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　右側結腸手術の周術期管理に，Enhanced Recovery After Surgeryプロトコル（ERAS）を導入したの
で短期成績を報告する。2014年６月から2017年10月に行われた右側結腸手術症例をERAS群，2010年１
月から2014年５月の症例を従来群とし，後方視的に検討した。ERAS群では，機械的前処置の省略，術
直後の胃管抜去，早期経口摂取開始を新たに採用した。ERAS群182例（腹腔鏡103例，開腹79例），従来
群202例（腹腔鏡84例，開腹118例）であった。腹腔鏡手術では，ERAS群と従来群で手術関連因子，術
後合併症に差は認めなかった。開腹手術では，表層性の創部感染の発生率はERAS群で有意に高かった
（ERAS群12.7％：従来群2.5％）が，Clavien-Dindo分類２以上の術後合併症はERAS群で有意に低かった
（ERAS群3.8％：従来群18.6％）。右側結腸手術において当科のERASプロトコルは安全に導入可能である。
（キーワード：Enhanced Recovery After Surgery（ERAS），周術期管理，機械的前処置，術後合併症）

緒言
術後の回復力強化，術後合併症の低減，入院期間短縮，

医療コストの削減を目的としたプログラムとして，2005
年にFearonらによって結腸切除手術の周術期管理手法で
あるEnhanced Recovery After Surgeryプロトコル（以下
ERAS）が提唱された１）。ERASでは，エビデンスに基づい
て17項目の周術期患者管理手法に関する推奨をしている。
本邦でもERASを導入し，その有用性が報告されつつある
が，実際の施行は，施設間でERASの項目を取捨選択，修
正改良の上，導入されていることが多い２，３）。当科でも，
これまで診療の中で，周術期管理手法に改良を重ね，術
後合併症の低減に努めてきた４）。今回我々は，さらなる術
後合併症の低減を目指すために，ERASで推奨されている
機械的前処置（Mechanical bowel preparation，以下MBP）
の省略，手術直後に手術室での胃管抜去，術後翌日からの
早期経口摂取の開始，これら３項目を新たに採用した（図
１）。当科では，大腸手術の中で左側結腸手術や直腸手術
においては，腹腔内での腸管切離や術中内視鏡検査を行う
ことが多く，腸管内の糞便によりその施行が困難となるた
めMBPを通常行っている。そのため，待機的に行われる
右側結腸手術症例を対象としてERASを導入した。本研究
では，右側結腸手術におけるERAS導入による術後合併症
への影響など，短期成績を報告する。

方法
2010年１月から，2017年10月までに当科で，大腸腫瘍

に対して待機的に開腹もしくは腹腔鏡で行われた右側結
腸切除手術（回盲部切除術，結腸右半切除術，結腸部分
切除術（横行結腸））症例を対象とした。術前に腸閉塞を
呈した症例や他臓器合併切除症例は除外した。腹腔鏡手術
は，腸管の授動・血管処理は腹腔内で，腸管の切離・吻

図１． 結腸切除後のERASプロトコルの17項目（Fearon KC, 
et al：Clin Nutr 2005；24：466-477.より改変）

太線四角で囲まれたものが今回採用した３項目，丸で囲
まれたものは以前から導入されていた項目
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合は，小切開創から切除部を体外へ誘導して行っている。
ERASを導入した2014年６月から2017年10月までの症例

をERAS群とし，今回採用した３項目以外の周術期管理手
法が同様である2010年１月から2014年５月までの症例を従
来群とした。それぞれの群を，さらに腹腔鏡手術症例と開
腹手術症例にわけて検討を行った。腹腔鏡による手術開始
後，高度癒着を理由に早期に開腹移行した症例は開腹手術
症例とした。
今回我々はERASとして，MBPの省略，手術直後に手術

室での胃管抜去，術後翌日からの早期経口摂取の開始，を
新たに採用した。従来群の前処置は，術前日にカナマイシ
ンとフラジールの内服とポリエチレングリコールの服用，
眠前にセンノシドの内服による前処置が行われていた。
ERAS群では，術前日の眠前にセンノシド内服のみに変更
した。胃管抜去に関しては，従来群は統一されておらず，
手術翌日以降に抜去されていたが，ERAS群では，手術終
了後，麻酔離脱時に手術室で抜去した。術後の早期経口摂
取は，従来群は，手術翌日は飲水のみ可能で，術後２日目
以降に食事開始可能となっていたが，ERAS群では，手術
翌日より食事開始可能とした。実際に食事を提供するかど
うかは，患者の食事摂取の希望を聴取する主治医の判断と
した。
各症例の年齢，性別，BMI（body mass index），ASA-PS 

（The American Society of Anesthesiologists-physical status）
分類，術前アルブミン値，治療されている併存疾患（高
血圧，糖尿病，COPD，心疾患，脳血管疾患，慢性腎不全
による透析），病理所見（腫瘍深達度，ステージ），手術
時間，術中出血量，術後在院日数，術後30日以内の合併
症についてのデータを抽出し検討を行った。術後合併症
はClavien-Dindo分類２以上を抽出した。統計解析には，
Fisherの正確検定，ｔ検定，Mann-Whitney Ｕ検定を用い，
P<0.05を有意とした。
本研究は当院倫理委員会の承諾（受付番号：臨A17-133
号）を得て行われた。

結果
384例が対象となった。ERAS群は182例（腹腔鏡手術103

例，開腹手術79例），従来群は202例（腹腔鏡手術84例，開
腹手術118例）であった。腹腔鏡による手術開始後に，高
度癒着を理由に開腹移行した症例は５例で開腹手術に含め
て検討を行った。
プロトコルの順守率は，MBPの省略，手術後に手術室

での胃管抜去の徹底は100％達成されたが，術後翌日から
の早期経口摂取の開始は腹腔鏡手術では12％，開腹手術で
は０％であった（表１）。
開腹手術症例の患者背景では，従来群の術前アルブミン

値が低く，腫瘍の深達度とステージが有意に高かった。手
術時間に差は認めなかったが，従来群で術中出血量が多
かった。術後創部感染（surgical site infection，以下SSI）
はERAS群が12.7％，従来群が2.5％で，ERAS群が有意に高
かったが，いずれも表層性SSIであった。Clavien-Dindo分
類２以上の術後合併症はERAS群が3.8％，従来群が18.6％
で，ERAS群が有意に低かった。さらに，術後合併症の中
で麻痺性イレウスの発生が，ERAS群は2.5％，従来群は
11％とERAS群が有意に低かった。術後在院日数には有意
差を認めなかった。（表２，図２）
腹腔鏡手術症例では，患者背景で，ERAS群の腫瘍のス
テージが有意に高かったが，その他の項目に差は認めな
かった。手術時間，術中出血量の手術関連因子に差は認め
なかった。SSIの発生と術後合併症の発生においても両群
間に有意差は認めなかった。ERAS群で，癒着性イレウス
による術後30日以内の再入院，再手術症例が１例認められ
た。術後在院日数は，中央値は両群とも９日であったが
ERAS群の方が有意に長かった。（表３，図３）

考察
MBP，術後の胃管留置，術後の絶食は，手術を受ける

患者にとって非常に苦痛を伴うものである。今回我々は，
ERASで推奨されている１），MBPの省略，術後の胃管留置
の廃止，早期経口摂取の開始，これら３項目を新たに周術
期管理手法に加え，周術期の苦痛軽減とともに，術後合併
症の低減を目指した。
今回のERAS導入で最も大きな周術期管理手法の変更

は，MBPの省略である。MBPは，腸管内の便を除去する
ことで術野が確保され手術操作がより行いやすくなるこ
と，腸管切除吻合時の術野汚染を予防することなどから，
従来待機的な大腸手術ではルーチンに行われてきた。しか
し，欧米では，以前から待機的な大腸手術ではMBPは省
略すべきとの報告がなされ５），ERASでも，患者にとって
ストレスフルで，特に高齢者では重大な脱水や電解質異常
を引き起こしうるものであり，結腸手術をうける患者にメ
リットがないと推奨されていない１）。また，2011年のコク
ランレビューでもMBPの有益性は証明できないとされて
いる６）。さらに，最近のメタアナリシスでは，MBPの有

表１　ERASプロトコルの変更内容と順守率
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表２　開腹手術症例の比較検討

図２．開腹手術後の術後在院日数の比較
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表３　腹腔鏡手術症例の比較検討

図３．腹腔鏡手術後の術後在院日数の比較
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SSI，術後合併症で従来群と差は認めなかった。そのた
め，待機的な腹腔鏡下右側結腸手術においてMBPの省略
は安全であると思われる。
術後の胃管抜去については，手術中の胃管は麻酔導入時

に胃内に送気された空気を減圧するなどのために行われる
べきだが，術後に継続して留置することは，術後無気肺や
肺炎のリスクの観点から避けるべきとされている1,10）。当
科でも手術翌日以降に抜去していた胃管を，手術終了時に
手術室で抜去するように変更した。結果，ERAS群では呼
吸器関連の術後合併症は１例も認めなかった。そして，術
後も胃管を翌日まで留置し続ける患者の負担や不快感を軽
減させることができたと思われる。
また，術後早期経口摂取の再開を翌日より可能とした

が，実際に手術翌日に経口摂取できた症例は腹腔鏡手術を
うけた症例の12％のみであった。今回の検討では順守率の
低さの原因は判断できないが，患者因子（嘔気，術後食欲
低下など）や医師因子（慎重な術後管理）が影響している
可能性が高い。術後の早期経口摂取は，術後感染リスクを
下げ，在院日数の低下につながるとされている。しかし，
多面的なイレウス予防対策を行わないと嘔吐などのリス
クを増加させるとも報告されている1,10）。そのため，現在
は採用していない他のERASの項目である術後嘔気予防対
策，術後鎮痛におけるオピオイド使用の廃止などを採用
し，周術期管理へ組み込んでいくことが，術後早期経口摂
取の再開の実現へもつながっていくと考えられる。

結論
我々のERASプロトコルは，腹腔鏡手術で手術や術後合

併症に影響を与えず安全に導入可能である。開腹手術で
は，術後合併症，特に麻痺性イレウスの発生の低減に寄与
するが，表層性SSIの増加に影響するため手術時の術野汚
染予防に注意を要する。

利益相反の開示
著者全員は本論文の研究内容について，報告すべき利益

相反を有しません。
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Effects of Enhanced Recovery After Surgery protocol for right 
colectomy

Objective and Background：The Enhanced Recovery After Surgery （ERAS） protocol was introduced 
in 2005. While some institutions in Japan have adopted this protocol, it is not yet universal. We have 
applied some items from the ERAS protocol to patients undergoing elective right colectomy since June 
2014. The present study aimed to determine whether our ERAS protocol for right colectomy can reduce 
postoperative complications.
Methods：Data for patients who underwent elective right colectomy between January 2010 and October 
2017 were retrospectively reviewed. Patients were assigned to groups according to whether they were 
managed using ERAS （n = 182；June 2014 – October 2017） or a conventional approach （n = 202；January 
2010 - May 2014）, and then categorized according to whether they underwent laparoscopic resection or 
laparotomy. According to the ERAS protocol, preoperative mechanical bowel preparation was not applied, 
the nasogastric tube was removed at the end of surgery and postoperative oral intake was started as soon 
as possible.
Results：Laparoscopy and laparotomy proceeded in 103 and 79 patients, respectively,  in the ERAS 
group and in 84 and 118, respectively, in the conventionally managed group. Operative factors （blood loss, 
operative time） and postoperative complications did not significantly differ among patients in both groups 
who underwent laparoscopic resection. Among those who underwent laparotomy, the incidence of Clavien-
Dindo grade ≥ 2 postoperative complications was significantly lower in the ERAS, than the conventional 
group （3 [3.8％ ] of 79 vs. 22 [18.6％] of 118； P = 0.002）. However, the incidence of surgical site infection 
（SSI） was significantly higher in the ERAS, than the conventional group （10 [12.7％] of 79 vs. 3 [2.5％] of 
118；p = 0.01）. All SSI were superficial and incisional. 
Conclusions：Outcomes were similar for patients who underwent elective laparoscopic right colectomy 
and were managed using the ERAS protocol or a conventional approach. The ERAS protocol was 
associated with a lower rate of post-operative complications, but the incidence of SSI among patients 
undergoing laparotomy was higher. Our ERAS protocol is safe for patients undergoing elective right 
colectomy.
（ Key words：Enhanced Recovery After Surgery （ERAS）, mechanical bowel preparation, perioperative 

care, postoperative complication）
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