
た
と
し
て
も
も
と
も
と
磨
き
づ
ら
い

こ
と
が
原
因
で
あ
る
た
め
、ま
た
虫

歯
を
繰
り
返
し
て
し
ま
う
こ
と
も

あ
り
ま
す
。

❸
親
知
ら
ず
が
原
因
で
そ
の
手
前

の
歯
に
虫
歯
や
歯
根
吸
収
が
み
ら

れ
る（
図
2
③
）

　

①
と
同
様
の
理
由
で
親
知
ら
ず
が

横
に
倒
れ
て
埋
ま
っ
て
い
た
り
す
る

と
、親
知
ら
ず
と
そ
の
手
前
の
歯
の
間

に
食
べ
カ
ス
な
ど
が
挟
ま
り
や
す
く

な
り
ま
す
。そ
の
部
分
は
磨
き
残
し

に
な
り
や
す
く
、手
前
の
歯
に
虫
歯
が

で
き
て
し
ま
い
ま
す
。ま
た
、親
知
ら

ず
が
生
え
て
く
る
力
で
手
前
の
歯
を

押
し
て
そ
の
部
分
が
吸
収
さ
れ
て
溶

け
た
よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
し
ま
う

こ
と
が
あ
り
ま
す（
写
真
1
、2
）。

❹
歯
並
び
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
可

能
性
が
あ
る

　

矯
正
治
療
を
す
る
場
合
、も
し
く

は
矯
正
治
療
終
了
後
、せ
っ
か
く
き

れ
い
に
並
ん
だ
歯
列
が
親
知
ら
ず
の

生
え
て
く
る
力
で
ず
れ
て
き
て
し
ま

う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。そ
の
た
め
、特

に
問
題
の
な
い
親
知
ら
ず
で
も
予
防

的
に
抜
歯
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

  

抜
か
な
く
て
も
い
い
場
合

❶
他
の
歯
と
同
じ
よ
う
に
し
っ
か
り

生
え
て
上
下
の
歯
が
う
ま
く
噛
み

合
っ
て
い
る

　

こ
の
場
合
は
抜
か
ず
に
と
っ
て
お

く
こ
と
で
、将
来
的
に
ブ
リ
ッ
ジ
の
支

台
に
し
た
り
、入
れ
歯
の
バ
ネ
を
か
け

る
歯
と
し
て
使
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

❷
骨
の
中
に
完
全
に
埋
ま
っ
て
い

て
、問
題
が
な
い
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よ い み み

親
知
ら
ず
の
話

知
っ
て
お
き
た
い

親
知
ら
ず
は
10
代
後
半
か
ら
20
代
前
半
に
か
け
て
生
え
る
大
人
の
歯
。親
に
知
ら
れ
る
こ
と
な
く
生
え
て
く
る

こ
と
が
名
前
の
由
来
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
親
知
ら
ず
と
聞
く
と
、痛
い
、頬
が
腫
れ
る
、歯
を
抜
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
考
え
る
方
、実
際
に
痛
み
を
経
験
し
た
方
も
い
る
で
し
ょ
う
。し
か
し
全
て
の
親
知
ら
ず
が
そ
う

な
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
不
安
に
な
ら
な
い
た
め
に
も
親
知
ら
ず
に
つ
い
て
詳
し
く
知
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

麻生病院
歯科口腔外科
医師

桑田 咲千

今 回 の 解 説

　

永
久
歯
は
大
体
15
歳
前
後
に
は
第

二
大
臼
歯
ま
で
生
え
そ
ろ
っ
て
い
る
こ

と
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。親
知
ら
ず
は

そ
れ
以
降
に
生
え
て
く
る
第
三
大
臼

歯
と
も
呼
ば
れ
る
永
久
歯
で
す（
図

1
）。「
生
え
て
く
る
」と
言
い
ま
し
た

が
、埋
ま
っ
た
ま
ま
だ
っ
た
り
、そ
も
そ

も
生
ま
れ
つ
き
欠
損
し
て
い
る
場
合

も
あ
り
ま
す
。は
る
か
昔
、硬
い
も
の

を
噛
み
砕
く
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
時

代
に
は
、親
知
ら
ず
ま
で
し
っ
か
り
生

え
そ
ろ
っ
て
い
る
人
が
ほ
と
ん
ど
で
し

た
が
、や
わ
ら
か
く
調
理
す
る
技
術

等
が
発
達
す
る
に
し
た
が
い
、あ
ご
が

小
さ
く
な
っ
た
結
果
、現
代
人
で
は
親

知
ら
ず
が
生
え
て
く
る
ス
ペ
ー
ス
が

不
足
し
、う
ま
く
並
び
き
ら
な
い
人

が
増
え
て
き
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

な
ん
と
な
く「
親
知
ら
ず
は
抜
い

た
ほ
う
が
い
い
」と
考
え
て
い
る
人
は

多
い
か
と
思
い
ま
す
。し
か
し
、す
べ

て
の
親
知
ら
ず
は
必
ず
抜
く
べ
き
と

い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。む
し

ろ
抜
か
ず
に
と
っ
て
お
く
こ
と
で
、虫

歯
な
ど
で
ど
こ
か
別
の
歯
を
抜
歯
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
と
き

親
知
ら
ず
と
は
？

親
知
ら
ず
と
は
？

麻
酔
方
法

麻
酔
方
法

　

親
知
ら
ず
が
半
分
埋
ま
っ
た
よ
う

な
状
態
の
場
合
、そ
の
部
分
に
ど
う

し
て
も
汚
れ
が
た
ま
り
や
す
く
な

り
、菌
が
繁
殖
し
や
す
い
状
況
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。疲
れ
が
た
ま
っ
て
い

た
り
、寝
不
足
が
続
い
て
い
た
り
な

ど
体
の
免
疫
機
能
が
低
下
し
て
い
る

と
、そ
の
部
分
で
炎
症
を
起
こ
し
や

す
く
な
り
ま
す
。

❷
親
知
ら
ず
が
虫
歯
に
な
っ
て
い
る

（
図
2
②
）

　

親
知
ら
ず
は
一
番
奥
の
奥
に
あ

る
た
め
治
療
器
具
が
届
き
づ
ら
く
、

虫
歯
に
な
る
と
治
療
は
難
し
い
こ
と

が
ほ
と
ん
ど
で
す
。ま
た
、治
療
で
き

に
、そ
こ
に
親
知
ら
ず
を
移
植
す
る

と
い
う
治
療
の
選
択
肢
を
増
や
す
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

抜
歯
す
る
か
ど
う
か
の
大
ま
か
な

判
断
基
準
を
次
に
挙
げ
ま
す
。

  

抜
い
た
ほ
う
が
い
い
場
合

❶
親
知
ら
ず
の
周
り
の
歯
茎
が
腫
れ

た
り
、痛
み
が
出
た
こ
と
が
あ
る
、も

し
く
は
将
来
的
に
そ
の
可
能
性
が
高

い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る（
図
2
①
）

図1　親知らずとは

図2　抜いたほうがいい親知らずとは

写真2 写真１

　

感
染
が
及
ぶ
可
能
性
が
な
い
く
ら

い
深
く
埋
ま
っ
て
い
る
場
合
は
、む
し

ろ
抜
歯
に
よ
る
デ
メ
リ
ッ
ト
の
ほ
う

が
大
き
く
な
る
た
め
、そ
の
ま
ま
に

す
る
こ
と
が
多
い
で
す
。

　

今
回
、親
知
ら
ず
を
抜
歯
す
る
か

ど
う
か
の
大
ま
か
な
判
断
基
準
を

挙
げ
ま
し
た
が
、も
ち
ろ
ん
個
々
人

で
状
況
は
異
な
り
ま
す
の
で
、気
に

な
る
方
は
、一
度
歯
科
受
診
し
、診

察
を
受
け
る
こ
と
を
お
す
す
め
し

ま
す
。

　

抜
歯
に
対
す
る
恐
怖
心
が
強
い

場
合
や
、手
術
の
侵
襲
が
大
き
い
場

合
な
ど
に
は
、局
所
麻
酔
だ
け
で
な

く
、静
脈
麻
酔
や
全
身
麻
酔
を
併
用

し
、入
院
下
で
行
う
方
法
を
提
案
さ

せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

①
静
脈
麻
酔　

静
脈
麻
酔
で
は
点

滴
か
ら
鎮
静
作
用
の
あ
る
お
薬
を

投
与
す
る
こ
と
で
、リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た

状
態
で
処
置
を
受
け
て
い
た
だ
く

こ
と
が
で
き
ま
す
。処
置
中
の
こ
と

を
全
く
覚
え
て
い
な
い
方
も
多
く
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
基
本
的
に
は
1

泊
2
日
の
入
院
が
必
要
で
す
が
、条

件
を
満
た
せ
ば
日
帰
り
入
院
で
の

対
応
も
可
能
で
す
。

②
全
身
麻
酔　

全
身
麻
酔
は
ご
存

知
の
方
も
多
い
か
と
思
い
ま
す
が
、

完
全
に
意
識
が
な
く
な
り
眠
っ
た
状

態
に
な
り
ま
す
の
で
、機
械
で
呼
吸

管
理
等
を
行
い
ま
す
。手
術
室
に
入

り
、手
術
台
で
横
に
な
っ
た
あ
と
、い

つ
の
間
に
か
眠
っ
て
し
ま
い
、目
覚
め

る
と
処
置
が
終
わ
っ
て
い
る
よ
う
な

状
態
で
す
。入
院
期
間
は
2
泊
3
日

と
な
り
ま
す
。

　

入
院
し
て
抜
歯
を
行
う
メ
リ
ッ
ト

と
し
て
は
、数
本
の
抜
歯
を
ま
と
め

て
一
気
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
、何

か
あ
っ
た
時
に
対
応
し
や
す
く
安
心

で
き
る
、食
事
の
形
態
が
術
後
の
状

態
に
合
わ
せ
て
提
供
さ
れ
る
、な
ど

が
あ
り
ま
す
が
、一
番
は
抜
歯
に
対

す
る
漠
然
と
し
た
不
安
や
恐
怖
心

を
軽
減
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。親
知
ら
ず
の
抜

歯
を
勧
め
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
け
れ

ど
、怖
く
て
そ
の
ま
ま
に
し
て
い
る
、

と
い
う
方
は
一
度
ご
相
談
に
い
ら
し

て
く
だ
さ
い
。

　

抜
歯
後
は
痛
み
と
腫
れ
が
出
ま

す
。
そ
の
た
め
、口
が
開
け
づ
ら
く

な
っ
た
り
、飲
み
込
む
と
き
に
の
ど
が

痛
く
な
っ
た
り
、周
囲
の
皮
膚
に
内

出
血
斑
が
出
た
り
し
ま
す
が
、症
状

の
ピ
ー
ク
は
抜
歯
後
1
〜
2
日
ほ
ど

で
、1
週
間
も
す
る
と
落
ち
着
い
て

い
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。ま
た

一
時
的
に
周
囲
の
歯
に
、噛
む
と
痛

い
よ
う
な
感
じ
や
、知
覚
過
敏
症
状

が
出
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、ド
ラ
イ
ソ
ケ
ッ
ト
と
い
う
状

態
に
な
る
と
強
い
痛
み
が
長
く
続
く

こ
と
が
あ
り
ま
す
。抜
歯
し
た
直
後

は
骨
が
露
出
し
た
状
態
に
な
り
ま
す

が
、通
常
で
あ
れ
ば
そ
こ
に
血
液
が

た
ま
り
、か
さ
ぶ
た
の
よ
う
な
状
態

に
な
っ
て
、傷
を
保
護
し
て
く
れ
ま

す
。ド
ラ
イ
ソ
ケ
ッ
ト
の
場
合
、そ
の

か
さ
ぶ
た
が
う
ま
く
で
き
ず
に

骨
面
が
露
出
し
た
ま
ま
に
な

り
、痛
み
が
続
く
こ
と
が
あ
り

ま
す
。傷
の
洗
浄
と
軟
膏
の
注

入
を
継
続
し
て
い
る
と
、徐
々
に

痛
み
は
落
ち
着
き
、傷
も
治
癒

し
て
い
き
ま
す
。

　

親
知
ら
ず
を
抜
歯
す
る
際

に
一
番
心
配
さ
れ
る
後
遺
症

と
し
て
は
神
経
障
害
で
す
。こ

れ
は
下
あ
ご
の
親
知
ら
ず
の
近

く
に
は
舌
や
下
唇
と
あ
ご
先
の

感
覚
神
経
が
走
っ
て
お
り
、充

分
に
注
意
し
て
抜
歯
を
し
て
も

そ
の
神
経
を
傷
つ
け
て
し
ま
う

こ
と
が
あ
る
の
で
す
。そ
う
す

る
と
そ
の
部
分
の
感
覚
が
鈍
く

な
っ
た
り
、ピ
リ
ピ
リ
し
び
れ
る

症
状
が
出
現
し
ま
す
。こ
れ
は

次
第
に
軽
快
し
て
く
る
こ
と
が

ほ
と
ん
ど
で
す
が
、時
間
が
か

か
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

親
知
ら
ず
は

絶
対
抜
く
べ
き
？

親
知
ら
ず
は

絶
対
抜
く
べ
き
？

抜
歯
後
の

経
過
に
つ
い
て

抜
歯
後
の

経
過
に
つ
い
て

大臼歯第３

第２

第１

歯肉の切開 親知らずの周囲の骨を削合

親知らずを分割 歯肉の縫合

歯茎の腫れ
①

虫歯 汚れがたまる

親知らず 歯根の吸収

② ③
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麻生補聴器プラザエクセア

札幌市東区北40条東1丁目1-27
TEL.（011）723-4133　
FAX.（011）723-2363　　
営業時間 9:00～18:30 年中無休

札幌店
北見市東三輪2丁目54-9
TEL.（0157）22-4133　
FAX.（0157）23-7178
営業時間 9:00～18:00  年中無休

北見店

認知機能（覚える・考える・理解するなど）
は、難聴になると衰えていくものと考え
られています。しかし、「難聴者が
補聴器をつけていると、認知機能
の衰えのスピードが下がった」という
研究結果が２０１５年に発表されました。

認知機能の低下スピードが
遅くなる

例として下の親知らずが横に倒れて埋まっている場合の抜歯の流れを図に示しました。
実際の抜歯の流れ

1 ２

3 4



　この文章は令和2年2月2日に書いています。西暦だと20200202になりますが、世間では
あまり話題になっていません。さて、令和2号目の4133は親知らずの特集です。受診をため
らっていた方には、これを機に早めの口腔外科受診をおすすめいたします。
 （患者サービス改善委員会 委員長 大谷文雄）

　 耳鼻咽喉科 麻生北見病院
北見市東三輪2丁目54-8
TEL.0157（23）4133　FAX.0157（23）2138

AZABU
INFORMATION

http://www.jibiazabu.or.jp/

　 耳鼻咽喉科 麻生病院
札幌市東区北40条東1丁目1-7
TEL.011（731）4133　FAX.011（731）4986

※歯科口腔外科は予約制〈TEL.（011）731-0418〉 ※歯科口腔外科は予約制〈TEL.（0157）23-4134〉

年中無休　夜間診療（月～金 夜7時まで受付） 年中無休　夜間診療（月～金 夜７時まで受付）

　 耳鼻咽喉科 麻生28
札幌市中央区北5条西27丁目2-3メディック28ビル4階
TEL.011（641）4133　FAX.011（641）4155

月～土 夜６時まで受付（日・祝日休診）

受付時間

午前

午後

夜間

月～金曜日

 9：00～12：00

13：30～16：30

18：00～19：00

土・日・祝日

 9：00～12：00

13：30～16：30

休　　診

受付時間

午前

午後

夜間

月～金曜日

 9：00～12：00

13：30～16：30

18：00～19：00

土・日・祝日

 9：00～12：00

13：30～16：30

休　　診

受付時間

午前

午後

月～土曜日

  9：00～12：30

14：30～18：00

日・祝日

休　　診

受付時間

午後

月～土曜日

14：30～18：00

日・祝日

休　　診

※ただし、水曜日9：30～診療開始（9：00受付）

　 耳鼻咽喉科 麻生北クリニック
札幌市北区屯田9条3丁目1-20屯田メディカルモール2階
TEL.011（773）4133　FAX.011（773）1487

月～土 夜６時まで受付（日・祝日休診）

山本歯科クリニック

□院　　長／山本　耕一
□住　　所／札幌市東区北４４条
 東１５丁目３-２７
□電　　話／011-722-0418
□診療科目／歯科
□受　　付／9:30～20:00
 （月・水・金曜日）
 9:30～18:30
 （火・木曜日）
 9:30～13:30
 （土曜日）
□休　　診／日曜・祝日
□駐車場／10台
□アクセス／札幌市営地下鉄
 栄町駅1番出口から
 左に徒歩2分

山本歯科クリニック
安心して快適な治療が受けられるように

設備を完備しています

連携医療施設紹
介

Ｑ
主
な
対
象
疾
患
は

　

虫
歯
、歯
周
病
、入
れ
歯

な
ど
歯
科
の
一
般
治
療
か

ら
小
児
歯
科
、矯
正
歯
科
、

予
防
歯
科
、口
腔
外
科
な
ど

幅
広
く
対
応
を
し
て
い
ま
す
。

Ｑ
当
院
の
特
色
は

　

お
子
様
か
ら
お
年
寄
り

ま
で
、快
適
な
治
療
が
受
け

ら
れ
る
よ
う
に
設
備
を
完
備

し
、診
療
室
は
1
階
と
し
自

動
ド
ア
、バ
リ
ア
フ
リ
ー
で
車

椅
子
に
も
対
応
で
き
る
よ
う

に
し
ま
し
た
。ま
た
、診
療
室

内
に
も
、簡
易
の
子
ど
も
ス

ペ
ー
ス
を
作
り
、お
子
さ
ま
連

れ
の
お
母
さ
ん
が
、面
倒
を
見

な
が
ら
、安
心
し
て
治
療
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
す
。有
病
者
の

方
に
も
し
っ
か
り
対
応
が
取

れ
る
よ
う
ス
タ
ッ
フ
の
教
育
に

も
力
を
入
れ
て
お
り
ま
す
。

　

全
身
の
病
気
に
も
影
響
を

す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
歯
の

健
康
を
支
え
、患
者
さ
ん
と

の
会
話
を
大
切
に
し
、安
心

し
て
治
療
を
受
け
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

Ｑ
麻
生
病
院
と
の
連
携

　

幅
広
く
対
応
し
て
い
た
だ

け
る
の
で
、患
者
さ
ん
の
病
態

の
悪
化
、重
篤
状
況
で
対
応

が
困
難
、専
門
的
知
識
が
必

要
、手
術
が
必
要
な
場
合
に

は
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

　

手
当
を
受
け
た
患
者
さ
ん

か
ら
の
評
価
も
高
く
、緊
密

な
連
携
も
取
れ
る
こ
と
か
ら

安
心
し
て
患
者
さ
ん
を
紹
介

さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

D A T A

　

嗅
覚（
き
ゅ
う
か
く
）と
は「
に
お

い
」を
感
じ
る
感
覚
の
こ
と
で
あ
り
、

味
覚
と
と
も
に
化
学
感
覚（
＝
化
学

的
刺
激
に
対
す
る
感
覚
の
こ
と
）の

ひ
と
つ
で
す
。

　

嗅
覚
障
害
の
原
因
で
最
も
多
い
の

が
慢
性
副
鼻
腔
炎
で
、次
い
で
感
冒

（
風
邪
）・
頭
部
外
傷
の
順
に
多
く
、

三
大
原
因
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。副

鼻
腔
炎
や
ア
レ
ル
ギ
ー
性
鼻
炎
の
場

合
、に
お
い
分
子
が
嗅
細
胞
の
存
在

す
る
嗅
裂
部（
図
１
）に
到
達
し
な

い
た
め
、気
導
性
嗅
覚
障
害
と
な
り

ま
す
。感
冒
で
は
嗅
細
胞
が
傷
害
を

受
け
、ま
た
、頭
部
外
傷
で
は
嗅
神

に
お
い
が
わ
か
ら
な
い
？

嗅
覚
障
害

経
が
傷
害
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、

嗅
神
経
性
嗅
覚
障
害（
に
お
い
の
セ

ン
サ
ー
や
神
経
の
障
害
）と
な
り
ま

す
。脳
血
管
疾
患
・
脳
挫
傷
・パ
ー
キ

ン
ソ
ン
病
・
認
知
症
で
は
嗅
球
か
ら

大
脳
に
至
る
嗅
覚
路
の
障
害
に
よ
っ

て
、中
枢
性
嗅
覚
障
害
を
生
じ
ま

す
が
、「
に
お
い
を
感
じ
る
が
、何
の

に
お
い
か
わ
か
ら
な
い
」乖
離
性（
か

い
り
せ
い
）嗅
覚
障
害
を
認
め
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。

　

高
齢
化
に
伴
っ
て
、加
齢
に
よ
る

嗅
覚
障
害
も
増
え
る
傾
向
に
あ
り

ま
す
が
、加
齢
変
化
に
よ
る
嗅
細
胞

の
減
少（
嗅
神
経
性
障
害
）と
中
枢

機
能
の
低
下（
中
枢
性
障
害
）が
原

因
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。喫
煙
も

嗅
覚
障
害
の
原
因
と
さ
れ
て
お
り
、

喫
煙
量
が
増
え
れ
ば
増
え
る
ほ
ど

嗅
覚
が
に
ぶ
く
な
り
、禁
煙
に
よ
っ

て
改
善
す
る
と
言
わ
れ
て
お
り
ま

す
。た
ば
こ
が
副
鼻
腔
炎
患
者
に
お

け
る
嗅
覚
障
害
の
増
悪
因
子
に
な

る
と
い
う
報
告
も
あ
り
ま
す
。

　

２
０
１
７
年
に
発
行
さ
れ
た
日
本

鼻
科
学
会
の「
嗅
覚
障
害
診
療
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
」で
は
、３
種
類
の
分
類

が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

①
基
本
的
分
類
で
は
量
的
障
害（
に

お
い
の
感
覚
が
低
下
ま
た
は
消
失

し
た
状
態
）と
質
的
障
害（
に
お
い

を
感
じ
る
様
態
に
変
化
が
生
じ
た

状
態
）に
分
類
し
て
い
ま
す
が
、耳

鼻
咽
喉
科
で
取
り
扱
う
の
は
主
に

量
的
障
害
の
嗅
覚
低
下
と
嗅
覚
脱

失
に
な
り
ま
す（
表
１
）。

②
病
態
別
分
類
は
障
害
部
位
に
よ

る
分
類
で
、前
述
の
気
導
性
障
害
・

嗅
神
経
性
障
害
・
中
枢
性
障
害
が

あ
り
ま
す（
図
２
）。

③
原
因
別
分
類（
表
２
）に
は
前
述

し
た
疾
患
の
ほ
か
、薬
物
・
手
術
・
先

天
異
常
な
ど
が
含
ま
れ
ま
す
。

❶
問
診　

発
症
時
期
や
発
症
の
き
っ

か
け
が
特
に
重
要
で
、原
因
究
明
に

も
役
立
ち
ま
す
。

❷
耳
鼻
咽
喉
科
的
診
察　

前
鼻
鏡

検
査
・
鼻
内
視
鏡
検
査
を
行
い
、粘

膜
の
腫
れ・
鼻
茸（
ポ
リ
ー
プ
）・
鼻
漏

な
ど
に
お
い
分
子
が
嗅
裂
部
に
到
達

す
る
の
を
妨
げ
る
病
変
の
有
無
を

調
べ
ま
す
。

❸
画
像
診
断　

副
鼻
腔
炎
の
有
無

だ
け
で
は
な
く
、嗅
裂
の
病
変
の
有

無
を
確
認
す
る
た
め
、Ｃ
Ｔ
検
査
を

行
い
ま
す
。
中
枢
性
病
変
を
鑑
別

す
る
た
め
に
は
Ｍ
Ｒ
Ｉ
が
必
要
で
す

が
、病
変
検
出
率
は
低
い
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

❹
嗅
覚
検
査　

当
院
で
は
基
準
嗅

覚
検
査（
基
準
嗅
力
検
査
と
も
い

う
）と
静
脈
性
嗅
覚
検
査
を
行
っ
て

い
ま
す
。基
準
嗅
覚
検
査
は
５
種
類

の
基
準
臭
に
つ
い
て
徐
々
に
濃
度
を

上
昇
さ
せ
て
検
査
し
、検
査
中
に
初

め
て
に
お
い
を
感
じ
た
濃
度（
検
知

閾
値
）と
何
の
に
お
い
か
分
か
っ
た

濃
度（
認
知
閾
値
）を
調
べ
る
検
査

で
す
。静
脈
性
嗅
覚
検
査
は
ア
リ
ナ

ミ
ン
注
射
液
を
静
脈
内
に
注
射
し
、

ニ
ン
ニ
ク
の
よ
う
な
に
お
い
を
感
じ
る

ま
で
の
潜
伏
時
間
と
に
お
い
を
感
じ

て
い
る
持
続
時
間
を
測
定
す
る
検

査
で
す
。い
ず
れ
の
検
査
で
も
全
く

に
お
い
を
感
じ
な
い
場
合
は
嗅
覚
脱

失
の
診
断
と
な
り
、長
期
間
症
状
が

続
い
て
い
る
場
合
は
特
に
治
り
に
く

い
可
能
性
が
大
き
く
な
り
ま
す
。

❶
ス
テ
ロ
イ
ド
点
鼻　

リ
ン
デ
ロ
ン

点
鼻
療
法
は
嗅
裂
に
高
用
量
の
ス
テ

ロ
イ
ド
薬
を
局
所
投
与
す
る
こ
と

が
で
き
る
た
め
、鼻
噴
霧
用
ス
テ
ロ

イ
ド
に
比
較
し
て
、よ
り
強
い
抗
炎

症
効
果
を
期
待
で
き
ま
す
。特
に
副

鼻
腔
炎
や
ア
レ
ル
ギ
ー
性
鼻
炎
な
ど
、

炎
症
を
伴
う
気
導
性
嗅
覚
障
害
に

対
し
て
有
効
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

❷
漢
方
製
剤　

嗅
球
内
の
神
経
成

長
因
子
を
増
加
さ
せ
る
当
帰
芍
薬

散（
と
う
き
し
ゃ
く
や
く
さ
ん
）が

主
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、特
に
感
冒

後
の
嗅
神
経
性
嗅
覚
障
害
に
有
効

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

❸
手
術
治
療　

慢
性
副
鼻
腔
炎
に

よ
る
嗅
覚
障
害
に
は
、抗
生
剤
等
の

内
服
治
療
の
ほ
か
、必
要
に
応
じ
て

手
術
治
療
が
行
わ
れ
ま
す
。　

❹
嗅
覚
刺
激
療
法　

に
お
い
物
質

で
あ
る
嗅
素
を
用
い
た
リ
ハ
ビ
リ
療

法
で
す
。海
外
で
は
４
種
類
の
嗅
素

を
１
日
２
回
嗅
ぐ
訓
練
を
３
〜
４

か
月
施
行
し
た
と
こ
ろ
、感
冒
後
お

よ
び
外
傷
後
の
嗅
神
経
性
嗅
覚
障

害
に
有
効
だ
っ
た
と
い
う
報
告
が
あ

り
ま
す
。日
本
で
は
ま
だ
一
般
的
で

は
な
く
、当
院
で
も
積
極
的
な
指
導

図1　嗅裂について

表1　嗅覚障害の分類

図2　嗅覚障害の病態別分類

表2　嗅覚障害の原因別分類
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嗅
覚
障
害
は
、に
お
い
を
正
常
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。
嗅
覚
が
正
常
に

働
か
な
い
と
、腐
っ
た
食
べ
物
の
判
別
、ガ
ス
漏
れ
に
気
づ
か
な
い
な
ど
、日
常
生
活
の
中
で
危
険
が
及

ぶ
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

嗅
覚
障
害
の

原
因
と
分
類

嗅
覚
障
害
の

原
因
と
分
類

嗅
覚
障
害
の
検
査

嗅
覚
障
害
の
検
査

嗅
覚
障
害
の
治
療
法

嗅
覚
障
害
の
治
療
法

風
味
障
害

風
味
障
害

は
行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、加
齢
に

伴
う
嗅
覚
障
害
の
予
防
に
も
役
立

つ
可
能
性
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
お
り

ま
す
。

　
「
急
に
味
が
わ
か
ら
な
く
な
っ

た
」「
食
べ
物
が
お
い
し
く
な
い
」と

い
う
訴
え
の
患
者
さ
ん
を
検
査
す

る
と
、味
覚
検
査
で
異
常
を
認
め
ず
、

嗅
覚
検
査
で
異
常
を
認
め
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。こ
の
よ
う
に
実
際
は

味
覚
障
害
は
な
い
の
に
味
覚
も
障

害
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
病
態

を
風
味
障
害
と
い
い
ま
す
。感
冒
後

お
よ
び
外
傷
後
の
嗅
神
経
性
嗅
覚

障
害
な
ど
、急
に
に
お
い
が
わ
か
ら

な
く
な
る
場
合
に
合
併
し
や
す
い
よ

う
で
す
。

　

食
べ
物
が
お
い
し
く
な
い
と
感
じ

た
ら
、に
お
い
を
感
じ
る
か
ど
う
か

確
認
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
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中枢性嗅覚障害

嗅神経性嗅覚障害

嗅裂の
粘膜

嗅球

気導性嗅覚障害

におい物質

●慢性副鼻腔炎　●感冒　
●頭部外傷　●アレルギー性鼻炎
●脳疾患　●薬物　
●手術（脳，頭蓋底，鼻副鼻腔）
●先天異常　●加齢

においの感覚が低下または
消失した状態　
嗅覚脱失  嗅覚低下

量的
嗅覚障害

においを感じる様態に
変化が生じた状態　
異嗅症  嗅盲  嗅覚過敏

質的
嗅覚障害

悪臭症 自己臭症 幻臭 
鉤回発作その他

正常例　
嗅裂（矢印）が開存している。

慢性副鼻腔炎例　
嗅裂（矢印）に陰影が充満している。


