
⼀般演題プログラム 

●YIA セッション（⼝演） 
2017 年 11 ⽉ 25 ⽇（⼟）9:00〜10:30 第 4 会場 

 
YIA-1 回復期リハビリ病棟における脊髄損傷者の受⼊れ実態調査 
三好 克彦 吉備⾼原医療リハビリテーションセンター 医療相談室 
 
YIA-2 下肢深部覚障害が不全脊髄損傷者の歩⾏能⼒に及ぼす影響 
中 智樹 総合せき損センター 中央リハビリテーション部 
 
YIA-3 急性期⼼臓リハビリテーション後就労者の運動習慣継続・獲得状況 
久原 聡志 産業医科⼤学若松病院 リハビリテーション部 
 
YIA-4 ⽻⽥空港から当院へ⼆次救急搬送された空港関連職員 35 名の分析 
⽥中 俊⽣ 独⽴⾏政法⼈ 労働者健康安全機構 東京労災病院  救急科 
 
YIA-5 当院における労働災害による⼿の外傷例の検討 
川神 智 東京労災病院 整形外科 
 
YIA-6 労作課題前後の頭部前⽅偏移姿勢の変化と頸部深層屈筋群の機能の関連 
⾼橋 秀平 愛知県三河⻘い⿃医療療育センター 
 
●⼀般演題（ポスター） 

2017 年 11 ⽉ 25 ⽇（⼟）14:10〜15:10 第 7 会場（ポスター会場） 
 
【両⽴⽀援 1】 
P-1 がん患者の就労⽀援〜社会保険労務⼠との協同〜 
倉⼾ みどり 関東労災病院 がん相談⽀援センター 
 
P-3 悪性腫瘍による休業後の復職者の就業制限と就業率の検討 
塚本 純 産業医科⼤学 放射線科学教室 
 
P-4 働き⽅改⾰からみた東京労災病院両⽴⽀援コーディネーターにおけるがん分野両⽴

⽀援について 
原⽥ 理恵 独⽴⾏政法⼈ 労働者健康安全機構 東京労災病院 
 
P-5 脳卒中患者の両⽴⽀援〜急性期から⽣活期まで関係者と良好な連携を図ったことで

スムーズに復職可能となった⼀例〜 
住吉 千尋 独⽴⾏政法⼈ 労働者健康安全機構 中国労災病院 医事課 
 
P-6 脳卒中右⽚⿇痺の男性と⼀緒に働く機会を得て〜障がい者雇⽤対策委員会の関わり

を通して〜 
富永 雅⼦ 中国労災病院 治療就労両⽴⽀援センター 



【両⽴⽀援 2】 
P-7 復職後のセルフケアのスキル獲得を⽬的とする⼼理教育の試み 

―⼼⾝双⽅からの視点で― 
筒井 優介 関⻄労災病院 勤労者メンタルヘルスセンター 
 
P-8 治療と就労の両⽴⽀援−神⼾労災病院での取り組み− 
遠藤 かおり 独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構 神⼾労災病院 
 
P-9 職域に向けた肝炎対策活動と両⽴⽀援相談の取り組みについて 

‐肝疾患診療連携拠点病院での取組を中⼼に‐ 
古屋 博⾏ 東海⼤学医学部 基盤診療学系 衛⽣学公衆衛⽣学 
 
P-10 オストメイトとなった回腸導管造設患者の社会復帰へ向けた看護 
椎葉 美花 独⽴⾏政法⼈ 労働者健康安全機構 中部ろうさい病院 
 
P-11 当院における植え込み型除細動器（ICD）植込み患者の就労と⾃動⾞運転の状況 
荻ノ沢 泰司 産業医科⼤学 第 2 内科学 
 
P-12 糖尿病分野における、当院の治療就労両⽴⽀援モデル事業に対する取り組み 
渡部 夏⼦ 独⽴⾏政法⼈ 労働者健康安全機構 愛媛労災病院 
 
【産業保健】 
P-13 ⼤規模介⼊研究：労災病院ナースプロジェクト「看護師の腰痛予防」 
⾼野 賢⼀郎 関⻄労災病院 治療就労両⽴⽀援センター 
 
P-14 新しい禁煙指導ツールの開発 
⼩宅 千恵⼦ 北海道中央労災病院 治療就労両⽴⽀援センター 
 
P-15 VDT 作業に伴う看護師の⾝体症状への影響【第⼆報】 
久⽥ 俊恵 独⽴⾏政法⼈ 労働者健康安全機構 ⻑崎労災病院 看護部 
 
P-16 肩こり症に対する神経筋制御能を整えるエクササイズが関節可動域および筋⾎流促
進に及ぼす効果 
⼤久保 勝朗 愛媛労災病院 中央リハビリテーション部 
 
P-17 更年期勤労⼥性のストレス調査とコーピングに関する個別指導効果の検討 
井⾕ 美幸 独⽴⾏政法⼈ 労働者健康安全機構 ⼤阪労災病院 治療就労両⽴⽀援セン
ター 
 
P-18 社会福祉施設における職業性腰痛の実態調査 
仁⽥ 靖彦 中国労災病院 治療就労両⽴⽀援センター 
 
 
 



P-19 事業場での体組成測定･健康度調査(TTHQ:Tokyo Total Health Questionnaire)後の
フィードバックの成果と課題 

志村 明⽇⾹ 東京労災病院 治療就労両⽴⽀援センター 
 
【⽣活習慣病 1】 
P-20 勤労者における⾻格筋量の低下の割合と⽣活習慣との関係 
河原 ⼤陸 北海道中央労災病院 治療就労両⽴⽀援センター 
 
P-21 中⾼年勤労者の筋⾁量に関する 2 年間の縦断的検討 
渡会 敦⼦ 中部ろうさい病院 治療就労両⽴⽀援センター 
 
P-22 勤労者における筋⾁に関する知識と⽣活習慣の調査 
荒⽊ 由美⼦ 関東労災病院 治療就労両⽴⽀援センター 
 
P-23 ⾼⾎圧患者におけるサルコペニア肥満は脈波伝播速度、⾝体活動量、運動機能と関

係する 
佐藤 友則 東北労災病院 治療就労両⽴⽀援センター 
 
P-24 動脈壁硬化と、体幹および下肢の筋⾁/脂肪量⽐との関係 
根本 友紀 東北労災病院 治療就労両⽴⽀援センター 
 
P-25 サルコペニア防⽌を⽬的とした栄養指導法の検討 
光部 浩史 中部労災病院 治療就労両⽴⽀援センター 
 
P-26 当院における⾻粗鬆症外来を受診した患者における栄養介⼊の現状と課題 
久永 ⽂ 労働者健康福祉機構 神⼾労災病院 栄養管理室 
 
【⽣活習慣病 2】 
P-27 上海で働く⽇本⼈男性管理職では糖代謝異常リスクが上昇している： 

労災過労死研究 
服部 朝美 東北労災病院 ⽣活習慣病研究センター 
 
P-28 閉経前後の⼥性のホルモンと関連する因⼦の検討 
茂⽊ 順⼦ 中部労災病院 治療就労両⽴⽀援センター 予防医療部 
 
P-29 閉経後⼥性における動脈壁硬化の進⾏を緩和する新しい指導法の開発：禁煙効果の

検討（中間報告） 
⾼橋 貴⼦ 東北労災病院 治療就労両⽴⽀援センター 
 
P-30 ゆっくり⾷べる効果についての事例報告〜A 社の取り組み〜 
尾々野 泉 北海道中央労災病院 治療就労両⽴⽀援センター 
 
 



P-31 ⼀般住⺠における腎機能低下と⼼⾎管死亡リスク：亘理町研究 
⾦野 敏 東北労災病院⾼⾎圧内科 
 
P-32 ⼥性の勤労の有無と飲酒習慣の関連についての検討〜調査票による飲酒実態調査〜 
吉中 由美⼦ 中国労災病院 治療就労両⽴⽀援センター 
 
P-33 肥満に対する炭⽔化物制限とエネルギー制限の⽐較研究で観察した、栄養指導上の

課題 
吉持 奈津⼦ 独⽴⾏政法⼈労働者安全機構 ⼤阪労災病院治療就労両⽴⽀援センター 
 
【じん肺、その他】 
P-34 当院療養中のけい肺患者における IGRA に関する検討 
⽔橋 啓⼀ 独⽴⾏政法⼈ 労働者健康安全機構 富⼭労災病院アスベスト疾患センター 
 
P-35 じん肺健診受診者の呼吸リハに資する⾝体機能・活動量に関する調査研究 
川路 具弘 旭労災病院 中央リハビリテーション部 
 
P-36 悪性胸膜中⽪腫に対する⼿術術式の変遷：根治性と QOL 両⽴の試み 
⽥中 ⽂啓 産業医科⼤学 医学部 第２外科学 
 
P-37 悪性胸膜中⽪腫の⾎液診断に関する基礎的臨床的検討 
⽶⽥ 和恵 産業医科⼤学 医学部 第２外科学 
 
P-38 初回⾃然気胸に対するドレナージ治療の検討 
能勢 直弘 宮崎県⽴延岡病院 呼吸器外科 
 
【循環器関連疾患】 
P-39 Muller ⼿技を⽤いた負荷⼼エコー検査： 

⼼機能低下例の新しい運動耐容能評価の試み 
尾上 武志 産業医科⼤学病院 循環器腎臓内科 
 
P-40 独居は、冠動脈疾患症例において⼼不全発症のリスク因⼦である 
井上 信孝 神⼾労災病院 循環器内科 
 
P-41 競輪レース中の外傷を契機に左下肢動脈閉塞を来し⾎管内治療に難渋した⼀例 
津⽥ 有輝 産業医科⼤学 医学部 第２内科学 
 
P-42 当院の勤労者における⼼臓リハビリテーション実施の現状と課題、⼆次予防にむけ

た取り組み 
上村 幸⼦ 労働者健康安全機構九州労災病院⾨司メディカルセンター 

中央リハビリテーション部 
 
 



P-43 ⼼疾患⼊院患者の復職状況と患者特性 
⻄村 真⼈ 独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構 ⼤阪労災病院中央リハビリテーション部 
 
【整形外科疾患】 
P-44 変形性関節症に⾒られる神経障害性疼痛の特徴―THA と TKA の術前後での⽐較― 
富永 俊克 独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構⼭⼝労災病院整形外科 
 
P-45 C8 神経根症による下垂指に対する⼿術成績 
橋本 光宏 千葉労災病院 整形外科 
 
P-46 ⼈⼯股関節置換術後脱⾅時にポリエチレンライナーの破損を来した１症例 
東條 泰明 北海道せき損センター 
 
P-47 当院における Reverse obliquity 型 ⼤腿⾻転⼦部⾻折の治療成績 
瀬⼾ 哲也 愛媛労災病院 整形外科 
 
P-48 神経断端部疼痛に対する神経再⽣誘導チューブの有効性 
⽬貫 邦隆 産業医科⼤学 整形外科 
 
P-49 ⼈⼯関節置換(TKA)後の深部静脈⾎栓(DVT)を完全に予防することはできない！ 
郷野 開史 北海道せき損センター 整形外科 
 
P-50 橈⾻遠位端関節内⾻折術後の⻑期成績 
⽥島 貴⽂ 産業医科⼤学 整形外科 
 
【リハビリテーション 1】 
P-51 リハビリテーションを受けたがん治療患者における⽇常⽣活動作能⼒と就労状況の

実態 
和⽥ 伸 九州労災病院 中央リハビリテーション部 
 
P-52 簡易⾃動⾞運転シミュレーター(SiDS)の⾼年者の再検討： 

⾼齢健常者の特徴（第 3 報） 
⾨⽥ 隆 労働者健康安全機構 ⾨司メディカルセンター 中央リハビリテーション部 
 
P-53 リハビリテーションを受けたがん患者の⼊院時から退院時までの⽇常⽣活動作能⼒

の変化に関連する因⼦の検討 
⼾⽥ 宗作 九州労災病院 中央リハビリテーション部 
 
P-54 喉頭癌術後の縦隔気管孔作製に対してリハビリテーションが有効だった 1 例 
濱⽥ 茉⾥奈 ⼤阪労災病院 中央リハビリテーション部 
 
 
 



P-55 2 型糖尿病患者における退院後の運動継続の有無がセルフ・エフィカシーに与える
影響とその要因について 

南坂 仁 独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構 北海道中央労災病院  
中央リハビリテーション部 

 
P-56 ⼥性病院看護師の肩こりに対する物理療法の効果−剪断波エラストグラフィーを⽤

いた上部僧帽筋筋弾性率の⽐較− 
遠藤 達⽮ 福島県⽴医科⼤学会津医療センター リハビリテーション科 
      /整形外科・脊椎外科 
 
P-57 筋弾性率の違いによる肩こりの因⼦の検討 
半⾕ 智⾠ 福島県⽴医科⼤学 会津医療センター 整形外科・脊椎外科学講座 
 
【リハビリテーション 2】 
P-58 「凝り固まった⽣活習慣は直らない」―現職復帰後の⽣活指導に難渋した若年性脳

内出⾎の⼀例― 
梶川 ⼤輔 独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構 ⻑崎労災病院中央リハビリテーション部 
 
P-59 職場復帰した脳卒中患者における精神機能の低下が⾝体機能に与える影響について 
⼤串 徹郎 独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構 浜松労災病院中央リハビリテーション部 
 
P-60 当院における退院前訪問指導の現状と課題 
渡部 浩⼆ 独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構 愛媛労災病院中央リハビリテーション部 
 
P-61 看護師における多⾯的運動介⼊における腰痛減少効果の検討 
村上 武史 産業医科⼤学病院 リハビリテーション部 
 
P-62 理学療法⼠の腰痛と関連する⼼理社会的要因 
河原 ⼤陸 広島⼤学⼤学院 医⻭薬保健学研究科 
 
P-63 脊髄損傷に伴う⿇痺域の痛みと痙縮との関連 
富永 俊克 独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構⼭⼝労災病院整形外科 
 
P-64 勤労者の上肢整形疾患患者における退院時の上肢機能、QOL と職場復帰についての

調査 
鈴⽊ 新志 独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構 浜松労災病院中央リハビリテーション部 
 
P-65 中四国における労災による上肢切断者の義⼿の使⽤状況  

―上肢切断者の抱える問題― 
濱⽥ 全紀 吉備⾼原医療リハビリテーションセンター 整形外科 
 
P-66 作業⽤義⼿に関する調査経過と課題 
福井 信佳 関⻄福祉科学⼤学 保健医療学部 リハビリテーション学科 



P-67 労災切断者に対する筋電電動義⼿装着システム開発に関する研究 
徳弘 昭博 独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構 

吉備⾼原医療リハビリテーションセンター 
 
【救急、災害医学、外科】 
P-68 当科における腫瘍摘出術⼊院症例 96 例の検討 
守⾕ 亜希⼦ 武蔵野総合病院 形成外科 
 
P-69 A 病院における院内トリアージの現状と今後の課題 
後⼩路 隆 独⽴⾏政法⼈ 労働者健康安全機構 九州労災病院 救急科 
 
P-70 災害拠点病院と近隣保険調剤薬局が連携した災害訓練の実施 
⽯本 昌裕 独⽴⾏政法⼈ 労働者健康安全機構 和歌⼭労災病院 薬剤部 
 
P-71 ⽕災時におけるエレベーターによる避難の検討 
柏⽊ 慎也 北⾥⼤学メディカルセンター 形成外科 
 
P-72 ⽕災時の当院の⼿術室における問題点の検討 
柏⽊ 慎也 北⾥⼤学メディカルセンター 形成外科 
 
P-73 災害を予期した場合の看護師の不安を明らかにする 
三浦 郁恵 独⽴⾏政法⼈ 労働者健康安全機構 釧路労災病院 
 
P-74 初期消⽕活動の知識向上に向けた勉強会の効果 
⽩⽯ 有紀 北⾥⼤学メディカルセンター 
 
P-75 災害拠点病院として１年間の活動報告と今後の課題 
⽥中 総⼦ 独⽴⾏政法⼈ 労働者健康安全機構 九州労災病院 救急外来 
 
P-76 上部及び下部消化管⼿術における⼿術部位感染が勤労者の社会復帰に与える影響に

関する研究 
中村 賢⼆ 九州労災病院 外科 
 
P-77 外科的⼿術における⾼齢者の術後せん妄発症に関する調査 
迫 寛樹 独⽴⾏政法⼈ 労働者健康安全機構 中国労災病院 
 
【メンタルヘルス、チーム医療、多職種連携】 
P-78 ストレスチェック制度の⾯接指導のありかたー朋愛会⽅式について 
公⽂ 明 朋愛会健診事業部 
 
P-79 苦痛緩和のための鎮静に対するアンケート調査 

〜医師・看護師の職種間の⽐較から〜 
三宮 孝太 北海道中央労災病院 緩和ケアチーム 



P-80 ⼤腸癌⼿術症例に対するサルコペニアとフレイルを考慮した多職種連携による周術
期管理の取り組み 

松村 直樹 東北労災病院 外科 
 
P-81 「Ａ病院における新規抗悪性腫瘍薬（免疫チェックポイント阻害薬）導⼊の取り組

み」ー看護師の⽴場からー 
⽶⽥ 治⼦ 労働者健康安全機構 千葉労災病院 
 
P-82 院内外の他職種で⽀えた就労⽀援 
倉⼾ みどり 関東労災病院 がん相談⽀援センター 
 
【予防】 
P-83 単⾝世帯の勤労男性における⾝体特性と⽣活習慣の特徴 
福⽥ ⾥⾹ 九州労災病院 治療就労両⽴⽀援センター 
 
P-84 ⼥性勤労者の健康管理に関する取り組み〜乳房⾃⼰触診の啓発〜 
濱沢 智美 労働者健康安全機構 ⼤阪労災病院 看護部 
 
P-85 地域在住⾼齢者における運動量と座業時間に筋⼒と運動機能が及ぼす影響 
⾦野 税 独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構 秋⽥労災病院 中央リハビリテーション部 
 
P-86 勤労者の⽣活習慣及び動脈硬化測定と保健指導後の⾏動変容に性格の特性が与える

影響について（エゴグラムを⽤いた検討）（第⼆報） 
内間 康知 関東労災病院 治療就労両⽴⽀援センター 
 
P-87 腰痛と下肢体幹筋量並びに運動機能との関係について 
中⼭ 卓也 中部労災病院治療就労両⽴⽀援センター 
 
P-88 当院における糖尿病透析予防指導；運動指導の現状と課題，勤労者に注⽬して 
末松 直⼦ 労働者健康安全機構九州労災病院⾨司メディカルセンター  

中央リハビリテーション部 
 
【看護 1】 
P-89 60 歳以上を対象とした⼤腸内視鏡検査前処置における 

腸管洗浄剤 2 剤の受容性の検討 
⾚坂 真理⼦ 独⽴⾏政法⼈ 労働者健康安全機構 
 
P-90 ⼤腸内視鏡検査を受ける患者の苦痛と背景因⼦の関係性の調査 
樺澤 治⼦ 独⽴⾏政法⼈労働者健康福祉安全機構 北海道中央労災病院 看護部 
 
P-91 外来通院中の就労している脊髄損傷者に対する外来看護師の役割 
早川 由恵 吉備⾼原医療リハビリテーションセンター 
 



P-92 脊髄損傷者の退院後の排便管理についての実態調査〜脊髄損傷者の排便管理の問題
を明らかにする〜 

中村 美保⼦ 独⽴⾏政法⼈ 労働者健康安全機構 総合せき損センター 
 
P-93 頸髄損傷者の移乗⽅法の検討〜⽇常⽣活動作の拡⼤をめざして 
菅原 邦義 ⼀般財団法⼈労災サポートセンター 北海道特別介護施設ケアプラザ岩⾒沢 
 
P-94 頸髄損傷における「吹き戻し」の有⽤性 第 2 報 
松井 史昭 北海道せき損センター 
 
P-95 肩腱板断裂の⼿術後の装具固定に関するオリエンテーションと 

⽣活への影響について 
林 未希 独⽴⾏政法⼈ 労働者健康安全機構 ⿅島労災病院 
 
P-96 ⼿術室災害訓練の取り組み学習会とシミュレーションの反復訓練の効果 
上⽥ 千晶 独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構 総合せき損センター ⼿術室 
 
P-97 看護師の地震発⽣時における必要⾏動の理解を⽬指して 
⾦⼦ 由⾹ 独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構 九州労災病院 ⾨司メディカルセンター 
 
【看護 2】 
P-98 ハイリスク妊婦の勤労について考える 
浦⼭ ミユキ 中部労災病院 産婦⼈科病棟 
 
P-99 ⾼齢の⾎液悪性疾患患者への運動療法によるＰＳ維持の取り組みーパンフレットを

⽤いた運動療法ー 
⽯⽥ 裕美 九州労災病院 ⾨司メディカルセンター 看護部 
 
P-100 A 病院における⼀般病棟所属看護師の抑制具選択と思考についての分析 
⾼⽥ 佳奈 九州労災病院 ⾨司メディカルセンター 
 
P-101 医療依存度の⾼い喉頭がん患者の「⾃宅に帰りたい」思いをかなえることが出来た

⼀症例 
⽔野 志保 中部労災病院 看護部 
 
P-102 災害拠点病院における看護部災害対策チーム委員会の現状と課題〜救急看護認定

看護師としての委員会での役割〜 
橋本 真美 北九州市⽴⼋幡病院 救急外来 
 
P-103 初療室における脳梗塞急性期フローチャートを⽤いた看護の標準化と今後の課題 
⼭中 貴正 独⽴⾏政法⼈ 労働者健康安全機構 九州労災病院 
 
 



P-104 在宅で排尿介護する主介護者の排尿介護負担感の測定 
井場 ヒロ⼦ 安⽥⼥⼦⼤学 看護学部 看護学科 ⾼齢者看護学 
 
P-105 急性期病院における院内デイサービス開設の報告 
⾼野 さおり 独⽴⾏政法⼈ 労働者健康安全機構 熊本労災病院 
 
【医療安全・病院マネジメント】 
P-106 転倒転落アセスメントシートの活⽤ 〜離床センサーを設置しなかった要因〜 
⽯居 希代 吉備⾼原医療リハビリテーション 看護部 
 
P-107 当院における院内での発⽣静脈⾎栓塞栓症対策について 
宮本 太郎 北九州市⽴ ⼋幡病院 
 
P-108 インシュリン誤使⽤事例に対し、多職種での要因分析を⾏い、患者家族への対応に
つなげた⼀例 
北野 哲司 北九州市⽴⼋幡病院 
 
P-109 当院における院内での転倒転落対策〜発⽣予防と事後対応 
⼩住 清志 北九州市⽴⼋幡病院 循環器内科 
 
P-110 PDCA サイクルを活⽤した感染対策の取り組み 
菅原 ⿇貴 独⽴⾏政法⼈ 労働者健康安全機構 愛媛労災病院 
 
●⼀般演題（⼝演） 
2017 年 11 ⽉ 26 ⽇（⽇）10:40〜11:40 第 4 会場 
 
O-1 被災地で医薬品を効率的に活⽤するためのクラウドネットワーク 
⽯渡 俊⼆ 近畿⼤学 薬学部 医療薬学科 
 
O-2 クラウドを介した災害時医薬品管理情報システムの評価 
北⼩路 学 近畿⼤学 薬学部 医療薬学科 
 
O-3 静脈栄養管理にて超⾼齢者の褥瘡改善を認めた 1 例 
細江 律⼦ 独⽴⾏政法⼈ 労働者健康安全機構 富⼭労災病院 薬剤部 
 
O-4 不安定な⾜場における持ち上げ動作が脊柱起⽴筋に及ぼす影響 
藤村 昌彦 広島都市学園⼤学 健康科学部 リハビリテーション学科 
 
O-5 勤労者におけるビタミン D 濃度の測定法⽐較 
⻑岐 ゆい 独⽴⾏政法⼈ 労働者健康安全機構 秋⽥労災病院 中央検査部 
 
O-6 所属感を意識した新⼈教育 
⽥中 勝正 ⼀般財団法⼈ ⼤阪労災特別介護施設 (ケアプラザ堺) 



O-7 重度球⿇痺胃瘻患者に対し、経頭蓋磁気刺激療法と機能的電気刺激療法、嚥下訓練な
ど複合的治療で経⼝摂取可能となり復職にも意欲的になった症例 
⼩⼭ 浩永 関東労災病院リハビリテーション科 


