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研究成果の概要（和文）：慢性閉塞性肺疾患(Chronic Obstructive Pulmonary Disease; COPD)を始めとする慢性呼吸
器疾患において咳嗽は高頻度に訴える自覚症状であり、投薬や、呼吸リハビリテーションを実施する際の指標となる重
要な他覚症状になる。本研究においてはメル周波数ケプストラム分析法を用いて咳嗽のアルゴリズム化を行い、咳嗽特
徴の定量化、症状との関連を分析することを目的とする。結果はCOPD患者における急性増悪における咳嗽変化予測が可
能な定量評価が可能なことが明らかになった。本研究を実施する事で、COPDを含む慢性呼吸器疾患患者のセルフケアを
向上し、診療補助となる可能性が示唆された。

研究成果の概要（英文）：Cough is an important subjective complaint for Chronic Obstructive Pulmonary 
Disease (COPD) patient. it is also the objective symptom to decide the medication and rehabilitation. In 
this project, it is aimed to quantify the cough of COPD patients using mel-capstrum analysis. It was 
succeeded that the pattern of cough was divided depending to the symptom of patients. The result of this 
study is useful for promoting the self-care of COPD patients.

研究分野： リハビリテーション医学、整形外科学、再生医学
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