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Ⅰ．緒　　　言
　公益財団法人日本中毒情報センター 1）によれば、ガ
ソリンのヒト経口致死量は 10 〜 50mL、誤嚥した際に
は 1 mL 以下でも重篤な肺炎を起こす可能性があると
されている 2, 3）。経口摂取した際の症状として中枢神経
抑制症状、誤嚥による化学性肺炎、肺水腫などがあり、
誤嚥による症状が遅れて出現する可能性や気化した気
体を高濃度に吸入すると興奮状態を経て麻酔状態に陥
り、昏睡、あるいは場合によって死亡するとも示してい
る。急性呼吸促迫症候群（acute respiratory distress 
syndrome：ARDS）に対する治療は機械的人工換気、
支持療法、および根本原因の治療である 4）。

　今回、我々はガソリンを誤嚥して ARDS と急性腎障
害（acute kidney injury：AKI）の発症など複数かつ
連鎖的に危険状態に陥った患者に対し、静脈脱血−静脈
送血体外式膜型人工肺療法（venovenous extracorporeal 
membrane oxygenation：V-V ECMO）5）と持続血液透
析濾過法（continuous hemodiafiltration：CHDF）が
奏功し、救命し得た症例を経験したので報告する。

Ⅱ．症　　　例
　患者は自傷目的でガソリンを経口摂取し救急搬送さ
れた 42 歳男性である。ガソリン摂取量は不明であっ
たが、家族の証言などから多量の摂取が疑われた。搬
送前に嘔吐している所見などから誤嚥の可能性も示唆
された。身長 174.0cm、体重約 110kg、体表面積（body 
surface area：BSA）は 2.23m2、入院時の意識レベル
はジャパン・コーマ・スケール（Japan Coma Scale：
JCS）300、グラスゴー・コーマ・スケール（Glasgow 
Come Scale：GCS）1-1-1 であった。搬送時に嘔吐物の
吸引を行いながら気管挿管。挿管チューブより誤嚥物
の排出を確認。心エコー所見より脱水状態が著明であ
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ったことから輸液処置を行った。胸部 CT にて胸部背
側に浸潤影、ガソリンの毒作用（毒性）による消化管
の炎症および肛門部のびらんがあり、化学性の熱傷が
多数確認された。発熱はなく血圧は 120-50 から 140-
60mmHg、入院後は体動が激しく 1 病日より複数の鎮
静薬を状況に応じて使用した。ARDS への呼吸管理と
して人工呼吸器を使用していたが AKI も発症し、輸
液過多から血管内水分量が ARDS の増悪を相互に招
き、経皮的動脈血酸素飽和度（SpO2）が 80％に低下、
人工呼吸管理の限界と考え V-V ECMO の適応を判断
した。V-V ECMO のカニュレーション時には SpO2 は
更に急激に 60％台まで低下していた。V-V ECMO 開
始から 11 時間後に体浮腫への除水改善および溶質除
去を目的に CHDF を開始した。

Ⅲ．経　　　過
1．V-V ECMO の導入（表 1）
　ECMO システムは泉工医科工業社製 HAS-CFP Ⓡを
使用した。ECMO 回路は当院オリジナル回路を使用し
た。本回路は人工肺出口部から輸液回路へのリサーキ

ュレーション回路を設けており、リサーキュレーショ
ン回路から抗凝固薬が投与可能である（図 1）。ブラッ
ドアクセスは脱血カニューレに東洋紡 NSH ヘパリン
化カニューレⓇ PCKC-V24Fr を使用し、右大腿静脈か
ら挿入し右房近傍に留置した。送血カニューレは東洋
紡 NSH ヘパリン化カニューレⓇ PCKC-A18Fr を使用
し、右内頸静脈から上大静脈（superior vena cava：
SVC）に留置した。ECMO 流量 4.0L/min、Perfusion 
Index（PI）は 1.8L/min/m2、吹送ガス流量 4.0L/min、
酸素濃度 100％で開始し、PI＝2.0L/min/m2 前後で SpO2

を 95 〜 100％に維持するように ECMO 流量、吹送ガ
ス流量、酸素濃度を適宜調節した（図 2）。
　人工呼吸器はドレーゲル社 Evita4 Ⓡを使用し換気モ
ードは BIPAP＋ASB として V-V ECMO 導入後に酸
素濃度 100 → 60％、PEEP＝20 → 15cmH2O、吸気圧
35 → 23cmH2O の Rest lung に変更した。
2．V-V ECMO 中の管理
　人工肺へのガスフラッシュは一時的に酸素流量を 10L/
min にして 1 分間、1 時間おきに行った。血液ガス測
定は 2 〜 3 時間おきに適宜行った。抗凝固薬はヘパリ

表 1　使用した機材および薬剤

ECMO モジュール HAS-CFP 泉工医科工業
人工肺 メラ NHP エクセランプライム 泉工医科工業
遠心ポンプ ジャイロポンプ 京セラ
ECMO 回路 メラエクセライン HP2 滝井オリジナル 泉工医科工業
脱血管 NSH ヘパリン化カニューレ PCKC-V　24Fr 東洋紡
送血管 NSH ヘパリン化カニューレ PCKC-A　18Fr 東洋紡
プライミング液 ボルベンⓇ輸液 6％ 大塚製薬
CHDF モジュール JUN55X JUNKEN MEDICAL
CHDF 回路 JUNKEN　MEDICAL 血液回路 JUNKEN MEDICAL
ヘモダイアフィルタ SHG − 1.3 東レ
人工呼吸器 EVITA4 Drager

図 1　V-V ECMO 回路
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図 2　V-V ECMO 流量・SpO2 の変化
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ンを使用した。導入時に 5,000 単位フラッシュと持続
で 2,000 単位 /h 使用したが活性凝固時間（activated 
clotting time：ACT）が 130 秒台と十分に得られなか
ったため、ACT＝180 秒前後を維持するよう最終的に
5,300 単位 /h まで増量した。なお、AT Ⅲは 82％と正
常範囲内であった。
3．V-V ECMO の離脱（図 3）
　図 3 は第 7 病日の離脱操作の開始直前から停止まで
のグラフを抽出し、酸素流量の値を追加したものであ
る。停止目標時間の 3 時間前に SpO2 を指標に吹送ガ
ス流量を徐々に下げ、離脱時（図中の weaning try）
に ECMO 送血量を 1 L/min で 4 時間の経過観察を行
った。SpO2 は十分保たれていたので吹送ガス流量を
0 L/min（OFF）にし、更に 30 分の経過観察を行い、
SpO2、PaO2、PCO2、胸部 X 線像所見、自尿量、体内
水分バランスより離脱可能と判断して V-V ECMO を
終了した。
　V-V ECMO 終了時の人工呼吸器の設定は酸素濃度

50％、PEEP 12cmH2O、サポート圧 10cmH2O とした。
ELSO ガイドラインでは容認できる呼吸器の設定で 1
時間以上肺機能が十分であればカニューラ抜去の準備
をするとある 6）。V-V ECMO の離脱後も SpO2 の低下
はみられず、その後カニューレ抜去後も肺機能は良好
であった。
4．CHDF の導入（図 4）
　推算糸球体濾過量（estimated glemerular filtration 
rate：eGFR）は 74 → 13mL/min と低下し、十分な尿
量が得られずAKI発症が診断された。下大静脈（inferior 
vena cava：IVC）径も 25mm と血管内水分過多とな
っていた。また、第 1 病日目から V-V ECMO 導入前
の第 4 病日間のクレアチニンの変化量が 1.44mg/dL か
ら 3.37mg/dL、数時間後には 4.63mg/dL と上昇してい
たことから AKI の増悪と判断した。V-V ECMO 開始
から 11 時間後に除水を主目的として CHDF を導入し
た。除水量設定は血圧や心エコーによる診断をもとに
適宜調節した。

図 3　Weaning 時の条件経過
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図 4　体内水分量の経過
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5．CHDF のバスキュラーアクセス
　患者の体格が大きいことに加えて大量輸液による血
管内水分過多から全身への浮腫が進行して体表からの
ブラッドアクセス挿入困難であり、V-V ECMO 回路よ
り送脱血を行った（図 5）。脱血は ECMO の送血回路
側枝より行い、送血（返血）はリサーキュレーション
回路に行った。
6．CHDF の離脱
　CHDF 導入後より徐々に自尿量の回復がみられ、V-V 
ECMO の離脱時には約 400mL/h 得られていたので V-V 
ECMO とともに CHDF も終了した。図 6 は入院初日
から第 10 病日までの胸部 X 線像の経過であり、ARDS
および AKI 発症によって増悪していた症状が V-V ECMO
による肺保護、CHDF による除水および自尿回復で改

善した様子を示す。

Ⅳ．結　　　果
　V-V ECMO は 81 時間、CHDF は 70 時間、CHDF
による総除水量は 12,560mL であった。CHDF 終了後
は継続的に自尿量が約 300 〜 700mL/h に回復した。腎
機能について、クレアチニンは高値時から V-V ECMO
離脱後の変化は 4.63mg/dL から 1.80mg/dL まで低下
し、カリウムは 6.7mEq/L から 3.9mEq/L へ、尿酸は
107mg/dL から 22mg/dL まで低下した。
　患者は入院 28 病日後に転院し、退院後は後遺症もな
く社会復帰を果たしている。

Ⅴ．考　　　察
1．V-V ECMO の適応と選択
　石油製品を経口摂取した際の症状や処置の情報は公
益財団法人日本中毒情報センターが示している 2）が、
中でも生命維持に対し重大な影響をもたらすのが誤嚥
から起こる化学性肺炎と肺水腫、高濃度の気体吸入で
ある。処置を行う過程においても誤嚥に対する注意喚
起を強調している。また、ECMO を施行される患者で
は腎機能障害から水分過多になるケースが多いとの報告
があり 7）、本症例でも AKI を発症していた。SpO2 が 80
％台まで低下したため、肺保護を目的として V-V ECMO
を選択した。これは CESAR trial 8）における ECMO 適
応基準を満たしており、また年齢が 42 歳と若く、血
圧が約 140/70 〜 200/100mmHg、心機能に問題はない
ため V-V ECMO を選択した。この患者が退院後も後

図 5　V-V ECMO＋CHDF 回路
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遺症なく社会復帰していることから、V-V ECMO の
選択が適当であったと考える。
2．V-V ECMO の管理
　ECMO 流量について、酸素消費量と二酸化炭素産生
量に対応する流量が必要であり、ELSO ガイドライン 6）

では成人の V-V ECMO の場合には 60 〜 80mL/kg/min
とあるが、本症例では体重が 110kg 以上あり、全身の
浮腫時には 130kg を超えていたため、この基準の適用
は考えにくい。よって、PI＝2.0L/min/m2 を基準にし、
SpO2 を 95％以上に保つことを目標に血液ガス測定や
血圧および各バイタルを判断しながら、ECMO 流量と
吹送ガス流量、酸素濃度を適宜調節し管理した。結果
として SpO2 が維持でき、過剰酸素化および低酸素状
態における各臓器の不全作成を回避できたと考える。
3．V-V ECMO の抗凝固療法
　抗凝固薬に関して、SAVE-J ガイドライン 9）では ACT 
1.5 〜 2.5 倍（もしくは 160 〜 180 秒）とするように推
奨している。ECMO 導入時における問題点の 1 つとし
てカニュレーション部位からの出血があげられるが、
本症例では送血部位からの少量の出血を認めたことに
対し圧迫止血により対処できた。V-V ECMO 離脱後の
回路や人工肺、遠心ポンプに血栓は確認できなかった
ことから、抗凝固薬の選択と投与量は適当であったと
考える。
4．V-V ECMO の離脱
　V-V ECMO の離脱に関して、青景らによるV-V ECMO
導入から離脱までの管理方法 10）によれば、一般的には
患者の状態によるが、PEEP 10cmH2O 以下で十分な酸
素化と安定した自発呼吸で二酸化炭素の除去が維持で
きていれば離脱を試みるとしている。また、ELSO ガ
イドラインでは、生体肺のガス交換機能を調べればよ
いとし、人工呼吸器を体外循環による長期間の生命補
助（extracorporeal life support：ECLS）停止時に容
認できる設定にし、スウィープガスを止め、人工肺を
切り離し、SaO2 と PCO2 を監視、その後 1 時間以上生
体肺機能に問題なければカニューラ抜去の準備を行う 6）

としている。本症例では体格が非常に大きいこととガ
ソリンの気体吸入による毒性の影響を考慮し、慎重に
V-V ECMO の離脱を行った。結果として安全に離脱を
行うことができたが、複数の呼吸不全を起こす要因が
存在する症例であるため離脱開始から終了するまでの
時間が妥当であったのか、その判断は類似症例報告が
ないため困難と考える。
5．V-V ECMO の今後の課題
　V-V ECMO では体内のリサーキュレーションが生じ
る。赤嶺らの ECMO の生理学 11）によれば、リサーキ
ュレーションに影響を及ぼす主要な因子は、ECMO の

流量、送脱血に用いるカニューレの留置位置、自己心
の拍出量、右房の血液量の 4 つで、V-V ECMO では
リサーキュレーションや ECMO を通過しない血液の
存在により右心系に流れる血液の酸素飽和度（SvO2）
は 80 〜 90％としている。また、V-V ECMO は V-A 
ECMO とポンプ流量比較すると酸素化効率が不良 12）

で、完全な呼吸補助を行うためには 20％以上高い流量
が必要とされる 13）が、流量を上げるとリサーキュレ
ーション量も増加するため、酸素加には限界があると
している。本症例ではリサーキュレーション率の測定
および算出はできなかった。今後の課題として、リサ
ーキュレーションが酸素加に及ぼす影響を臨床結果よ
り示し、施行条件にリサーキュレーション率を加える
ことでより精密な条件設定が可能になるのではないか
と考える。
6．CHDF について
　本症例において CHDF 回路の接続は、安全面を考慮
しV-V ECMOとは別系統で施行する必要があったが、
体表からのブラッドアクセス挿入困難であったために
V-V ECMO 回路から接続せざるを得なかった。CHDF
の脱血は V-V ECMO の送血回路側枝（動脈側）より
行った。これは V-V ECMO 脱血側の側枝は陰圧であ
るため、CHDF コンソール側で脱血不良が発生した場
合に CHDF が不安定になるためである。CHDF の送
血はリサーキュレーション回路へ接続した。このリサ
ーキュレーション回路内は陽圧であり、V-V ECMO 回
路内へのエアー混入リスクを回避できるが、接続部の
三方活栓誤操作などによって出血を来たす危険性もあ
るため、操作には注意する必要がある。
　ECMO 患者では腎機能障害から水分過多になるケー
スが多いことから腎代替療法（renal replace ment the-
rapy：RRT）は広く行われており、その有用性は広く
知られている 14）。本症例においても血管内水分過多が
自尿回復までの水分コントロールは呼吸不全解消のため
に重要であった。胸部 X 線像でも顕著に表れたことや、
AKI 発症後の溶質管理が順調であったことから CHDF
の有用性は明らかであると考える。

Ⅵ．結　　　語
　ガソリン誤嚥を起因とした急激な ARDS および AKI、
全身浮腫を発症した患者に V-V ECMO と CHDF を用
い救命し得た症例を経験した。ガソリンの毒性により
刻々と増悪する症状に対し、V-V ECMO と CHDF の
積極的かつ迅速な導入判断、患者管理が奏功したこと
から本法の有用性は高いことが示唆された。

本稿のすべての著者には規定された COI はない。
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