
な
問
題
と
し
て
と
ら

え
て
い
く
（
だ
れ
の
目
に
も
わ
か
る
よ
う

に
し
て
い
く
）
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

今
必
要
な
こ
と
、
医
療
、
看
護
、
福
祉

が
協
力
し
て
取
り
組
む
べ
き
課
題
は
、
痴

呆
の
早
期
発
見
の
た
め
の
、
気
軽
に
相
談

で
き
る
シ
ス
テ
ム
を
医
療
の
中
で
作
り
あ

げ
る
こ
と
、福
祉
分
野
で
も
痴
呆
の
専
門
家

が
き
ち
ん
と
相
談
に
の
れ
る
窓
口
を
作
っ

て
、
医
療
に

つ
な
げ
て
い
く

よ
う
に
す
る
こ

と
で
あ
る
（
痴

呆
の
発
見
）。

こ
れ
か
ら
は
痴
呆
へ
の
専
門
的
ケ
ア
が

重
要
に
な
り
、
医
療
を
含
め
て
の
援
助
が

必
要
に
な
る
が
、
非
常
勤
職
員
が
増
え
て

い
て
ノ
ウ
ハ
ウ
の
蓄
積
が
で
き
て
い
な
い

た
め
研
修
な
ど
が
大
切
に
な
る
（
痴
呆
の

理
解
）。
痴
呆
に
つ
い
て
正
し
く
理
解
す

る
た
め
に
は
医
療
者
の
か
か
わ
り
が
必
要

で
あ
る
。

ま
た
、
地
域
で
の
つ
な
が
り
を
作
る
こ

と
で
問
題
を
顕
在
化
す
る
こ
と
や
（
本
人

や
家
族
を
孤
立
さ
せ
な
い
取
り
組
み
）、
人

権
か
ら
考
え
、
権
利
と
し
て
認
識
し
て
か

か
わ
る
こ
と
（
人
権
侵
害
を
防
ぎ
権
利
を

守
る
）
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
。

両
大
学
の
交
流
に
よ
り
、

高
ま
る
人
材
育
成
へ
の
期
待

シ
ン
ポ
ジ
ス
ト
の
発
言
を
受
け
て
、
２

名
の
コ
メ
ン
テ
イ
タ
ー
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立

場
か
ら
意
見
を
述
べ
た
。
行
政
の
立
場
か

ら
は
、
滋
賀
県
レ
イ
カ
デ
ィ
ア
推
進
課
の

高
田
佐
介
氏
が
、「
施
策
や
枠
づ
く
り
は

行
政
の
仕
事
だ
が
、
実
現
し
て
い
く
た
め

に
は
人
材
を
ど
う
育
て
る
か
が
重
要
で
あ

り
、
い
ろ
い
ろ
な
立
場
か
ら
い
ろ
い
ろ
な

形
で
、
連
携
し
な
が
ら
か
か
わ
っ
て
い
く

こ
と
が
必
要
に
な
る
。
人
材
の
供
給
と
い

う
こ
と
で
は
両
大
学
へ
の
期
待
は
大
き
い
」

と
述
べ
た
。

そ
し
て
、「
介
護
保
険
の
見
直
し
の
年

に
当
た
る
今

年
、
痴
呆
へ

の
対
応
を
ど

う
す
る
か
と

い
っ
た
視
点

を
よ
り
強
く

出
し
て
い
く
。
介
護
保
険
は
在
宅
サ
ー
ビ

ス
が
基
本
だ
が
、
施
設
へ
の
入
所
希
望
が

増
え
て
い
る
、
こ
の
へ
ん
の
実
体
化
し
に

く
い
と
こ
ろ
も
考
え
な
が
ら
見
直
し
て
い

き
た
い
」
と
し
た
。

ま
た
、
患
者
の
家
族
を
代
表
し
て
、
深

尾
宗
一
氏
が
、「
精
神
科
で
は
早
期
受
診

が
難
し
い
の
で
、『
も
の
忘
れ
外
来
』
な

ど
の
形
に
し
た
り
、
あ
る
い
は
ホ
ー
ム
ド

ク
タ
ー
が
痴
呆
に
つ
い
て
勉
強
し
て
対
応

す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
公
的
介
護
サ
ー

ビ
ス
に
つ
い
て
も
、
徘
徊
が
強
い
患
者
に

は
ど
の
よ
う
に

対
応
す
る
か

が
課
題
で
あ

り
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
活

用
な
ど
を
検

討
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
」

と
述
べ
た
。

そ
し
て
「
介
護
者
が
倒
れ
た
場
合
の
サ

ポ
ー
ト
が
な
い
」「
タ
ー
ミ
ナ
ル
で
本
人

が
満
足
で
き
る
ケ
ア
を
受
け
ら
れ
る
か
」

「
人
権
の
問
題
を
ど
う
す
る
か
、
本
人
の

意
志
確
認
が
必
要
な
場
合
ど
う
す
る
か
」

と
い
っ
た
問
題
提
起
を
行
っ
た
。

フ
ロ
ア
か
ら
も
、
早
期
発
見
に
つ
い
て

地
域
の
開
業
医
が
果
た
す
役
割
や
、
医

療
・
福
祉
・
看
護
が
相
互
に
ど
の
よ
う
に

連
携
し
て
い
く
べ
き
か
、
援
助
の
効
果
判

定
を
ど
の
よ
う
に
行
う
の
が
よ
い
か
と

い
っ
た
質
問
が
出
さ
れ
た
。

閉
会
に
当
た
っ
て
、
三
ツ
浪
教
授
は
、

「
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
人
が
集
っ
た
今
日
の

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
気
づ
き
と
学
び
の
場

と
し
て
大
き
な
意
義
が
あ
っ
た
。
今
後
と

も
ぜ
ひ
話
し
合
い
を
継
続
し
て
い
き
た
い
」

と
し
、「
ケ
ア
の
質
は
人
材
の
育
成
が
大

き
く
か
か
わ
る
。
両
大
学
で
や
り
た
い
の

は
介
護
す
る
人
材
の
総
合
的
な
教
育
と
、

卒
後
の
生
涯
教
育
シ
ス
テ
ム
を
作
る
こ
と

で
あ
り
、
医
療
福
祉
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー

の
よ
う
な
も
の
が
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い

る
」
と
い
う
今
後
へ
の
期
待
の
こ
と
ば
で

し
め
く
く
っ
た
。

長上深雪氏

高田佐介氏

深尾宗一氏

三ッ浪健一教授

メドトロニック社製
植込み型除細動器（ICD）

初回の心臓発作では約8割の人が突然死するとされている。最近、突然死にいたる
可能性のある致死性不整脈（心室頻拍、心室細動）に対して、植込み型除細動器
（ICD）が有効な治療法として注目されている。
滋賀医科大学医学部附属病院は、このたびICD移植医療機関の認定を受けたが、
ICD治療にはどのような特徴があるか、またどのような症例が適応となるかなどに
ついて述べてみたい。

'トピックス
突然死につながる不整脈に対する強力な治療効果

植込み型除細動器（ICD）
循環器内科講師　―伊藤　誠―

T O P I C S

ホルター心電図からみた心臓性急死の原因 

心室頻拍→心室細動→突然死 
98例（62.42％） 

心室性頻脈性不整脈 
131例（83.4％） 

心室細動 
13例（8.23％） 

徐脈性不整脈 
26例 

（16.6％） 

torsades de pointes 
20例（12.74％） 

R-R時間 

正常な心電図 

P-P時間 

Q-T時間 

QRS時間 PQ時間 

P
T

U

RR

 心房中隔 

 心室中隔 

心尖部 

 心基部 

 心基部 

左心室 

左心房 

右心房 

右心室 

Q

心室細動の心電図波形 

心室頻拍の心電図波形 
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