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て
病
気
や
け
が
、
高
齢
化
な
ど
で
、
運
動

機
能
が
低
下
し
て
い
る
方
に
対
し
て
、「
座

る
」「
立
つ
」「
歩
く
」な
ど
の
基
本
動
作
力
の

回
復
や
維
持
を
目
的
に
し
た
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン（
以
下
、「
リ
ハ
ビ
リ
」と
い
う
）を
提

供
す
る
の
が
仕
事
で
す
。作
業
療
法
士
は「
食

事
を
す
る
」「
料
理
を
す
る
」「
仕
事
を
す
る
」

な
ど
の
日
常
生
活
の
応
用
的
な
動
作
の
機
能

回
復
を
図
り
、
社
会
復
帰
を
目
指
す
こ
と
を

目
的
と
し
た
リ
ハ
ビ
リ
を
提
供
し
ま
す
。

　

二
つ
の
職
種
を
比
べ
た
と
き
、
作
業
療
法

士
が
担
う
の
は
上
肢
機
能
訓
練
の
提
供
が
中

心
で
、
理
学
療
法
士
は
体
を
動
か
す
こ
と
全

般
に
関
わ
る
仕
事
だ
と
い
う
印
象
を
持
ち
ま

し
た
。
そ
れ
で
自
分
に
は
理
学
療
法
士
の
ほ

う
が
合
っ
て
い
る
と
思
っ
た
わ
け
で
す
。

―
―
実
際
の
お
仕
事
は
ど
ん
な
流
れ
に
な
る

の
で
し
ょ
う
か
。
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当
院
で
理
学
療
法
士
が
リ
ハ
ビ
リ

の
提
供
を
す
る
の
は
、
基
本
的
に
こ
こ
に

入
院
し
て
い
る
患
者
さ
ん
で
す
。
新
規
の
患

者
さ
ん
の
場
合
、
ま
ず
そ
の
患
者
さ
ん
を
担

当
し
て
い
る
専
門
の
医
師
か
ら
、
私
た
ち
が

所
属
す
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
部
に
依
頼

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
患
者
さ
ん
を
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
部
の
医
師
が
診
察
し
、
ど
ん
な

リ
ハ
ビ
リ
を
行
う
か
の
基
本
が
示
さ
れ
た
処

方
指
示
箋
が
出
さ
れ
ま
す
。
様
々
な
状
態
に

あ
る
複
数
の
患
者
さ
ん
た
ち
を
ほ
か
の
理
学

療
法
士
た
ち
と
振
り
分
け
、
担
当
が
決
ま
り

ま
す
。

　

リ
ハ
ビ
リ
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
退
院

後
ど
の
よ
う
に
過
ご
し
て
い
き
た
い
か
を
ご

本
人
や
ご
家
族
と
相
談
し
て
ゴ
ー
ル
を
設
定

し
ま
す
。
そ
の
後
は
理
学
療
法
士
の
私
が
、

患
者
さ
ん
と
一
対
一
で
リ
ハ
ビ
リ
を
提
供
し

て
い
き
ま
す
。
処
方
指
示
箋
を
基
本
と
し
、

具
体
的
に
ど
ん
な
リ
ハ
ビ
リ
を
行
う
か
を
私

が
考
え
ま
す
。
そ
の
過
程
で
医
師
や
看
護
師

と
情
報
を
共
有
し
、
よ
り
そ
の
方
に
望
ま
し

い
リ
ハ
ビ
リ
に
つ
な
げ
ま
す
。
ま
た
患
者
さ

ん
が
退
院
さ
れ
て
別
の
病
院
に
行
か
れ
た

り
、
自
宅
で
リ
ハ
ビ
リ
を
継
続
さ
れ
た
り
す

る
こ
と
を
踏
ま
え
、
そ
れ
ら
の
場
合
に
ど
の

よ
う
に
つ
な
げ
て
い
く
か
も
考
え
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　

理
学
療
法
士
が
提
供
す
る
リ
ハ
ビ
リ
に
は

大
き
く
分
け
て
、
体
の
機
能
の
一
部
も
し
く

は
全
体
を
動
か
し
て
機
能
の
回
復
を
図
る
運

動
療
法
と
、
機
器
を
使
っ
て
温
熱
や
電
気
、

レ
ー
ザ
ー
な
ど
を
当
て
て
リ
ハ
ビ
リ
を
行
う

物
理
療
法
が
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
理
学
療
法

士
は
運
動
療
法
を
中
心
に
、
必
要
に
応
じ
て

物
理
療
法
を
用
い
て
リ
ハ
ビ
リ
を
提
供
し
て

い
ま
す
。

そ
の
人
ら
し
く
過
ご
せ
る
こ
と
を
目
指
し
て

リ
ハ
ビ
リ
を
提
供

―
―
お
仕
事
の
中
で
喜
び
や
、
や
り
が
い
を

感
じ
る
の
は
ど
ん
な
と
き
で
し
ょ
う
か
。
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患
者
さ
ん
の
不
調
が
改
善
さ
れ
、

そ
の
人
ら
し
く
過
ご
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

き
の
姿
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
状
態
に
近
づ

い
た
と
き
の
姿
を
見
る
と
、
と
て
も
う
れ
し

く
な
り
ま
す
。
患
者
さ
ん
か
ら「
こ
ん
な
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
」と
い
う
声
を

聞
く
と
、
や
り
が
い
を
感
じ
ま
す
。

就
い
て
い
た
仕
事
を
辞
め
、

理
学
療
法
士
の
道
へ

―
―
理
学
療
法
士
に
な
ら
れ
る
前
は
、
別
の

お
仕
事
を
さ
れ
て
い
た
の
で
す
ね
。
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以
前
は
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
で
オ
ペ

レ
ー
タ
ー
さ
ん
た
ち
の
管
理
を
担
当
し
て
い

て
、
私
が
電
話
応
対
を
す
る
こ
と
も
あ
り
ま

し
た
。

　

私
は
学
生
時
代
に
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
で
イ

ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
や
フ
ロ
ン
ト
業
務
に
携

わ
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
人
と
対
面
し
な

が
ら
体
を
使
う
仕
事
が
好
き
だ
っ
た
ん
で

す
。「
そ
う
い
う
仕
事
を
し
た
い
な
」と
い
う

思
い
が
だ
ん
だ
ん
強
く
な
り
、
理
学
療
法
士

と
い
う
仕
事
が
あ
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。

―
―
作
業
療
法
士
と
い
う
選
択
も
あ
っ
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

野
々
山　

理
学
療
法
士
と
は
、
専
門
家
と
し

理学療法士　野々山良輔さん

専門家として
リハビリテーションを提供し、
運動機能の回復を目指す

ののやま・りょうすけ●1983年東京都生まれ。大学中退後
コールセンターに勤務。29歳のとき、理学療法士の道に進
もうと、東都リハビリテーション学院夜間部に入学。仕事と
勉学の両立に苦労しつつ当学院に通い、2016年理学療
法士の免許を取得。都内の病院でデイケア業務に従事し
た後、2017年11月から東京大学医学部附属病院リハビリ
テーション部に理学療法士として勤務し、現在に至る。

野々山さんは、理学療法士として運動機能が低下した方たちを中心にリハビ
リテーションを提供しています。患者さんたちとコミュニケーションを図り
ながら信頼関係を築き、専門家としての知識と技術を駆使しながら、その人
らしい人生が送れるように力を尽くす日々を送っています。

I N T E R V I E W

しごとインタビュー
………………………



21　職業研究――2024 No.2

理
学
療
法
士
の
仕
事
で
は

様
々
な
経
験
が
役
に
立
つ

―
―
お
仕
事
で
は
、
ど
ん
な
こ
と
を
心
掛
け

て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。

野
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患
者
さ
ん
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
図
り
、
信
頼
関
係
を
築
こ
う
と
努
め

て
い
ま
す
。
信
頼
関
係
が
あ
れ
ば
、
患
者
さ

ん
に
と
っ
て
つ
ら
い
こ
と
も
、
伝
え
や
す
く

な
り
ま
す
。
一
方
で
、
患
者
さ
ん
と
の
距
離

の
取
り
方
に
も
注
意
し
て
い
ま
す
。
患
者
さ

ん
に
寄
り
添
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
大
切
で
す

が
、
近
づ
き
す
ぎ
る
と
依
存
関
係
に
陥
り
、

そ
の
方
の
自
立
を
妨
げ
て
し
ま
う
こ
と
に
も

な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

―
―
近
年
、
理
学
療
法
士
の
役
割
に
対
す
る

関
心
が
高
ま
っ
て
き
て
い
る
よ
う
で
す
ね
。

野
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高
齢
化
社
会
を
迎
え
、
理
学
療
法

士
の
役
割
は
い
っ
そ
う
大
き
く
な
っ
て
き
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ほ
か
に
も
災
害

で
避
難
さ
れ
た
人
々
へ
の
体
の
機
能
維
持
や

回
復
の
た
め
の
サ
ポ
ー
ト
、
企
業
や
学
校
で

の
健
康
増
進
や
病
気
の
予
防
の
た
め
の
環
境

整
備
、
ス
ポ
ー
ツ
分
野
で
選
手
た
ち
が
高
い

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
発
揮
す
る
た
め
の
お
手

伝
い
な
ど
、
理
学
療
法
士
に
対
す
る
注
目
度

は
上
が
っ
て
き
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。

　

そ
う
し
た
中
で
、
私
は
理
学
療
法
士
の
認

知
度
が
さ
ら
に
上
が
り
、
ひ
い
て
は
そ
れ
が

理
学
療
法
士
の
社
会
的
な
地
位
の
向
上
に
結

び
付
く
と
い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
う

な
っ
た
ら
、
私
た
ち
も
今
ま
で
以
上
に
余
裕

を
持
っ
て
患
者
さ
ん
に
接
す
る
こ
と
が
で
き

I N T E R V I E W
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理
学
療
法
士
の
仕
事
は
、
患
者
さ
ん
た
ち

の
日
常
生
活
の
基
本
動
作
の
回
復
を
目
指
す

こ
と
に
主
眼
を
置
い
て
い
ま
す
が
、
私
は
そ

れ
に
加
え「
そ
の
人
ら
し
く
過
ご
す
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
る
」こ
と
も
視
野
に
入
れ
、

そ
の
方
が
望
む
状
態
に
で
き
る
だ
け
近
づ
け

て
、
人
生
に
彩
り
を
添
え
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
こ
と
の
お
手
伝
い
を
し
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。
サ
ー
フ
ィ
ン
が
好
き
な
患
者
さ
ん
が

療
法
後
、「
よ
う
や
く
海
に
入
れ
ま
し
た
」と

報
告
し
て
く
だ
さ
っ
た
時
は
、
心
か
ら「
よ

か
っ
た
」と
思
い
ま
し
た
。

―
―
お
仕
事
の
厳
し
さ
や
難
し
さ
は
ど
ん
な

と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
か
。

野
々
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様
々
な
検
討
を
し
て
、
そ
の
方
に

見
合
っ
た
リ
ハ
ビ
リ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
考

え
ま
す
が
、
時
に
は
思
い
ど
お
り
の
結
果
が

得
ら
れ
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。
進
行
性
の

病
気
を
患
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
場
合
や
、
重

症
の
患
者
さ
ん
の
場
合
は
、
快
方
に
向
か
う

こ
と
が
難
し
い
ケ
ー
ス
が
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
ん
な
厳
し
さ
の
中
で
も
、
私
は
で
き

な
い
こ
と
で
は
な
く
、
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
に
目
を
向
け
、「
リ
ハ
ビ
リ
を
始
め

る
前
と
比
べ
て
、
こ
れ
だ
け
よ
く
な
り
ま
し

た
ね
」と
い
う
姿
勢
で
患
者
さ
ん
と
接
す
る

よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
寝
た
き
り
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
が
難
し
い
患
者
さ
ん
を
担
当
す
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
が
、
ご
本
人
の
反
応
を
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
な
く
て
も
、
ご
家
族
が
と
て
も

う
れ
し
そ
う
な
表
情
を
な
さ
い
ま
す
。
そ
ん

な
時
は
、
厳
し
さ
の
中
で
も
や
り
が
い
を
感

じ
ま
す
。

る
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
。
理
学
療
法
士
の

仕
事
は
、
患
者
さ
ん
の
状
態
や
仕
草
、
表
情

に
現
れ
る
変
化
を
見
逃
さ
な
い
こ
と
が
と
て

も
大
切
で
、
そ
れ
が
で
き
て
こ
そ
的
確
な
リ

ハ
ビ
リ
の
提
供
が
で
き
ま
す
。
理
学
療
法
士

に
余
裕
が
あ
っ
て
こ
そ
、
患
者
さ
ん
の
小
さ

な
変
化
を
見
逃
さ
ず
に
対
応
で
き
る
の
だ
と

思
い
ま
す
。

―
―
理
学
療
法
士
を
目
指
そ
う
と
す
る
後
輩

た
ち
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
お
願
い
し
ま
す
。
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理
学
療
法
士
は
、
様
々
な
価
値
観

を
持
っ
た
患
者
さ
ん
た
ち
の
気
持
ち
や
立
場

を
理
解
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
ら

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
は
い
ろ
い

ろ
な
経
験
を
積
ん
で
お
く
と
よ
い
と
思
い
ま

す
。
豊
富
な
経
験
が
あ
れ
ば
、
患
者
さ
ん
の

価
値
観
と
共
有
で
き
る
ポ
イ
ン
ト
を
見
つ
け

や
す
く
な
り
ま
す
し
、
信
頼
関
係
を
築
く
こ

と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
私
自
身
、
コ
ー
ル
セ

ン
タ
ー
で
対
人
ス
キ
ル
を
学
ん
だ
こ
と
が
、

今
、
と
て
も
役
に
立
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、上
司
か
ら
指
示
さ
れ
た
こ
と
は
、「
厳

し
い
な
」と
思
っ
て
も
ま
ず
は
引
き
受
け
て

や
っ
て
み
る
こ
と
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
自
分

に
何
が
足
り
な
い
か
に
気
づ
く
き
っ
か
け
に

も
な
る
し
、
成
長
の
足
掛
か
り
に
も
な
り
ま

す
。

　

同
時
に
、「
自
分
に
対
す
る
評
価
は
上
司

な
ど
他
人
が
す
る
も
の
」と
考
え
ま
し
ょ
う
。

自
分
で
は「
う
ま
く
で
き
た
な
」と
思
っ
て
い

て
も
、
他
人
の
目
で
客
観
的
に
見
た
ら
不
十

分
と
い
う
こ
と
は
数
多
く
あ
り
ま
す
。「
評
価

は
他
人
が
す
る
」と
考
え
て
い
れ
ば
、
よ
り
よ

い
仕
事
を
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
は
ず
で
す
。

◀歩行車を使った歩行訓練の様子
　 患者さんと寄り添いつつも、自立の妨げの要因となる心理的な

依存関係に陥らないように、一定の距離感を保って接している。

▲ 患者さんそれぞれの特性に応じた歩行
訓練を行うため、様々な歩行補助具が
用意されている。

運動療法室▶
この場所で患者さんとコミュニケーション
を図り、一人ひとりに見合ったリハビリを
考え、信頼関係を築く。


