
Japanese Physical Therapy Association

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Physioal 　Therapy 　Assooiation

理学療法学　第13巻第 6 号　409− 413頁 （1986年）

報 告

手 関節肢位 と握 力 の 関係に つ い て
＊

鈴　 木　　 徹
＊＊
　 伊

江 　原　皓　吉
＊＊＊＊

齋

東

藤

＊紳

元

宏

要旨

　健常成 人 22名 の 利 き手 を対 象 に 手 関 節測 定肢 位を 掌背屈 お よ び 橈尺屈 の 組み 合 わ せ で 】3肢位 に 定 め て

握力を測定 し ， 手関節肢位 と握力 の 関係に つ い て 検討 した e

　最大握力を 発揮す る 手関節肢位 は 背屈20
°
前後 で ，橈尺屈O°よ り軽 度 尺 屈 位 で あ っ た 。こ の 肢 位 を力 の

頂点 と し，手関節 を い ずれ の 角度 に 偏位 し て も握力 は 減少 し，とくに 掌屈位で は 著明な 減少を 示 した 。

手関節肢位 の 違い に よ っ て 握力差が 生 じ る とい うこ とは ， 握力の 測定や増強訓練時に お い て，そ の 点 に

十分留意す る必要性 を 示 唆 して い る。

キーワー ド：手関節肢位，握力

は じ め に

　筋力 は 筋収縮 に よ っ て 発生す る 張力 で あ り，実際の 身

体運動 と し て 発現
・
測定され る力 は 骨格に 伝達 された 張

力が関節を 運動軸と して テ コ の 原理を利用 し て 発生す る

円運 動 の トル ク と し て と らえ られ る もの で あ る 。身体各

部の 関節運動 に 関与す る主動筋の 筋力を選択的 に 測定す

る 手法 とし て 徒手筋力検査　（manual 　 mnscle 　 test，

MMT ）が あ る v
。
　 MMT は 個 々 の 筋 また は 筋群 の 力を

重力や外部抵抗に 打ち勝つ 程度 に よ っ て 段階評価す る も

の で あ る。

　
一

方 ， 具体的な動作との 開連 とし て 粗大筋力を各種 の

力量計 （dynamometer）で 測定 ・評価す る こ とが 多い 。

な か で も握力 （grip　strength ）測定 は 方法が 簡単 で ，身

体各部 の 筋力測定値 と比較的高い 相関があ る こ とか ら
2）

臨床的に は 神経筋疾患，運動器疾患時の 筋力低下，ある

い は 種 々 の 体力 テ ス トの 指標 とし て 日常的に 用い られ る
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手法 で あ る 。 握力測定 に は ， Smedley式，　 Collin式，ま

た 微弱 な 握力測定 の た め に は ゴ ム 球 に よ る Henry 式 や，

血 圧計 の manchette を 用 い る こ と も ある
3）

。 最近 で は

ト ラ ン ス ジ ュ
ーサ を 用い てデジ タ ル 表示 さ れ る握力計も

開発 され て い る
4＞。握力測定時 の 姿勢 は，両足 を軽く開

い た 立 位 で ， 肘
・
手関節を伸展 し，握力計 の 指針を 外側

に して体側 よ りわ ず か に 離 し た 状態 で カ
ー

杯握 る とされ

て い る。運動学的に は 手指屈曲力 は，手 の 機能的肢位

（functional　position）， すなわち手関節背屈位 で 最大 に

発揮され る
5）。 し か し，最大握力を発揮す るた め の 手関

節肢位 に 関す る 具体的な 角度 との 関連 に つ い て は一
致 し

た 意見をみ て い ない 。

　本M 究は，通常使用 さ れ て い る握力計と簡単な 関節固

定装置 を 用い て，手関節肢位 と発揮 され る最大握力 との

関係を検討 した 。

1　 対象と方法

　対象は，健常成人22例 で 全例右利 ぎ手 で あっ た。対象

の 性別，年齢，身長，体重 は表 1の とお りで ある。

　握力 は，全例利き手 で あ る 右手 に つ い て ，Smedley式

表 1　対象 の 性別，年齢，身長，体重 の 平均値

性別 （人） 年齢（才）　 身 長 （cm ）　 体重 （kg）

男 （12）

女 （IO）

008Q

り
21 172，2

ユ57．4
6453

ρ
05

計 （22） 23，9 165．5 60．0
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握力計 を用 い て 測定 し た 。握力計 の 把握間隔 は ，各被検

者の 母指基底部か ら示指先端ま で の 長 さ の 1／2 と した。

　握力測定時の 姿勢 は ，立位で 上腕を体倶耳に つ け，肘伸

展位 ， 前腕中間位 と した。手関節角度 は，掌背屈で は澆

骨背側 を 基本軸 ，第二 中 手骨背側を 移動軸 と し ，橈尺 屈 で

は 前腕背側中 央線を 基 本 軸，第三 申 手骨背側 を 移動軸 と

し て 計測した 。手関節を
一

定肢位 1・C 固定す るた め に作成

した装置は，両茎状突起近位部と肘関節遠位部の 二 か所

で 前腕を 支持 ・固定す る 金 属板と，こ れ を握力計に 接続固

定す る一
軸性 の 角度調節装置 の 部分 か らな る 。 握力測定

の 際に ，固定 装置 の 重量 に よ る 影響 を除くた め 滑車を 用

い て 装置 と 同量 の 重 さ の 重錘で こ れ を 相殺 し た （図 1 ）。

　 手関節 の 測定肢位 は ，橈尺屈0°

で 1）掌屈20c， 2）掌背

屈 0°，3）背屈 20°，4）背 屈 40“，5）背屈60’の 計 5 肢位 と し，

全被検者 （N ；22） を 対象と して 測定 した 。また
一
部 の

被検者 （N ＝7 ） で 1）か ら4）ま で の それ ぞれ の 肢位 で，

橈屈20°，尺 屈20°の 2 肢位，計 8 肢位 に つ い て も測定 し

た 。

　被検名 は，名測竃肢位 で 検者 の 合図に よ D3 秒間把握

一27秒問休止 を 連 続3 回 試行 し，こ の 3 試 行 の 最大値に

表 2 手 関 節肢位に お け る握力の 平均値 お よ び

　　　標準偏差 （kg）

橈屈 20
°
　 橈尺屈 0°

　 尺 屈 20
°

　　　　　 男
背屈 60

°

　　　　　 女

42．9± 6．9

27．7 ：ヒ4．2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9 鹽
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▼
W

匙

rr
　r

図 1 握 力 の 測 定 装 置

e

θ

畠
U

　　　　　 男 　　　　34．6± 8．4　　45．8ゴ： 7，7　　38，7ti： 8 ．1
背屈 40

°

　　　　　 女 　　　24．8± 6．7　　31．1± 3．7　　28．3± 3 ．9

　　　　　 男　　　37．4± 8．8　　50．0± 8．9　　39．7± 6．7
背屈 20

°

　　　　　 女 27．O± 9．231 ．9± 3．429 ．5± 5．7

　　　　　 男　　　37 ．8± 9．9　　45、6± 7．5　　39．7± 8 ．1
掌背屈o°

　　　　　 女　　　　27．8± 3．2　　3〔｝．8± 4，6　　28．3± 2 ．5

　　　　　 男 30．2 ± 10，538 ，0± 7．831 ．1± 5．6
掌屈 20

°

　　　　　 女 23，0± 3．526 ，8土 3．522 ．5± 4．2

つ い て 検討 した 。 な お測定 は ， 1肢位ご とに原則と して

日を か え て 行 っ た 。

∬　 結 果

　男女別 の 各手関節肢位 に お ける渥力計測値 の 平均値 お

よ び標準偏差を 表 2 に示 した。最 大握力は 男 女 と もに 背

屈 20°一橈尺 屈 0°の と ぎに み られ ， そ れぞ れ の 平均値 は

50．Okg ，31．9kg で あ っ た 。こ の 肢位か ら さ らに 背屈角

度の 増加， あるい は逆 に 掌屈させ て い くに した が っ て 発

揮され る掌力 は 漸減 し，こ の 傾向は 男女 と も同様で あ っ

た 。橈尺屈 に 関 し て は ，女子 の 掌屈 20
°
を 除い て ，い ず

れ の 掌背屈肢位に お い て も， 橈尺屈0°

，尺屈20 °

， 橈屈

20 °

の 順 に な っ た 。ま た ，個体間の 差異 を み るた め に 同

一
手関節肢位 に お ける 計測値 の 分散 を と る と，男子 で

15〜27kg とな り，女子 で 4〜／5　kg とな っ た。

　計測値の 男女差 お よ び 個体差を標準化す る た め ，各被

検者毎 に 最大握力を 100％ と し て 各肢位 で の 計測値 の 比

を 換算し，そ の 平均値 を 示 した もの が，図 2 で あ る 。最

大 握 力 は 背 屈 20°一澆尺 屈 OD（98％）の 肢位 で あ っ た 。つ

い で ， 背屈40
°一橈尺屈oq （93％）， 掌背屈OL 橈尺屈0°

（92％）．背屈 20L 尺屈20
°
（89％ ） の 順 とな っ た。最大

握 力 を 発揮 した 背屈 20
°一橈屈尺 oe の 握力値 と二 番 目の

値を示 し た 背屈 40 °一
橈尺屈 O°

の 握力値 の 閤 に は 統計的

に 有意 な差 が 認 め られ た （p．＜ 005）。今回 測定 を行 っ た

肢位 の 中で は 掌屈20
°一

橈屈 20
°
の 握力が 最小 とな り，こ

れ は 背屈 20°一橈JU屈　O°の 最大値の お よ そ68％ で あ っ た 。

皿　考 察

最大握力を 発揮す る手関節肢位 を機能解剖 学的 に 研究

し た報告 で Kraft と DetelsM ，　 また Kraft らの 方法

N 工工
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背屈 60“

背屈 40
°

背 屈

掌

20b

　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 橈 瓶 20’

図 2　最大握力を 100％ として 換算した 握力 の

　　　平均 値 （％ ）

を 追試 した 古川 ら
7〕

は ，掌屈 15
°

で は背屈位とくらべ て

著し い 低値を 示 し た が， 背屈 0
°
か ら背屈 30°の 問 で は

著明な 差は 認 め られな か っ た と し て い る 。
Hazelton8｝

は，掌背屈 ， 中 間 位，橈尺 屈 の 5 肢位中 で は ，尺屈位で

最大握力 が得られ た と し て い る 。ま た ，Pryce9）
は 掌背

屈 と尺 屈を 組 み 合わ せ た 9 肢位 に つ い て み て お り， 背屈

O°r ・IS
°

， 尺 屈 OD− 15°の 範囲内の 4 肢位が 他 の 肢位と

くらべ て 著明に 高い 握力 を 示 し た と 報告 し て い る 。

一
方．

Volzim は 筋電 図に よ っ て 握力と手関節肢位 との 関係を

み て お り背屈 20°で 最大握力 を発揮す る と報告 して い る 。

　以 上 の 報告 に お い て，最大握力を 発揮する手関節肢位

に つ い て は
一
致 した 意見 をみ て い な い 。こ の こ とは，各

研究 と も測定肢位が 限局 さ れ て お り，手関節 の 運動方向

と可動域 の す べ て を 網羅 して い ない こ と，さらに は 個体

差 の 大きい 実測値を標準化せずそ の まま採用して い るた

め と考え られ る。

　本研究 で は ，手指把握可能範囲内で の エ3肢位 を 測定 肢

位とし，各被検者毎 に 最大握力を 100％ と して，各手関

節肢位 で の 計測値を標準化す る こ とで ，個体差に よ る バ

ラ ツ キ を処理 した。しか しなが ら，測定肢位を 20 °

間隔

で 設定 した こ とと，掌背屈 い ずれ の 肢位 に お い て も尺屈

20’が 橈属20 °

よ り高 い 値を 示 し た こ と を考慮す る と，真

の 機能的肢位を定量的 に 確定す る こ と は で きな か っ た が ，

背屈20°前後，橈尺屈0 °

か ら軽度尺屈位が ， 最大握力 を 発

揮す る 手関節肢位 で ある もの と考 え られ る 。

　手指屈曲時 に 手関節が 背屈位 ， 橈尺屈09か ら軽度尺屈

位 とな る の は ，重力 そ の 他 の 影響 を除い て ，手関節中間

位，手指伸展位 か ら軽 く手指 を屈曲 した と き （図 3 ） や．

tenodesls　llke　action とし て 経験的 に み られ る こ とで あ

る。ま た，筋電 図 に よ っ て も，手指屈曲時に は 例外な く，

手指屈筋群 に 先行 し て 手関簾 伸筋群 の 筋活動が み られ

る （図 4 ）。この こ とは手指屈曲時 にそ の 機能を最大限 に

発揮 させ るた め に 手関節伸筋が固定筋 と して 先行 して 活

動す る こ とを示 し て い る m
。

こ の 手関節伸筋収縮の 意義

は，それ らの 筋 の 支配神経で あ る橈骨神経 を ブ ロ ッ ク し

た 場合 ， 握力が約50％低下す る こ とや
12〕，繞側手根伸筋

が断裂した場合に50％の 握力低下がみ られるこ とか らも

明 らか で あ る13）。

　手関節伸筋 の 収縮力は 把握効果 と比例 して お り，
よ り

儉 い 把握 を すれ ばす る ほ ど 手関節伸筋 の 収縮 は 強 くな

る10］・14＞・15）。つ ま り， 最大 に 握力を発揮す る ときに は，手

関節伸筋の 強 い 収縮で 手鬨節が背屈 さ れ る t とに よ り，

手指屈筋が伸張 さ れ ， そ の 可動域の中 ほ ど に お け る張カ

ー長 さ 曲線 の も っ と も有利 な位置 に な る
IM ・141。こ の 最大

握力を発揮す る 肢位 か ら手関節をい ずれの 方向に 偏位 し

て も握力が減少す る の は，手指屈筋 の 機械的効率 の 低下

に よ る もの と考 え られ る。と くに掌屈 位で 握力が著し く

低下す る の は ， 手指伸筋の 長 さ の限界に よ り手指屈曲が

で きな くな る こ と と1’t），16）
， 手指屈筋の 長さが短 くな りす

ぎて 効果的な 張力 を 発揮 で きな い た め と考 え られ る
14〕。

こ れ らの 点 よ り， 手関節肢位の 違い に よ っ て発揮され る

握力 に 差 が 生 じ る とい うこ とは ，臨床上 十分留意す る必

図 3 手 関節 を 中聞肢位 で 手指屈曲す る と手関節 は

　　　自動的に 軽度背屈位となる

N 工工
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手 指 屈 筋 群

壬．口f

20msec

図 4 把握勳作時の 手関節仲筋群と手指屈筋群 の 筋活動 で は 伸筋群が 屈筋群に 先行 し て 活動す る

要があ る と考え る。第一
に，正確な 測定値 を 得 るた め に．

握 力測 定 時 に は全 身的姿勢を は じめ ，手関節を含む上 肢

の 肢位を同
一

に す る こ とが 重要 とな る。ま た 手指屈筋 に

筋力低下 が 認 め られ，そ の 増強を目的 とし た ス プ リ ン ト

を作成す る 場合 icも，よ り大きな 握力が発揮で きる手関

節肢位を選択す る必要があ る。さら に握力増強訓練 で は ，

手指屈筋の 筋力増強 と同時に 手関節伸筋の 筋力増強 を も

含 め た 訓練 プ P グラ ム を 作成，実施す る 必 要 が あ る もの

と考 え る。

本研究の 要旨は ， 第20回 理学療法士学会 ， 第22回 日本

リハ ビ リテー
シ ョ ン 医学会に お い て発表した。
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＜Abstract＞

Relationship　 between 　 the　Wrist 　Position　amd 　the 　Power 　Grip　Strength

Tohru 　SUZUKI ，　 RPT

To走ツ o　 i14etroPelitan 　Fu ‘hu　1〜eltabili 彦ation 　School

Hajime 　ITO ，　RPT

FernctiOnal《島 Kinesiolegical　Section
，
　Todyo ルtetr（）Peiitan　Jnstituteげ GerontolO8ツ

Koukitl　EHARA ，　 RPT ，　Hiroshi　SAITO ，　 MD

Thkンe ハletroPolitan　College げ Alli
’
ed 　Health ハ4edical　Science

　　　The　purpose 　of 　this　study 　was 　to　identify　the 　 rela 七ionship　between 　the 　 wrist 　positiQ ロ and 　 the

power 　 grip　 strength ．　 Twenty　 two　 heaithy　 subjects 　 participated　 in　this　 study 、　 The　 maximum

power 　grip　strength 　was 　 measured 　in　each 　 of 　thirteen 　wrist 　pQsitions　 amQng 　volar ・dorsiflexion　and

radial ・ulnar 　 deviation．

　　　The　results 　were 　Qbtained 　as 　follows： （1） the　power 　grip　strength 　was 　 influence　by　 the　 wrist

position．　（2） The 　 maximum 　 power 　grip　strength 　 occured 　 when 　the　wrist　was 　in　apprQximately 　20

degrees　 of 　dorsi且exion 　 and 　 slight 　 ulnar 　deviation，（3） When 　 the　 wrist 　 was 　deviated　frQm　the 　pre・

vious 　position　the 　power 　grip　 strength 　was 　decreased，　 espeeially 　in　 volarflexion ．

　　　The 　 results 　 of 　 thls　 study 　indicated　that 　it　 is　 essencial 　to　use 　the　same 　wrist 　posltion　in　grip

strength 　testing　and 　to　control 　the　wrist 　position　in　grip 　streロgthen 正ng 　exercise ．
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