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第
二
回
京
都
府
作
業
療
法
学
会 

 

「
楽
し
む
作
業
～
生
活
の
質
に
つ
な
が
る
作
業
療
法
～

」 

作
業
療
法
士 

山
根 

寛 

   

行
住
坐
臥 

作
業
即
養
生 

  
 

～
作
業
を
い
と
な
み 

 
 
 
  
 

作
業
が
つ
む
ぐ
～ 
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私
が
作
業
療
法
士
に
な
っ
た
の
は
32
歳 

あ
れ
か
ら
32
年 

い
つ
の
間
に
か 

ど
こ
ま
で
が
仕
事
な
の
か 

遊
び
趣
味
な
の
か 

区
別
が
つ
か
な
く
な
っ
た 

つ
け
な
く
て
も
よ
く
な
っ
た 

作
業
療
法
は
最
良
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど 

あ
っ
け
な
い
ほ
ど
単
純
で 

自
然
な
も
の
に
な
る 

そ
の
平
凡
で
豊
か
な
日
常
性
が 

自
然
な
治
癒
力
を
引
き
出
し 

病
い
を
治
す
こ
と
か
ら
治
る 

病
い
を
生
き
る
視
点
を
照
ら
し
出
す 

そ
の
技
の
支
え
に 

作
業
療
法
の
知
と
心
が
あ
る 

  
 

自分の生き方がそのまま作業療法になる 
それが作業療法の本質 

 

作業療法を楽しんでいる自分が楽しい 
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作業療法って？ 
 

  こころとからだのリハビリテーション 

  生活行為の向上をマネジメントする仕事 

 生活を構成するさまざまな行為(作業)を手段に 

 ひととその生活機能をアセスメントし 

 生活機能の障害があるもしくは予測される者に 

 生活に必要な行為ができるよう援助します 

 

 生活をよりよい健康な状態に 

ひ
と
の
一
日
は 

さ
ま
ざ
ま
な
作
業
の
い
と
な
み 

そ
の
い
と
な
み
を
積
み
か
さ
ね 

一
人
ひ
と
り
の
生
活
や
人
生
が 

風
合
い
の
異
な
る
織
物
の
よ
う
に
つ
む
が
れ
る 

作
業
を
い
と
な
み 

作
業
が
つ
む
ぐ 

ひ
と 

そ
の
作
業
的
存
在 

 

思
わ
ぬ
病
い 

こ
こ
ろ
や
か
ら
だ
の
障
害
は 

日
々
の
作
業
の
い
と
な
み
の
障
害
と
な
り 

生
活
や
人
生
の
つ
む
ぎ
に
ほ
こ
ろ
び
を
つ
く
る 

ひ
と
に
と
っ
て
病
い
や
障
害
と
は 

日
々
の
作
業
の
い
と
な
み
の
障
害 

生
活
や
人
生
の
つ
む
ぎ
の
ほ
こ
ろ
び 
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失
い
そ
こ
な
わ
れ
た
日
々
の
い
と
な
み 

そ
の
再
び
の
こ
こ
ろ
み
が 

ほ
こ
ろ
び
を
繕
い 

あ
ら
た
な
人
生
を
つ
む
ぎ
な
お
す 

作
業
を
い
と
な
み 

作
業
が
つ
む
ぐ 

ひ
と 

そ
の
作
業
的
存
在 

 

ひ
と
は
生
き
る
た
め
に
作
業
す
る 

作
業
す
る
こ
と
で
成
長
し 

作
業
す
る
こ
と
で
不
安
を
軽
減
し 

生
活
を
楽
し
む
た
め
に
作
業
す
る 

作
業
療
法
の
手
段
は 

行
住
坐
臥 

ひ
と
が
日
々
行
っ
て
い
る
生
活
の
い
と
な
み  

生
活
行
為 

 

ひとは生きるために作業をする作業的存在 

病気や心身の機能障害は その作業の障害として現れる 

 命を保つ 
 

 生きる 
 

 うまく生きる 

 ゆたかに生きる 

日常の自立に必要な作業（日常生活行為） 

生きるための作業（採り、育て、料り、食べ、働く）  

生き延びるための作業（神頼みのトランス、協働） 

 自分の考えや気持ち表し伝える作業 

 豊かに生きるための作業（遊ぶ・楽しむ） 

ひとは生きるために作業し 

作業することで 楽しみ 困難や不安を乗り越える 

ひとと作業 
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活 動 参 加 

健康状態/変調・疾病 

心身機能･身体構造 
生活 
機能 

背景 
因子 

個人因子 環境因子 

基本能力 
 

・病状の軽減 
・感覚運動機能の向上 
・精神認知機能の向上 
 （記憶・注意・集中力etc） 
・情動の安定 

応用能力 
 

・ADL機能 ・IADL機能 
・コミュニケーション技能 
・楽しむ体験 
・役割行動の習慣化 
・対人交流 
・社会適応技能 

適応能力 
 

・日常生活の自律 
・人との交流 
・集団への参加 
・社会生活への取り組み 
・その他 

 環境の調整  
（人的・物的等） 

個別性・主体性 
（職業・役割・趣味等） 

病を治すから病いを生きる主体性 
QODを考える生き方 

作業療法の視点 

作業療法の視点 

 作業療法は環境の調整と 

 自身の身体をもちいた主体的行為による 

 日常生活や社会生活に必要な技能の学習・再学習 

 その効果は 

 その人自身が主体的に取り組むかどうかに依存する 

  できないことをできないことのままにしない  
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 ストレングスモデル   

 リカバリー  

 QOD    

 生活行為の質  

 作業とことば   

         

 作業と脳・身体 

 知覚のカテゴリー化           

作業療法の視座 

 できないことよりできること 

 病いを生きる 病いも生きる 

 人生の締めくくり 

 作業を楽しむ 

 ことばを生かす作業 

    作業を生かすことば 

 ひとは身体としてある 

 ことばで括る          

   

ability 

capability 

Welfare 

 

 

工夫 自助 

公助 支援  

disease 

impairment 

disability 

handicap 

 

治療 訓練  

代理 収容      

Weakness model Strength model 

 
失ったものを追い求めずに 

今あるものを活かす 

あれもだめ これもできない から 

こうしてもいい 何とかなる 

やってみよう 

 

 ストレングスモデル 
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discover 
自己の偏見や否定的影響 
とらわれからの自己解放 

cover 
取り込んだ偏見 

disease  disability 
疾患に対する偏見と誤解 
活動制限 参加制約 

thriving 
成長（態度,技量,役割） 
希望のある生活の実現 

recover 
意味と目的 価値 役割 

coping 
生活や人生への希望 

自己決定 自己主体感 

当事者の体験から生まれた 
病いを生きるともいえる概念 

リカバリー 

病いを生きる 病いも生きる 

医療･医学の進歩 
 

疾病構造の変化 

疾病と治療の帰結の変化 

QOD ： quality of death 

救命・延命 治癒 

 生活の量と質 quantity and quality of life 

 終わり方の質  quality of death 
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楽しむ作業？ 

楽しい作業ではなく 

楽しむ作業 

ここでボタンをかけ間違えると 

みんなが落ちる 落とし穴 
 

必要なのは作業することを楽しくすること 

日々の作業（生活行為)が楽しくできること 

生活行為(日々の作業)の質を高める    

作業を楽しむ 作業することを楽しくとは？ 

もちいる作業は 

食事、入浴、整容、散歩、買い物、交流など 

日常生活に関するものをまず 

そして仕事、余暇など 

生活を豊かにする作業へ 

 

 

作業をもちいるには 

まず作業療法の機能を知り 

作業をすることが意味ある体験として残る関わり 

作業を生かすことばとことばを生かす作業が必要 
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作業とことば 

作業 
 

+ 
 

人・言葉 

non-human 

non-verbal 

+ 

Human 

verbal 

作
業
は 

こ
と
ば
を 

意
味
あ
る
も
の
に
し 

腑
に
落
と
し 

 

こ
と
ば
は 

作
業
を 

意
味
あ
る
も
の
に
括
り 

腑
に
落
と
す  

 

こ
と
ば
を 

活
か
す
作
業
と 

作
業
を 

活
か
す
こ
と
ば 

作業療法士は 

作業という薬とことばのメスを使う 

Soul support as barefoot doctor 
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私
た
ち
一
人
ひ
と
り
は 

た
だ 

一
つ
の
身
体
を
も
っ
て
生
ま
れ 

た
だ 

一
つ
の
身
体
と
し
て
或
る 

 
 
 そ

の
身
体
を
通
し
て 

世
界
と
向
き
合
い 

世
界
を
知
り 

私
を
知
る 

 
 そ

の
身
体
を
通
し
て 

私
と
世
界
と
の
関
係
を
知
り 

な
す
べ
き
こ
と
を
判
断
し 

自
分
の
思
い
を
他
者
に
伝
え 

そ
の
思
い
を
実
現
す
る 

病
い
や
事
故
は 

自
己
と
身
体
の 

乖
離
を
引
き
起
こ
し 

生
活
に
支
障
を
き
た
す 

 

自
分
の
思
い
を
他
者
に
伝
え 

そ
の
思
い
を
実
現
す
る 

そ
の
す
べ
て
は 

だ
れ
の
も
の
で
も
な
い 

私
と
い
う 

た
だ
一
つ
の
身
体
を
通
し
て
成
り
た
つ 

私
と
い
う 

身
体
を
通
し
て
し
か
成
り
た
た
な
い 

 

私
が
或
る
と
い
う
こ
と 

そ
れ
は 

私
と
い
う
身
体
を 

私
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と 

脳は身体から得る情報により考える 

身体は作業により情報を確かめる 



2013/5/30 

11 

脳幹 
視床下部 
自律神経中枢 

 知覚のカテゴリー化 

人・物 
道  具 
素  材 

外部情報 
脳（中枢神経系） 

外部環境 

内部情報 

(フィードバック) 

(作業活動の環境への影響) 

中隔･扁桃
体･海馬 

身体図式 

皮膚感覚 
特殊感覚 

(除前庭覚) 
知覚のカテゴリー化 
運動企画 
フィードフォワード 

一次皮質 
  

二次皮質 

内臓感覚 
（内蔵情報） 

外 界 内 界 

身体 

前庭覚 
深部感覚 

（自己情報） 

 作業がどのような体験として認識されるかは 
 作業療法士のことばによる 
  知覚のカテゴリー化(経験の括り) 

外部情報 

 

内部情報 

作業活動にともなう自己情報 

 

 

 

 

外部情報 

環境からはいる感覚情報 

 

 

 

深 部 感 覚 

筋･腱･骨膜 

 特  殊   感  覚 

内耳(前庭覚)  目･耳･舌･鼻 

皮 膚 感 覚 

皮膚・粘膜 
内臓感覚 

内部情報 

人･物 

道  具 

素  材 

外部環境 

今の自分の状態と自分が置
かれている環境，向き合ってい
る対象，すべての情報は身体
を通して得られる 

今自分がどのような状況にあ
るかを判断する尺度は，すべ
て身体を通して体験蓄積さ
れた一次情報と見聞きした二
次情報 

知覚の 

カテゴリー化 

 知覚のカテゴリー化  ひとが生きるために行う状況の判断は 
  必要な情報もそれを判断する尺度も 
  すべて身体による目的的作業行為を通して得られる 
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ひ
と
の
惑
い
に 

か
か
わ
る
者
に 

求
め
ら
れ
る
の
は 

賢
し
き 

知
識
よ
り 

ひ
と
と
し
て
の 

深
み 

ひ
と
の
痛
み
に 

か
か
わ
る
者
に 

求
め
ら
れ
る
の
は 

賢
し
き 

理
性
よ
り 

ひ
と
と
し
て
の 

深
み 

ひ
と
の
暮
ら
し
に 

か
か
わ
る
者
に 

求
め
ら
れ
る
の
は 

賢
し
き 

聡
明
さ
よ
り 

ひ
と
と
し
て
の 

深
み 

 
 
 
 
 
 

 

 作業を楽しむ 作業することを楽しくするには 

 作業療法士が生活を楽しむことができることが必要 

 楽しい生活だけでは生活を楽しむことはできない    

あ
な
た
が 

病
い
を 

生
き
る
ひ
と
の 

こ
こ
ろ
の
車
い
す 

 

く
ら
し
の
杖 

あ
な
た
は b

arefoot d
octor 

あ
な
た
が sou

l su
p
p
ort 

と
も
に
作
業
す
る
こ
と
を
楽
し
む 


