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認
知
症
患
者
の
P
E
G
の
適
応

個
々
の
症
例
で「
考
え
る
」を
基
本
に

の
認
知
症
患
者
の
栄
養
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
で
は
、
軽
症
、
中
等
症
の
認

知
症
の
場
合
で
、
食
事
摂
取
が
進

ま
ず
、
栄
養
状
態
の
回
復
で
、
全

身
状
態
も
改
善
の
見
込
み
が
あ
れ

ば
、
限
定
さ
れ
た
期
間
の
Ａ
Ｈ
Ｎ

は
認
め
る
と
し
て
い
ま
す
2）
。

認
知
症
患
者
の
脱
水
や
、
電
解

質
異
常
に
よ
る
全
身
状
態
の
悪
化

に
も
、
一
時
的
な
末
梢
補
液
は
効

果
が
あ
る
場
合
も
あ
り
、
個
々
の

認
知
症
患
者
の
状
態
に
よ
り
、
胃

ろ
う
以
外
の
栄
養
ル
ー
ト
も
考
慮

ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
は
、
腸
が
機
能
し

て
い
れ
ば
、静
脈
栄
養
で
は
な
く
、

経
腸
栄
養
と
し
、
そ
し
て
長
期
間

に
な
る
場
合
は
、Ｐ
Ｅ
Ｇ
を
行
い
、

胃
ろ
う
栄
養
と
す
る
こ
と
が
示
さ

れ
て
い
ま
す（
図
１
）。

Ａ
Ｈ
Ｎ
を
行
う
と
し
た
な
ら

ば
、
そ
の
最
も
適
切
な
栄
養
投
与

経
路
は
胃
ろ
う
で
す
。経
鼻
栄
養
、

静
脈
栄
養
は
中
途
半
端
で
、
正
し

く
な
い
栄
養
方
法
と
い
う
こ
と
を

忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
を
実
際
に
裏
付
け
る
デ
ー

タ
と
し
て
、

M
asaki

ら

は
、
嚥
下
障

害
高
齢
者
を

対
象
と
し

て
、
Ｐ
Ｅ
Ｇ

と
Ｔ
Ｐ
Ｎ
の

予
後
比
較
を

行
っ
た
と
こ

ろ
、
Ｔ
Ｐ
Ｎ

で
の
生
存
期

間
が
短
か
っ

た
こ
と
を
最

近
報
告
し
て

い
ま
す
1）
。

た
だ
し
、

Ｅ
Ｓ
Ｐ
Ｅ
Ｎ

重
度
認
知
症
に
み
ら
れ
る

摂
食
嚥
下
障
害

認
知
症
に
お
い
て
、
軽
度
か
ら

中
等
度
の
段
階
で
は
、食
べ
た
り
、

飲
ん
だ
り
す
る
機
能
は
保
た
れ
ま

す
が
、重
度
の
認
知
症
に
な
る
と
、

13
〜
57
％
に
嚥
下
障
害
が
み
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
特
に
、
ア

ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型
認
知
症
や
前
頭

側
頭
型
認
知
症
に
多
い
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。

嚥
下
障
害
に
起
因
す
る
誤
嚥
性

肺
炎
は
、
認
知
症
の
一
般
的
な
死

因
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
認

知
症
が
進
行
す
る
と
、
食
事
の
認

知
が
で
き
な
く
な
っ
た
り
、
食
事

の
拒
否
、
失
認
や
協
調
運
動
が
難

し
く
な
っ
た
り
で
、
食
事
が
摂
れ

な
く
な
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で

す
。
こ
の
よ
う
に
食
事
摂
取
が
、

困
難
に
な
っ
た
場
合
に
、
人
工
的

水
分
・
栄
養
補
給（
以
下
、
Ａ
Ｈ

Ｎ
）の
適
応
を
考
え
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

認
知
症
に
お
け
る

A
H
N
と
胃
ろ
う
栄
養

基
本
的
な
栄
養
ル
ー
ト
選
択
の

に
入
れ
る
こ
と
は
例
外
と
し
て
あ

り
得
ま
す
。

欧
米
に
お
け
る
重
度
認
知
症

へ
の
A
H
N
と
P
E
G

２
０
１
０
年
の
米
国ASPEN 

Ethic position paper

で
は
、

重
症
認
知
症
に
関
し
て
、
過
去
の

認
知
症
と
Ａ
Ｈ
Ｎ
を
扱
っ
た
論
文

や
総
説
か
ら
、Ａ
Ｈ
Ｎ
は
、hand-

feeding

（
ス
プ
ー
ン
で
の
食
事

介
助
）と
比
較
し
、
褥
瘡
改
善
、

誤
嚥
性
肺
炎
の
リ
ス
ク
軽
減
、
患

者
の
安
寧
、
機
能
改
善
、
生
存
期

間
の
延
長
な
ど
の
一
切
の
メ
リ
ッ

ト
は
な
い
と
さ
れ
、「
重
症
認
知

症
患
者
に
は
Ａ
Ｈ
Ｎ
の
適
応
は
な

い
」と
さ
れ
て
い
ま
す
3）
。

そ
れ
以
降
、
２
０
１
４
年
の

review

で
も
、進
行
し
た
認
知
症

患
者
へ
の
Ｐ
Ｅ
Ｇ
は
、
予
後
を
改

善
し
な
い
と
さ
れ
4）
、
最
近
の
２

０
１
９
年
の
イ
タ
リ
ア
か
ら
の
報

告
で
も
、
Ｐ
Ｅ
Ｇ
か
ら
の
栄
養
と

経
口
だ
け
の
栄
養
の
比
較
で
、
認

知
症
患
者
の
生
存
率
や
生
存
期
間

と
も
に
Ｐ
Ｅ
Ｇ
群
で
悪
く
、
経
腸

栄
養
を
す
る
こ
と
が
死
亡
の
独
立

し
た
予
後
因
子
で
あ
っ
た
と
さ
れ

て
い
ま
す
5）
。
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欧
米
で
は
重
度
認
知
症
患
者
の
人
工
的
水
分
・
栄
養
補
給
や
胃
ろ
う
は
、予
後
も
改
善
せ
ず
、「
適
応
な

し
」と
さ
れ
て
い
ま
す
。し
か
し
、本
邦
で
は
、欧
米
の
報
告
と
比
較
し
、認
知
症
患
者
へ
の
胃
ろ
う
栄
養
の

予
後
が
良
い
た
め
、「
適
応
な
し
」と
は
い
い
が
た
い
状
況
で
す
。認
知
症
患
者
に
対
す
る
Ｐ
Ｅ
Ｇ
の
適
応
に
つ

い
て
、私
た
ち
は
ど
う
考
え
て
い
け
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
？  

今
回
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
ま
す
。

同
年
の
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
の
報
告

で
も
、
Ｐ
Ｅ
Ｇ
を
せ
ず
Ａ
Ｈ
Ｎ
を

し
な
い
方
が
予
後
は
良
い
こ
と
が

報
告
さ
れ
、
認
知
症
に
は
Ｐ
Ｅ
Ｇ

は
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
強
い
主

張
を
述
べ
て
い
ま
す
6）
。
ま
た
、

２
０
１
５
年
の
Ｅ
Ｓ
Ｐ
Ｅ
Ｎ
の
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
で
も
、
認
知
症
患
者

へ
の
Ａ
Ｈ
Ｎ
は
、
個
々
の
症
例

ベ
ー
ス
で
考
え
、
特
に
重
度
認
知

症
に
は
、
高
い
エ
ビ
デ
ン
ス
レ
ベ

ル
を
も
っ
て
、「
経
管
栄
養
は
、す

べ
き
で
な
い
」と
し
て
い
ま
す
2）
。

こ
の
よ
う
に
欧
米
で
は
、
重
度

認
知
症
患
者
に
Ａ
Ｈ
Ｎ
を
施
行
し

て
も
、
予
後
や
Ｑ
Ｏ
Ｌ
の
改
善
は

な
く
、
原
則
的
に
、「
Ａ
Ｈ
Ｎ
は

す
べ
き
で
は
な
い
」と
さ
れ
、
Ｐ

Ｅ
Ｇ
も
当
然
適
応
は
な
い
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
実
臨
床
的

に
認
知
症
患
者
に
Ａ
Ｈ
Ｎ
や
Ｐ
Ｅ

Ｇ
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
従
っ
て

施
行
さ
れ
て
い
な
い
か
と
い
う

と
、そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

 
本
邦
に
お
け
る

認
知
症
患
者
へ
の
経
管
栄
養

重
度
認
知
症
患
者
へ
の
経
管
栄

養
は
、
経
口
の
み
に
比
較
し
て
、

予
後
改
善
が
み
ら
れ
な
い
と
い
う

欧
米
の
デ
ー
タ
は
、
日
常
診
療
に

関
わ
る
医
師
と
し
て
、
違
和
感
を

持
ち
ま
す
。
認
知
症
の
Ｐ
Ｅ
Ｇ
患

者
は
、
胃
ろ
う
栄
養
で
長
く
生
き

な
が
ら
え
、
栄
養
状
態
も
改
善
し

て
く
る
と
感
じ
る
か
ら
で
す
。

２
０
１
０
年
に
１
０
０
０
人
以

上
の
認
知
症
患
者
を
対
象
に
Ｐ
Ｄ

Ｎ
が
行
っ
た
調
査
で
は
、
生
存
に

関
し
て
、「
Ｐ
Ｅ
Ｇ
は
認
知
症
の
早

期
、
晩
期
を
問
わ
ず
、
生
命
予
後

の
改
善
に
寄
与
す
る
」、「
海
外
の

報
告
と
比
較
し
て
日
本
人
の
生
命

予
後
は
著
し
く
良
好
」で
、「
50
％

生
存
が
８
４
７
日
で
あ
る
」、
と

報
告
さ
れ
ま
し
た
7
）7）
。

「
生
活
自
立
度
で
は
、
８
・
５
％

に
改
善
を
み
た
」、「
認
知
症
の
早

期
に
施
行
し
た
方
が
、
生
活
自
立

度
の
改
善
が
期
待
で
き
る
」、「
経

口
摂
取
機
能
に
お
い
て
は
、
18
・

４
％
で
改
善
し
、
認
知
症
の
早
期

に
し
た
方
が
、
経
口
摂
取
の
改
善

が
期
待
で
き
る
」、
そ
し
て
、「
肺

炎
に
関
し
て
は
、
71
・
７
％
で
改

善
」、「
認
知
症
の
早
期
、
晩
期
に

か
か
わ
ら
ず
、
肺
炎
の
改
善
に
寄

与
す
る
」こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い

ま
す
。

そ
れ
以
後
、
２
０
１
７
年
に

Takayama

ら
は
、
認
知
症
患
者

と
精
神
疾
患
患
者
を
対
象
に
経
管

栄
養
を
し
た
群
と
、
し
な
か
っ
た

群
を
比
較
し
、
経
管
栄
養
を
し
た

群
は
、
平
均
生
存
期
間
が
７
１
１

日
、
し
な
か
っ
た
群
は
61
日
で
、

特
に
Ｐ
Ｅ
Ｇ
施
行
群
で
は
、
１
０

０
０
日
と
、
著
し
い
予
後
の
差
が

あ
り
、
重
度
認
知
症
患
者
に
お
い

て
Ｐ
Ｅ
Ｇ
は
、
経
鼻
胃
管
よ
り
安

全
で
、
予
後
の
改
善
に
貢
献
す
る

こ
と
を
報
告
し
て
い
ま
す
8）
。

ま
た
、同
年
にTakenosita

ら

は
、
重
度
認
知
症
患
者
に
経
管

栄
養
を
行
う
こ
と
で
、
肺
炎
の

発
生
と
抗
生
剤
の
使
用
が
減
る

こ
と
を
報
告
し
て
い
ま
す
9）
。
こ

の
よ
う
に
本
邦
で
の
報
告
は
、
重

度
認
知
症
に
も
Ｐ
Ｅ
Ｇ
は
効
果

が
あ
り
、
予
後
も
良
好
で
あ
る

と
さ
れ
、
日
常
診
療
の
感
覚
に

合
っ
て
い
ま
す
。

欧
米
で
は
、
認
知
症
患
者
の
Ｐ

Ｅ
Ｇ
は
、
予
後
も
Ｑ
Ｏ
Ｌ
も
改
善

し
な
い
の
で
、
適
応
が
な
い
と
迷

わ
ず
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
本
邦
で
は
、
Ｐ
Ｅ
Ｇ
は
、
認

知
症
患
者
の
生
命
を
延
長
す
る
ゆ

え
に
、
Ａ
Ｈ
Ｎ
を
す
る
と
意
思
決

定
し
た
場
合
は
、
Ｐ
Ｅ
Ｇ
を
し
て

長
く
生
き
る
こ
と
を
、
一
方
、
Ａ

Ｈ
Ｎ
を
選
択
し
な
い
場
合
は
、
Ｐ

Ｅ
Ｇ
を
施
行
せ
ず
、
看
取
り
に
な

る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

す
な
わ
ち
、
Ｐ
Ｅ
Ｇ
を
す
る
か

し
な
い
か（〝to PEG or not to 

PEG

〞）が
す
な
わ
ち
、
生
き
る

か
死
ぬ
か（〝to be or not to 

be

〞）に
な
る
の
で
す
。
こ
の
こ

と
は
Ｐ
Ｅ
Ｇ
の
選
択
が
、
本
人
と

家
族
、
そ
れ
に
医
療
者
に
も
重
た

い
決
断
を
強
い
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
患
者
と
家
族
が
で
き
る
だ
け

負
担
な
く
、
的
確
な
判
断
を
下
す

支
援
の
体
制
作
り
が
重
要
で
す
。

本
邦
で
の
認
知
症
患
者
の

P
E
G
の
適
応
を
考
え
る

大
前
提
と
し
て
、
認
知
症
患
者

が
、
経
口
的
に
食
事
を
摂
取
で
き

な
く
な
っ
た
場
合
、「
Ｐ
Ｅ
Ｇ
を

行
う
か
否
か
？
」が
問
題
な
の
で

は
な
く
、「
人
工
的
に
水
分
・
栄

養
補
給
を
す
る
か
否
か
？
」が
問

本
邦
で
の

認
知
症
患
者
へ
の
Ｐ
Ｅ
Ｇ

〝to P
E
G
 or not to P

E
G

〞＝

〝to be or not to be

〞

快
適
な
Ａ
Ｈ
Ｎ
の
継
続
と

最
期
ま
で
守
る
こ
と

欧
米
で
は
、
重
度
認
知
症
患
者

の
Ａ
Ｈ
Ｎ
や
Ｐ
Ｅ
Ｇ
は
予
後
も
改

善
せ
ず
、「
適
応
な
し
」と
さ
れ
て

い
ま
す
。
本
邦
で
は
、
欧
米
の
報

告
と
比
較
し
、
認
知
症
患
者
へ
の

胃
ろ
う
栄
養
の
予
後
は
良
い
た

め
、「
適
応
な
し
」と
は
い
い
が
た

い
と
言
え
ま
す
。

し
か
し
、
認
知
症
と
い
う
疾

患
の
特
徴
を
鑑
み
、
医
療
者
は
、

Ａ
Ｈ
Ｎ
と
Ｐ
Ｅ
Ｇ
の
適
応
に
関

し
て
批
判
的
、
制
限
的
な
立
場

を
考
慮
し
、
家
族
や
多
職
種
と

の
話
し
合
い
の
な
か
で
、
個
々

の
症
例
の
事
情
を
踏
ま
え
、
適

応
を
決
定
し
て
い
く
こ
と
が
必

要
で
す
。

Ａ
Ｈ
Ｎ
の
選
択
に
際
し
て
は
、

Ａ
Ｈ
Ｎ
を
行
わ
な
い
場
合
に
も
、

最
期
ま
で
、comfort feeding

を
継
続
す
る
こ
と
で
、
介
護
者
や

家
族
が
持
つ
見
殺
し
の
感
覚
を
回

避
す
る
こ
と
も
心
掛
け
る
べ
き
で

し
ょ
う
。

疾患別PEG適応⑤

認知症

図1　 栄養管理の時の栄養投与ルートの選択
患者

消化管が安全に使用できるか

経腸栄養

経鼻胃管 胃ろう（PEG）
腸ろう（PEJ）

末梢静脈
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中心静脈
栄養（TPN）

静脈栄養

は
い

い
い
え

短
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６
週
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未
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長
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６
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２
週
間
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２
週
間
以
上
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pHの低下により、
液体から半固形に変化する。
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題
で
あ
る
こ
と
を
、
患
者
や
家
族

と
と
も
に
医
療
者
も
認
識
す
る
こ

と
が
、
最
も
重
要
な
点
で
す
。

適
応
判
断
に
は
、
認
知
症
患

者
個
々
へ
の
個
別
の
ア
プ
ロ
ー

チ
と
し
ま
す（
図
２
）。
Ａ
Ｈ
Ｎ
の

メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
を
自

分
で
考
え
、
患
者
本
人（
本
人
の

判
断
を
期
待
す
る
こ
と
は
難
し

い
で
す
が
）、
家
族
と
そ
れ
に
関

わ
っ
て
い
る
医
療
職
、
介
護
職

な
ど
が
、
多
面
的
な
方
向
か
ら

検
討
し
判
断
す
る
こ
と
で
す
。

も
ち
ろ
ん
患
者
の
事
前
指
示
が

あ
れ
ば
、
そ
れ
を
優
先
し
て
考
え

ま
す
。
重
度
認
知
症
の
場
合
、
Ｐ

Ｅ
Ｇ
の
適
応
は
、倫
理
性
を
考
え
、

欧
米
の
考
え
方
も
参
考
に
し
て
、

Ａ
Ｈ
Ｎ
へ
の
批
判
的
、
制
限
的
な

立
場
を
考
慮
し
て
、
そ
の
適
応
を

慎
重
に
検
討
す
べ
き
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

本
邦
の
代
表
的
な
Ａ
Ｈ
Ｎ
に

対
す
る
倫
理
的
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

は
、
２
０
１
２
年
に
老
年
医
学

会
か
ら
出
さ
れ
た「
高
齢
者
ケ
ア

の
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
関
す

る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
―
人
工
的
水

分
・
栄
養
補
給
の
導
入
を
中
心

と
し
て
―
」10）
で
す
。

そ
こ
で
は
、「
個
別
事
例
ご
と

に
、
本
人
の
人
生
を
よ
り
豊
か
に

す
る
こ
と
、
少
な
く
と
も
よ
り
悪

く
し
な
い
こ
と
を
目
指
し
て
、
本

人
の
Ｑ
Ｏ
Ｌ
の
保
持
・
向
上
お
よ

び
生
命
維
持
の
た
め
に
、
ど
の
よ

う
な
介
入
を
す
る
、
あ
る
い
は
し

な
い
の
が
よ
い
か
を
判
断
す
る
」

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

す
な
わ
ち「
本
人
の
人
生
の
物

語
を
よ
り
豊
か
に
し
得
る
か
？
」

と
い
う
哲
学
的
な
判
断
で
す
。
特

に
認
知
症
患
者
の
Ａ
Ｈ
Ｎ
適
応
を

考
え
る
う
え
で
、
こ
の
倫
理
的
考

え
方
は
重
要
で
す
。

そ
し
て
、
最
終
判
断
と
し
て
、

さ
ら
な
る
生

存
を
望
む
の

で
あ
れ
ば
、

Ａ
Ｈ
Ｎ
を
行

い
、
近
い
将

来
の
死
を
受

け
入
れ
る
場

合
は
、
Ａ
Ｈ

Ｎ
を
行
わ
な

い
こ
と
に
な

り
ま
す
。「
Ａ

Ｈ
Ｎ
を
す

る
」
と
決
め

た
ら
、
前
述

し
た
よ
う
に

最
も
適
切
な

栄
養
補
給
法

は
胃
ろ
う
で

す
。胃

ろ
う
栄

養
に
プ
ラ
ス

し
て
、
制
限
さ
れ
た
経
口
食
も
行

い
、
リ
ハ
ビ
リ
も
考
え
ま
す
。
一

方
、「
Ａ
Ｈ
Ｎ
を
し
な
い
」と
決
め

た
ら
、
家
族
と
医
療
者
側
は
患

者
に
最
期
ま
で
口
か
ら
食
べ
ら

れ
る
サ
ポ
ー
ト
を
し
、〝comfort 

feeding

〞
を
続
け
て
、
看
取
っ

て
い
く
体
制
を
取
る
の
が
原
則

と
な
り
ま
す
。

適
応
を
考
え
る
に
際
し
て

考
慮
す
べ
き
こ
と

Ａ
Ｈ
Ｎ
と
Ｐ
Ｅ
Ｇ
の
適
応
を
考

え
る
の
に
際
し
、
考
慮
す
べ
き
2

つ
の
事
項
を
挙
げ
ま
す
。一
つ
は
、

「
一
度
経
管
栄
養
を
開
始
し
た
ら
、

容
易
に
、そ
れ
を
止
め
ら
れ
な
い
」

と
い
う
こ
と
で
す
。

現
在
の
本
邦
の
社
会
的
お
よ
び

法
律
的
現
状
で
は
、
経
管
栄
養
で

生
き
て
い
る
患
者
の
栄
養
を
止
め

る
に
は
、
か
な
り
の
努
力
と
手
続

き
が
必
要
で
、
現
実
的
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
家
族
や
、
介
護
者
に
重

症
認
知
症
患
者
へ
の
胃
ろ
う
栄
養

は
生
き
て
い
る
限
り
継
続
さ
れ
る

こ
と
を
覚
悟
し
て
も
ら
う
必
要
が

あ
り
ま
す
。

も
う
一
つ
は
、
Ａ
Ｈ
Ｎ
を
選

択
し
な
い
場
合
、
家
族
や
介
護

者
が
、
患
者
に
飢
え
る
苦
痛
を

与
え
、
患
者
を
見
殺
し
に
す
る

と
い
う
罪
悪
感
を
持
つ
こ
と
で

す
。
全
く
何
も
し
な
い
こ
と
は
、

家
族
や
医
療
者
の
心
理
的
な
負

担
で
す
。
終
末
期
に
お
い
て
の

水
分
・
栄
養
は
、
か
え
っ
て
患

者
の
病
状
を
悪
化
さ
せ
る
場
合

も
あ
り
、
飢
え
や
渇
き
も
感
じ

に
く
い
状
態
で
あ
る
こ
と
を
説

明
し
ま
す
。
そ
し
て
、
見
殺
し

に
す
る
と
い
う
感
覚
を
回
避
す

る
た
め
、
経
口
食
を
最
期
ま
で

で
き
る
範
囲
で
継
続
す
る
、
す

な
わ
ちcomfort feeding

を
行

う
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。

実
際
に
は
、
か
な
り
限
ら
れ
た

経
口
摂
取
を
細
々
続
け
、
最
期
は

唇
を
湿
ら
せ
る
程
度
に
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
。

C
om
fort feeding

食
の
楽
し
み
と
リ
ス
ク

Ｅ
Ｓ
Ｐ
Ｅ
Ｎ
の
認
知
症
患
者
の

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、
Ａ
Ｈ
Ｎ
を

選
択
し
な
か
っ
た
時
に
は
、
ほ
と

ん
ど
の
ケ
ー
ス
で
個
々
の
患
者

に
見
合
っ
た
、
注
意
深
いhand-

feeding

が
最
も
良
い
栄
養
法
で

あ
る
と
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
2）
。

そ
し
て
、「
各
患
者
に
見
合
っ

た
、
注
意
深
いhand-feeding

」

を〝comfort feeding

〞
と
し
て

い
ま
す
。
緩
和
的
な
制
限
さ
れ

た
経
口
栄
養
で
す
。
Ａ
Ｈ
Ｎ
を

選
択
し
な
か
っ
た
場
合
に
、
な

に
も
栄
養
を
や
ら
な
い
と
い
う

罪
悪
感
を
介
護
者
や
家
族
に
抱

か
せ
な
い
た
め
に
も
、comfort 

feeding

と
い
う
方
便
的
用
語
は

本
邦
で
も
有
用
と
考
え
ま
す
。

一
方
、こ
のcomfort feeding

を
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
で
実
際
に
施

行
す
る
の
は
、介
護
者
や
看
護
師
、

言
語
聴
覚
士
な
ど
で
す
。彼
ら
は
、

誤
嚥
の
危
険
性
を
感
じ
な
が
ら
、

日
々
対
処
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ

ん
。
誤
嚥
の
リ
ス
ク
と
緩
和
的
な

食
事
の
楽
し
み
を
継
続
す
る
こ
と

の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
、comfort 

feeding

を
行
っ
て
い
く
わ
け
で

す
。彼

ら
に
法
律
や
倫
理
的
問
題
を

押
し
付
け
て
い
る
可
能
性
が
あ
る

こ
と
を
認
識
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
11）
。
そ
の
た
め
、
彼
ら
に
対
す

る
ア
ド
バ
イ
ス
や
優
し
い
配
慮
が

必
要
で
す
。

快
適
な
Ａ
Ｈ
Ｎ
の
継
続
と

最
期
ま
で
守
る
こ
と

欧
米
で
は
、
重
度
認
知
症
患
者

の
Ａ
Ｈ
Ｎ
や
Ｐ
Ｅ
Ｇ
は
予
後
も
改

善
せ
ず
、「
適
応
な
し
」と
さ
れ
て

い
ま
す
。
本
邦
で
は
、
欧
米
の
報

告
と
比
較
し
、
認
知
症
患
者
へ
の

胃
ろ
う
栄
養
の
予
後
は
良
い
た

め
、「
適
応
な
し
」と
は
い
い
が
た

い
と
言
え
ま
す
。

し
か
し
、
認
知
症
と
い
う
疾

患
の
特
徴
を
鑑
み
、
医
療
者
は
、

Ａ
Ｈ
Ｎ
と
Ｐ
Ｅ
Ｇ
の
適
応
に
関

し
て
批
判
的
、
制
限
的
な
立
場

を
考
慮
し
、
家
族
や
多
職
種
と

の
話
し
合
い
の
な
か
で
、
個
々

の
症
例
の
事
情
を
踏
ま
え
、
適

応
を
決
定
し
て
い
く
こ
と
が
必

要
で
す
。

Ａ
Ｈ
Ｎ
の
選
択
に
際
し
て
は
、

Ａ
Ｈ
Ｎ
を
行
わ
な
い
場
合
に
も
、

最
期
ま
で
、comfort feeding

を
継
続
す
る
こ
と
で
、
介
護
者
や

家
族
が
持
つ
見
殺
し
の
感
覚
を
回

避
す
る
こ
と
も
心
掛
け
る
べ
き
で

し
ょ
う
。
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図2　認知症患者の胃ろう栄養（PEG）の適応を考える

PEGと胃ろう栄養の
正しい知識

胃ろう栄養
＋制限された経口食（＋リハビリ）

制限された経口食のみ
（Comfort feeding）（＋リハビリ）

倫理的な側面
• 老年医学会ガイドライン
• 原則論的な倫理観
• 医療倫理など

認知症患者
食事摂取ができない

原則的には2者選択

人工的水分栄養補給をする 人工的水分栄養補給をしない

生存を望む 近い将来の死を受け入れる
（看取りの方向）

• 個々の症例に対し考える
　　（AHNの批判的・制限的な考慮）
•家族や多職種でのコンセンサス
•本人の事前指示

人工的水分栄養補給をするか否か？
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