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社会福祉法人 埼玉慈恵会

埼玉慈恵病院
開　設：1951 年
所在地：埼玉県熊谷市石原 3-208
病床数：160 床
http://www.jikei.or.jp/

2016年に骨粗鬆症リエゾンサービス（OLS）を開始
した埼玉慈恵病院では、治療段階別のOLSチームを
編成し、医療ソーシャルワーカー（MSW）で構成さ
れるOLS事務局がその要となって、スムーズな院内
連携を実現しています。さまざまなアイデアと工夫
で患者をサポートする同院のOLSを紹介します。
（2020年2月取材）

合言葉は
「熊谷の骨折を減らす」

埼玉慈恵病院
（埼玉県熊谷市）
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OLS はゼロからのスタート
埼玉慈恵病院は、1903 年に西田医院として開

業し、1951 年に現在の埼玉慈恵病院へと改組さ
れました。「地域社会に貢献する」をモットーに、
100 年以上の歴史を通じて、地域に根差したかか
りつけ医としての役割を担い続けています。

同院整形外科では、1 日平均約 140 人の外来診
療を行っており、これは同院の内科、外科を上回
る受診数です。そのうちの約 40％を骨粗鬆症患
者が占めています。脊椎外科が専門だったので、
骨粗鬆症治療に関心があったと語る整形外科医で
副院長の吉野恭正さんは、同院の非常勤医師の田
中伸哉さん（埼玉医科大学）の勧めがきっかけで、
OLS を始めることにしました。

2015 年に有志を募って骨粗鬆症と OLS につい
ての勉強会とミーティングを開始。2016 年から、

メンバーを「入院から外来への連携」「外来での
follow-up」「転倒リスク評価と運動療法」「薬物治
療導入と継続」「院外施設への連携」といった各
部署での役割に応じた段階別の「OLS ワーキング
グループ」に振り分け、OLS をスタートさせまし
た。現在は、このグループが母体となった OLS
チームが活動しています。

同院では 10 人（看護師 2 人、理学療法士 5 人、
MSW 3 人）の骨粗鬆症マネージャーが活動して
いますが、OLS は全くのゼロからのスタートだっ
たと、骨粗鬆症マネージャーで OLS 事務局（以下、
事務局）の小林沙織さん（MSW）はいいます。
「OLS を始める前は、その言葉すら知りません

でした。2015 年の第 17 回日本骨粗鬆症学会に参
加し、そこで初めて OLS の活動に関する発表を
聞き、活動内容を知ったのです」（小林さん） 

OLS チームのメンバーは現在 27 人（医師 3 人、看護師 11 人、理学療法士 5 人、
管理栄養士 2 人、放射線技師 1 人、薬剤師 1 人、MSW 4 人）。

5OPJリエゾン 2020年夏号



新型コロナウイルス感染拡大によって外出を控える高齢者が増え、その体力・筋力の

低下が問題となっています。このままでは、心身の機能が低下する生活不活発病と

なり、近い将来に骨折患者やロコモティブシンドローム、フレイルの患者が増える

ことが懸念されます。

そこで今回、メディカルスタッフや医師に緊急アンケートを行い、来院・来所しなく

なった患者へどのような対応・対策をしているか、また高齢者の運動機能を低下させ

ないために今ほしい情報は何かなど、現場の声を聞きました。

そして、こんなときだからこそあらためて運動習慣の大切さや、独りでも容易にでき

る運動を患者さんに伝えられるよう、自宅で行える運動指導のポイントを紹介します。

生活不活発病を防ぎ、高齢者が健康的な生活を送ることができるよう、メディカル

スタッフにできることは何か？　本特集がそのヒントになれば幸いです。

監修：石橋 英明
愛友会伊奈病院 副院長／整形外科部長・本誌編集委員  

I N D E X

新型コロナウイルス感染症をめぐる状況

2019年 2020年
12月 1月 2月 3月

中国・武漢で
原因不明の肺炎発生

 6日
14日
16日
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31日

厚労省 注意喚起
WHO 新型コロナウイルスを確認
国内で1例目の感染者確認
WHO「国際的に懸念される
公衆衛生上の緊急事態」を宣言
新型コロナウイルスによる感染症を
「指定感染症」に決定（2月1日施行）

乗客の感染が確認されたクルーズ船横浜港入港、
5日より船上隔離開始
WHO 新型コロナウイルス感染症を
「COVID-19」と命名
国内で初の死亡例
国内感染者 100人超える
厚労省「クラスター対策班」設置
首相 全国の小中高校に臨時休校要請
北海道知事 緊急事態宣言

WHO「パンデミック」認定
改正新型インフルエンザ等
対策特別措置法（特措法）成立
国内感染者 1000人超える
東京2020オリンピック・
パラリンピック開催延期に
東京都知事 週末の外出自粛要請

11日
13日

20日
24日

25日

4月

世界の感染者 100万人超える
7都府県（東京・神奈川・千葉・
埼玉・大阪・兵庫・福岡）に
緊急事態宣言
厚労省 初診時のオンライン診療容認
緊急事態宣言 全国に拡大
国内感染者 1万人超える
世界の感染者 300万人超える

3日
7日

10日
16日
18日
28日

5月

国内感染者 1万5000人超える
全国の緊急事態宣言 
5月末まで延長決定
緊急事態宣言 39県で解除
世界の感染者 500万人超える
首都圏・北海道以外の
緊急事態宣言解除
緊急事態宣言 全国で解除
世界の感染者 600万人超える

3日
 4日

14日
21日

25日
31日

3日

11日

13日
22日
25日
27日
28日

STAY HOME?

高齢者の生活不活発病を防ぐ

3 P.24

こんなときこそ、
運動機能維持の大切さを伝えよう
石橋 英明 ［愛友会伊奈病院 副院長／整形外科部長］2 P.22

コロナ禍での運動指導
どうしていますか1
緊急アンケート

P.16

運そこ今 動 指 導
特 集

自宅でできる運動で
生活不活発病を防ごう
新井 智之 ［埼玉医科大学保健医療学部理学療法学科 准教授］ 
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転倒はある日突然

「高齢者の転倒は突然です。特別なことをしたわ
けでもないのに、『あっ！』と思ったときにはもう
遅い」。

これまで高齢者の住宅を多数リフォームしてきた
田畑さんはそう言います。「お医者さんは『転ばな
いよう注意して！　運動して！』って言うでしょ？　
でもそれだけじゃ転倒は防げないんですよ」。

田畑さんは実際に転倒が起きた家に足を運び、ど
んな状況だったのかを聞き取って、転倒箇所の改修
を手すり一本から行ってきました。

転倒が起こるのは「住み慣れたわが家」

高齢者が救急搬送される理由は「転倒・落下」が
8 割を占めています（2018年東京消防庁調べ）。そ
してその事故がもっとも多く起こる場所は「わが家」

（図 1）。
田畑さんが懸念しているのは「日本の住居は転倒

事故を起こしやすい造りが多い」ことです。たとえ
ば洗面所・トイレは居間や寝室から遠く、いたる所
に段差があって、戸建であれば 2 階にベランダが
あるのに洗濯機置き場は 1 階にあるような……？
「そうです。実際に洗濯物を干した後、カゴを持っ

て階段を降りていたところ、あと 4 段のところで
足を踏み外し、大腿骨頸部を骨折してしまった事例
がありました」。　

福祉住環境コーディネーター（2 級）・1 級建築士

田畑 邦雄さん　アシスト設計（茨城県取手市）代表

たばた　くにお：1949 年、神奈川県生まれ。1971 年、日本大学理工学部建
築学科卒業。1981 年に肢体不自由児のための養護学校「けやき学園」を建築
設計し、日本建築学会設計競技最優秀賞を受賞。以降、全国社会福祉協議会に
よる高齢化対応住宅に関する研究や全国年金住宅融資法人協会によるバリアフ
リー住宅の設計マニュアル作成に携わる。現在は住宅のみならず障害者施設な
どの設計や建物のバリアフリー化・啓発活動にも力を注いでいる。他に NPO
法人「高齢社会の住まいをつくる会」* 副理事長も務め、建築士と看護師によ
る高齢者の生活環境を考える任意団体「看護アソシエイト」のメンバーとして
高齢者の転倒と住まいに関する調査研究も実施。

*NPO法人「高齢社会の住まいをつくる会」：https://kourei-sumai.com/

室内転倒、ここに注意！
福祉住環境コーディネーターが見た、
危険な盲点とは

コロナ禍で外出自粛が続き、高齢者にとっては筋力低下による室内転倒の危険性
が高まっています。福祉住環境コーディネーターの田畑邦雄さんは「ほんの少し
の工夫で、致命的な転倒は避けられる」と言います。これまで高齢者の住宅リ
フォーム設計などを多数手がけてきた経験から、室内転倒の実際と予防策につい
て教えてもらいました。（編集部）
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フレイル予防を視野に入れ、年齢区分変更

「日本人の食事摂取基準（2020 年版）」1）は、健康
日本 21（第二次）が掲げる「生活習慣病発症・重
症化予防、社会生活に必要な機能の維持・向上」を
うけ、高齢者の低栄養やフレイル予防も視野に入れ
て策定されています。その対象は健康人のほかに、

生活習慣病の危険因子を持つ者、フレイルの危険因
子を持つがほぼ自立した日常生活を営む高齢者を含
んでいます。

以上を踏まえて今回、きめ細かな栄養施策を推進
するために年齢区分が変更されました。高齢者はこ
れまで 70 歳以上としていましたが、2020 年版で
は 65 〜 74 歳、75 歳以上の 2 区分になりました。

◉おもな改定のポイント

・介護予防の観点から、生活習慣病予防・フレ
イル回避を重視し、高齢者の区分が 65 ～ 74
歳、75 歳以上の 2区分となった。

・フレイル予防の観点から、65 歳以上のたんぱ
く質の目標量の下限が 13％エネルギーから
15％エネルギーに引き上げられた。

・18 歳以上のビタミン Dの目安量は 5.5µg/
日から 8.5µg/ 日に引き上げられた。

日本人の食事摂取基準は、国民の健康保持・増進、生活習慣病予防のためのエネルギーと栄養
素の摂取量の基準を示すもので、5年ごとに改定されています。その 2020 年版では高齢化の
進展を踏まえ、高齢者の低栄養やフレイル予防の観点が加わりました。高齢者へ食事指導や栄養
管理を行うメディカルスタッフが知っておきたい 2020 年版の改定のポイント、そして栄養管
理の考え方についてお伝えします。

「日本人の
食事摂取基準 2020 年版」
どこが変わった？
健康長寿社会実現に向け、低栄養・フレイル予防に対応

桒原 晶子（大阪府立大学総合リハビリテーション学類栄養療法学 准教授）

田中　清  （神戸学院大学栄養学部栄養学科 教授）

◉栄養摂取のポイント

・フレイル予防では、たんぱく質は推奨量（ほと
んどの人が不足しない量）より多い摂取量が必
要である。

・高齢者、とくに日にあたる機会が少ない人で
はビタミン D摂取量を基準より高く設定する。

・たんぱく質とビタミン Dを効率よく摂取する
ために、ビタミン Dの豊富な魚の摂取が望ま
しい。
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