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１　はじめに
歩行において，足関節は姿勢調整という観点で重要な役
割を有する．まず，床接地時の衝撃に対する反応として踵
で初期接地を行う．その後，重心を前方へ移動させる推進
力を生成することでより円滑な歩行動作の再現に関与する1．
しかし，脳卒中片麻痺や脳性麻痺患者のように足関節に痙
縮を有する疾患においては，歩行中に過度な足関節底屈運
動が観察される．このため，歩行中に安定した支持基底面
が確保できず，立脚時間が短縮したり，歩行速度が遅延す
ることが広く知られている2－4．このような歩行の効率性改
善のため，装具の使用が推奨されている．
装具には様々な種類のものが存在するが，そのほとんどが
足関節の痙縮のため生じる過度な足関節底屈運動を制限す
るため，その角度が 0度に設定されている5－9．これらの装具
の使用により，立脚時間や歩行速度が増加するなどの改善
が確認されている．しかし，足関節の底屈運動が制限され
た歩行では正常な姿勢調整が困難との観点1から，この運動
を油圧で抵抗をかけ制動する装具が開発され，脳卒中片麻
痺患者においてその使用効果が報告されている10, 11．これら
の報告によると，立脚時間や歩行速度の増加だけでなく，
踵接地時に膝関節の過度な屈曲運動の出現を制御する10．

さらに，踵接地後に素早く足関節が底屈することで，既存
の装具と比較すると外側腓腹筋の過剰な筋活動が抑制され
る11．このように，足関節底屈運動を油圧で制動した装具に
よって，足関節に痙縮を有する疾患群においても踵接地時
の衝撃を吸収する効率的な関節運動の再現が可能となって
いる．その一方で，この装具においても足部の蹴り出し動
作の際に十分な足関節底屈トルクの発揮が困難であること
にも言及されている11が，その特徴について検討した研究
は我々が知りうる範囲では見当たらない．
そこで，本研究では，健常成人を対象に装具装着により
歩行中の蹴り出し動作がどのように変化するのか，その運
動学および運動力学的特徴の把握を目的に予備的研究を実
施した．このような特徴を明らかにすることで，脳卒中片
麻痺や脳性麻痺患者の歩行動作をより効率的に改善する装
具開発に結び付けることを本研究の目的とする．

２　方法
2.1 対象
対象は，運動器疾患を有さない健常成人女性 10 名（平均
年齢：20.5±0.7 歳，範囲：18－24 歳）とした．基本的身体
特性については，身長 160.4±5.1 cm，体重 52.9±6.2 kgで
ある．
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号 2012-PT11）を得て，対象者にその目的を十分に説明し，
書面で同意を得たうえで実施した．
2.2 測定
本研究では，短下肢装具装着時の足部の蹴り出し動作の
特徴を把握するため，裸足と短下肢装具装着時の歩行解析
を実施した．なお，使用する短下肢装具は，川村義肢株式
会社製のポリプロピレン製のものである．その重量は，お
よそ 350 g，足底部の厚さは 3 mmである．その構造は，油
圧で足関節の底屈運動を制動する短下肢装具の底屈可動域
を参考10に装具の可動制限を底屈 15 度に設定しており，背
屈角度に制限はない（Fig. 1）．このような短下肢装具を足長
や下腿周径の異なるサイズのものを 3足用意し，対象者に
最も適合するサイズを装着してもらった．なお，今回の解
析対象は右下肢とし，そのため短下肢装具も右下肢のみ装
着した．そして，対象者には，同一日内に裸足と短下肢装
具装着時の 2条件の歩行動作をランダムに実施してもらっ
た．各条件施行後には十分な休憩時間を設けている．
このような条件で，対象者には 10 mの歩行路を歩いても
らった．なお，歩行路の中央 5 mの位置に縦 40 cm，横 30 cm

の床反力計（TF-3040：テック技販社製）（100 Hz）を 1枚設
置している．そして，この床反力計に右足が接地し，足趾
が離地するまでの動作を記録できるよう動作解析システム
（Kinema Tracer：キッセイコムテック社製）に付属するデ
ジタルカメラ 2台（30 Hz）を右側方に設置した．この区間
の関節運動を把握するため，対象者には事前に，右下肢の

膝関節外側，足関節外果，踵骨，第 5 中足骨の 4部位にカ
ラーマーカーを貼付した．なお，短下肢装具装着時はこれ
らのランドマークのうち足関節外果と踵骨はマーカーを直
接皮膚に貼付できないが，先行研究12と同様にこれらの位
置に該当する部位を目視にて注意深く確認し貼付した．さ
らに，前脛骨筋と腓腹筋（外側）の 2箇所に電極を貼付し,

表面筋電計（MQ-Air：キッセイコムテック社製）（1000 Hz）
で筋活動を記録した．対象筋への電極貼付については，十
分な皮膚処理を行い，各筋の電極貼付部位は SENIAN proj-

ect（Surface ElectroMyoGraphy for the Non-Invasive Assess-

ment of Muscles）13の推奨する方法を参考に決定し，電極間
距離は 2 cmとした．なお，カラーマーカーと同様に短下肢
装具装着時はこの推奨された方法に沿って対象筋への電極
の貼付に制約が生じることを想定できたので，短下肢装具
はベルト位置の変更や下腿外側面の刳り貫きなどの加工を
事前に施している（Fig. 1）．このような条件下で，右足が床
反力計内に接地する歩行を再現できるよう十分な練習時間
を設け，対象者の自然な速度でそれぞれ 5回の歩行動作の
計測を実施した．ちなみに，今回使用した動作解析装置，
床反力計および筋電計については，同期設定済みである．
2.3 データ解析
記録したすべての動作 5 回を解析対象とした．そのため，
本研究では裸足と短下肢装具装着時の 2条件で，それぞれ
50施行が解析対象となった．
まず，立脚時間を右踵接地地点（Heel Contact：HC）か
ら右足趾離地地点（Toe Off：TO）の区間として定義した．
右 HCと右 TOは，床反力計の垂直分力が出現した地点と
消失した地点としてそれぞれ定義した（Fig. 2）．そして，こ
の区間を 100％ Stance Phase (100％SP ) として正規化した．
さらに，足関節背屈角度が最大値を示す地点の割合（％）

Fig. 1 短下肢装具
足関節背屈角度は制限を設けず，底屈角度は15度に設定している． Fig. 2 立脚時間の定義方法
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も算出した．
関節角度については，下腿前傾角度と足関節背屈角度を
算出した．なお，関節角度の定義については，下腿前傾角
度は膝関節と足関節外果を結ぶ線と足関節外果を通る垂線
とのなす角と設定した．同様に，足関節背屈角度は膝関節
と足関節外果を結ぶ線の垂線と踵骨と第 5 中足骨を結ぶ線
のなす角と定義した．そして，下腿前傾角度については HC

地点と TO地点，足関節背屈角度については HC地点と最
大値を示す地点の値を算出した．なお，足関節背屈角度に
ついては短下肢装具装着により底屈 15 度に設定されてお
り TO地点の値は裸足の条件のものと明らかに異なるが，
参考のためその値も算出した．
床反力計からは，垂直分力で立脚前半と立脚後半にそれ
ぞれピークとなる地点の値をそれぞれ Force1 (F1)，Force2

(F2)として算出した（Fig. 2）．なお，F1は体重の急速な落
下に伴う下肢への衝撃，F2は床に対する足関節底屈筋の蹴
り出し動作の力を把握する指標となる14．これらの値を，対
象者の体重で除した値（N/Kg）として算出した．
筋活動については，得られた生波形を整流化した後バン
ドパスフィルター（通過帯域：20－500 Hz）を適応すること
で，あらかじめ筋電図信号からノイズを除去した．得られ
た筋電図波形は，平滑化（Root Mean Square：50 msec）の
処理を行った後，立脚期中の前遊脚期の占める割合を参考1

に解析区間中の 85％地点で区分し，85－100％ SP区間中
の最大振幅値を 0－85％ SP区間中の最大振幅値で正規化
した値（％Electromyogram:％EMG）を算出した．そして，
この算出した値を足部の蹴り出し動作の筋活動量として扱
った．

足部の蹴り出し動作の筋活動量（％EMG）
＝最大振幅値（85－100％ Stance Phase）
／最大振幅値（0－85％ Stance Phase）×100

統計処理については，裸足と短下肢装具装着時の 2条件
の比較を対応のあるt検定を用い，平均値と標準偏差を算出
して検討した．有意水準は 5％未満とした．

３　結果
3.1 立脚時間
立脚時間に関しては，裸足が 0.63±0.05秒，短下肢装具
装着時が 0.64±0.06 秒で 2 条件間に有意差を認めなかっ
た．なお，足関節背屈角度が最大値を示す地点も，裸足が
59.1±9.3％，短下肢装具装着時が 59.2±10.3％で 2条件間
に有意差を認めなかった．

3.2 関節角度
下腿前傾角度と足関節背屈角度を Table 1に示す．
下腿前傾角度においては，HC地点では 2条件間に有意差
を認めなかった．しかし，TO地点では裸足が 61.6±4.5度，短
下肢装具装着時が 67.7±4.7度で有意に増加した（P＜0.01）．　　
足関節背屈角度については，HC地点，最大値において，
それぞれ有意差を認めた．HC地点では，裸足は－0.1±4.9

度に対し，短下肢装具装着時は 3.2±4.4度で有意に増加し
た（P＜0.01）．さらに，最大値も裸足が 14.4±3.1度，短下
肢装具装着時は 21.7±2.7度で有意に増加した（P＜0.01）．
なお，TO地点では，裸足が－20.3±8.5度，短下肢装具装
着時は－4.1±3.5度となった．
3.3 垂直分力
下肢の垂直分力については，F1が裸足は 11.5±0.9 N/Kg，
短下肢装具装着時は 11.5±0.8 N/Kgで有意差を認めなか
った．しかし，F2については裸足が 10.8±1.0 N/Kgに対
し，短下肢装具装着時が 10.4±0.9 N/Kgで有意に減少した
（P＜0.01）．
3.4 筋活動

Fig. 3に，対象者 1 名の立脚時間中の対象筋の筋活動を
加算平均したグラフを示す．
筋活動については，腓腹筋については裸足が 12.4±10.0％

EMG，短下肢装具装着時が 15.7±11.3％ EMGで 2条件間
に有意差を認めなかった．しかし，前脛骨筋については裸
足が 27.6±16.1％ EMG に対し，短下肢装具装着時が
66.2±33.9％ EMGで有意に増加した（P＜0.01）．

４　考察
今回の研究では，健常成人女性を対象に短下肢装具装着
により，歩行中の足部の蹴り出し動作にどのような運動学
および運動力学的特徴が生じるのか検討を行った．脳卒中
片麻痺や脳性麻痺患者においては，足関節の痙縮のため下
肢での安定した支持が困難となる側面から，足関節底屈運
動そのものを制限する短下肢装具が広く使用されている5－9．
その一方で，足関節底屈運動は下肢への衝撃吸収や前方へ

Table 1 関節角度データ
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の推進力を担うなど歩行動作において重要な役割も有する1．
このような観点から，油圧で足関節底屈運動を制動する短
下肢装具が開発され，下肢の振り出しの際に生じた推進力
を踵接地時に効率的に吸収するより正常な下肢関節運動の
再現が可能となっている10, 11．しかし，この油圧調整式の短
下肢装具においても，歩行中の蹴り出し動作の際に十分な
推進力が得られないことにも言及されており11，この部分
の改善が今後の短下肢装具開発に求められている．今回得
られた知見は，健常成人女性を対象としたもので，脳卒中
片麻痺や脳性麻痺患者に該当するか慎重に検討する必要が
あるが，短下肢装具装着により足部の蹴り出し動作に生じ
る機能的制約の一部を明らかにできたと考えている．
今回の研究を通して，短下肢装具装着時は蹴り出し動作
の力に対する指標となる垂直分力（F2）が減少した．この

知見は，足部での蹴り出しの力が低下していることを示唆
しており，先行研究11と同様な所見と判断できる．一般的
に，床反力計で算出した下肢の垂直分力は，歩行速度によ
り変動する15－17が，本研究においては裸足と短下肢装具装
着の 2条件間の立脚時間がほぼ均一であり，その影響は少
ないと考えている．さらに，踵接地時に観察される関節運
動は，下腿前傾角度は 2条件間で差を認めず，体重の急速
な落下に伴う下肢への衝撃の指標となる垂直分力（F1）14も
ほぼ均一である．つまり，今回記録した裸足と短下肢装具
装着時の歩行は，立脚初期から中期までの運動がほぼ類似
したものであり，立脚終期から前遊脚期における足部の蹴
り出し動作への影響をできる限り厳密に評価できる状況を
設定できたと考えている．
短下肢装具装着時に足部での蹴り出し動作の力が低下し

Fig. 3 立脚時間における裸足と短下肢装具装着時の筋活動
解析区間における最大振幅値を100％EMGとして，対象者1名における5回のデータを加算平均し
たグラフを代表例として示す．上段は左から裸足時の前脛骨筋（A-1）と短下肢装具装着時の前脛
骨筋（A-2）の筋活動を示す．下段は左から裸足時の腓腹筋（外側）（B-1）と短下肢装具装着時の
腓腹筋（外側）（B-2）の筋活動を示す．



た主要な要因を検討すると，裸足の条件と比較し立脚終期
から前遊脚期において前脛骨筋の筋活動が比較的高い状態
を持続したことが推察される（Fig. 3）．このように前脛骨筋
の筋活動が高い状態を維持した理由については，まず立脚
期の足関節最大背屈角度が過度に大きくなっていることが
関与したと考えている（Table 1）．さらに，今回の研究では
油圧で足関節底屈運動を制動する短下肢装具の足関節の可
動範囲を参考10に底屈角度を設定したが，TO地点でのこの
角度は設定した値と約 10 度近い差を生じており（Table

1），その可動範囲が十分に引き出されていない．これらの
現象は，元々短下肢装具自体が脳卒中片麻痺や脳性麻痺患
者において足関節の痙縮による過度な底屈運動を制御する
ため，この運動と相反する背屈運動を引き出すことに主眼
を置いた構造が背景にあると推察する．この結果，短下肢
装具装着時の歩行動作においては立脚期中の足関節運動が
裸足の条件と比較すると逸脱し，筋の過剰な収縮を引き起
こされ，足部での蹴り出し動作の力を低下させたと考えて
いる．
なお，今回得られた知見は健常成人女性を対象としたも
ので，脳卒中片麻痺や脳性麻痺患者において歩行中の蹴り
出し動作の改善には，足関節の痙縮の影響に伴う選択的な
関節運動の欠如17，主動作筋と拮抗筋の過剰な同時収縮18，
筋力低下19, 20などの機能的側面の影響を包括的に評価し，
短下肢装具の開発を検討しなければならない．このため，
本研究で示された所見を改善した短下肢装具により，これ
ら疾患患者の足部の蹴り出し動作の推進力が十分に発揮で
きるかについて，一概に断定することはできない．今後は，
これら疾患の対象者による歩行中の蹴り出し動作の特徴を
明らかにする研究を実施し，その知見を蓄積していくこと
が新しい短下肢装具開発のため必要不可欠となる．

５　結論
本研究では，健常成人女性を対象に短下肢装具装着によ
る歩行中の蹴り出し動作の特徴の検討を行った．短下肢装
具を装着した歩行では，立脚期に過度な足関節背屈運動が
出現し，このことが立脚終期から前遊脚期に前脛骨筋の筋
活動を持続させたことにより，足部での蹴り出しの際の推
進力を低下させていることが示唆された．今後は，この部
分を改良した短下肢装具の開発とともに脳卒中片麻痺や脳
性麻痺患者を対象とした解析研究を同時に推し進める必要
がある．
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