
第8回社会保障審議会統計分科会  

生活機能分類専門委員会  

平成22年2月17日（水）  

10：00 ～  12：00  

共用第6会議室（2階）  

議  事 次 第  

○ 議  
事  

1 シンポジウム「生活機能分類の活用に向けて   

一共通言語としてのICFの教育・普及を目指して－」について  

2 その他  

〔配布資料〕  

資料1－1 生活機能分類の活用に向けて  

一共通言言吾としてのICFの教育・普及を目指して－【当日配布資料】  

資料1－2  アンケート調査集計結果  

資料2   生活機能分類の活用に向けて  

一共通言言吾としてのICFの教育・普及を目指してシンポジウム一  

報告書（仮題）（構成案）  

〔机上配布資料〕  

速記録（暫定版）   



資料1－1   

シンポジウム 生活機能分類の活用に向けて   

一共通言語としてのICFの教育・普及を目指して－  

【当日配布資料】   
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生活機能分類の活用に向けて  
～共通言語としてのICFの教育・普及を目指して～  

平成22年1月24日（日）  
明治大学リバティータワー1階  

リバティーホール  

主催⑳厚生労働省 協賛◎財団法人厚生統計協会  
協力⑳日本保健医療福祉連携教育学会 ソーシャルケアサービス従事者研究協議会 一般社団法人目木介護支援専門員協会  

社団法人日本社会福祉士会 社団法人日本医療社会事業協会 社団法人日本籍神保健福祉士協会 日本ソーシャルワーカー協会   



目次  

⑳世界保健機関（WHO）からのメッセージ  

⑳開催主旨一親催概要  

⑳プログラム  

⑳講演者㌧パネリストプロフィール  

⑳講演概要   

新予防給付におけるアセスメント・ケアプラン作成の考え方  

講師：木村 隆次 一般社団法人日本介護支援等門貝協会会長  

退院支援におけるl⊂F評価の試み  

講師：藤田 伸輔 千葉大学医学部附属病院地域医療連携部准教授  

精神障害領域における忙Fの活用に向けて  
講師：安西 信雄 国立精神・神経センター病院副院長   

忙Fの活用「生きることの全体像」についての「共通言語」として  

講師：大川 弥生 国立長寿医療センター研究所生活棍能賎活研究部長  

12   

保健医療福祉連携教育から見た暮⊂Fの利用状況  

指定討論者：真柄 彰 新潟医療福祉大学医療技術学部教授  

ソーシャルワーカーの視点とl⊂F  

指定討論者：島野 光正 郡山市医療介護病院保健福祉等事業推進室最  

⑳忙Fとは  
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⑳IC F⑳Intern∂tion∂L Cl∂SSific∂tion oF  

世界保健機関（WH O）からのメッセージ  

忙Fシンポジウム  

「生活機能分類の活用に向けて～共通言語としての忙Fの教育・普及を目指して～」  

2010年1月24日、東京  

世界保健機関（WHO）を代表して、弘の同僚であるネナード・コンスタンチェックとともに皆様にご挨拶を申し上げます。  

l〔Fの普及・教育に関するこの重要なシンポジウムを開催される厚生労働省および厚生統計協会、同シンポジウムヘのご  

協力を賜る日本保健医療福祉連携教育学会、ソーシャルケアサービス従事者研究協議会および日本介護支援専門員協会等  

の各位にお祝いの言葉を申し上げます。   

日本での忙Fに対する関心の高まりは、WHOでも把握しております。日本では、忙F、l⊂F－⊂Yの日本語版が用意され  

ています。日本の保健、社会、教育といった各分野でも、忙F開発のためのさまぎまな活動が行われております。日本の方々  

が忙Fの国際的な活動に協力され貢献きれてし、ることは、WHOにとっても、大変心強いことです。   

WHOの考える忙Fの普及について述べきせて頂きます。忙Fとは、人口と個人の健康、降雪に関する情報の記録およ  

びコーディングのための標準とし、えます。そのため、忙Fには、障害の定義と最新の概念モデルが用意されています。   

今回のシンポジウムは、それが実際的であることに大きな特徴があります。実践に向けて、にFを具体的にどのように  

普及すれば良いかを知っておくことは大切なことです。また、このシンポジウムを通して、日本で忙Fを普及きせるた  

めに今後何をすれば良いのかとし、うことについて忙F関係者の問で共通の認識が得られることになるでしょう。さらに、  

私たちは、このシンポジウムが、「防ぐことのできる障害」（障害の予防とその重要性）に関するWHOのプロジ工クト、  

忙F教育ツール、WHO障害評価表「WHO－DAS2．■0」などのにF評価ツール等に関する国際的な活動にも貢献することを  

期待しております。シンポジウム参加者の方々がWHOのこれらの成果を取り入れながら、国際的な活動をさらに発展き  

せることを期待しております。   

日本はl〔Fの普及を先頭に立って推進ざせる大きな力を秘めた国です。日本が高齢化社会であることは誰もが知ってい  

ることです。「生命の量」と「生命の質」は同じように大切です。医療では、退院された方々がその後の日常生活をどの  

ように送っているかを継続的に追跡する必要があります。人々を日常生活と生活環境との関連の中で捉える必要があるの  

です。   

したがって、l〔Fの普及に日本がより深く関与する必要があると言えるでしょう。WHOは、このシンポジウム後も厚  

生労働省並びに忙F関係者の皆様と協力して、忙Fの普及の可能性について探ってゆく所存であることを、同僚のネナード・  

コンスタンチェックとともに表明いたします。   

シンポジウムにご出席頂いた皆様に謝意を表するとともに、シンポジウムの成功を心よりお祈り申し上げます。  

世界保健税関（WHO）  

分類・ターミノロジー・標準 コーディネーター  

ベデルハン・ウースタン  

Dr．Bed行han〔〕s拍n  

む～ ′や  

／ 3   
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∂ndHe∂tth ∵添  

◎   

⑳ICF◎lnternationalCLassiFication oFFunct  

開催主旨  

忙F（国際生活機能分頸）は、2001年5月にW卜暮0総会で採択ざれて以来、普及を促進するための研  

究開発が行われてきました。   

2006年には、WHO－FK：（国際分類ファミリー）ネットワーク年次会合チュニス会議において、忙Fを  

検討するFDRG（生活機能分類グループ）が設置きれました。これを受けて、WHOの専門家会議にお  

いて普及啓発、教育など活発な議論がなきれており、目下、世界中の関係者から注目を集めています。   

我が国においても普及の可能性、利用に於ける課題や問題点を明らかにするため、介護、リハビリテー  

ション、医療連携等における具体的な研究や、活用事例の報告が行われているところです。   

今回、こうした動向をふまえ、忙F（国瞭生活機能分類）のさらなる活用の促進に向けて、シンポジ  

ウムを開催することとしました。   

本シンポジウムを契機に、活用事例の報告発表等を通じ、忙Fに関する異職種問の情報交換が活発化し、  

連携が促進され、共通言語としての忙Fの教育・普及が飛躍的に発展することを期しております。   

皆様の積極的奄ご参加、ご協力を主催関係者一同、心よりお願い申し上げます。  

開催概要  

⑳開催日時  

◎会  場  

平成22年1月24日（日）12：00開場 13：00開始  

明治大学リバティータワー1階「リバティーホール」  

〒101鴻301東京都千代田区神田駿河台1－1TELO3－3296司545  

」R中央線・総武線・東京メトロ丸ノ内線／御茶ノ水駅下車徒歩3分  

乗京メトロ千代田線／新御茶ノ水駅下車徒歩5分  

都営地下鉄三田線・新宿線・東京メトロ半蔵門線／神保町翫下車徒歩5分  

参加無料  

厚生労働省  

財団法人厚生統計協会  

日本保健医療福祉連携教育学会 ソーシャルケアサービス従事者研究協議会  

一般社団法人日本介護支援専門員協会 社団法人日本社会福祉士会  

社団法人日本医療社会事業協会 社団法人日本精神保健福祉士協会  

日本ソーシャルワーカー協会  

⑳要  用  

⑳主  催  

⑳協  賛  

⑳協  力  

＼ 〆■ 4 ＼  
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プログラム  

司会進行唐瀧村 佳代 厚生労働省大臣官房統計情報部人口動態・保健統計課 疾病傾害死因分穎調査室長  

12：00  開  場  

13：00～13：10  開会挨拶  

高原 正之 厚生労働省大臣官房統計情報部長  

世界保健機関（WHO）からのビデオレター  

ベデルハン・り一スタン 世界俣饉機関（W110）分頬・ターミノロジーt掠準 コーディネータu  

13：10～13：35  新予防給付におけるアセスメント・ケアプラン作成の考え方  

木村 隆次 一般社団法人日本介護支援専門員協会学長   

13：35′－14：00  退院支援における忙F評価の試み  

藤田 伸輔 千葉大学医学部附属病院地域医療連携部准教授  

精神障害領域におけるtCFの活用に向けて  

安西 信雄 国立精神・神経センター病院副院長   

■  

忙Fの活用「生きることの全体像」についての「共通言語」として  

大川 弥生 国立長寿医療センター研究所生活機能賦活研究部長  

14：00～14：25  

14：25～14：50  

14：50～15：10  休  憩  

15：10～16：20  パネルディスカツション  

座 長：大橋 謙策 日本社会事業大学芋長 社会保障書誌会統計分科会 生活綾能分鰻専門委員会垂員長  

雨1jストこ 講演者4名  

指‘苦言j離 真柄  影 新潟医療福祉大学医療技術学部教授  

島野 光正 郡山市医療介護病院保健福祉等事業推進室長  

16：20～16：50  質疑応答  

閉会挨拶  

小野 暁史  厚生労働省大臣官房統計情報部人口勤妓・†刑建統計課長   

16：50  
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⑳IC F⑳Intern∂tion∂lCl∂SSiFic∂tion  

講演者・パネリストプロフィール  

木村 隆次（きむらtリゆうじ）一般社団法人日本介護支援専門員協会会長  
● ● ■ ● ● ● ● ○ ● 0 0 ● ● ○ ● ● ● ● ■ ● ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ■ ● ● ● ○ ● ■ ●  

薬剤師・介護支援専門員・介護支援専門員指導者一期生。  

城西大学薬学部卒業後、杏林薬品株式会社（現キョーリン製薬株式会社）入社。  

その後ハロー薬局、ハロー介護保険相談室開設。社団法人日本薬剤師会常務理  

事、青森県薬剤師会副会長、青森県介護支援専門員協会副会長、全国介護支援  

専門員連絡協議会会長、一般社団法人日本介護支援専門員協会会長。社会保障  

審議会の介護給付費分科会及び介護保険部会の臨時委員、統計分科会生活機能  

分類専門垂員会専門委員を歴任。財団法人日本訪問看護振興財団評議員、社団  

法人シルバーサービス振興会理事、財団法人社会福祉振興■試験センター評議  

員も務める。  

藤田 伸輔（ふじた・しんすけ）千葉大学医学部附属病院地域医療連携部准教授  
■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ● ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ● ● ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ● ● ■ ● ● ● ● ● ●  

昭和59年神戸大学医学部卒業  

平成4年兵庫医科大学大学院外科学第2修了  

平成4年兵庫医科大学外科学第2助手  

平成17年千葉大学医学部附属病院地域医療連携部准教授  

安西 信雄（あんざい・のぶお）国立精神・神経センター病院副院長  

■ ■ ● ● ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ■ ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ● ■ ● ■ ● ● ● ■ ■ ● ● ● ● ● ■  

昭和48年東京大学医学部を卒業後、精神科医師として統合失調症やうつ病な  

どを持つ患者さんたちの治療とリハビリテーション・社会参加支援に関わる。  

東大病院精神科デイホスピタル（DH）で社会生活技能訓練（SST）のわが国への  

導入に参加。その後、都立松沢病院、’精神保健研究所を経て、現職。SST普及  

協会事務局長、社会精神医学会理事、精神障害者リハビリテーション学会常任  

理事など。  

大川 弥生（おおかわ・やよい）国立長寿医療センター研究所生活捜能賦活研究部長  

● ● ■ ● ■ ■ ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ■ ● ● ● ● ■ ● ● ■ ● ○ ■ ● ● ■ ● ● ● ● ● ■ ● ■ ● ■  

医師、医学博士。1982年より東京大学医学部にてリハビリテーション（リハ）  

医学を研修。以来、生活機能・障害構造論とその臨床実践応用、特に生活機能  

向上プログラム・システムづくりの研究に携わる。1997年より現職。忙Fには  

前身の忙旧H（国際障害分類）のフィールドトライアルから関与し、改定作業  

に携わり、採択後は大規模実態調査を実施。現在障害児・者についての大規模  

生活機能調査を障害当事者と協力して実施中。厚生労働省高齢者リハ研究会委  

員．老人保健事業見直し・介轟保険法改正（特に介護予防）に関する各種委員  

会垂員、総合技術会議社会還元加速プロジ工クトのTF委員等をつとめる。  

／タ■ 6 ＼  
．・  ＼  
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大橋 謙策（おおはし・けんさく）日本社会事業大学芋長社離清春議会緑）弼会生活純分穎郭倭員会衰員長  
●● 0 0 0 0 ● ● 0 0 00 0● 00 ● O q 0 0 0● 0 0 ● 8 0 ■ 0 0 0 0 0 0 ●0 0 0 ● ● ○ ● 0 0 0 0 0 0 0 ● 0 0 tI0 0 0 0 0  

地域福祉と社会教育の学際的・傭轍的型研究の視点から、福祉サービスを必要  

としている人や家族の地域での自立支援のために忙Fの視点でケアマネジメン  

トの方法を手段として活用するコミュニティソーシャルワークの理論化を図る  

研究を行う。また、厚生労働省の「これからの地域福祉のあり方に関する研究会」  

の座長を務める傍ら、市町村における地域福祉計画策定のアドバイザー、審議  

会垂員として国の制度にない「子ども家庭支援センター」や「保健福祉サービ  

スセンター」の設置を提案し、実現してきた。  

真柄 彰（まがら・あきら）新潟医療福祉大学医療技術学部教授  
■ ■ ● ● ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ● ● ○ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ■ ○ ● ● ■ ■ ■ ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

新潟医療福祉大学医療技術学部教授。新潟大学医学部卒，医学博士。専攻はリ  

ハビリテーション医学。米国工モリー大学リハセンターなどで研修後，25年  

間燕労災病院にて臨床に従事。現在新潟リハ研究会会長。日本リハ医学会評議  

員t専門医・認定臨床医・関東地方会幹事。日本整形外科学会専門医．日本義  

肢装具学会評議員．日本保健医療福祉連携教育学会理事・事務局昆 日本リハ  

連携科学学会保健医療福祉連携教育自主研究会代表。  

島野 光正（しまの・みつまさ）郡山市医療介護病院保健福祉等事業推進室長  
● ● ● ● ■ ■ ■ ■ ● ■ ● ▲ ● ■ ● ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ■ ○ ● ● ● ● ● ● ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ● ● ■ ■ ■ ■ ● ● ●  

社会福祉士主任介護支援専門員。明治学院大学社会学部社会学科卒業。児童養  

護施設勤務の後、特別養護老人ホームに勤務、在宅介護支援センターのソーシャ  

ルワーカー、地域包括支援センター勤務を経て、（社）郡山医師会郡山市医療  

介護病院保健福祉等事業推進室室長。地域で病診連携や病病連携の仕組み作り  

や、地域ネットワークの構築などの業務を主に行っている。  

（元）社団法人日本社会福祉士会副会長、一般社団法人福島県社会福祉士全会長、  

非営利活勒法人あいえるの会監事、福島学院大学、郡山女子大学、ポラリス保  

健看護学院保健学科非無勤講師。  
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新予防給付におけるアセスメント・ケアプラン作成の考え方  

講師：木村 障次 一般社団法人日本介護支援専門員協会会長  

講演概要  

000000000000000000000000000ふ000000000000000000000●00000000000000000000000tI000   

平成12年にスタートした介護保険制度を平成柑年に改正した瞭、できる限り元気な高齢者も要支援・  

要介護状態にならないようにするための方策を取り入れた。研究班を立ち上げ、いわゆるA3シートと呼  

ばれる「介護予防のアセスメントシート」を開発し、これを普及するために国の統一様式として完成きせ  

た。要介護度が1以上の利用者に対しては居宅介護支援事業所の介護支援専門員（ケアマネジャー）がケ  

アマネジメントを行うが、要支援者のケアマネジメントは地域包括支援センターと2枚看板を持つ介護予  

防支援事業所の課題分析者が介護予防ケアマネジメントを行うため、この課題分析者用に作成したもので  

ある。   

アセスメントシートは、健康状態、運動・移動、日常生活、社会参加、対人関係・コミュニケーション、  

健康管理の領域ごとに全部で16項目を確認する形式になっているが、ここにl⊂Fの考え方をそのまま  

組み入れた。心身の状態、生活機能低下の原因、本人の趣味や楽しみ、特技、状況に見合った形で人との  

交流が行われているか等、様々な領域、角度からアセスメントができるようにし、本人の意向を聴き出し  

ながら利用者の自立に向けた目標指向型プランを策定するために総合的に分析できるような工夫を施した  

シートである。  

介護予防ケアマネジメントはできないことを補うのではなく、できることはできる限り本人が行うこと  

が基本であり、本人の意欲を引き出すこと、そのためにはサービス利用後の生活を分かりやすくイメージ  

できるようにして、いつまでにどの程度のことができるか、時間軸も明示した目標設定をすることが大切  

である。例えば、50m歩くのに何秒縮まったかに一喜一憂するのではなく、「○月にはお孫きんの運動会  

があるからそれまでに電車に乗って行けるようになるといいですね」と、イメージの案を示すことができ  

るよう要因を把撞すること、また、手のしびれや握力低下により調理が困琴になった人に対しては身体の  

状況も硝まえた上で「自分で料理を作って○月の娘さんのお誕生日には一緒に食べられるといいですね」  

など、具体的に目標とする生活のイメージを引き出すためのアセスメントが重要なのである。状襲像を踏  

まえた上で普段の暮らしぶりなど総合的な観点から根本的な課題を探ることがポイントであり、目標は本  

人と豪族、課題分析者、また介護支援専門員が知っていればよいのではなく、本人にかかわる人たちチー  

ム全員で共有することが必須である。身体の状態は医師に、リハビリに関することであれば理学療法士に、  

口腔橡能に関することであれば歯科衛生士に聴くなど、専門豪の意見は欠かせなし、。シートをきっかけに  

見落としてし、た課題に気づき専門家につなぐことも忘れてはいけない視点である。   

手を使わないままでし、ると、拘縮するなど身体機能が落ちることも考えられるが、調理器具を工夫すれ  

ばできる料理があるかもしれない。誰かと一緒ならできるかもしれない、材料はスーパーの宅配サービス  

を利用することも考えられる。自立支援に向けたケアプラン作成は、まずセルフケアである「自助」、豪  

族や近隣の助け合い、地域のボランティア等による「互助」、そして介護保険のような制度化きれた「共助」、  
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さらに 

トである。地域包括ケアマネジメントにより、その人らしい自己実現を可能にしていくことである。そし  

て、達成状況は本人の満足感も含めて「評価」を行い、必要に応じて計画の見直しのためのアセスメント  

が行われる。ケアマネジメントのプロセスとして当然の循環システムである。ここでいう評価には、第三  

者評価として、地域包括支援センターが関与しているのが、現在の日本の介護保険制度における介護予防  

の評価チェックシステムである。   

最後に。平成21年2月に韓国の社会福祉学を専門とする大学教授の研究班が、日本のケアマネジメン  

トをリサーチするために日本介護支援専門員協会に来訪した際、要介護1～5の部分よりも介護予防に大  

変興味を持ち質問攻めにあった。1〔Fとケアマネジメントのコラボレーションを丁寧に説明したところ、  

全員深く納得していた。これは誇れるものであり、l⊂Fを共通言語として普及していきたい。  

9   
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退院支援におけるⅠ⊂F評価の試み  

講師：藤田 伸輔 千葉大学医学部附属病院地域医療連携部准教授  

講演概要  

0000000000000000000000000000‘I00000000000000000000000000（l000000000000000000000   

近年、我が国の在院日数は短縮の方向に向かってし、る。これは医療費増加抑制策と経営改善を目的とし  

た改革による動きである。しかし自宅で生活することが人間本来の生活であり、入院生活は疾病治療を優  

先し社会的つながりを遮赦した特殊な環境であることを考えれば、早期退院し、なるべく早く社会復帰す  

ることが望ましい姿といえよう。このような観点から入院治療が必要な患者に対して総合的に支援を行い、  

一日も早い社会復帰を目指した我々の活動と今後の課題を紹介する。   

家庭での生活は個人によって千差万別であるため総合的評価法を用いて在宅医療を実践している訪  

問診療医や訪問着講師らなどと家庭生活に必要な機能についてのコンセンサスを形成していくことが  

重要である。生活についての総合評価法としてはWHOが作成したt⊂F（両ernationaI⊂t∂SSiR⊂ationor  

Fun⊂tioning，DisabilityandHea仙：国際生活機能分類）が最も標準的かつ網羅的なものである。しかし  

ICFを実際に臨床の場で使おうとすると困難を感じることが少なくない。また数多くの論文の中で「lCF  

の精神に従って」あるいは「サブセットの開発」という表現を多く見るが「l⊂Fを用いて」という臨床実  

践論文はほとんど見かけない。言い換えれば忙F自体の理解は難しくないが、忙Fを実際に活用するには  

何らかの工夫が必要だということである。忙Fを実用するうえでサブセットの開発は実践的手法と言える  

が、疾病ごとにあるいは目的ごとにサブセットが乱立すると、忙F本来の「様々な場面での共通言語によ  

る評価」および「生活機能を全般的に評価する」という視点は活かしきれないことになる。  

入院までにほとんどの検査が終了している今日、病棟看護師は入院当日にすべてを理解し、入院中の患  

者の療養環境を直ちに整備し、主たる医療処置・手術などの準備も迅速に進めなければならなし、。電子カ  

ルテなどによって新規入院患者についての情報を容易に収集できる環境を整えたとしても在院日数が短縮  

しかつ病床稼働率が向上してし、る昨近は容易ならざる事態となっている。このような厳しい状況を改善す  

るためにもl⊂Fによって生活梯能評価を迅速かつ的確に行えるようにすることが必須であ◆るとともに、看  

護外来を設置し外来期間中に必要な評価を行い、リハビリを含めた入院者謹計画を立て、病棟へと確実に  

情報伝達を行うことが必要であろう。  

早期に退院できるように支援することは、患者の社会生活を回復すること、すなわち基本的人権の回復  

である。退院支援をこのような観点から見ることはとりもなおさず患者の生活機能を総合的評価にするこ  

とであり、その環境を含めて患者にとっての強みと弱みを分析することである。生活機能と生活要素とは  

軸が異なるものであり、その橋渡しによって臨床家にも利用しやすい忙F活用環境を整備できる可能性を  

示した。今後これを実証するためにきらに検討を重ねたし㌔  
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精神障害領域における忙Fの活用に向けて  
講師：安西 信雄 国立精神・神経センター病院副院長  

講演概要  

00（IO◎00¢008¢00◎00◎00◎◎色00◎01aO◎080ふ¢○¢¢¢080◎Q¢◎¢00000008¢00Q00¢¢00◎○¢00◎◎000◎Q  

l．活用の分野  

精神障害領域（統合失調症を中心とする精神保健一精神科医療  

2．活用の方法  

①背景（忙Fの導入に至った経緯）   

1）諸外国と比べて格段に多い精神科在院患者（33万人、人口万対28人）…  

地域の社会復帰資源の乏しさ・偏見などとともに、症状偏重の治療臨？  

2）忙IDH（1980）により機能障害、能力障害と社会的不利の区別→症状だけでない多元的認識→  

障害構造論が活発に（蔓弘の生活障害と「生活のしづらき」、精神障害リハビリテーション学会  

での障害論の検討など）  

3）治療目標の重点が症状改善からQOL向上に（薬物療法だけでなく心理社会的治療との統合）  

4）続合失調症の認知機能障害への着目（認知機能リハビリテーションの発展）、治療への本人の  

主体的参画（アドヒアランス）と回復（リカバリー）  

5）介護ニーズ評価に関する検討（忙Fと関連する諸尺度の評価）  

㊤実際の取り組み   

1）丹羽真一ら（私信）：忙Fを用いた精神障害患者の生活状況の評価  

2）中根允文ら（2003）：忙Fを導入した忙D－10多軸記載方式サンプル  

3）国立精神・神経センター病院精神科作業療法重で使用開始した報告書  

4）司法精神医療等人材養成研修会ガイドライン集  

「入院時基本情報管理シート」「通院情報管理シート」等  

5）岡田幸之ほか（2007）：l⊂Fに基づく精神医療実施計画書の開発  

3．取り組みの結果   

l⊂F導入による改善については報告されていないが、改善の可能性はある。  

1）系統的な評価ができて（大きな）見落としを防げる  

2）本人の希望を聞き出す、ニュートラルな表現で特性を表現できる  

3）実行状況とともに、「能力ー支援」「能力＋支援」を区別して評価することで、支援の必要性や  

支援による改善可能性を示すことができ、リハビリテーションの必要性と同時にケアにおける  

援助ニーズを明らかにすることができる。  

4．現状の課題と今後の取り組みについて  

忙Fの理念と包括性vs現場での実践のバランスをとるかが課題。   

1）統合失調症における生活障害と認知機能障害の関連の病態解明  

2）精神障害を持つ人の本質的な特性を反映するコアセットを抽出し忙F評価項目に組み入れる方  

向性の検討  

3）得られた尺度を治療計画や介入研究（SST等）による効果の検証に使用   

11   
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忙Fの活用「生きることの全体像」についての「共通言語」として  

講師：大川 弥生 国立長寿医療センター研究所生活擬能賦活研究部長  

講演概要  
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仁l⊂Fの活用の原則   

1．】⊂Fの活用の仕方：大きく次の2つの側面がある  

1）「生活機能モデル」の活用：「統合的・相互作用的モデル」として  

2）分類そのものの活用：項目の活用と評価点の活用とがある  

・両側面を含んだ総合的な活用であるべき  

2．「生きることの全体像」をみるための活用：「落ちのない」「全レベル・要素にわたる」状態把握  

・チェックリストの活用が有効：大項目チェックリスト、中項目チェックリスト  

・レベル・因子間の相互作用の分析：「生活機能整‡里シート」が有効  

3．「共通言語」としての活用  

1）専門職間：同一チーム内（メン／ト間）と各種サービス（施設・機関、行政、等）間とがある  

2）当事者自身の活用：自己の問題の分析と希望の表出のツールとして  

3）当事者と専門家の間：．説明と意見統一の際の共通認識に活用  

Il、l⊂F活用の具体例   

1．個別事例における効果的プログラム：目標指向的アプローチ、目標指向的活動向上プログラム、  

目標指向的リハビリテーション・プログラム、目標指向的介護（介護の専門性の確立）  

2．自治体における活用  

・生活機能実態把握：「活動」「参加」の重要性等の共通認識がもて、システム構築の基礎となる  

・生活機能低下予防対応（含：介護予防）：例：「生活機能相談窓口」  

3．統計ツールとして、等  

‖．1⊂Fの活用の成果   

1．生活機能低下の2つのモデル発見：「脳卒中モデル」「廃用症候群モデル」  

「廃用症候群モデル」も介護予防のターゲットとされ（2006年介護保険法改正）、介護予防でI  

⊂Fが基本的概念となった  

2．「生活械能低下の悪循環」の発見  

・疾患（健康状態）以外による「活動」「参加」の低下の予防の重要性  

3．災害時生活機能低下（特に生活不活発病）予防の畢要性の発見  

・「環境因子」による生活機能低下の典型例  

・厚労省より機能低下（特に生活不活発病）予防通知（現在：発生当日に通知）  

tV．t⊂F活用上不可欠な基本的問題の検討：評価点  

多数例の調査データに基づいて、厚生労働省社会保障審議会統計分科会生活機能分類専門委員会に  

よって詳細な基準が示きれている。その最も大きな特徴は以下の通りであり、基準の明確化により、  

信穎性（検著聞一致率）の著明な向上、災害時の生活機能低下のリスク・ファクターの明確化などの  

具体的な成果があがっている  
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1）「活動」において「自立」を2大別し、評価点0（問題なし）を「普遍的自立」（日常生活の場以  

外の外出・訪問・旅行などの環境でも自立）とし、評価点1（軽度の問題）を「限定的自立」（日  

常の生活の場の環境に限定された自立）としたこと  

2）「参加」を同様に評価点0：「活発な参加」と同1：「部分的な参加」に分けたこと  

3）「3：全面的制限」と「4：実行（参加）していない」とを区別したこと  

∨．連携への活用：「医学モデル」から「統合モデル」へ  

イ医学モデル」に医療側も介護側も、また当事者・国民一般もしばられていた   

・例：「統合モデル」に立てば「治し支える医療」と「よくし助ける介護」との真の連携が可能  

Vl．生活機能重視の必要性が高しヽ背景  

患者・利用者本人の積極的関与を含めた、真のチームワーク・連携梢築の必要性   

1．高齢者など何らかの生活機能低下をもつ人が増え、また介護保険など直接生活機能低下を対象と  

する制度ができてきた  

2．生活機能低下のある人に関与する新たな専門職が増加し、それらの人々同士でまた既存の職種と  

も連携し、チームを組む機会が増えた。介護福祉士、介護支援専門員、また支援機器開発者等  

3．これまでの専門家中心でなく、生活機能低下のある当事者（患者、利用者、そしてその家族）の  

意思、要望、権利を尊重し、当事者中心の医療・介護でなければならないという、国民一般を  

含めた大きな意識の変化  

∨さl．暮⊂Fの活用の現状   

・l⊂Fと「生活機能」の概念は、医療、介護、障害者等の分野では既にかなりの程度に制度的に導入・  

活用されてしヽる。例えば、ICFはすでに医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、  

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、などの国家試馬削こ出題きれている   

・介護保険の要介護認定の際に不可欠な主治医意見書では、介護保倹法改正時（2806年）に「障害」が「生  

活権能低下」という表現に変わった。また、以前の「介護に関する意見」は、本人を中心とした「生  
活権能とサービスに関する意見」という表現に変わった。更に「症状としての安定性」と「サービ  

ス利用による生活機能の維持・改善の見通し」とが別項目になったことも葦要。病気としての症状  

と生活棍能を別個のものとして位置づけたことは、長い歴史をもつ医療の中で画期的   

・これら新しい動向が教育・臨床体系に生かきれていくことが大きな課題  

参考文献  

・大川弥生：生活機能とは何か；l⊂F：国際生活橡能分類の理解と活用、東京大学出版会、2007  

・大川弥生：「よくする介軌を実践するためのt⊂Fの理解と活用二目標指向的介護に立って、中央法規出版、2009  

・大川弥生：介護保険サービスとリハビリテーション；l⊂Fに立った自立支援の理念と技法、中央沫規、2004  

・大川弥生：新しいリハビリテーション一人問「復権」への挑戦－、講談社、現代新書、2004  
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保健医療福祉連携教育から見たl⊂Fの利用状況   
指定討論者：真柄 彰 新潟医療福祉大学医療技術学部教授  

講演概要  

00や0000000000000000Q000◎000◎000◎0080Q¢由¢00000Q800000000¢◎¢◎00◎血¢○◎○◎¢◎○¢000申○  

lCFの利用状況について調査をしたわけではないので、自分の知る範囲での印象として述べる。  

医療現場での】⊂Fの利用状況   

自分が勤務する総合病院でl⊂D′l⊂lDH．1CFについての知識をたずねてみると、勤務医はl  

⊂Dとl⊂lD目については知っている。患者の退院時サマリーの記入に、このコーディングが義務であ  

るためである。勤務医以外の臨床医はこれらのし、ずれも聞いたこともない様である。1⊂Fとし、う分類が  

あることを認識しているのはリハビリテーション科医師のみであるようである。リハ科医師もいずれはl  

⊂Fの勉強が必要になるとは思ってし、るが、実際に勉強を開始している人は少ない。   

コメディカルのスタッフの場合ではこれを知っているのは、病歴記録管王里士、リハビリテーションのセ  

ラピストと看護師のみと思われる。ただし現場の理学療法士や作業療法士は臨床実習に来る学生がl⊂F  

にもとづいて実習記録を記載したり発表することが多くなってきているため、指導する側がl⊂Fを理解  

できないと感■じたり、自分も勉強しなくてはならないと感じることがあるようである。   

介護保険を担当してし、る地域リハの現場では、ICFの概念は抵抗なく受け入れられているが、それが  

l⊂Fというものにもとづいているということはあまり意識されてしヽないのではないだろうか。  

リハビリテーション科医師の認識   

数年前までのリハ医学の教科書をみてみると、l⊂Fは医学には不向きであるとして、l⊂lDHにも  

とづいて説明しているものが大部分であった。ただしl⊂lDHのコーディングについて説明したものは  

なく、障害の構造を理解するときの概念としてl⊂lDHを説明している。最近の教科書ではl⊂Fの概  

念を紹介するようになってきているが、コーディングについてあまり詳しくは説明していなし、。  

研究領域でのl⊂Fの利用状況   

自分の勤務する医療福祉大学で1⊂Fを研究テーマとしている教員は少数ながら存在している。理学療  

法学科と作業療法学科の教員などは学生教育のためにl⊂Fを勉強してし、る。しかし乙れは教育のためで  

あり、研究のために勉強している教員は例外的に見える。l⊂F研究の興味としてはコーディングの効率  

化や厳酎ヒなどがあり、多数の評価結果を集約するような研究はされていないようである。  

教育現場でのt CFの教育状況   

臨床医にl⊂Fの講養をしても誰も聞きたがらないが、医療福祉関連の学生にl⊂Fの講義をすると受  

け入れが良く、興味を持って勉強をする。評価表にイラストを入れたものを用いてコーディングを体験さ  

せながら教えると受け入れがよい。概念の説明をするときの問題は、t⊂Fの解説文が平易でなかったり、  

日本語訳が難しいものがあり、現代の学生にはやや難解で、教える方も哲学を敢えているような気になる。  
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リハビリテーション領域におけるl⊂Fの抱える問題点   

暮⊂Fを高く評価している人の話を聞いてもそれが概念を高く評価しているのか、コーディングを評価  

しているのかは良く話を聞かないとはっきりしない。概念は良いと思うがコーディングについては無用で  

あると述べる人もしヽる。   

自分個人としての疑問点としては、個人因子のコーディングは現在なぜないのか、将来は作られるのか  

を知りたし、。また種々のリハビリ関連のOutco【¶e分析に利用することをめざしているのか、いないのか  

を知りたいところである。  

l⊂Fに期待することと今後の展望  

i⊂Fは医学的知識が無くとも誰でも評価分類することが可能で、どの外国語でも結果のデータシート  

は共通であり、データとして続－されている。このため医学モデルと福祉モデルに共通して世界規模で通  

用する共通言語として期待できる。  

l⊂Fを普及させる方法として遠回りに見えるかもしれないが、教育においてl⊂Fのコーディングを  

含めて学生に理解させていってはどうか。学生達が現場に出れば、職場の同僚の理解も進歩するのではな  

いだろうか。ただし、将来はl⊂Fが常識になりますといいながら敢えてはいるが本当に10年後にスタ  

ンダ…ドになっているのかどうかについては確信を持てていない。  

15 、、、   
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ソーシャルワーカーの視点と1⊂F  
指定討論者：島野 光正 郡山市医療介護病院保健福祉等事案推進室長  

講演概要  
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はじめに  

ソーシャルワーカーは「人間の行動と社会システムに関する理論を利用して、人びとがその環境と相互に  

影響し合う接点」（けSW2000・7）に介入する○しかし、このことを他の専門職に説明しても理解しづ  
らい面があった。共通言語としてのICFによる説明ではどうだろうか。   

1．事例Aきん（80歳）脳梗塞後遺症（右上下肢麻痔身障2級）   

妻（70歳台）と2人暮らし（Aさんは老人保健施設入所中）  

【経過】  

老人保健施設相談員より連絡あり。夫婦2人暮らしの高齢者で、夫（Aぎん）が老健入所軋  

今回Aさんについて1カ月だけ自宅に戻るので在宅の支援をして欲しいということ。   

・本人、妻の了解をいただき、施設内で面接（アセスメント1）  

・その後自宅を訪問する（アセスメント2）   

→（妻）豪でみるのが大変だから施設にお廉いしている。  

．いろいろと話をしているうちに「風呂入れが大変だ」ということを具体的に話しはじめる。   

→ 本人の状態と自宅の状況を考え合わせ、制度の活用によるサービスの利用と福祉用具等の  

提案を行う。  

【サービス調整】  

・福祉用具だけではなく、デイケア、訪問看護、訪問介護などを組み合わせる。  

・16 ・、  
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・その後1カ月が経過したが、結局老健には戻らず自宅での生活が継続された。  

・AきんやAさんの妻の想いは、1カ月だけ自宅に戻ることではなく、夫婦で自宅で   

生活を続けるということ。  

・「風呂が入れない」→「デイケア．」で入浴ということだけのプランであったら結局  

1カ月したら老優へ戻っていたかもしれない。  

2．事例を振り返って   

（1）「ニーズ」と「デマンズ」について。   

・デマンズは「一カ月だけ自宅に帰る。その間なんとかして欲しい。」   

・ニーズは「自宅で夫婦2人で生活を続けたい。」   

→なぜ「夫婦2人での在宅での生活」が続けられたのか。   

（2）Aきんの状態が劇的に良くなったということではなく、Aさんの状態に合わせた環境への働き   

かけを行った。   

→Aさんが自分で力を発揮できる環境への働きかけ   

→Aさんの生活が、Aざんの妻の「想い」を変化きせた   

→結果AさんとAさんの妻の関係が変化していった   

「ほんとうは、自宅で2人で生活したかった」ということが言えた。   

（お2人の中に、そういった「想い」を実現できる力があることに気づいていったプロセス：サービ   

スを使いこなす力、サービスを利用していけば自分たちの想う生活が実現できる力など）  

3．悪循環から好循環へ   

（1）交互作用の「力」   

1⊂Fでは各次元・要素が相互に関連しあって、生活機能を梢成すると考えている   

（2）ソーシャルワーカーは一般的に生活上の問題（生活課題・福祉課題）は「ある問題をもった人   

と環境との交互作用の結果」と考える  

4．まとめにかえて：「参加」のとらえ直し   

Aさん、Aざんの妻にとっての「参加」   

→変化していく   

私たちの仕事はサービスにつなげることでも住宅改修の相談に乗ることではなく、それは手段であっ   

て、大事なことはサービスの利用や環境への働きかけによって、お2人の中にサービスを使いこなし   

てし＼く力があること、サービスを利用することで憩いが実現できる力があることに気づいていただく   

こと。  

17   
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lC F とは  

WHOヰ1⊂における中心分類の一つである忙F  

○忙Fは健康状況と健康関連状況を記述するための、統一的で標準的な言語と概念的枠組みを   

提供することを目的とする分簸です。   

OWHOが総合的に管理運営しているWHO－F忙（世界保健桜開国際分類ファミリー）（ミ邑）の中   

心分類の一つです。   

○厚生労働省では、社会保障審議会統計分科会の下に、生活機能分類専門委員会を設置し、   

WHOの動向等を躇まえ、にFに関する具体的な事項について検討を行っています。  

忙Fの評価を用いるときの基本的考え方  

0分類項目は、それぞれについて、その評価と一体で用いられます。  

○分穎項目は、ひとりの方について全人的に把握することが可能な設計となっています。た   

だし、実際に活用する場合に、全ての項目について調べ把纏することを求めているもので   

はありません。  

○評価を行う際に用いる分類項目は、WHOが提示したものを用い、その定義に従ってくだき   

い。その中で、どの分類項目を用いるかについては、特定のものに限定されるものではな   

く、目的に応じて変わる可能性があります。  

0健康状態や環境等、様々な要素が生活機能に対して相互に影響を与えうるとされており、   

そのことがl⊂Fでは重要視きれていることを理解して活用してください。  

18  、   
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・その後1カ月が経過したが、結局老健には戻らず自宅での生活が継続された。  

・AさんやAさんの妻の想いは、1カ月だけ自宅に戻ることではなく、夫婦で自宅で   

生活を続けるということ。  

イ風呂が入れない」→「デイケア」で入浴ということだけのプランであったら結局  

1カ月したら老健へ戻っていたかもしれない。  

2．事例を振り返って   

（1）「ニーズ」と「デマンズ」について。   

・デマンズは「一カ月だけ自宅に帰る。その間なんとかして欲しい。」   

・ニーズは「自宅で夫婦2人で生活を続けたい。」   

→なぜ「夫婦2人での在宅での生活」が続けられたのか。   

（2）Aさんの状態が劇的に良くなったということではなく、Aさんの状態に合わせた環境への働き   

かけを行った。   

→Aさんが自分で力を発揮できる環境への働きかけ   

→Aさんの生活が、Aきんの妻の「想い」を変化させた   

→結果AきんとAさんの妻の関係が変化していった   

「ほんとうは、自宅で2人で生活したかった」ということが言えた。   

（お2人の中に、そういった「悲しヽ」を実現できる力があることに気づいていったプロセス：サ→ビ   

スを使いこなす力、サービスを利用していけば自分たちの想う生活が実現できる力など）  

3．悪循環から好循環へ   

（1）交互作用の「力」   

l⊂Fでは各次元・要素が相互に関連しあって、生活機能を構成すると考えている   

（2）ソーシャルワーカーは一般的に生活上の問題（生活課題・福祉課題）は「ある問題をもった人   

と環境との交互作用の結果」と考える  

4．まとめにかえて：「参加」のとらえ直し   

Aさん、Aざんの妻にとっての「参加」   

→変化していく   

私たちの仕事はサービスにつなげることでも住宅改修の相談に乗ることではなく、それは手段であっ   

て、大事なことはサービスの利用や環境への働きかけによって、お2人の中にサービスを使いこなし   

ていく力があること、サービスを利用することで憩いが実現できる力があることに気づいていただく  

こと。  
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忙Fにおける構成要素とその相互作用  

l．忙Fにおける梢成要素  

○忙Fは、人間の生活機能に関する項目を、アルファベットと数字を組み合わせた方式で表す   

分類です。   

・第1レベル、箋2レベル、詳細分類（第3レベル、第4レベル）があり、どのレベルでの   

利用も出来ます。   

（例）   

第1レベルの項目 a4  運動・移動   

第2レベルの項目 a450  歩行   

第3レベルの項目 a4501   長距離歩行  

○忙Fは、「心身機能▲身体構造」、「活動」、r参加」の3つの構成要素からなる「生活機能」   

と、また、それらに影響を及ぼす「環境因子j等の「背景因子」の項目で楕成せれていま   

す。   

2．構成要素間の相互作用について  

0個人の生活機能は、健康状鰻と背景因子との問に相互作用あるいは複合的な関係があると   

考えられています。また、生活機能を構成する「心身機能・身体痛造」、「活動」、「参加」   

の問にも相互作用あるいは複合的な関係があると考えられています。   

概念図  

この概念図に、具体的な例示を入れたものが次のページです。  

＼ 19 、、、   
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⑳IC P⑳InternationalClassiFication  

●概念図（具体例が入ったもの）  

物的環境：福祉用具、建築、等  

人的環境：豪族、友人、等  

社会環境：制度、サービス、等  

年齢、性別、民族、生活感、  

価値観、ライフスタイル、等  

l⊂F活用で期待ざれる効果  

忙Fは、その活用により、  

○ 当人やその豪族、保健・医療・福祉等の幅広い分野の従事者が、忙Fを用いることにより、  

生活嬢能や疾病の状鮭についての共通理解を持つことができる。  

0 生活棺能や疾病等に関するサービスを提供する施設や機関などで行われるサービスの計  

画や評価、記録などのために実際的な手段を提供することができる。  

0 調査や統計について比較検討する標準的な枠組みを提供することができる。  

などが期待きれています。  
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⑳IC P⑳1ntern∂tion∂lCl∂SSlfication oFPun  

忙Fで使われる用語の定義  

◆ 「生活機能」に関する用語  

○ 生活機能（run⊂tion旨ng）：  

心身穏能、身体構造、活動及び参加の全てを含む包括用語  

○ 障害（disab＝岬）：  

機能障害、活動制限、参加制約の全てを含む包括用語  

○ 心身機能（bodyfun⊂tions）：  

身体系の生理的機能（心】翌的機能を含む）  

○ 身体構造（bodystructures）：  

器官・肢体とその構成部分など、身体の解剖学的部分  

○ 棲能障害（構造障害を含む）（impairmenti）：  

著しい変異や喪失などといった、心身機能または身体構造上の問題  

○ 活動（a⊂tivity）：  

課題や行為の個人による遂行  

○ 参加（par【i（ip封永m）：  

生活・人生場面（Iire5ituation）への関わり  

○ 活動制限くa⊂t盲vity＝mitations）：  

個人が活動を行うときに生じる難しざ  

○ 参加軌約（parti⊂ipationre5rri〔tions）  

個人が何らかの生活▲人生場面に関わるときに経験する難しき  

◆ 「背景図子」に関する用語  

○ 背景因子（⊂OnteXtUa】Fa⊂tOrミ）：  

個人の人生と生活に関する背景全体（構成要素は環境因子と個人因子）  

○ 環境因子（envけOnmentalfa⊂tOrS）：  

人々が生活し、人生を送っている物的な環境や社会的環境、人々の社会的な態度  

による環境を構成する因子  

○ 個人因子（per50natfa〔tOrS）  

個人の人生や生活の特別な背景  

21  ＼   
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厚生労働省  

大臣官房統計情報部  

人口動態・保健統計課疾病傷害死因分類調査室  

〒100－8916 東京都千代田区霞が関ト2－2  

TELq3－52S3－…1（内線7493）   

財団法人厚生統計協会  

〒106－0032 東京都港区六本木5－13－4  

TELO3－3586－3361FAXO3－3584－4710   

日本保健医療福祉連携教育学会（JAIPE）   

ソーシャルケアサービス従事者研究協議会   

社団法人日本社会福祉士会   

社団法人日本医療社会事業協会   

社団法人日本精神保健福祉士協会   

日本ソーシャルワーカー協会  

一般社団法人日本介護支援専門員協会  

シンポジウム事務局  

（オスカー、ジャパン株式会社内）  

〒180－001玉 東京都武蔵野市西久保ト3－12オークビル5階  

TELO422－59－柑78 FAXO422－59－1809  

・・   



資料1－2  

ICFInternationalClassificationofFunctioning，DisabiIityand Health  

■厚生労働省シンポジウム  

生活機能分類の活用に向けて  

～共通言語としてのICFの教育・普及を目指して～  

平成22年1月24日（日）  

アンケート調査集計結果   



1．ご自身のことについて敢えて下さい  

1：本日のシンポジウムの開催はどのように知りましたか。（複数回答可）  

1．ポスター  

2．チラシ  

3．ホームページ  

4．学会からの案内  

学会名：（）  

5．雑誌、新聞等の広告  

6．知人、友人から教えてもらった  

7．その他（）  

14  

26  

69  

25  

8
 
3
 
9
 
 

・
1
 
5
 
3
 
 2：本日のシンポジウムに参加された理由についてお聞かせください。（複数回答可）  

1．ICFに興味がある  186  

2．福祉J医学分野の研究に興味がある  84  

3．国際保健福祉に興味がある  6  

4．その他（）  15   

3．本日のシンポジウムの進行についてお聞かせください。□に印を付けてください。  
3－A：全体の時間（13：00～17：00）について  

1．長すぎる  

2．丁度良い  

3．短すぎる  

6
 
0
 
0
 
 

1
 
7
 
2
 
 

1
 
 

3－B：演者1人当たりの講演時間（25分）について  

1．長すぎる  5  

2．丁度良い  163  

3．短すぎる  44   

3－C：パネルデイスカッションの時間（了0分）について  

1．長すぎる  11  

2．丁度良い  142  

3．短すぎる  30   

4本日のシンポジウムの内容、テーマについてお聞かせください。□に印を付けてください．  

4－A：内容、テーマについて  

1．大変よく理解できた  

2．理解できた  

3．普通  

4．あまり理解できなかった  

▲
l
 
「
－
 
5
 
6
 
 

5
 
0
 
4
 
 

1
 
 

4－B：現在の活動または今後の活動や方向性に向けて  

1．大変参考になる  

2．少しは参考になる  

3．普通  

4．あまり参考にならない  

120  

71  

17   

1  

1／2ページ   



5：今後も、ICFに関するシンポジウム等に参加を希望しますか。□に印を付けてください。  

1．希望する  157  

2．テーマによる  54  

3．希望しない  0   

6：今後、希望するテーマがありましたらお書きください。  

（自由記入）   

7：今後どのような形式の催し物に参加を希望しますか。  

講演  144  

シンポジウム  24  

少人数を対象としたセミナー  0  

その他（）  0   

8：本日のシンポジウムにつきまして、ご意見、ご感想などをお書きください。  

（自由記入）  

9：年齢  

1．10歳代  

2．20歳代  

3．30歳代  

4．40歳代  

5．50歳代  

6．60歳代  

7．70歳代以上  

10：性別  

1．男  

2．女   

11：勤務先等：  

1．福祉・医療関連施設  

2．教育関連施設  

3．企業  

4．官公庁  

5．自治体  

6．学生  

7．その他  

0
 
4
 
2
 
4
 
3
 
5
 
7
 
 

3
 
5
 
4
 
5
 
一
－
 
 

9
 
6
 
 

9
 
0
 
 

1
 
 

9
 
9
 
8
 
4
 
0
 
0
 
6
 
 

1
 
1
 
 

0
 
4
 
 
 
 
1
 
 

1
 
 

2／2ページ   
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1＝本日のシンポジウムの開催はどのように知りましたか。  
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3－A：全体の時間（13：00～17：00）について  
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4＿B‥現在の活動または今後の活動や方向性に向けて  
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資料2  

生活機能の活用に向けて  

－共通言語としてのICFの教育・普及を目指してシンポジウム一  

報告書（仮題）（構成案）  

シンポジウムレジメ（当日配布資料から）  

（大川委員、木村委員、安西委員、藤田委員、島野先生、真柄先生）  

第1部  

シンポジウム使用パワーポイント  

（大川委員、木村委員、安西委員、藤田委員、島野先生、真柄先生）  

第2部  

シンポジウム速記録（加筆、修正、精査後）  第3部  

※ 資料：ICFとは   




