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「
ケ
ガ
や
病
気
に
よ
っ
て
プ
ツ
リ
と
途
切

れ
て
し
ま
っ
た
患
者
さ
ん
の
人
生
を
、ど
う

つ
な
い
で
い
く
か
。
そ
の
人
の
生
活
の
再

構
築
を
手
助
け
す
る
こ
と
こ
そ
が
、リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
最
終
目
標
な
の
で
す
。

私
た
ち
は
、少
し
で
も
そ
の
役
に
立
て
れ
ば

と
思
っ
て
い
ま
す
」と
作
業
療
法
士
の
坂
田

祥
子
氏
は
話
す
。

世
界
保
健
機
関（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）が
1
9
8
1

年
に
発
表
し
た
定
義
に
は
、
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
と
は「
障
が
い
や
障
が
い
を

も
っ
た
状
態
を
改
善
し
、障
が
い
者
の
社

会
的
統
合
を
目
指
す
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
含

む
」と
あ
る
。
つ
ま
り
、機
能
の
回
復
だ
け

で
な
く
、障
が
い
の
あ
る
人
が「
そ
の
人
ら

し
く
回
復
す
る
こ
と
」を
意
味
す
る
幅
広

い
概
念
な
の
だ
。

ケ
ガ
や
病
気
で
身
体
に
何
ら
か
の
障
が
い
を
負
っ
た
人
々
を
対
象
に
、

食
べ
る
、ト
イ
レ
に
行
く
と
い
っ
た
日
常
の
基
本
動
作
か
ら

家
事
、仕
事
、遊
び
な
ど
生
活
全
般
ま
で
が
で
き
る
よ
う
に

手
助
け
を
す
る
の
が
作
業
療
法
士
。

医
療
分
野
で
活
躍
す
る
坂
田
祥
子
氏
は
、

障
が
い
の
あ
る
人
た
ち
が
自
立
し
た
生
活
を

取
り
戻
す
ス
テ
ッ
プ
に
お
け
る
頼
れ
る
存
在
だ
。自

立
生
活
の
再
ス
タ
ー
ト
を
手
伝
う
喜
び

吹
き
抜
け
に
面
し
た
明
る
い
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
ル
ー
ム
。
数
人
の
患
者
が
作

業
療
法
士
に
マ
ン
ツ
ー
マ
ン
で
つ
き
添
わ

れ
、そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
に
取
り
組
ん
で
い

る
。
花
や
風
景
の
ぬ
り
絵
に
色
を
塗
る
人
、

垂
直
に
立
て
た
棒
に
下
か
ら
ク
リ
ッ
プ
を

留
め
て
い
く
人
。
壁
に
は
患
者
た
ち
の
つ

く
っ
た
刺
繍
や
編
み
物
、折
り
紙
の
作
品

な
ど
が
飾
っ
て
あ
る
。

「
リ
ハ
ビ
リ
」と
い
え
ば
、動
か
な
く
な
っ

た
手
足
を
曲
げ
た
り
伸
ば
し
た
り
す
る
よ

う
な
訓
練
を
思
い
浮
か
べ
る
が
、本
質
は

そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

ケ
ガ
や
病
気
で
中
断
し
た

人
生
を
つ
な
ぎ
直
す

シ
ゴ
ト
に学
ぶ
8

特
集

作
業
療
法
士

坂
田
祥
子

東
京
湾
岸
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
院

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
は
大
き
く
わ

け
て
4
つ
の
分
野
が
あ
る
。
病
院
な
ど
の

医
療
施
設
で
行
わ
れ
る「
医
学
的
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
」、障
が
い
児
を
対
象
と
し

て
特
別
支
援
学
校
な
ど
で
行
わ
れ
る「
教

育
的
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
」、障
が
い
者

の
就
職
や
復
職
を
支
援
す
る「
職
業
的
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
」、障
が
い
者
の
家
庭

復
帰
や
社
会
復
帰
の
妨
げ
を
軽
減
す
る

「
社
会
的
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
」だ
。

こ
れ
ら
す
べ
て
の
分
野
に
お
い
て
、手
芸

や
工
作
、そ
の
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
作
業
を

通
じ
て
、字
を
書
く
、着
替
え
を
す
る
、ト

イ
レ
に
行
く
、買
い
物
に
行
く
と
い
っ
た
日

常
生
活
や
社
会
生
活
に
欠
か
せ
な
い
動
作

が
で
き
る
よ
う
に
指
導
、援
助
を
す
る
の

が
作
業
療
法
士
の
仕
事
だ
。

小さな棒を1本ずつひっくり返して立てる。細かい
手先の動きが必要となる。
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見本のとおりに色を塗るリハビリテーション。作品
は病院内で展示され、モチベーションを高めている。

作業療法をはじめる前に、筋肉の緊張をほぐすため
の関節可動域訓練を行う。

色によってバネの力が異なる
クリップを使ってつまみ力の
強化を指導する。



� one hour / 2010.11

坂田祥子（さかた・さちこ）
東京湾岸リハビリテーション病
院作業療法科科長。リハビリ
テーション専門の学校などで作
業療法を学んだ後、新所沢潤和
病院や慶應義塾大学病院で働
く。その後次世代育成のため群
馬大学医学部保健学科で教員を
務める。臨床現場での作業療法
士育成指導者として2007年よ
り同病院勤務。
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シ
ゴ
ト
に学ぶ
8

特
集

　美術や音楽、仕事、遊びなどの作業を
とおして心身の機能を回復させる作業
療法の原点は、古くは紀元前の古代ギ
リシャ時代からすでに実践されていた
といわれる。ヨーロッパの医学に影響
を与えたとされる古代ギリシャの医師
ガレンは「農園や土木作業などで働く
ことは、自然の最もすぐれた医師であ
る」という言葉を残している。
　この時代から長らく作業療法は精神
の病に対する治療法とされていたが、
第一次世界大戦による負傷者のリハ
ビリテーションをきっかけに、身体の
障がいに対して用いられるようになっ
た。日本では1966年から作業療法士
の国家試験が開始され、今日までに5
万3,000人以上の作業療法士が誕生し
ている。

1	 周囲の人の意見を集め、
	 主観だけで人を捉えない

2	 患者と目標を共有する

3	 スタッフ間の
	 コミュニケーションを密にとる

シゴトの３カ条

古代ギリシャ時代から
存在した「作業療法」

作
業
療
法
士

だ
っ
た
こ
と
か
ら
、世
の
中
に
は
、身
体
が

思
い
ど
お
り
に
動
か
な
く
て
不
自
由
な
思

い
を
し
て
い
る
人
が
た
く
さ
ん
い
る
こ
と

を
、子
ど
も
の
頃
か
ら
実
感
し
て
い
ま
し

た
。
就
職
雑
誌
を
見
て
作
業
療
法
士
と
い

う
職
業
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、少
し
で
も

そ
う
い
う
人
た
ち
の
役
に
立
て
れ
ば
い
い

な
、と
」。

作
業
療
法
士
に
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

に
関
す
る
知
識
や
技
術
が
求
め
ら
れ
る
の

は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、そ
れ
以
上
に
重
要

な
資
質
は
、人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

能
力
だ
と
坂
田
氏
は
言
う
。

「
患
者
さ
ん
は
、自
分
の
思
っ
て
い
る
も
の

と
違
う
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
さ
せ
ら
れ

た
の
で
は
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
上
が
り
ま
せ

ん
。
一
人
ひ
と
り
の
気
持
ち
を
く
み
取
り
、

よ
く
話
し
合
っ
て
、目
標
を
共
有
し
な
け
れ

ば
期
待
す
る
効
果
は
出
な
い
の
で
す
」。

患
者
は
退
院
後
、ど
う
い
う
自
分
に
な

り
た
い
と
考
え
て
い
る
の
か
。
職
場
復
帰

を
望
む
な
ら
、ス
ー
ツ
を
着
た
り
、字
を
書

い
た
り
、パ
ソ
コ
ン
の
キ
ー
ボ
ー
ド
を
打
っ

た
り
で
き
る
よ
う
に
な
り
た
い
だ
ろ
う
。

主
婦
と
し
て
家
事
を
切
り
盛
り
し
た
い
な

ら
、掃
除
や
料
理
を
元
の
よ
う
に
う
ま
く

こ
な
し
た
い
に
違
い
な
い
。

し
か
し
、ま
ひ
し
た
手
が
動
か
せ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
し
て
も
、つ
ま
む
、握
る
と

い
っ
た
複
雑
な
動
き
ま
で
は
で
き
る
よ
う

に
な
ら
な
い
こ
と
も
少
な
く
な
い
。「
そ
ん

な
と
き
、ま
ひ
し
た
利
き
手
で
は
な
く
、反

対
の
手
で
で
き
る
よ
う
に
練
習
す
る『
利

き
手
交
換
』が
有
効
な
場
合
も
あ
り
ま
す
。

患
者
さ
ん
に
と
っ
て
は
シ
ョ
ッ
ク
で
し
ょ

う
が
、目
標
達
成
に
向
け
て
希
望
が
も
て

れ
ば
、ご
本
人
も
納
得
し
て
気
持
ち
が
切

り
替
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
」。

坂
田
氏
が
所
属
す
る
東
京
湾
岸
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
院
は
、そ
の
名
の
と
お
り

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
医
療
の
専
門
病
院

だ
。
患
者
の
約
7
割
は
脳
卒
中
の
後
遺
症

で
身
体
の
片
側
が
不
自
由
に
な
っ
た「
片か

た

ま
ひ
」の
人
た
ち
、残
り
3
割
は
交
通
事
故

や
転
倒
に
よ
っ
て
骨
折
し
た
人
な
ど
が
多

い
。「
理
学
療
法
と
作
業
療
法
、言
語
聴
覚

療
法
を
並
行
し
て
受
け
て
い
る
人
も
い
ま

す
」と
坂
田
氏
は
説
明
す
る
。

理
学
療
法
と
は
、手
や
足
な
ど
身
体
の

ま
ひ
な
ど
に
対
し
、筋
力
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
や

動
作
練
習
な
ど
の
運
動
療
法
を
用
い
て
改

善
さ
せ
る
こ
と
。
こ
れ
に
よ
っ
て
手
足
が

動
く
よ
う
に
す
る
と
同
時
に
、作
業
療
法

で
は
さ
ら
に
細
か
い
指
先
の
動
き
や
、生
活

に
直
結
し
た
動
作
が
で
き
る
よ
う
に
し
て

い
く
。
訓
練
室
だ
け
で
な
く
、入
院
し
て
い

る
病
室
で
ベ
ッ
ド
か
ら
起
き
上
が
っ
て
車

イ
ス
に
乗
り
移
っ
た
り
、歯
磨
き
を
し
た
り

と
い
っ
た
実
践
に
即
し
た
練
習
も
行
う
。

脳
の
病
気
や
頭
の
外
傷
、神
経
疾
患
で

物
忘
れ
が
激
し
い
、考
え
を
ま
と
め
ら
れ

な
い
と
い
っ
た
症
状
が
あ
る
場
合
は
、作
業

療
法
の
一
環
と
し
て
オ
セ
ロ
な
ど
の
ゲ
ー

ム
を
取
り
入
れ
る
こ
と
も
あ
る
。「
ゲ
ー
ム

は
情
勢
を
み
て
、戦
略
を
練
る
訓
練
と
し

て
適
し
て
い
る
か
ら
で
す
」と
坂
田
氏
。
さ

ら
に
、う
ま
く
言
葉
が
出
な
い
、食
べ
物・飲

み
物
が
飲
み
込
み
に
く
い
な
ど
の
症
状
が

あ
れ
ば
、言
葉
を
読
む・
聞
く・
話
す
、口
の

周
り
の
筋
肉
を
動
か
す
な
ど
の
言
語
聴
覚

療
法
を
併
用
す
る
。

こ
う
し
た
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
は
、患
者
一
人
ひ
と
り
の
状
態
に

応
じ
て
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
で
計
画
さ
れ

る
。
ま
ず
、医
師
が
診
察
の
う
え
必
要
な

検
査
を
実
施
し
、そ
の
結
果
と
患
者
本
人

の
困
っ
て
い
る
こ
と
や
目
標
と
重
ね
合
わ

せ
て
決
定
す
る
。
次
に
内
容
に
応
じ
て
作

業
療
法
士
や
理
学
療
法
士
、言
語
聴
覚
士

の
指
導
、援
助
の
も
と
で
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
を
行
い
な
が
ら
、き
め
細
か
く
効

果
を
確
認
し
、フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
つ
つ
進

め
て
い
く
。

「
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
は
医
師
、看
護

師
、各
療
法
士
な
ど
に
よ
る
チ
ー
ム
医
療

で
す
。
同
じ
患
者
さ
ん
で
も
相
手
に
よ
っ

て
見
せ
る
顔
は
そ
れ
ぞ
れ
。
た
と
え
ば
、医

師
に
は
話
し
に
く
い
こ
と
を
療
法
士
や
看

護
師
に
相
談
す
る
こ
と
も
あ
る
し
、療
法

士
の
前
で
は
無
理
を
し
て
が
ん
ば
り
す
ぎ

る
人
も
い
る
。
ス
タ
ッ
フ
間
で
情
報
共
有

を
し
て
、患
者
さ
ん
の
全
体
像
を
見
る
こ

と
が
大
事
で
す
」と
坂
田
氏
。

作
業
療
法
士
と
な
っ
て
20
年
。
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
現
場
で
活
躍
す
る
ほ
か
、

大
学
の
養
成
コ
ー
ス
で
教
員
を
し
た
経
験

も
あ
る
坂
田
氏
が
、こ
の
仕
事
を
選
ん
だ

き
っ
か
け
は
身
近
な
家
族
や
友
人
だ
っ
た
。

「
父
が
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
て

い
た
こ
と
、仲
の
い
い
友
だ
ち
が
小
児
ま
ひ

上）医師や看護師、理学療法士らとの情報交換
はまめに行っている。
右）ある患者の1時間の作業療法プログラム。
患者の問題や目標に合わせ、いろいろな種類
の作業を組み合わせる。

医
師
、看
護
師
、療
法
士
の

チ
ー
ム
医
療
で
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ

こ
う
し
た
心
の
サ
ポ
ー
ト
を
す
る
こ
と
も
、

作
業
療
法
士
の
重
要
な
役
割
だ
。

だ
れ
も
が
み
な
そ
れ
ぞ
れ
に
、人
生
で

大
切
に
し
て
き
た
も
の
が
あ
る
。
障
が
い

を
負
っ
た
こ
と
で
そ
れ
を
奪
わ
れ
、い
っ
た

ん
は
絶
望
を
感
じ
た
で
あ
ろ
う
人
た
ち

が
、リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
自
分

ら
し
さ
を
取
り
戻
し
、再
び
社
会
へ
復
帰

し
て
い
く
。「
作
業
療
法
を
通
じ
て
い
ろ
い

ろ
な
人
生
に
触
れ
ら
れ
る
こ
と
、そ
し
て
そ

の
再
ス
タ
ー
ト
の
お
手
伝
い
を
で
き
る
こ

と
に
最
高
の
や
り
が
い
を
感
じ
ま
す
」と

坂
田
氏
は
話
す
。

作
業
療
法
士
を
は
じ
め
、リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
に
携
わ
る
医
療
ス
タ
ッ
フ
と
患
者

自
身
の
が
ん
ば
り
に
よ
っ
て
ひ
と
り
が
よ

く
な
れ
ば
、そ
れ
を
見
た
ほ
か
の
患
者
は

自
分
も
、と
勇
気
を
も
て
る
。
希
望
が
、水

面
の
輪
の
よ
う
に
広
が
っ
て
い
く
。

患
者
の
気
持
ち
に
寄
り
添
う

心
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
も

上）東京湾岸リハビリ
テーション病院のメイ
ンのリハビリテーショ
ンルーム。
右）自宅の浴室に合わ
せて、広さや浴槽の高
さを調整できるシミュ
レーション装置。

右）作業に取り組みやすいよう、患者の障
がいに合わせて、自助具や装具をつくるこ
ともある。写真は手関節を固定するための
装具。
左）病室からリハビリテーションルームま
で送り迎えをするかどうかも、患者に合わ
せて決めている。


