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日
本
の
医
療
は
、
現
在
、
病
院
か
ら
在

宅
へ
と
徐
々
に
シ
フ
ト
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。

こ
れ
に
即
し
て
病
院
内
で
は
、
在
宅
を
視

野
に
入
れ
た
治
療
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
現
実
に
は
、
長
期
入
院
を
終
え
た
患
者

さ
ん
が
家
に
戻
っ
た
と
こ
ろ
、
身
体
機
能

が
衰
え
て
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
も
低
下
す

る
な
ど
、
在
宅
医
療
を
か
え
っ
て
困
難
に

す
る
状
況
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
ど
う
し

て
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
の
で
し
ょ

う
？　

そ
の
原
因
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
私

は
、
医
療
者
側
の
多
く
が
患
者
さ
ん
を
“
治

療
対
象
者
”
と
し
て
の
み
捉
え
、 
ひ
と
り

の
“
生
活
者
”
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
希

薄
な
た
め
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

在
宅
を
視
野
に
入
れ
る
、
と
い
う
こ
と
は
、

患
者
さ
ん
が
家
庭
に
帰
っ
た
と
き
、「
ど
の

よ
う
に
生
活
を
し
、
そ
の
中
で
不
自
由
な

が
ら
も
ど
ん
な
こ
と
を
し
た
い
と
望
ん
で

い
る
か
」
を
把
握
し
な
が
ら
治
療
を
進
め

て
い
く
こ
と
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
身
体
状
態
が
良
く
な
い
患
者

さ
ん
の
場
合
、
う
ま
く
意
思
の
疎
通
が
で

き
な
い
た
め
に
、
医
療
者
側
は
一
方
通
行

的
な
治
療
を
行
い
が
ち
で
す
。
こ
う
し
た

状
況
に
光
明
を
も
た
ら
す
の
が
、
Ａ
Ｔ

（A
ssistive T

echnology

＝
生
活
支
援
技

術
）
の
活
用
で
す
。

　

た
と
え
ば
、
50
音
の
文
字
盤
を
配
し
た
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ボ
ー
ド
か
ら
、
音
声

出
力
機
能
を
付
加
し
た
機
器
、
脳
波
を
検

知
し
て
意
思
確
認
が
で
き
る
も
の
ま
で
、
電

子
工
学
を
応
用
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援
ツ
ー
ル
が
存
在
し
て

い
ま
す
。
家
族
、
医
療
者
、
介
助
者
と
の

意
志
疎
通
が
可
能
と
な
る
上
、
重
度
の
障

が
い
に
苦
し
む
患
者
さ
ん
は
、
何
事
を
す

る
に
も
“
あ
き
ら
め
る
”
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ

ブ
な
傾
向
が
あ
る
た
め
、
Ａ
Ｔ
機
器
を
使
っ

て 

“
自
力
で
で
き
る
こ
と
を
増
や
す
”
こ
と

は
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
向
上
に
も
つ
な
が

り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
残
念
な
こ
と
に
、
Ａ
Ｔ
機
器

を
院
内
の
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
に
持
ち
込
む
こ

と
に
、
医
療
機
関
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と

消
極
的
で
す
。
私
自
身
、
か
つ
て
ベ
ッ
ド

の
角
度
を
呼
気
・
吸
気
で
変
え
ら
れ
る
装

置
を
設
置
す
べ
き
と
進
言
し
た
と
こ
ろ
「
仕

事
が
増
え
る
の
で
や
め
て
ほ
し
い
」
と
看

護
師
さ
ん
か
ら
直
接
言
わ
れ
た
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
そ
の
と
き
は
担
当
医
が
賛
成
し

て
く
れ
た
た
め
に
、
導
入
に
こ
ぎ
つ
け
ま

し
た
が
、
結
果
は
ど
う
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。

あ
れ
だ
け
反
対
し
た
看
護
師
さ
ん
が
、「
確

か
に
仕
事
は
増
え
た
け
れ
ど
、
患
者
さ
ん

が
と
て
も
明
る
く
な
っ
た
の
で
良
か
っ
た
」

と
、
Ａ
Ｔ
機
器
の
実
効
性
を
高
く
評
価
し

て
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
。

　

在
宅
に
お
い
て
も
、
呼
気
・
吸
気
や
簡

単
な
ス
イ
ッ
チ
操
作
だ
け
で
テ
レ
ビ
の
電

源
操
作
や
チ
ャ
ン
ネ
ル
調
整
、
電
話
の
送

受
話
、
照
明
の
オ
ン
オ
フ
等
が
で
き
る
Ａ

Ｔ
機
器
が
、
患
者
さ
ん
の
意
欲
向
上
に
大

き
な
力
を
発
揮
し
て
い
ま
す
。
障
が
い
の

あ
る
方
に
と
っ
て
、
家
族
や
介
助
者
に
頼

ら
ず
、
自
分
で
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、

な
ん
で
あ
れ
生
き
る
意
欲
を
高
め
て
く
れ

る
の
で
す
。

　

事
実
、
生
活
支
援
技
術
・
機
器
の
浸
透

が
、
障
が
い
を
持
つ
人
た
ち
の
ア
ク
テ
ィ
ビ

テ
ィ
を
高
め
て
、
社
会
参
加
を
促
し
、
ひ

い
て
は
就
労
意
欲
さ
え
喚
起
す
る
こ
と
は
、

国
際
生
活
機
能
分
類
に
お
い
て
も
周
知
さ

れ
て
い
ま
す
（
図
１
、２
）。

　

日
本
は
、
Ａ
Ｔ
機
器
の
技
術
開
発
力
で

は
世
界
レ
ベ
ル
に
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
ら

生
活
支
援
技
術
の
活
用

生
活
支
援
技
術
の
活
用
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必
要
と
し
て
い
る
方
々
に
ど
う
届
け
、
ど

う
使
っ
て
も
ら
う
か
と
い
う
実
際
的
な
取

り
組
み
や
基
盤
整
備
が
、
北
欧
な
ど
福
祉

先
進
国
に
比
べ
て
遅
れ
て
い
ま
す
。
自
治

体
単
位
で
サ
ポ
ー
ト
す
る
仕
組
み
を
早
期

に
確
立
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
急
務
で
す

が
、
ま
ず
は
医
療
従
事
者
が
各
種
Ａ
Ｔ
機

器
の
存
在
を
知
り
、
そ
の
意
義
を
認
め
て
、

積
極
的
に
導
入
を
試
み
る
姿
勢
が
求
め
ら

れ
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
患
者
さ
ん
の

生
活
を
充
実
さ
せ
、
ひ
い
て
は
Ｑ
Ｏ
Ｌ
を

高
め
て
い
く
こ
と
つ
な
が
る
こ
と
を
、
理

解
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ

の
た
め
に
も
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
分

野
を
め
ざ
す
技
師
や
療
法
士
は
も
ち
ろ
ん
、

医
師
や
看
護
師
の
教
育
に
、
生
活
支
援
技

術
・
機
器
に
関
す
る
情
報
の
周
知
を
盛
り

込
む
べ
き
で
し
ょ
う
。

　

私
は
お
よ
そ
40
年
に
わ
た
っ
て
、
進
行

性
筋
ジ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
な
ど
神
経
筋
疾
患

の
患
者
さ
ん
、
高
位
頸
髄
損
傷
な
ど
に
よ

る
四
肢
麻
痺
が
あ
る
人
な
ど
重
度
の
障
が

い
が
あ
る
方
や
、
高
齢
者
に
対
し
て
そ
の

生
活
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
た
め
の
さ
ま
ざ
ま

な
機
器
・
用
具
を
開
発
し
て
き
ま
し
た
。

　

こ
れ
だ
け
長
く
仕
事
を
続
け
て
い
る
と
、

「
畠
山
さ
ん
は
、
患
者
さ
ん
の
ニ
ー
ズ
を

す
ぐ
に
理
解
で
き
る
の
で
し
ょ
う
ね
」
と
、

度
々
言
わ
れ
ま
す
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
け
っ

し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
あ
る
と
き
、

座
位
も
側
臥
位
も
取
れ
な
い
、
人
工
呼
吸

器
を
装
着
し
た
ま
ま
終
日
天
井
を
見
て
暮

ら
す
こ
と
し
か
で
き
な
い
方
か
ら
、「
僕
の

ベ
ッ
ド
に
一
度
寝
て
み
ま
せ
ん
か
」
と
言

わ
れ
、
ハ
ッ
と
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
方
は
、「
私
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
、

あ
な
た
は
本
当
に
わ
か
っ
て
い
る
の
で
す

か
？
」
と
訴
え
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
換

言
す
れ
ば
、
そ
の
時
点
で
私
は
、
そ
の
方

の
視
点
に
立
っ
て
い
な
か
っ
た
、
理
解
し

て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
の
後
、
私
は
そ
の
方
の
た
め
に
、
簡

易
な
ボ
タ
ン
操
作
で
自
在
に
角
度
を
変
え

ら
れ
る
電
動
式
ミ
ラ
ー
を
開
発
・
設
置
し

ま
し
た
。
天
井
に
据
え
ら
れ
た
ま
ま
だ
っ

た
視
界
か
ら
ほ
ん
の
少
し
だ
け
自
由
を
得

て
、
病
室
内
部
の
狭
い
空
間
を
自
分
の
意

思
で
見
渡
す
こ
と
の
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
そ
の
方
の
、
ま
る
で
子
ど
も
の
よ
う
に

は
し
ゃ
ぐ
様
子
を
、
私
は
終
生
忘
れ
る
こ

と
が
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。

　

Ａ
Ｔ
機
器
は
、
患
者
さ
ん
を
生
活
者
と

し
て
捉
え
直
し
、
か
つ
そ
の
生
活
力
を
高

め
る
た
め
に
貢
献
し
ま
す
が
、
こ
れ
ら
を

効
果
的
に
活
用
す
る
に
は
、
患
者
さ
ん
の

視
点
に
立
っ
て
、
そ
の
ニ
ー
ズ
を
把
握
す

る
こ
と
が
前
提
と
な
り
ま
す
。

　

患
者
さ
ん
の
気
持
ち
を
理
解
し
な
が
ら

治
療
を
す
る
こ
と
は
医
療
に
携
わ
る
者
す

べ
て
に
と
っ
て
不
可
欠
な
心
構
え
で
す
。
し

か
し
患
者
さ
ん
自
身
が
、「
本
当
に
何
を
し

て
欲
し
い
の
か
」、
自
分
で
も
よ
く
わ
か
っ

て
い
な
い
場
合
も
多
く
、
真
の
ニ
ー
ズ
に

到
達
す
る
の
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

医
療
関
係
者
は
、
病
院
内
、
在
宅
を
問
わ
ず
、

患
者
さ
ん
の
症
状
、
表
情
、
ベ
ッ
ド
周
り

の
環
境
、
家
族
構
成
、
人
生
経
験
ま
で
を

も
含
め
た
生
活
空
間
全
体
を
客
観
的
に
把

握
し
な
が
ら
、
患
者
さ
ん
と
一
緒
に
な
っ

て
真
の
ニ
ー
ズ
を
見
つ
け
て
い
く
た
め
の

努
力
を
続
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

　

と
は
い
え
、
多
忙
を
き
わ
め
る
医
療
現

場
で
、
一
人
の
患
者
に
使
え
る
時
間
は
限

ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、医
師
を
は
じ
め
、

看
護
師
、
栄
養
士
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
、

作
業
療
法
士
、
理
学
療
法
士
、
そ
し
て
工

学
技
術
者
な
ど
が
有
機
的
に
結
び
つ
い
た

チ
ー
ム
を
形
成
す
る
こ
と
が
も
っ
と
も
効

率
的
か
つ
効
果
的
な
手
だ
て
と
い
え
る
で

し
ょ
う
。
そ
の
際
、“
モ
ザ
イ
ク
状
の
評
価
”

（
図
３
）
に
陥
ら
な
い
よ
う
、合
同
カ
ン
フ
ァ

レ
ン
ス
や
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
頻
繁
に
行
う

な
ど
、
つ
ね
に
情
報
を
共
有
・
統
合
す
る

努
力
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
医
師
が
ト
ッ

プ
ダ
ウ
ン
で
采
配
を
振
る
う
の
で
は
な
く
、

他
の
専
門
職
と
フ
ラ
ッ
ト
で
良
好
な
関
係

を
維
持
す
る
こ
と
も
大
切
で
す
。

　

医
療
技
術
の
目
覚
ま
し
い
進
歩
に
よ
り
、

重
篤
な
疾
患
や
後
遺
障
が
い
を
抱
え
る
患

者
さ
ん
の
、
長
期
に
及
ぶ
生
命
維
持
が
可

能
と
な
る
一
方
、
病
院
で
、
ま
た
は
在
宅

で
ベ
ッ
ド
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
に

過
ご
し
て
い
る
方
々
は
年
々
増
加
の
一
途

を
辿
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
は
患
者
さ
ん
を
生
活
の
場
に
戻
し

て
あ
げ
る
こ
と
を
重
視
す
る
こ
と
。
生
活

支
援
技
術
・
機
器
の
存
在
意
義
と
活
用
も

視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
チ
ー
ム
一
丸
と
な
っ

て
生
活
者
目
線
の
医
療
を
展
開
す
る
こ
と

が
、
本
当
の
意
味
で
の
全
人
的
な
患
者
Ｑ

Ｏ
Ｌ
の
維
持
・
向
上
に
つ
な
が
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

患
者
Ｑ
Ｏ
Ｌ=

生
活
力
と
意
欲
の
向
上
の
た
め
に

Ａ
Ｔ
機
器
の
効
果
的
な
活
用
の
た
め
に

“
真
の
ニ
ー
ズ
”
を
把
握
す
る
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図 3　医療現場が陥りやすい“モザイク状の患者評価”
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生
活
支
援
機
器
の
活
用
で

一
人
ひ
と
り
の
意
欲
を
高
め
る

医師、コメディカル、ソーシャルワーカーなど全スタッフが患者の情報を共
有しながら、治療を推進することがチーム医療の理想型。現実には、医師は
患部や術部だけ、理学療法士は脚だけ、作業療法士は手だけ、という具合に、
それぞれの専門分野に関わる部分のみをモザイク状に分断して評価するケー
スが後を絶たない。患者さんを全人的に見る総合的アプローチが大切だ。
佐竹恒夫氏（横浜市リハビリテーションセンター）の図を元に作成

図１は 2001 年にWHOで採択された生活機能と障がいの分類法のモデル図。社会的次元も含めて障
がいを捉えており、それぞれの因子は相互に作用し合うとしている。社会活動、社会参加など実生活
に着目すれば、疾患そのものより、コミュニケーションがとれないことの影響の方が大きく、支援す
る環境（人的、物的サポート）の整備が不可欠だということがわかる。図２のように、生命維持 - 生
活 - 社会参加の各段階で支援機器をうまく活用し、生活の幅を広げることが望ましい。
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図１　国際機能生活分類（ICF）の
　　　生活機能構造モデル
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