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ぴーかん

今回の特集は新しく理事に就任した2名に
協力いただきました。それぞれに臨床力を感
じ、本協会を導く熱意が感じられる編集とな
りました。
大きなトピックスは、第30回記念学術大会

です。看脚下をテーマに、「オール長崎」の全
国にも誇れる内容であったことは間違いあり
ませんでした。孔子曰く「三十にして立つ（自
信がつき自立できるようになる）」という言葉
があります。本当に30回記念の節目に相応
しい「長崎の力」を感じる編集担当者冥利に
尽きる内容をお届けできたと思います。

長崎の力を感じた。

「理学療法士協会 広報誌」リニューアルに伴い、
理学療法士や市民のみなさまに向けたコーナー
も充実させていきたいと考えています。「ぴーかんてらす」へ情報を

お寄せ
ください!!

読者のみなさま

お便りの送り先
和仁会病院（担当：大石）FAX／095-837-1230　メール／nptakouhou@gmail.com

◎日常のうれしいできごと
◎日頃取り組んでいるリハビリにまつわること
◎私の○○自慢
…など、皆様からのさまざまなお便りをドシドシ
お寄せ下さい!!

ぴーかんてらすは、デジタルブックでも
ご覧になれます!
パソコンからの
アクセス
http://www.nagasaki-ebooks.jp/

ぴーかんてらす　理学

●nagasaki e-booksのサイトの右上の検索窓に
「ぴーかんてらす」と入力するとデジタルブック
ページにジャンプします！

●携帯・スマートフォンからの
アクセスは、右のQRコード
から！！
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〒851-0103　長崎市中里町96番地

Physical Therapist

効
率
の
良
い
機
能
回
復
を

目
指
し
て

―

日本理学療法士協会理事の田中昌史氏より、私たち長崎県で働く理学
療法士に向けて力強いメッセージを頂きました。

日本理学療法士協会は、これからの社会情勢に柔軟に対応できる「人材の
育成」を目標に掲げ、現行システムの見直しを粛々と進めています。
近年では、急性期・回復期・生活期などリハビリテーション領域の機能分化
が進んでいます。診療科においても脳神経系、整形外科系、呼吸器系な
どの疾患に対する専門性の特化も深みを増してきています。
また、地域包括ケアシステム構築の進展に伴い、理学療法士の働く場所は
医療中心から地域や住宅など、引いては介護や予防へと拡大しています。
専門領域に主眼を置く「スペシャリスト」の育成に加えて、地域の中の多様
な「期待に」幅広く対応できる「ジェネラリスト」の育成も拡大していきます。

県民の皆さまの「期待」が、私たちの『課題』や『目標』になります。たくさん
の皆様の声を私たち理学療法士に聞かせてください！

国民の生活を守る価値ある活動を！
～これからの理学療法士に求められるもの～

第30回長崎県理学療法学術大会シンポジウム（H31/1/19）
協会指定管理者研修会in佐世保（H30/10/15）

日本理学療法士協会　理事
田中昌史氏

●超高齢社会のなかで理学療法士の専門性の確立！ 
●地域包括ケアシステムの構築への協力と
　地域分化を意識した活躍！ 
●理学療法士の人材育成の更なる強化！

田中氏と本会役員や学術大会大会スタッフ

熱く語りかける田中昌史氏



　
脳
卒
中
に
な
る
と
手
足
が
麻
痺
し
、

上
手
く
動
か
せ
な
く
な
る
症
状
を
呈
し

ま
す
。
促
通
反
復
療
法
と
は
、
促
通
手

技
に
よ
っ
て
手
足
の
動
き
を
実
現
し
、

そ
れ
を
反
復
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
上

肢
・
手
指
・
下
肢
・
体
幹
の
運
動
を
実

現
す
る
た
め
に
必
要
な
神
経
路
を
再

建
・
強
化
し
、
手
足
の
動
き
の
回
復
を

促
し
ま
す
。
促
通
反
復
療
法
は
川
平
教

授
が
開
発
さ
れ
た
手
技
で
、
多
く
の
理

学
療
法
士
が
研
修
を
受
け
治
療
場
面
で

活
用
さ
れ
て
い
る
手
段
の
一
つ
で
す
。

脳
科
学
の
研
究
（
N
I
R
S
：
脳
血
流

の
変
化
）
に
よ
り
、
促
通
反
復
療
法
は

脳
の
神
経
回
路
の
再
建
・
強
化
を
促
進

し
、
効
率
的
に
機
能
回
復
を
進
め
る
こ

と
が
証
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

川平氏本人による促通手技の指導

短期集中入院コースの
理学療法場面

パーキンソン病体操（長崎北病院）

　
脳・神
経
疾
患
の
専
門
的
な
治
療
と
並

行
し
、最
先
端
機
器
や
ロ
ボ
ッ
ト
を
用
い

た
先
進
的
な
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
が
提

供
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。当
院
で

2
0
1
0
年
よ
り
導
入
し
たH

ybrid 
assisted 

lim
b®

（
H
A
L
）も
そ
の

一
つ
で
、装
着
者
の
意
図
を
読
み
取
り
、

起
立
/
歩
行
な
ど
を
支
援
す
る
ロ
ボ
ッ

ト
で
す
。2
0
1
4
年
に
は
H
A
L
®
医

療
用
下
肢
タ
イ
プ
が
厚
生
労
働
省
よ
り

医
療
機
器
と
し
て
承
認
さ
れ
、2
0
1
6

年
10
月
に
当
院
に
も
導
入
さ
れ
ま
し
た
。

　
H
A
L
®
医
療
用
下
肢
タ
イ
プ
に
よ
る

治
療
処
置
に
つ
い
て
は
、医
療
保
険
の
適
応

が
下
記
の
8
疾
患
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
。

パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
体
操

　
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
の
治
療
は
薬
物
療

法
が
基
本
で
す
が
、
併
せ
て
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
こ
と
が
身
体
機
能

や
日
常
生
活
動
作
能
力
の
維
持
、
向
上

に
有
効
と
さ
れ
て
お
り
、
私
た
ち
も
運

動
を
推
奨
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
対

象
者
の
方
か
ら
は
『
何
を
す
れ
ば
良
い

の
か
分
か
ら
な
い
』
『
家
で
は
な
か
な

か
で
き
な
い
』
『
一
応
運
動
を
し
て
い

る
が
、
こ
れ
で
良
い
の
か
不
安
』
な
ど

の
声
を
よ
く
い
た
だ
き
ま
す
。

　
そ
こ
で
当
院
で
は
、
身
体
機
能
の
維

持
に
効
果
的
な
運
動
を
「
自
宅
で
」、
楽

し
く
続
け
て
い
た
だ
き
た
い
と
の
思
い

か
ら
体
操
を
作
り
ま
し
た
。体
操
の
内

容
は
一
般
的
に
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
に
効

果
的
と
さ
れ
る
様
々
な
運
動
に
オ
リ
ジ

ナ
ル
で
考
え
た
運
動
を
加
え
た
も
の
を

取
り
入
れ
て
い
ま
す
。入
院
中
に
も
リ

ハ
ビ
リ
中
や
病
棟
で
実
施
し
て
い
る

他
、
退
院
後
も
継
続
で
き
る
よ
う
に
対

象
者
に
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
を
配
布
し
て

い
ま
す
。ま
た
当
院
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
無
料
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る

よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

専
門
領
域
の
理
学
療
法
士
と
し
て
の

当
院
で
の
関
わ
り

理
学
療
法
士
の
生
涯
学
習
制
度
に
よ
り
、
専
門
的

な
知
識
や
技
術
を
取
得
し
た
理
学
療
法
士
と
し
て

一
緒
に
働
く
後
輩
の
育
成
に
も
力
を
注
い
で
い
ま

す
。
当
院
で
は
各
病
棟
に
理
学
療
法
士
の
管
理
者

が
配
置
さ
れ
て
お
り
、
対
象
者
に
適
切
な
治
療
手

段
を
提
供
で
き
る
よ
う
に
後
輩
の
理
学
療
法
士
へ

の
フ
ォ
ロ
ー
体
制
を
と
っ
て
い
ま
す
。
装
具
の
作

製
、
治
療
手
段
の
選
択
、
促
通
反
復
療
法
の
技
術

指
導
な
ど
O
J
T
（O

n
-th

e
-J

o
b

　

Training

） 

を
取
り
入
れ
、
実
際
の
現
場
で
若

い
理
学
療
法
士
の
育
成
を
行
い
な
が
ら
、
よ
り
高

い
レ
ベ
ル
の
理
学
療
法
を
対
象
者
に
提
供
で
き
る

よ
う
心
が
け
て
い
ま
す
。

ま
た
、
後
輩
の
理
学
療
法
士
た
ち
で
専
門
領
域
を

高
め
た
い
意
識
の
あ
る
人
た
ち
に
は
、
学
習
に
対

す
る
ア
ド
バ
イ
ス
な
ど
も
行
っ
て
い
ま
す
。
日
本

理
学
療
法
士
協
会
の
生
涯
学
習
シ
ス
テ
ム
に
お
け

る
専
門
・
認
定
理
学
療
法
士
取
得
に
向
け
た
個
別

の
相
談
な
ど
行
っ
て
い
ま
す
。
よ
り
専
門
性
の
高

い
知
識
と
技
術
を
持
っ
た
理
学
療
法
士
が
増
え

て
、
よ
り
多
く
の
地
域
で
、
た
く
さ
ん
の
県
民
の

皆
様
の
お
役
に
立
て
る
よ
う
こ
れ
か
ら
も
努
力
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

長
崎
北
病
院
　
笹
原
順
哉 

氏

　
　
　
　
　
　
長
崎
県
理
学
療
法
士
協
会
　
理
事

　
　
　
　
　
　
専
門
理
学
療
法
士
（
神
経
）

　
　
　
　
　
　
認
定
理
学
療
法
士
（
臨
床
教
育
）

今
回
の
特
集
は
、
脳
血
管
疾
患
や
神
経
難
病

な
ど
の
専
門
領
域
の
理
学
療
法
を
紹
介
し
た
い

と
思
い
ま
す
。
脳
卒
中
の
理
学
療
法
に
電
気
刺

激
や
電
動
刺
激
、
歩
行
支
援
ロ
ボ
ッ
ト
な
ど
を

活
用
し
効
果
的
な
機
能
回
復
の
促
進
を
先
駆
的

に
取
り
組
ん
で
い
る
長
崎
北
病
院
の
理
学
療
法

士
に
話
を
伺
い
ま
し
た
！

神
経
系
分
野
の

理
学
療
法
士
と
し
て
の

関
わ
り

❶ 脊髄性筋萎縮症 ❷ 球脊髄性筋萎縮症
❸ 筋萎縮性側索硬化症 ❹ シャルコーマリートゥース病
❺ 遠位型ミオパチー ❻ 封入体筋炎
❼ 先天性ミオパチー ❽ 筋ジストロフィー

対象となる8疾患

H
A
L
に
つ
い
て

神
経
難
病
患
者
へ
の
関
わ
り

促
通
反
復
療
法
に
つ
い
て

ウォークエイド

「
脳
卒
中
治
療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

2
0
1
5
」
に
お
い
て
も
推
奨
さ
れ
る

レ
ベ
ル
の
治
療
法
と
し
て
掲
載
さ
れ
て

お
り
、
筋
再
教
育
、
廃
用
性
萎
縮
の
防

止
・
抑
制
、
関
節
可
動
域
の
維
持
・
増

加
、
局
所
血
流
量
の
増
加
に
よ
り
、
歩

行
能
力
の
向
上
を
目
指
し
ま
す
。

歩
行
神
経
筋
電
気
刺
激
装
置

（
ウ
ォ
ー
ク
エ
イ
ド
®
）
に
つ
い
て

笑顔で装置（HAL）を操作する笹原氏 HAL

短
期
集
中
入
院
コ
ー
ス

（S
IR

ep-P
D

:S
hort-term

 Intensive
   Rehabilitation Program

 for PD

）

　
当
院
の
取
り
組
み
の
一
つ
と
し
て
、

身
体
評
価
を
含
め
た
運
動
中
心
の
入
院

を
約
3
週
間
行
い
、
個
別
に
応
じ
て
身

体
機
能
や
動
作
能
力
の
向
上
を
図
り
ま

す
。
こ
れ
ま
で
に
姿
勢
の
改
善
や
バ
ラ

ン
ス
の
改
善
が
見
ら
れ
て
い
ま
す
。
退

院
し
た
後
も
身
体
状
態
を
維
持
で
き
る

よ
う
に
、
自
宅
で
継
続
し
て
運
動
で
き

る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
案
し
ま
す
。
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Work Life Balance

　現在、日本社会ではダイバーシティ（多様性）推進が謳
われており、特に男女格差の解消が国家の成長戦略として
課題となっています。
　そこで今回は、新たに就任された長崎県理学療法士協
会の女性理事に「女性理学療法士の活躍促進」をテーマ
にお話をうかがいました。

長崎県理学療法士協会　理事
池田　章子　氏

池
田
理
事
の
協
会
で
の
お
仕
事
に
つ

い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　
平
成
30
年
度
か
ら
新
し
く
設
置
さ
れ
た
教

育
学
術
局
の
専
門
領
域
部
を
担
当
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
よ
り
多
く
の
専
門
領

域
で
活
躍
し
て
い
る
理
学
療
法
士
を
協
会
内

の
会
員
の
人
材
育
成
に
も
参
画
し
て
い
た
だ

け
る
よ
う
に
協
力
を
得
て
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

作
り
が
で
き
れ
ば
よ
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

今
年
度
は
新
部
署
で
の
活
動
を
ど
の
よ
う
に

進
め
て
い
く
の
か
担
当
ス
タ
ッ
フ
と
試
行
錯

誤
を
重
ね
、
次
年
度
か
ら
は
具
体
的
に
始
動

し
て
い
く
予
定
で
す
。

新
理
事
と
し
て
協
会
の
お
仕
事
を
経

験
し
た
感
想
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　
医
療
機
関
な
ど
で
の
日
常
の
理
学
療
法
士

の
業
務
と
は
違
う
部
分
も
多
く
、経
験
、勉
強

不
足
を
感
じ
る
こ
と
も
多
い
で
す
が
、自
分
に

で
き
る
と
こ
ろ
は
可
能
な
限
り
協
力
し
た
い

と
思
っ
て
活
動
し
て
い
ま
す
。協
会
活
動
を
通

し
て
、県
内
外
の
理
学
療
法
士（
以
下
、P
T
）

と
交
流
が
図
れ
る
こ
と
は
多
く
の
出
会
い
が

あ
り
、教
え
て
も
ら
う
こ
と
も
多
く
、大
変
あ

り
が
た
い
こ
と
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。た
だ
、

協
会
の
活
動
は
、ハ
ー
ド
な
と
こ
ろ
も
多
く
、

女
性（
特
に
マ
マ
P
T
）に
と
っ
て
は
や
は
り
厳

し
い
活
動
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

女
性
に
お
い
て
は
出
産
・
育
児
と

い
っ
た
機
会
に
キ
ャ
リ
ア
が
停
滞
し

て
し
ま
う
こ
と
が
懸
念
さ
れ
ま
す

が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
ど
う
思
い
ま

す
か
。

　
女
性
が
資
格
を
持
ち
、
社
会
的
に
認
め
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
現
代
に
お
い
て
も
、
女

性
が
仕
事
を
続
け
て
い
く
こ
と
は
、
容
易
で

は
な
い
と
思
い
ま
す
。
昔
に
比
べ
れ
ば
周
囲

の
理
解
が
増
え
て
は
い
ま
す
が
、
仕
事
や

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
と
ラ
イ
フ
イ
ベ
ン
ト
と
の

「
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
」
が
と
れ
て
い

る
女
性
Ｐ
Ｔ
は
ま
だ
ま
だ
少
な
い
よ
う
に
感

じ
ま
す
。
私
の
場
合
は
、
結
婚
・
出
産
・
育

児
と
仕
事
を
両
立
で
き
た
こ
と
は
、
自
ら
の

理
学
療
法
士
と
し
て
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
に
対

す
る
強
い
信
念
と
、
や
は
り
家
族
や
職
場
の

理
解
に
支
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
感
謝
し

て
い
ま
す
。
産
休
・
育
休
中
で
あ
っ
て
も
い

か
に
Ｐ
Ｔ
と
し
て
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を

キ
ー
プ
で
き
る
か
が
重
要
で
あ
る
と
思
い
ま

す
。
「
キ
ャ
リ
ア
の
停
滞
」
と
い
う
面
か
ら

サ
ポ
ー
ト
す
る
と
す
れ
ば
、
女
性
理
学
療
法

士
の
研
修
会
な
ど
企
画
し
て
、
い
ろ
ん
な
意

見
を
聞
く
場
を
持
つ
の
も
よ
い
の
で
は
、
と

考
え
て
い
ま
す
。

池
田
理
事
は
現
場
で
は
部
署
の
管
理
職

と
し
て
も
ご
活
躍
さ
れ
て
い
ま
す
が
、今

後
P
T
が
さ
ら
に
女
性
も
活
躍
で
き
る

専
門
職
と
な
っ
て
い
く
た
め
に
は
ど
の
よ

う
な
取
り
組
み
が
必
要
と
考
え
ま
す
か
。

　
管
理
職
と
は
名
ば
か
り
で
私
は「
超
プ
レ

イ
イ
ン
グ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
」で
動
い
て
い
る
の

で
私
の
よ
う
な
働
き
方
は
お
勧
め
で
き
ま
せ

ん（
笑
）。女
性
が
活
躍
で
き
る
専
門
職
と
な

る
た
め
に
は
、日
本
理
学
療
法
士
協
会
の
生

涯
学
習
シ
ス
テ
ム
に
定
め
ら
れ
る
認
定
や
専

門
Ｐ
Ｔ
の
取
得
を
目
指
す
努
力
は
必
要
と
考

え
ま
す
。マ
マ
に
な
っ
て
か
ら
簡
単
に
取
得
で

き
る
わ
け
で
も
無
く
、資
格
を
維
持
す
る
こ

と
も
悩
ま
し
い
課
題
で
す
が
、わ
か
り
や
す
く

自
信
を
持
て
る
た
め
に
も「
そ
の
努
力
」は
無

駄
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。そ
し
て
、「
キ
ャ
リ

ア
の
ド
ア
」が
開
い
た
時
に
は
た
め
ら
わ
ず
踏

み
込
ん
で
み
る
の
も
大
事
と
思
っ
て
い
ま
す
。

長
崎
県
理
学
療
法
士
協
会
と
し
て
は
、県
内

で
認
定・専
門
Ｐ
Ｔ
の
ポ
イ
ン
ト
を
と
れ
る
研

修
会
を
企
画
し
て
い
く
こ
と
が
、女
性
に
限

ら
ず
会
員
の
皆
様
に
と
っ
て
負
担
軽
減
に
な

る
の
で
は
と
考
え
て
い
ま
す
。そ
し
て
、女
性

の
強
み
と
い
わ
れ
て
い
る「
協
調
性・共
感
性・

優
し
さ・気
配
り
」な
ど
を
生
か
し
、女
性
だ
か

ら
こ
そ
の
良
さ
を
臨
床
に
活
か
せ
れ
ば
良
い

の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　
制
度
的
な
面
で
個
人
的
に
考
え
て
い
る
こ

と
は
、
教
職
の
方
に
あ
る
よ
う
な
臨
時
採
用

制
度
が
あ
る
と
職
場
的
に
も
不
利
益
が
生
じ

ず
、
復
帰
も
し
や
す
い
の
で
は
な
い
か
と

思
っ
て
い
ま
す
。
産
休
・
育
休
中
は
職
場
に

と
っ
て
は
欠
員
の
状
態
で
他
の
職
員
に
負
担

が
か
か
る
こ
と
を
心
苦
し
く
思
っ
て
い
る
女

性
Ｐ
Ｔ
は
か
な
り
多
い
の
で
は
な
い
か
な
と

思
い
ま
す
。
た
だ
、
そ
れ
を
行
う
に
は
、
臨

時
採
用
の
よ
う
な
非
正
規
雇
用
で
働
け
る
理

学
療
法
士
を
確
保
す
る
人
材
登
録
機
能
（
人

材
バ
ン
ク
）
な
ど
の
整
備
、
充
実
な
ど
多
く

の
課
題
も
あ
り
、
簡
単
で
は
な
く
難
し
い
話

か
と
は
思
い
ま
す
が…

。

池
田
理
事
か
ら
見
た
理
学
療
法
士
の

女
性
活
躍
推
進
の
現
状
に
つ
い
て
感

じ
て
い
る
こ
と
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

 

　
以
前
に
比
べ
る
と
、
男
女
差
は
少
な
く

な
っ
て
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
平
成
30
年

度
の
診
療
報
酬
改
定
に
お
い
て
も
リ
ハ
専
門

職
の
常
勤
要
件
の
取
り
扱
い
な
ど
に
つ
い
て

女
性
P
T
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
制
度
変
更
が
行

わ
れ
ま
し
た
（
左
図
）
。
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー

な
ど
の
非
正
規
雇
用
や
、
時
短
勤
務
な
ど
も

制
度
上
で
は
後
押
し
し
て
く
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
感
じ
ま
す
。
し
か
し
、
現
実
的

に
は
ラ
イ
フ
イ
ベ
ン
ト
に
応
じ
て
働
き
方
や

ペ
ー
ス
配
分
を
考
え
る
機
会
は
多
く
あ
り
、

就
業
継
続
の
困
難
さ
や
両
立
の
大
変
さ
は
あ

る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

平成30年診療報酬改定
（医師等の従事者の常勤配置に関する要件の緩和）

リハビリテーションに係るリハビリ専門職及び
看護師については、週3日以上かつ週24時間
以上の勤務を行っている複数の非常勤職員を
組み合わせた常勤換算でも配置可能とする。

常勤要件の緩和を図ることで、
フルタイム勤務できない有資
格者を積極的に雇用できる。

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
と
ラ
イ
フ
イ
ベ
ン
ト
の

ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス

「
協
調
性
・
共
感
性
・
優
し
さ・
気
配
り
」と
い
っ
た

女
性
の
強
み
を
生
か
し
、充
実
し
た

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
提
供

池田　章子
専門理学療法士（運動器）
国際マッケンジー法認定資格
日本骨粗鬆症学会骨粗鬆症マネージャー

平成2年3月 長崎大学医療技術短期大学部理学
療法学科を卒業後三菱重工業株式
会社長崎造船所病院（現：重工記念
長崎病院）に就職

平成16年5月～ 腰痛専門外来「腰痛クリニック」開設
平成18年11月 国際マッケンジー法認定資格取得

後、「マッケンジー法を用いた評価と
治療」について講義等多数

平成27年4月～ 重工記念長崎病院　リハビリテー
ション科技士長

平成30年4月～ 長崎県理学療法士協会理事

　協会女
性理事に

インタビュー

特集

ぴーか
ん

新

最
後
に
県
民
の
皆
様
と
長
崎
県
理
学

療
法
士
協
会
会
員
に
向
け
て
そ
れ
ぞ

れ
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
が
適
応
さ
れ
る
分

野
は
、
老
若
男
女
、
小
児
、
ス
ポ
ー
ツ
、
予

防
な
ど
多
岐
に
わ
た
り
、
現
代
の
ダ
イ
バ
ー

シ
テ
ィ
ー
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
観
点
か
ら
も
男

女
の
理
学
療
法
士
が
い
る
か
ら
こ
そ
、
充
実

し
た
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
提
供
で
き
る

と
思
い
ま
す
。

　
今
後
と
も
、
頑
張
っ
て
い
る
女
性
理
学
療

法
士
（
特
に
マ
マ
P
T
）
を
応
援
し
て
い
た

だ
け
る
と
嬉
し
い
で
す
。
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最近「マネジメント」という言葉がよく使われるようになりました。広辞苑では、企業や組織、個人を管理・指導することと
記されています。数年前には経営学者のドラッガー氏が著した本を元に、「もしドラ」という小説や映画が話題になりまし
たね。ビジネスの世界ではマネジメントの考えが広く浸透しており、部下をどのようにマネジメントするか苦労されている
方も多いと思います。

我々、理学療法士の中でも「理学療法マネジメント」をテーマに研修会が開催されており、その関心は高くなってきて
います。今回は、理学療法マネジメントというのは一体どのようなものかご紹介します。

「EPDCAサイクル」という考え方
先ほども述べた通り、マネジメントとは管理・指導することが主体となってい

ます。では、理学療法マネジメントとは誰を対象としているのでしょうか。マネジ
メントの対象となるのは、患者様と理学療法士になります。この2者を対象に、
効率良く効果的に個人の回復や成長を促すことを目的としています。

その中で、質の高い理学療法を提供するため、「EPDCAサイクル」という
考え方が提唱されています。あまり馴染みのない言葉だと思いますが、この考
えこそ、理学療法の質を高め、患者様によりよいリハビリテーションを提供する
核となります。E＝最初の評価、P＝リハビリの内容や目標の設定、D＝リハビ
リの実行、C＝実行後の再評価、A＝再評価を基にして実行内容の変更、という
流れになります。この考えは、昔から理学療法士が実践しています。

図．EPDCAサイクルについて（JPTA NEWS No.303,p14 より一部抜粋）

参考資料 
・JPTA NEWS No.302-305.
・リクルートマネジメントスクール,
　ホームページより,マネジメントと
　は何か？

幼い時に、「よく噛んで食べなさい」と母親によ
く言われたものです。よく噛んで食べないと食べ
物を詰まらせてしまうためです。食物を飲み込み
やすい大きさまで噛んでから飲み込むことは、ム
セないようにするためにとても重要なことです。

最近では、「よく噛む」ことは、体にとって良
い効果をもたらせてくれることが報告されてい
ます。

学校食事研究会や8020推進財団が、「ひ・
み・こ・の・は・が・い・ぜ」と標語を出しています。
よく噛むことにより①肥満の予防、②味覚の発達
の手助け、③言葉が聞き取りやすくなる、④脳の発
達を促す、⑤虫歯などの歯の病気の予防、⑥がん
の予防、⑦胃腸の働きを助ける、⑧全身の体力向
上、などが謳われています。

また、よく噛んで歯の健康を保つことは、転倒
しにくい体にもなると報告されています。転倒せ
ず体のバランスを保つには、歯の本数や噛む力が
関係しており、歯の本数が少ない人（19本以下）
は、歯の本数を保っている人に比べ、転ぶ可能性
が2.5倍にもなってしまうとの調査もあります。

何回噛めばいいのか？という疑問があります。
日本咀嚼学会は、「30回」という回数を示してい

ます。しかし、30回も噛んだら時間がかかりすぎ
る、最後の方は味がしなくなるなど楽しいはずの
食事を楽しめなくなるかもしれず、また、軟らかい
食べ物は30回も噛む必要はありません。学会の
発信として、30回噛むことはあくまで目安とし
て、意識としてはよく噛むことを推奨しています。

たくさん噛んで健康な体を作りましょう。

参考資料
・8020推進財団 ホームページより一部抜粋
・山本龍生：歯科から考える転倒予防，日本転倒予防学会誌

Vol.5 No.1，23-25，2018．
・日本咀嚼学会：日本咀嚼学会からの発信（1）

よく噛んで食べる

「マネジメント」ってなあに？

また、理学療法士が自身の成長
を促すためのマネジメントを実行
する必要があります。質の高い理
学療法の提供を実現させること
を目標にして学習を続けていま
す。その意識付けを行うのは管理
者の役割となっています。私たち
理学療法士は、養成校での教育か
ら、卒後の新人教育、専門性を持
つための教育、管理・運営に関わ
る教育など、時代にあったシステ
ムで成長を続けています！

自らの成長を
マネジメント

M
A
N
A G

E M E N T ?

Gr
ow

 up!
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　平成31年1月19日（土）20日（日）の2日間、長崎大学医学部記念講堂、良順会館、ポンぺ会館にて第30
回長崎県理学療法学術大会を開催しました。
　長崎県理学療法学術大会も今回で第30回を迎え節目の年になります。この30年間で理学療法学も飛躍
的な進歩をとげ、運動器、脳血管、心大血管、呼吸など疾患別リハも神経系、切断、スポーツ、地域、予防、教
育などを含めた各専門領域の分化も進んでおります。しかし、その一方で少子高齢化の急速な進行に伴う地
域包括ケアの推進により、社会が私たち理学療法士に求めるスキルもある一つの疾患に偏ったものではな
く、幅広い知識と技術になってきている現状もあります。このように我々を取り巻く環境は大きく変化して
おり、新しい時代に沿った理学療法展開が求められています。そこで、今回の学術大会のテーマは、「看脚下
～新時代の理学療法展開に向けて～」といたしました。看脚下とは、禅の世界の言葉で、「脚下を看よ＝足も
とを見よ」という意味になります。私自身、『「現実」を見据えて、まさに足もとから着実に一歩ずつ前に進ん
でいくことが最も重要だ』という意味だと解釈しています。本学術大会では、我々理学療法士の現状を整理
し、新時代に即した理学療法展開について考える機会になったものと思います。

開会式
開会式は、山下準備委員長の開会宣言、塩塚大会長の
開会挨拶、大山会長の挨拶に始まり、県知事や長崎市
長、長崎県医師会の方々からお祝いと激励のお言葉を
頂き身の引き締まる思いがいたしました。

開会式の様子 長崎県理学療法士協会大山会長

開会式後、最初の講演は塩塚大会長による基調講演
でした。
糖尿病のリハビリテーション「今昔物語」と題し、糖尿
病運動療法のこれまでの歴史と、これからの新時代に
求められる理学療法士の役割について提言して頂きま
した。

日韓シンポジウム開催
理学療法士の卒後教育について、日韓の現状と今後の
展望をお話し頂きました。日本理学療法士協会理事の
田中昌史氏、長崎大学の井口茂氏、大韓物理治療士協
会のヨ ボクギ氏にご登壇頂きました。ご講演後は今後
の卒後教育においてスペ
シャリストとジェネラリス
ト、どの方向に進むべきな
のかなど活発な議論が展
開されました。 意見交換をするシンポジスト

（左から田中氏、井口氏、ヨ氏）

口述演題発表
本学会では２日間で８０演題もの発表がありました。
一般演題・新人演題が４会場に分かれて行われ、各会
場で熱いディスカッションが展開されました。

各会場の発表者と会員

特別講演１
長崎大学の神津玲氏に、『慢性呼吸障害のリハビリ
テーションにおける新たな展開』について講演頂きま
した。超高齢社会における、呼吸器疾患の理解の重要
性等の背景について説明頂き、基礎から臨床展開、そ
して予防に至る呼吸リハビリテーションの現状と今後
の課題について理解を深めることができました。会場
はほぼ満席でサテライト会場も設置致しました。

特別講演講師の神津教授　　　サテライト会場を開放（良順会館）

県民公開講座
長崎大学病院の高畠英昭氏に、『最近のリハビリテー
ションと長崎のリハビリ事情』について講演頂きまし
た。磁気・電気刺激、再生医療を用いた脳卒中への新
しいアプローチの紹介やリハビリ医の不足に関する現
状の課題等について、わかりやすく、楽しくご説明頂き
ました。県民（会員も含む）の皆様にとって、有意義な
時間になったと思います。

特別講演２
長崎大学の沖田実氏に、『運動器慢性疼痛に対する新
たな理学療法展開』について講演頂きました。慢性疼
痛に関する日本国内や長崎県の現状と課題について
ご説明頂き、リハビリ専門職を中心とした慢性疼痛診
療体制の構築を進めていくことの重要性を教えて頂
きました。改めて患者様の痛みに関する情報をどのよ
うに“連携”し、どのような情
報を“共有”すべきなのか、考
える機会となりました。また、
慢性疼痛を予防する戦略に
ついても基礎データから臨床
の介入データまで丁寧に教え
て頂きました。

県民公開講座講師の高畠医師

特別講演講師の沖田教授

優秀者表彰
全80演題の中から奨励賞（3題）が選出され、新人発表
24演題の中から協会長賞（1題）、一般発表56演題の
中から大会長賞（1題）が以下のように選ばれました。
奨 励 賞　山口滉大　高尾奏二朗　田口詩織
協会長賞　百合野大輝
大会長賞　石井　瞬
（順不同、敬称略）

受賞された発表者の皆さまおめでとうございます

閉　　会
2日間にわたる第30回長崎県理学療法学術大会は、山
下準備委員長の閉会宣言のもと無事閉会することがで
きました。最終的な会員の参加数は、過去最高の460名
でした！オール長崎で固めた超強力な講師陣と会員の学
習意欲の高さが実を結んだものと考えます。

改めて、お忙しい中快く講師を引き受けて下さった先
生方、座長や発表者の皆様、参加して下さった会員及
び県民の皆様に厚く御礼申し上げます。

閉会挨拶をする
山下準備委員長

大会運営スタッフ一同

看脚下 新時代の
理学療法展開に向けて

大会長：塩塚順
場所：長崎大学医学部・記念講堂・良順会館・ポンぺ会館

日時：2019年1月19日（土）・20日（日）

第30回 長崎県理学療法学術大会
第2 日目

第1日目
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学校見学会　随時受付中！
〒850-0822　長崎市愛宕1丁目36-59 TEL. 095-827-8868 FAX. 095-827-8335

笑顔を増やす 医療を学ぶ
PT

「身体の動き」を向上させるリハビリテーション

理学療法学科 Physical 
Therapist Course

OT
「こころ」と「からだ」のリハビリテーション

作業療法学科 Occupational 
Therapist Course

「健康バンザイ！がんばらんば　キャンペーン」の事業参加
長崎県では、県内の医療保健機関、学術機関、行政機関が連携し健康への関心を高める
ために「健康バンザイ！がんばらんばキャンペーン」を毎年開催しています。長崎県理学
療法士協会の長崎地区では平成27年度から毎年このキャンペーンに参画し、訪れた市
民に健康への関心を高めるきっかけを提供しています！

日時：平成30年9月29日　場所：ベルナード観光通り
参加者：30～90歳代の一般市民71名（男性9名、女性62名）

ロコモ度テスト

ってなあに？ 参加者の結果
ロコモティブシンドローム（運動器症候群）かどうかをチェックする
方法です。以下の3つのテストで判定します。

40cm～２０ｃｍの高さの台か
ら、両脚または片脚で立ち上が
り、立った状態をそのまま保持
することが出来るかをチェック
します。

2歩分の歩幅を計測し計算します。

2歩幅 ÷ 身長 = 2ステップ値

25の質問項目に答えていきます。

皆さんもチェックしてみてはいかがでしょうか？
参考元：日本整形外科学会公式ロコモティブシンドローム予防啓発公式サイト

ロコモ度１とは

移動機能の低下が始
まっている状態

ロコモ度２とは

移動機能の低下が進
行している状態

①ロコモ度テスト　②握力測定　③健康相談　④アンケート
実施内容

立ち上がりテスト、
２ステップテストのみ実施。

●外出頻度

●外出時階段を上り下りすることができるか　等

・ほぼ毎日：48名（67.9％）
・3～5回/週:19名（26.8％）
・1～2回/週：4名（5.6％）

・何にも頼らずに上り下りできる…45名（63.4％）
・何かにつかまったり杖などを使用しないと難しい…25名（35.2％）

意外と元気に買い物や外出している皆様にも「ロコモの危機」は迫ってる？？
やっぱり、健康には日ごろの『関心』と『対策』が必要かもですね！！

ロコモ度診断結果から、希望者にはパンフレットの配布や情報の紹介により運動習慣の改善を促すアドバ
イスを行っています。また、必要に応じて、より具体的な運動指導や助言ができる機会も多く設けさせて
いただいております。今後も県や市の健康・介護に関する事業への参画を通して理学療法士として地域
の特性に応じた具体的な住民教育へ繋がるよう活動を継続していきます。市民の皆様にもこのような
キャンペーンへ参加していただき健康への関心を高めていってほしいと思います！！また、この活動を通し
て地域に向けた長崎県理学療法士協会のことを知っていただく機会にもなれたら嬉しいです。

※ロコモティブシンドローム（運動器症候群）とは、　骨や関節、筋肉など運動器の衰えが原因で、「立つ」「歩く」といった機能（移動機能）が低下している状態のこと

Ⅰ.立ち上りテスト

①ロコモ度テスト（71名）

④アンケート

②握力測定

Ⅱ.２ステップテスト Ⅲ.ロコモ２５

(cm) (cm)

ロコモ度1
42%

非ロコモ
40%

ロコモ度2
18%

ロコモ度2
18%

女性
男性

右手平均
23.9Kg
38.8Kg

左手平均
21.8Kg
36.1Kg

計算式

  ロコモ度１　どちらか一方の片
脚で40cmの高さから立ち上が
れない
 ロコモ度２　 両足で20cmの
高さから立ち上がれない

  ロコモ度１
2ステップ値が1.3未満
  ロコモ度2
2ステップ値が1.1未満

ロコモ度１　7点以上
ロコモ度２　16点以上

長与町での賑わい

結果を丁寧に説明します ちびっ子も握力テスト～（笑）

個別にアドバイスも行います！

浜の町アーケードでも熱心に活動

ち
び
っ
子
も

ス
テ
ッ
プ
！

ガ
ン
バ
君
も

ス
テ
ッ
プ
！
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P- can
Terrace

ぴーかん

今回の特集は新しく理事に就任した2名に
協力いただきました。それぞれに臨床力を感
じ、本協会を導く熱意が感じられる編集とな
りました。
大きなトピックスは、第30回記念学術大会

です。看脚下をテーマに、「オール長崎」の全
国にも誇れる内容であったことは間違いあり
ませんでした。孔子曰く「三十にして立つ（自
信がつき自立できるようになる）」という言葉
があります。本当に30回記念の節目に相応
しい「長崎の力」を感じる編集担当者冥利に
尽きる内容をお届けできたと思います。

長崎の力を感じた。

「理学療法士協会 広報誌」リニューアルに伴い、
理学療法士や市民のみなさまに向けたコーナー
も充実させていきたいと考えています。「ぴーかんてらす」へ情報を

お寄せ
ください!!

読者のみなさま

お便りの送り先
和仁会病院（担当：大石）FAX／095-837-1230　メール／nptakouhou@gmail.com

◎日常のうれしいできごと
◎日頃取り組んでいるリハビリにまつわること
◎私の○○自慢
…など、皆様からのさまざまなお便りをドシドシ
お寄せ下さい!!

ぴーかんてらすは、デジタルブックでも
ご覧になれます!
パソコンからの
アクセス
http://www.nagasaki-ebooks.jp/

ぴーかんてらす　理学

●nagasaki e-booksのサイトの右上の検索窓に
「ぴーかんてらす」と入力するとデジタルブック
ページにジャンプします！

●携帯・スマートフォンからの
アクセスは、右のQRコード
から！！

PT
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〒851-0103　長崎市中里町96番地

Physical Therapist
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日本理学療法士協会理事の田中昌史氏より、私たち長崎県で働く理学
療法士に向けて力強いメッセージを頂きました。

日本理学療法士協会は、これからの社会情勢に柔軟に対応できる「人材の
育成」を目標に掲げ、現行システムの見直しを粛々と進めています。
近年では、急性期・回復期・生活期などリハビリテーション領域の機能分化
が進んでいます。診療科においても脳神経系、整形外科系、呼吸器系な
どの疾患に対する専門性の特化も深みを増してきています。
また、地域包括ケアシステム構築の進展に伴い、理学療法士の働く場所は
医療中心から地域や住宅など、引いては介護や予防へと拡大しています。
専門領域に主眼を置く「スペシャリスト」の育成に加えて、地域の中の多様
な「期待に」幅広く対応できる「ジェネラリスト」の育成も拡大していきます。

県民の皆さまの「期待」が、私たちの『課題』や『目標』になります。たくさん
の皆様の声を私たち理学療法士に聞かせてください！

国民の生活を守る価値ある活動を！
～これからの理学療法士に求められるもの～

第30回長崎県理学療法学術大会シンポジウム（H31/1/19）
協会指定管理者研修会in佐世保（H30/10/15）

日本理学療法士協会　理事
田中昌史氏

●超高齢社会のなかで理学療法士の専門性の確立！ 
●地域包括ケアシステムの構築への協力と
　地域分化を意識した活躍！ 
●理学療法士の人材育成の更なる強化！

田中氏と本会役員や学術大会大会スタッフ

熱く語りかける田中昌史氏


