
発表日時：7月24日（木）17:00～18:00

セッション名
ポスター

番号
筆頭著者 所属 演題名

BP-A1 水谷 泰彰 藤田医科大学医学部 脳神経内科学
CSF Mitochondrial DNA Reflects Metabolic and Nutritional Status in

Parkinson’s Disease.

BP-A2
Yoshinobu

Amakusa

Department of Neurology, Nagoya University Graduate

school of Medicine, Nagoya, Japan.
Analysis of visual abnormalities in synucleinopathy

BP-A3 澤村 正典 京都大学大学院医学系研究科 臨床神経学 Oligodendrocyte-specific mRNA therapy with lipid nanoparticles

BP-A4 蛭薙 智紀 名古屋大学大学院医学系研究科神経内科学
Splice-switching antisense oligonucleotides for the treatment of alpha-

synucleinopathies

BP-A5 松瀨 大 九州大学大学院医学研究院 神経内科学
顕著なグリア炎症とα-シヌクレインの伝播を示した急速進行性多系統萎縮

症小脳型モデルマウス

BP-B1 宮野 涼至 東京大学大学院 医学系研究科 神経内科学
パーキンソン病の姿勢異常としての側屈における外腹斜筋の同側支配を含め

た皮質興奮性の検討

BP-B2 池澤 淳 東京都立神経病院 脳神経内科
パーキンソン病に対する集束超音波による淡蒼球視床路凝固(PTT-FUS)の

短期両側効果

BP-B3 大野 陽哉 岐阜大学大学院医学系研究科脳神経内科学分野 非定型パーキンソニズム患者における脳脊髄液中の抗神経抗体の検討

BP-B4 種田 建太 鳥取大学脳神経内科 純粋小脳型脊髄小脳変性症とパーキンソン病での小脳順応機能

BP-B5 李 頌子 藤田医科大学脳神経内科学 多系統萎縮症におけるdysphasia severity scale(DSS)と臨床スコアとの関係

BP-C1 頼高 朝子 順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院 脳神経内科
REM睡眠行動障害におけるパーキンソン病のバイオマーカーとしての視線

解析等の検討

BP-C2 川口 美奈子 九州大学病院 医療技術部 パーキンソン病の疾患特異的QoL評価法 Modified PDQ-DAT の汎用性

BP-C3 梅村 淳 順天堂大学 脳神経外科 STN-DBSの術中MERでSTNの活動が得られなかった症例についての検討

BP-C4 杉山 淳比古 千葉大学大学院医学研究院 脳神経内科学 多系統萎縮症におけるinvoluntary inspiratory sighの臨床的特徴

BP-C5 坪井 崇 名古屋大学神経内科学 本態性振戦，本態性振戦プラス，ジストニア性振戦の臨床的連続性と相異

BP-D1 對馬 知美 弘前大学医学部附属病院 看護部 入院棟東7階
外来パーキンソン病患者に対するカレンダーを利用した運動記録管理による

自宅運動支援の効果

BP-D2 井上 加奈子 社会医療法人春回会 ⾧崎北病院 地域医療部
デュオドーパ(L-ドパ持続経腸療法)の継続調査 ～導入者8名の振り返りよ

り～

BP-D3 木村 一喜 医療法人財団 華林会 村上華林堂病院 パーキンソン病患者における誤嚥性肺炎発症の早期予測因子の検討

BP-D4 木村 剛英 慶應義塾大学 医学部リハビリテーション医学教室 パーキンソン病患者の歩行への二重課題の影響

BP-D5 染谷 楓太 藍野病院リハビリテーション科
中等度以上の重症度のパーキンソン病患者における運動症状と生活の質の関

係性

P-1 飯嶋 睦 東京女子医科大学 脳神経内科 若年発症と高齢発症の早期パーキンソン病における臨床症状の比較

P-2 寺尾 貴史 国立病院機構 兵庫中央病院 リハビリテーション科
安静時振戦を初発症状とするパーキンソン病患者の当院における生存期間の

特徴

P-3 上野 達哉 青森県立中央病院 脳神経内科 青森県における遺伝性パーキンソン病：5 ケースシリーズ

P-4 荻野 智雄 国立病院機構宇多野病院 リハビリテーション科 神経系疾患入院患者の低アルブミンに関するリスク因子について

P-5 三浦 万紀 青森県立中央病院 脳神経内科 高齢パーキンソン病患者におけるQuality of lifeと関連因子の検討

P-6 寺田 達弘 NHO静岡てんかん・神経医療センター 脳神経内科 パーキンソン病のバランス機能障害は実行機能障害と関連する

P-7 近藤 夕騎
国立精神・神経医療研究センター病院身体リハビリ

テーション部

パーキンソン病におけるTwo-minute standing endurance testの姿勢角度自

動算出手法の作成

P-8 大熊 泰之 順天堂大学医学部附属静岡病院脳神経内科
主治医の写真付き標語ポスターはパーキンソン病患者の自宅における歩行改

善・転倒防止に役立つか？

P-9 瀬尾 和秀 埼玉医科大学 脳神経内科
Virtual Gait Lab：仮想現実を用いたパーキンソン病歩行障害評価システム

の開発

P-10 中川 涼
聖マリアンナ医科大学病院 リハビリテーションセン

ター

当院におけるパーキンソン病患者の非運動症状の傾向と短期的な臨床予測に

ついて

P-11 玉腰 大悟 名古屋大学神経内科学
健診受診者におけるレビー小体病の非運動症状についてのアンケートの縦断

解析

P-12 和田 隆秀 昭和大学医学部内科学講座脳神経内科学部門 パーキンソン病におけるパレイドリアと便秘の関係

P-13 植松 高史 名古屋大学大学院 医学系研究科 神経内科学 パーキンソン病患者における視覚注意の特性

P-14 平賀 経太 名古屋大学大学院医学系研究科神経内科学 レビー小体病ハイリスク者における認知・運動機能の縦断解析

P-15 龍田 涼佑 大分大学医学部附属病院薬剤部 パーキンソン病患者に対する服用薬アンケート調査

P-16 今 智矢 弘前大学医学部附属病院 高度救命救急センター
パーキンソン病補助薬はいつ追加されるのか？―八戸市立市民病院の処方状

況―

P-17 ⾧田 高志 国立精神神経医療研究センター 総合内科
Delphi法を用いた75歳以上のパーキンソン病患者に対する治療推奨度の検

討

P-18 武久 康 岡山赤十字病院 脳神経内科
パーキンソン病患者にWOQ19質問票を用いた運動障害または非運動障害に

ついての治療効果の検討

P-19 大崎 康史 高知大学脳神経内科 パーキンソン病患者における薬物治療開始後の運動合併症の発症

P-20 松本 英之 三井記念病院 脳神経内科 片側羽ばたき振戦（unilateral asterixis）を呈した脳梗塞3症例のSPECT所見

P-21 村上 丈伸 鳥取大学医学部脳神経医科学講座脳神経内科学 ボツリヌス注射が有効であったyes-yes型頭部本態性振戦の一例

P-22 野崎 孝雄 浜松医科大学 脳神経外科 本態性振戦に対する視床凝固術 術中微小電極記録の有効性について

P-23 大草 翔平 慶應義塾大学神経内科 日本における本態性振戦の臨床的特徴と生活の質への影響

P-24 峠 理絵 関西医科大学
Effects of zonisamide on dyskinesia via cholinergic neurotransmission in

the  hemi-parkinsonian rat

P-25 藤田 真子 弘前大学 脳神経内科
L-ドパ誘発ジスキネジアモデルラットにおける線条体―黒質網様部投射神

経細胞の形態変化

優秀演題発表 臨床部門（ジュニア）

優秀演題発表 臨床部門（シニア）

優秀演題発表 メディカルスタッフ

PD 疫学/その他

PD 姿勢異常・歩行障害

PD 非運動症状①

PD 薬物療法

振戦／ジスキネジア

優秀演題発表 基礎部門



発表日時：7月25日（木）16:20～17:20

セッション名
ポスター

番号
筆頭著者 所属機関名 演題名

P-26 安藤 利奈 愛媛大学医学部附属病院
パーキンソン病患者の認知遂行機能・注意力とシミュレータを用いた自動車

運転能力～治療薬も含めた検討～

P-27 浅野 友梨 東京都立神経病院 脳神経内科 パーキンソン病の認知機能とアルツハイマー病髄液バイオマーカーの相関

P-28 八杉 美奈
社会福祉法人 恩賜財団 済生会松山病院脳神経内科

（パーキンソン病センター）

PD患者の語想起課題「か」における傾向 PD患者が多く挙げる語は何か？

?もの忘れ外来受診患者との比較?

P-29 樽野 陽亮
京都大学大学院 医学研究科 脳病態生理学講座 臨床神経

学

認知機能障害を有するパーキンソン病患者を対象としたオンラインでの音楽

療法の検討

P-30 上田 真之 東京大学大学院 医学系研究科 神経内科学 パーキンソン病患者における脳波マイクロステートと臨床パラメータの検討

P-31 佐藤 一輝
東北大学大学院医学系研究科 神経・感覚器病態学講座

神経内科学分野

Neddylationに着目したPARK21家族性パーキンソン病分子DNAJC13代謝経

路の解明

P-32 東 篤宏 藤田医科大学 脳神経内科学講座
Serum Cholinesterase as a Marker of Nutritional Deficits in Parkinson’s

Disease-Related Weight Loss

P-33 加茂 亮太 順天堂大学脳神経内科
α-シヌクレイン凝集を標的とした先進的バイオマーカー開発と共存病理の

病態解明

P-34 田村 光至 千葉大学大学院医学研究院脳神経内科学 若年・高齢パーキンソン病の脳血流画像・神経心理スコアにおける差異

P-35 菅谷 慶三 東京都立神経病院脳神経内科
パーキンソン病における層別化とレビー小体型認知症との比較による疾患特

異的な黒質線条体神経変性パターン

P-36 戸恒 智子 国立病院機構 仙台西多賀病院 脳神経内科
123I-FP-CIT SPECT中脳集積半定量評価法の確立とパーキンソン症候群の鑑

別への応用

P-37 蝦名 潤哉 東邦大学医学部内科学講座神経内科学分野 レム睡眠行動障害における大唾液腺MIBG集積の検討

P-38 若杉 尚宏 NHO西新潟中央病院脳神経内科
パーキンソン病 (PD) におけるMIBG心筋シンチグラフィの非集積低下群の

特徴

P-40 松浦 慶太 三重大学 脳神経内科 パーキンソン病患者の脳深部刺激術1年後の症状と脳萎縮との関連について

P-41 山本 達也
千葉県立保健医療大学 健康科学部 リハビリテー

ション学科

パーキンソン病において非運動症状は脳深部刺激療法術前・術後患者の生活

の質に影響する

P-42 大平 純一朗 京都大学脳神経内科 脳神経内科医の効率的な情報取得を促進し、治療の均質化を目指す取り組み

P-43 鈴木 宏幸 愛知医科大学 パーキンソン病総合治療センター ホスレボドパ持続皮下注療法の効果が早期に減弱した1例

P-44 小澤 忠嗣 自治医科大学 内科学講座 神経内科学部門 パーキンソン病のL-dopa誘発性すくみ足に対するL-dopa持続経腸療法

P-45 佐藤 玄祐 東海大学医学部内科学系脳神経内科
視床下核脳深部刺激療法術後経過でホスレボドパ・ホスカルビドパ持続皮下

注入療法を導入した2症例の検討

P-46 中谷 勇亮 聖マリアンナ医科大学脳神経内科
当院におけるホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合持続皮下注療法の検

討

P-47 宮城 雄一 独立行政法人国立病院機構相模原病院 当院におけるレボドパ・ホスカルビドパ持続皮下注療法の実践

P-48 井関 賛 順天堂大学医学部脳神経内科・神経学講座
進行性核上性麻痺の新規中脳萎縮様式と、簡便・高精度な診断手法Double

one line methodの確立

P-49 石原 稔也 国立病院機構 宇多野病院 臨床研究部・脳神経内科 進行性核上性麻痺の臨床的特徴とDAT SPECT所見

P-50 堀本 佳彦 名古屋市総合リハビリテーションセンター 進行性核上性麻痺のTHK5351 PET所見

P-51 王子 悠 順天堂大学医学部神経学講座 ATP1A3(DYT12)新規遺伝子変異による臨床像の検討

P-52 上利 崇 国際医療福祉大学成田病院 眼瞼痙攣に対する画像誘導下プログラミングを用いた淡蒼球刺激療法

P-53 堀江 将太朗 三重大学医学部附属病院 MABが効果的であった、動作性および体幹部ジストニアの3例

P-54 川井 未知子 昌仁醫修会 瀬川記念小児神経学クリニック 当院を受診した小児のFunctional movement disorderの症例の検討

P-55 松本 真一 大阪脳神経外科病院 脳神経内科 特発性ジストニアに対するlow doses of L-DOPA/D2 antagonist 治療の検討

P-56 小林 夏奈 熊本機能病院 総合リハビリテーション部 パーキンソン病患者の自動車運転に関するアンケート調査

P-57 田中 友章 九州大学病院 リハビリテーション部
早期パーキンソン病患者に対する四肢協調運動が即時的にストライド拡大と

歩行周期変動が減少した一例

P-58 岩村 真樹 藍野大学 医療保健学部 理学療法学科
パーキンソン病教育入院実施者におけるBerg Balance Scale変化量とMDS-

UPDRS part Ⅲ変化量との関連性の検証

P-59 山田 麻和
社会医療法人春回会 ⾧崎北病院 総合リハビリテー

ション部
パーキンソン病患者に対する体幹装具Trunk Solutionの効果検証

P-60 岡本 祐輔 藍野病院リハビリテーション科
パーキンソン病教育入院実施者におけるBerg Balance Scale変化量とMDS-

UPDRS part Ⅲ変化量との関連性の検証

P-61 村松 秀樹 都立神経病院
「パーキンソン病患者がホスレボドパ・ホスカルビドパ持続皮下注療法で体

験する身体・精神・生活面の変化」

P-62 下谷  和美 独立行政法人国立病院機構 鳥取医療センター
当院のホスレボドパ・カルビドパ持続皮下注射療法導入の実際 －院内認定

のPDナースとしての立場から－

P-63 河野 滉平 社会医療法人 春回会 ⾧崎北病院
ヴィアレブ??配合持続皮下注を導入したパーキンソン病患者の自立支援へ

の取り組み

P-64 谷口 渚 東邦大学医療センター大森病院 パーキンソン病患者に対するヴィアレブ??導入開始における看護師の認識

P-65 河内 美咲 社会医療法人春回会 ⾧崎北病院 地域医療部 ヴィアレブ導入時の入院におけるMSWの役割の振り返り

P-66 永井 光雄 国立病院機構西新潟中央病院
症状日誌活用が多職種連携を推進する-食事動作が改善したPD患者の経験を

基に-

P-67 鈴木 菜桜 神経病院 入院前とADLが大きく変わったパーキンソン病患者の希望を支える関わり

P-68 山﨑 美枝 国立病院機構南京都病院看護部 起立性低血圧をきたしたパーキンソン病患者の在宅療養にむけた実践報告

P-69 田村 紀子 慶應義塾大学看護医療学部 外来通院中のパーキンソン病患者が便秘に関連して体験している困難

P-70 加藤 雅斗 国立⾧寿医療研究センター薬剤部 パーキンソン病療養指導士による当センターでの取り組み

P-71 古川 文香 社会医療法人春回会⾧崎北病院 療養病棟入院中のパーキンソン病患者の幻覚に関する調査

ジストニア

PD リハ

メディカルスタッフ Lドパ持続療法

メディカルスタッフ 多職種連携

PD 認知

PD バイオマーカー・病態

PD 画像①（核医学）

PD DAT（DBS）

PD Lドパ持続療法①

PSP



発表日時：7月26日（土）14:00～15:00

セッション名
ポスター

番号
筆頭著者 所属機関名 演題名

P-72 陳 佑佳 東海大学医学部附属八王子病院 当院におけるサフィナミドの感覚障害に対する効果

P-73 手塚 俊樹 慶應義塾大学医学部神経内科 パーキンソン病患者の痛覚変調性疼痛の臨床的特徴

P-74 隅 寿恵 市立東大阪医療センター 疲労スコア(PFS-16)が有用なパーキンソン病患者の検討

P-75 福島 大喜 名古屋大学 神経内科学
パーキンソン病の診断・リスク評価に用いるにおい提示装置の嗅素数削減に

関する検討

P-76 朴 貴瑛 国立病院機構宇多野病院 後期パーキンソン病にみられる重症低血糖の背景と病態についての検討

P-77 竹ノ内 晃之 浜松医科大学脳神経内科 起立性低血圧患者の脳血流変化

P-78 山上 圭 医療法人久仁会 鳴門山上病院 脳神経内科
嚥下運動モニタB4Sの視覚的フィードバックを利用したささやき発話による

パーキンソン病の嚥下訓練の有用性

P-79 冨田 聡 国立病院機構 宇多野病院 臨床研究部、脳神経内科
L-Dopaによるパーキンソン病の嚥下機能改善効果：HRM検査を用いたパイ

ロット研究

P-80 森本 伶美 東京女子医科大学病院 脳神経内科 パーキンソン病における嚥下障害の自覚症状とサルコペニアの関連

P-81 小谷 理紗  1)東京大学大学院医学系研究科 神経内科学
標準ディサースリア検査（AMSD）を用いた音声特徴量解析による大脳基底

核障害と小脳障害の定量的鑑別

P-82 杉村 容子 国立病院機構仙台西多賀病院
パーキンソン病および進行性核上性麻痺の音読課題のエラーパターン分析と

鑑別診断への有用性

P-83 馬場 徹 国立病院機構仙台西多賀病院 脳神経内科 パーキンソン病におけるiNPH関連画像所見（DESH）の頻度と臨床的特徴

P-84 丸本 浩平 兵庫県立リハビリテーション西播磨病院 脳神経内科
パーキンソン病の脳白質拡散異方性とリハビリテーション治療の効果：拡散

テンソル画像解析

P-85 関 守信 慶應義塾大学医学部
パーキンソン病患者におけるレム睡眠行動異常症とglymphatic systemの関

係

P-86 小澤 正和 東京慈恵会医科大学 内科学講座 脳神経内科 SuStaInを用いたParkinson病と多系統萎縮症の脳萎縮進行パターン解析

P-87 小川 崇 順天堂大学医学部附属 順天堂医院 脳神経内科 パーキンソン症候群による脳幹萎縮の経年変化を検出する新規単純測定法

P-88 佐光 亘 順天堂大学 神経学講座
自動動画撮影・解析アルゴリズムによるパーキンソン病運動スコア測定シス

テムの構築

P-89 三枝 洋喜 慶應義塾大学医学部 リハビリテーション医学教室
パーキンソン病患者に対する集団テレリハビリテーション参加者の特徴と患

者及び介護者の期待していること

P-90 大山 彦光 埼玉医科大学 脳神経内科・脳卒中内科 Wi-Fiを用いたパーキンソン病の運動症状の非接触モニタリング技術の開発

P-91 大山 彦光 順天堂大学大学院医学研究科 神経学
ウェアラブルデバイスを使用したパーキンソン病患者の日常症状モニタリン

グの臨床的有用性：SHARE-PD研究

P-92 竹重 遥香 順天堂大学脳神経内科
パーキンソン病患者を対象とした抗菌薬併用腸内細菌叢移植療法の臨床試験

（プロトコル）

P-93 西川 典子 順天堂大学医学部附属順天堂医院 脳神経内科
パーキンソン病患者におけるレボドパ単剤治療へのサフィナミド併用療法の

効果：アジア人併合解析

P-94 伊勢 良太 株式会社SNLD
レボドパ点鼻薬（TR-012001）の日本人健康成人男性における臨床第I相試

験成績

P-95 野元 正弘 済生会今治病院 脳神経内科・臨床研究センター レボドパ点鼻薬TR-012001の探索的臨床第II相試験成績

P-96 中村 直子 三重大学脳神経内科
ホスレボドパ・ホスカルビドパ持続皮下注療法における幻視の出現と脳萎縮

との関連について

P-97 忽滑谷 智紀 慶應義塾大学医学部神経内科 ホスレボドパ/ホスカルビドパ持続皮下注療法が非運動症状に及ぼす影響

P-98 山本 兼司 国立病院機構南京都病院 脳神経内科
ホスレボドパ・ホスカルビドパ持続皮下注療法により睡眠・QOLが改善し

睡眠時無呼吸が軽減した一例

P-99 櫻本 浩隆 獨協医科大学病院 脳神経内科
ホスレボドパ・ホスカルビドパ持続皮下注療法導入後に睡眠構築の改善を認

めたパーキンソン病の3例

P-100 梶本 賀義 和歌山県立医科大学附属病院紀北分院 内科 多系統萎縮症における反復する低血糖は視床下部機能障害の可能性がある

P-101 前田 利樹 藤田医科大学 脳神経内科学
多系統萎縮症患者の髄液中では、ミクログリアの活性化の指標である

sTREM2の上昇が認められる

P-102 宮崎 育子 岡山大院・医歯薬・脳神経機構学
線維化αシヌクレインによる中脳ドパミン神経障害に対するアストロサイト

の神経保護機構に関する検討

P-103 仲野 義和 千葉大学医学部附属病院脳神経内科 多系統萎縮症において運動症状と関連する脳血流画像パターン

P-104 ⾧尾 龍之介 藤田医科大学病院 脳神経内科 多系統萎縮症におけるトリプトファン代謝の変容とキヌレニン系の役割

P-105 ⾧谷川 有香 国立病院機構西新潟中央病院脳神経内科
脊髄小脳変性症6型(SCA6)の変異を有し、パーキンソン病(PD)の臨床経過が

前景に立つ1例

P-106 中森 正博 広島大学大学院医系科学研究科脳神経内科学 SCA42の原因である変異型Cav3.1によるシナプス関連タンパク質輸送障害

P-107 中原 圭一 熊本大学 脳神経内科 当院における脳腱黄色腫症5例の臨床的特徴

P-108 吉倉 延亮 岐阜大学大学院医学系研究科脳神経内科学分野 本邦における代謝型グルタミン酸受容体1型抗体脳炎の臨床的特徴の検討

P-109 森 泰子 岐阜大学大学院医学系研究科 脳神経内科学分野 自己免疫性小脳失調症の診断におけるFDG-PETの有用性の検証

P-110 柴山 秀博 亀田メディカルセンター脳神経内科 シャルコーの捉えていた失立失歩(astasia-abasia)

P-111 布村 仁一 医療法人雄心会青森新都市病院脳神経内科 「よく転ぶ」を主訴に受診した患者

P-112 ⾧岡 正範 リハビリテーション翼の舎病院リハビリテーション科 中心傍小葉梗塞例での観察：歩行獲得に一次運動野が必要か？

P-113 石山 駿 東北大学病院脳神経内科
Impaired knee joint extension could be the first symptom of spastic

paraparesis

P-114 阿部 ななみ 国立病院機構西新潟中央病院 リハビリテーション科 短期集中プログラムの作成と理学療法士の関わりについて

P-115 谷内 涼馬
国立病院機構松江医療センター リハビリテーション

科

パーキンソン病短期集中入院リハビリテーションにおける生体力学的評価は

治療効果を予測する

P-116 須貝 幸起 国立機構西新潟中央病院リハビリテーション科 短期間目標設定型のPD外来リハビリテーションの取り組み

P-117 松本 英之 三井記念病院 脳神経内科 パーキンソン病のリハビリテーション入院の検証

P-118 山口 啓二 一宮西病院 パーキンソン病に対するHAL腰タイプを用いた5日間の起立歩行訓練の効果

P-119 松下 航 株式会社サンウェルズ サービス開発部
進行期パーキンソン病患者に対するエクサゲームプログラムの受容性、安全

性、潜在的有効性：パイロットRCT

MSAその他

小脳失調

歩行障害

PD リハ②

PD 非運動症状②

PD 嚥下障害

PD 画像②（MRI主体）

PD 遠隔

PD 臨床試験

PD Lドパ持続療法②


