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日本理学療法士協会

日本の総人口は、平成 22（2010）年10月1日現在、1億 2,806万人。そのうち、

65歳以上の高齢者人口は、2,958万人です。総人口の23.1％、実に4人に1人が

高齢者となる社会です。そして平成 27（2015）年に、いわゆる団塊の世代（昭和 22

（1947）年～昭和 24（1949）年に生まれた人）が 65歳以上となり、高齢者人口は

3,000万人を超えます。これは現役世代 2.3人で、1人の高齢者を支えるということ

になります。この事態は、世界的にみても例を見ない状況であり、世界各国が日本

の動向に注目をしています。

現在、日本政府は、高齢者の方でも働ける社会の構築など、さまざまな案を出し、

この難局を乗り越えようとしています。当協会も高齢者の支えの一端を担うものとして、

日本社会にどのように貢献できるか、何をすべきかを考え、活動して参ります。

今号では、日本が迎える社会のなかで、高齢者の方のみならず、国民のみなさま

がいきいきと、幸せに暮らしていくための施策をご紹介いたします。

そして当協会は、平成 24 年度に公益法人化いたします。今後さらなる社会貢献

できるよう、尽力いたします。

それにあたり、今号で、「ＰＴあ！」は最終号となります。平成 24 年度にさらに内

容を深くし、一般の方々や医療関係者の皆様に、より分かりやすく、より良い情報を

ご提供できる広報誌として生まれ変わります。今までご愛読いただき、誠にありがと

うございました。そして今後とも、宜しくお願いいたします。

きたるべき高齢社会。
そのなかですべての人が
幸せに暮らしていくために、
何をすべきかを考える。
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特
　
集
　
1

安
全
に
、
い
き
い
き
と
し
た
生
活
が
送
れ

る
よ
う
、
医
療
や
保
健
、
福
祉
及
び
生
活

に
関
わ
る
あ
ら
ゆ
る
人
々
や
機
関
・
組
織

が
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
立
場
か
ら
協
力

し
合
っ
て
行
う
活
動
の
す
べ
て
を
言
う
」
と

あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
大
切
な
の
は
、
医
療
・
福
祉
と

い
っ
た
関
係
機
関
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
だ

け
で
な
く
、
そ
の
街
の
住
民
・
企
業
・
組

織
も
、
す
べ
て
の
人
が
い
き
い
き
と
暮
ら
す

た
め
の
地
域
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
「
資

源
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ

が
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
視
点
で
で
き
る

こ
と
を
考
え
、
協
力
し
合
う
、
そ
ん
な
地

域
を
基
盤
に
し
た
総
合
的
な
活
動
が
注
目

さ
れ
て
い
ま
す
。

す
べ
て
の
人
が
協
力
し
合
う

地
域
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
は
？

「
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
言
葉

は
、
一
般
的
に
は
身
体
に
障
害
を
持
っ
た
方

の
「
機
能
回
復
訓
練
」
と
い
う
意
味
が
普

及
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
本
来
は
、
身
体

機
能
の
回
復
と
と
も
に
、
人
間
ら
し
く
生

き
る
権
利
の
回
復
、
従
来
の
生
活
回
復
を

地
域
社
会
で
支
援
す
る
と
い
う
社
会
的
な

意
味
を
持
つ
概
念
で
す
。
こ
の
考
え
に
基

づ
く
活
動
が
、「
地
域
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
」
で
す
。

日
本
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
院
・
施

設
協
会
が
定
義
す
る
地
域
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
と
は
「
障
害
の
あ
る
人
々
や
高
齢

者
お
よ
び
そ
の
家
族
が
住
み
慣
れ
た
と
こ

ろ
で
、
そ
こ
に
住
む
人
々
と
と
も
に
、
一
生

よ
り
良
い
環
境
が
持
続
す
る
た
め
の

地
域
行
政
の
仕
組
み
づ
く
り

地
域
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
は
主
に
、
地

域
を
包
括
す
る
市
町
村
が
主
体
と
な
っ
て

推
進
さ
れ
て
い
ま
す
。「
市
民
こ
そ
今
日

の
地
域
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
原
動
力
」

と
い
う
大
阪
府
大
東
市
で
は
、
１
９
６
０

年
代
か
ら
理
学
療
法
士
が
地
域
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
に
関
わ
り
は
じ
め
、そ
れ
以
降
、

半
世
紀
に
亘
り
、
乳
幼
児
か
ら
高
齢
者
ま

で
を
対
象
に
地
域
に
根
差
し
た
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
活
動
を
実
践
し
て
い
ま
す
。

「
大
東
市
に
は
現
在
、
理
学
療
法
士
が

５
名
、
作
業
療
法
士
が
３
名
配
置
さ
れ
て

お
り
、
理
学
療
法
士
・
作
業
療
法
士
を
配

置
す
る
人
口
に
対
す
る
割
合
は
全
国
市
町

村
で
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
で
す
」。（
大
東
市
保
健

理
学
療
法
士
は
幸
せ
の
資
源
。

誰
も
が
い
き
い
き
と
暮
ら
せ
る
街
を
つ
く
る
地
域
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
。

大
東
市
　
保
健
医
療
部
　
地
域
保
健
課

理
学
療
法
士
　
逢
坂
　
伸
子 

氏

▲地域住民との戦略会議
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医
療
部
地
域
保
健
課
・
理
学
療
法
士
・
逢

坂
伸
子
さ
ん
）

大
東
市
で
は
、
組
織
の
縦
割
り
に
よ
る

溝
が
地
域
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
活
動
を

妨
げ
な
い
よ
う
、
健
康
部
門
、
障
害
部
門
、

高
齢
者
部
門
、教
育
部
門
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
に
関
す
る
こ
と
は
、
逢
坂
さ
ん
が
所

属
す
る
地
域
保
健
課
が
一
括
し
て
担
当
し
ま

す
。
対
象
者
の
年
齢
や
適
用
さ
れ
る
制
度

に
関
わ
ら
ず
、
た
と
え
ば
自
宅
の
改
修
工

事
や
福
祉
用
具
の
相
談
を
受
け
て
い
ま
す
。

歩
道
の
点
字
ブ
ロ
ッ
ク
な
ど
の
道
路
工
事

に
も
理
学
療
法
士
が
立
ち
会
う
こ
と
も
あ

り
ま
す
。

「
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
は
適
応
と
い

う
意
味
が
あ
る
よ
う
に
、
地
域
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
の
基
盤
は
、
誰
も
が
い
き
い
き

と
暮
ら
せ
る
環
境
を
整
え
る
こ
と
も
含
ま

れ
ま
す
。
私
た
ち
の
仕
事
は
、
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
の
専
門
的
な
視
点
と
行
政
の

立
場
か
ら
、
よ
り
良
い
環
境
が
持
続
し
て
い

く
仕
組
み
を
つ
く
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
（
逢

坂
さ
ん
）」

地
域
診
断
の
精
度
を
上
げ
る

顔
が
見
え
る
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

〈
横
の
つ
な
が
り
〉
は
、
地
域
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
活
動
に
お
い
て
、
と
て
も
重
要

な
ス
タ
ン
ス
で
す
。
必
要
な
人
に
必
要
な

サ
ー
ビ
ス
と
環
境
を
提
供
す
る
に
は
、
住

民
の
詳
細
な
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
ニ
ー
ズ

を
把
握
し
、
潜
在
ニ
ー
ズ
を
掘
り
起
こ
す

「
地
域
診
断
」
が
鍵
と
な
り
ま
す
が
、
住

民
側
か
ら
声
が
上
が
る
の
を
待
っ
て
い
て

は
実
現
し
ま
せ
ん
。
自
分
に
何
が
必
要
で
、

そ
れ
を
誰
に
ど
の
よ
う
に
伝
え
て
い
い
の

か
、
わ
か
ら
ず
に
い
る
方
は
少
な
く
あ
り
ま

せ
ん
。

「
そ
う
し
た
形
に
な
り
に
く
い
一
人
ひ
と

り
の
ニ
ー
ズ
を
得
る
た
め
に
、
私
た
ち
は

障
害
者
団
体
や
老
人
ク
ラ
ブ
な
ど
の
ボ
ラ

ン
ティ
ア
の
方
や
、
地
域
の
民
生
委
員
、
ケ

ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
方
と
の
〈
顔
が
見
え
る
〉

連
携
を
大
切
に
し
て
い
ま
す
。
こ
の
連
携
に

よ
っ
て
、
高
齢
者
や
障
が
い
者
の
方
の
日

頃
の
生
活
の
様
子
な
ど
を
収
集
し
、
改
善

手
段
を
事
業
企
画
し
、
予
算
化
す
る
こ
と

で
、
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
や
制
度
を
創
設
し

ま
す
（
逢
坂
さ
ん
）」

た
と
え
ば
「
○
○
さ
ん
は
、
公
民
館
で

靴
を
履
く
と
き
に
靴
箱
に
手
を
掛
け
て
い

た
」
と
い
う
情
報
か
ら
は
、
そ
の
公
民
館

を
利
用
す
る
多
く
の
高
齢
者
の
転
倒
防
止

の
た
め
の
手
す
り
を
提
案
す
る
こ
と
で
、

転
倒
に
よ
る
骨
折
を
予
防
し
、
介
護
保
険

や
医
療
の
負
担
軽
減
に
つ
な
が
り
ま
す
。

ま
た
「
最
近
△
△
さ
ん
は
、
ス
ー
パ
ー
に

買
い
物
に
行
け
な
い
」
と
い
う
情
報
が
あ
れ

ば
、
家
族
が
反
対
し
て
い
る
の
か
、
車
椅

子
が
必
要
な
の
か
原
因
を
掘
り
下
げ
て
分

析
し
ま
す
。
店
側
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
問
題

が
あ
れ
ば
、
ス
ロ
ー
プ
の
設
置
を
提
案
す

る
こ
と
で
、
同
じ
思
い
を
し
て
い
る
方
も
お

店
に
行
け
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

「
一
人
の
課
題
を
、一
人
の
こ
と
と
し
て
終

わ
ら
せ
な
い
」
と
い
う
逢
坂
さ
ん
。
高
齢

者
一
人
の
声
は
、
地
域
の
声
で
あ
り
、
将
来

の
自
分
の
声
に
な
り
ま
す
。
住
民
の
地
域

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
活
動
へ
の
意
識
を
高

め
る
た
め
に
も
、
橋
渡
し
を
担
う
理
学
療

法
士
の
存
在
と
役
割
を
理
解
し
て
も
ら
う

こ
と
が
大
切
で
す
。

「
理
学
療
法
士
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
す

る
職
種
な
の
か
、
地
域
で
は
ま
だ
ま
だ
知

ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
地
域
の
集
会
な
ど
に

参
加
す
る
際
に
、
最
初
は
理
学
療
法
士
と

い
う
肩
書
で
自
己
紹
介
は
せ
ず
、
困
っ
て
い

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
と
、
相
手
の
方

の
具
体
的
な
要
望
を
伺
い
ま
す
。
そ
の
要

望
に
応
え
る
こ
と
で
、
実
績
が
上
が
れ
ば
、

こ
の
人
に
言
え
ば
こ
ん
な
こ
と
を
し
て
く
れ

▲保育園の先生にもアドバイスを行う ▲ケアマネジャーさんと一緒に正しい知識や最新の情報を共有する

PTぁ！vol.13 2

理学療法士は幸せの資源。誰もがいきいきと暮らせる街をつくる地域リハビリテーション。



め
る
目
を
、
街
全
体
へ
と
視
野
を
広
げ
る

こ
と
で
地
域
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
は
促
進

し
ま
す
。

今
後
、
高
齢
者
の
増
加
と
と
も
に
、
福

祉
サ
ー
ビ
ス
は
い
ま
以
上
に
不
足
す
る
こ
と

が
予
想
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
個
々
の
動
き

を
分
散
し
た
ま
ま
サ
ー
ビ
ス
や
環
境
を
投

入
し
て
も
効
果
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
分

散
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

の
視
点
で
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
す
る
こ
と
は
、

理
学
療
法
士
の
得
意
と
す
る
分
野
で
す
。

ま
た
そ
こ
に
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
新
た
に

創
る
こ
と
も
可
能
で
す
。
街
全
体
が
い
き
い

き
と
幸
せ
に
な
る
要
の
存
在
と
し
て
、
理

学
療
法
士
は
強
力
な
地
域
資
源
と
な
る
で

し
ょ
う
。

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
理
解
を
し
て
も
ら
う

た
め
の
勉
強
会
や
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

に
関
す
る
情
報
提
供
を
行
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
二
次
医
療
圏
と
な
る
北
河
内
圏

域
（
７
市
）
の
理
学
療
法
士
・
作
業
療
法

士・言
語
聴
覚
士・看
護
師・医
療
ソ
ー
シ
ャ

ル
ワ
ー
カ
ー
・
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
な
ど
の
合

同
研
修
の
場
を
設
け
る
な
ど
、
行
政
間
の

横
の
連
携
も
実
現
し
て
い
ま
す
。

医
療
・
福
祉
関
係
者
一
人
ひ
と
り
が
理

学
療
法
の
視
点
を
身
に
付
け
る
こ
と
で
、

適
切
な
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
す
る
的
確
な
タ
イ
ミ
ン
グ
を
見
逃
す
こ

と
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
結
果
と
し
て
地
域

全
体
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
質
を
高
め

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

大
東
市
で
は
、
逢
坂
さ
ん
を
は
じ
め
と

す
る
行
政
機
関
で
勤
め
る
理
学
療
法
士
が

地
域
の
保
育
園
・
幼
稚
園
・
学
校
を
巡
回

し
、
障
害
の
早
期
発
見
と
と
も
に
、
障
が

い
児
の
対
応
手
法
を
職
員
に
ア
ド
バ
イ
ス
す

る
こ
と
で
、
障
が
い
児
の
受
け
入
れ
体
制
を

広
げ
て
い
ま
す
。

「
障
害
が
あ
る
か
ら
あ
き
ら
め
る
の
で
は

な
く
、
障
害
が
あ
っ
て
も
楽
し
め
る
場
所

を
増
や
す
こ
と
も
地
域
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
で
す
。
保
育
園
の
場
合
は
、
受
け
入
れ

の
間
口
が
広
が
る
こ
と
で
母
親
に
雇
用
の

機
会
を
作
り
、
生
活
保
障
の
支
援
に
も
つ

な
が
り
ま
す
（
逢
坂
さ
ん
）」

地
域
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
ト
を
担
う

理
学
療
法
士
の
有
効
性

日
本
の
高
齢
化
率
は
上
昇
の
一
途
に
あ

り
、
２
０
５
５
年
に
は
国
民
の
２・５
人
に

１
人
が
65
歳
以
上
、
４
人
に
1
人
が
75
歳

以
上
の
高
齢
者
と
な
る
と
推
計
さ
れ
て
い

ま
す
。

加
齢
は
誰
に
で
も
平
等
に
訪
れ
、
誰
も

が
高
齢
者
と
な
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
ま
せ

ん
。
そ
の
と
き
に
い
き
い
き
と
暮
ら
せ
る
地

域
社
会
が
存
在
す
る
か
否
か
に
よ
り
、
幸

せ
の
度
合
い
も
大
き
く
左
右
し
ま
す
。

「
食
事
や
入
浴
、
排
せ
つ
、
歩
行
な
ど
、

日
常
の
行
動
が
当
た
り
前
に
で
き
る
こ
と

が
、
実
は
と
て
も
幸
せ
な
こ
と
で
す
。
こ
の

こ
と
は
、
多
く
の
人
に
と
っ
て
、
気
づ
き
に

く
い
も
の
で
す
。
理
学
療
法
士
は
、
高
齢

者
や
障
が
い
者
の
方
の
困
難
や
苦
し
み
を
、

健
常
者
の
方
に
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
代

弁
者
と
し
て
、
地
域
に
お
い
て
大
き
な
存

在
価
値
が
あ
り
ま
す
（
逢
坂
さ
ん
）」

機
能
回
復
訓
練
や
福
祉
用
具
の
ア
ド
バ

イ
ス
す
る
理
学
療
法
士
が
、
相
手
を
見
つ

る
、
そ
れ
が
理
学
療
法
士
な
ん
だ
と
、
そ

の
存
在
や
役
割
は
口
コ
ミ
で
ど
ん
ど
ん
広

が
り
ま
す
（
逢
坂
さ
ん
）」

関
連
機
関
へ
の
啓
発
に
よ
っ
て

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
質
を
高
め
る

大
東
市
が
実
践
す
る
地
域
機
関
と
の
連

携
は
、
住
民
の
情
報
収
集
だ
け
で
な
く
、

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
方
や
民
生
委
員
の
方
に

〈
理
学
療
法
の
視
点
〉
を
理
解
し
て
も
ら

う
た
め
の
啓
発
活
動
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
の

一
環
と
し
て
毎
月
一
回
開
催
さ
れ
る
、
地
域

の
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
会
合
を
活
用
し
、
リ

▲ご家族とともに理学療法を実践

大東市 保健医療部 地域保健課
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時
代
の
大
き
な
岐
路
に
あ
る

理
学
療
法
士
の
役
割

私
た
ち
理
学
療
法
士
は
い
ま
、超
高
齢

化
を
大
き
な
起
点
と
し
て
、未
来
を
左
右

す
る
重
要
な
岐
路
に
立
っ
て
い
ま
す
。こ
れ

か
ら
の
理
学
療
法
士
に
求
め
ら
れ
る
も
の

は
何
か
。そ
れ
は
従
来
の
専
門
技
術
や
知

識
だ
け
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。

理
学
療
法
士
の「
経
済
」「
教
育
」「
社
会
」

の
側
面
か
ら
、将
来
の
理
学
療
法
士
の
存

在
価
値
を
改
め
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い

ま
す
。

お
よ
そ
20
年
後
、高
齢
者
の
増
加
に
と

も
な
い
労
働
者
人
口
は
約
１
０
０
０
万
人

減
少
し
ま
す
。日
本
経
済
を
支
え
る
新
し
い

柱
と
し
て
、厚
生
労
働
省
は
女
性
の
就
業

を
奨
励
し
、退
職
年
齢
を
70
歳
に
引
き
上

げ
、労
働
市
場
に
お
け
る
需
給
バ
ラ
ン
ス
の

調
整
を
は
か
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。

高
齢
化
に
よ
っ
て
理
学
療
法
士
の
直
接

的
な
需
要
は
増
え
ま
す
が
、さ
ら
に
視
野
を

広
げ
る
と
、労
働
人
数
の
確
保
だ
け
で
は

な
く
、労
働
の「
質
」を
担
保
す
る
も
の
と
し

て
、労
働
者
の
健
康
を
考
え
る
と
い
う
、理

学
療
法
へ
新
し
い
ニ
ー
ズ
が
生
ま
れ
ま
す
。

た
と
え
ば
介
護
職
の
腰
痛
の
発
生
率
は

80
％
、看
護
師
が
60
％
、理
学
療
法
士
が

50
％
と
い
う
デ
ー
タ
が
あ
り
、腰
痛
で
離
職

す
る
ケ
ー
ス
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。腰
痛

の
発
生
率
の
抑
制
、す
な
わ
ち
労
働
の
負

担
を
軽
減
す
る
こ
と
で
離
職
率
を
抑
制
す

る
こ
と
も
理
学
療
法
士
の
社
会
的
な
仕
事

で
す
。

ま
た
理
学
療
法
の
適
用
範
囲
を
広
げ
る

こ
と
も
、経
済
貢
献
に
つ
な
が
り
ま
す
。現

在
、理
学
療
法
は
法
律
に
お
い
て「
け
が
、病

気
、障
害
に
よ
っ
て
運
動
機
能
が
低
下
し
た

人
」が
対
象
で
す
が
、そ
れ
ぞ
れ「
予
防
」を

視
野
に
入
れ
る
こ
と
で
、す
べ
て
の
患
者
さ

ん
が
対
象
に
な
り
ま
す
。

た
と
え
ば
一
般
に
虫
垂
炎
は
手
術
後
１

週
間
の
入
院
と
１
週
間
の
自
宅
療
養
が
必

要
で
す
。現
在
の
医
療
の
力
を
も
っ
て
す
れ

ば
、理
学
療
法
に
よ
っ
て
手
術
の
翌
日
に
職

場
へ
復
帰
す
る
環
境
を
つ
く
る
こ
と
も
不

可
能
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。患
者
の
方
の
体
へ

の
負
担
と
入
院
費
用
の
軽
減
と
と
も
に
、労

働
力
確
保
に
寄
与
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

供
給
過
剰
の
競
争
社
会
に
お
い
て

自
ら
の
「
希
少
価
値
」
を
見
出
す
こ
と

高
齢
化
社
会
は
65
歳
以
上
の
人
口
比
率

日
本
理
学
療
法
士
協
会
　
　
会
長
　
半
田
　
一
登

―
超
高
齢
化
社
会
と
震
災
か
ら
の
示
唆
―

理
学
療
法
士
の
こ
れ
か
ら
を
考
え
る

特
　
集
　
2
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が
フ
ォ
ー
カ
ス
さ
れ
が
ち
で
す
が
、約
30
年

後
に
は
日
本
の
総
人
口
が
１
億
人
を
切
る

こ
と
も
非
常
に
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
す
。現

在
の
理
学
療
法
士
協
会
の
会
員
数
と
人
口

の
比
率
を
30
年
後
に
当
て
は
め
る
と
、理

学
療
法
士
の
数
は
約
１
０
０
万
人
に
も
上

り
ま
す
。こ
の
数
字
は
市
場
に
お
け
る
供
給

過
多
、つ
ま
り
理
学
療
法
士
の「
大
失
業
時

代
の
到
来
」を
予
見
す
る
も
の
で
す
。30
年

後
に
失
業
す
る
可
能
性
が
あ
る
な
ら
ば
、特

に
若
い
世
代
は
生
き
残
り
を
か
け
て
、自
ら

の「
希
少
価
値
」を
見
出
す
努
力
を
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

理
学
療
法
士
が
国
家
資
格
と
な
っ
た
45

年
前
は
、理
学
療
法
士
の
存
在
そ
の
も
の
が

希
少
価
値
で
し
た
。し
か
し
今
後
は「
何
が

で
き
る
」理
学
療
法
士
な
の
か
、自
ら
の
希

少
性
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。ま

ず
資
格
を
ベ
ー
ス
に
、自
分
が
関
心
の
あ
る

分
野
や
得
意
分
野
を
真
剣
に
考
え
る
こ
と

が
必
要
で
す
。

た
と
え
ば
子
ど
も
、行
政
、ス
ポ
ー
ツ
、医

療
保
険
と
介
護
保
険
と
い
う
切
り
口
で
考

え
る
こ
と
も
、後
世
の
た
め
に
論
文
で
生
き

る
人
が
い
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。ま
た
医
療

分
野
で
循
環
器
、運
動
器
、呼
吸
器
な
ど
、

理
学
療
法
士
と
し
て
の
位
置
付
け
を
細
分

化
し
、い
ま
以
上
に
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
で
あ

る
こ
と
を
意
識
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

学
術
的
な
知
識
を
必
要
と
す
る

専
門
教
育
の
器
に
不
可
欠
な
大
学
制
度

理
学
療
法
士
の
み
な
さ
ん
の
将
来
を
踏

ま
え
、私
た
ち
協
会
と
し
て
は「
教
育
制

度
」改
革
の
必
要
性
を
強
く
感
じ
て
い
ま

す
。現

在
、理
学
療
法
士
の
教
育
は
、主
に
4

年
制
大
学
、短
期
大
学（
３
年
制
）、専
門
学

校（
３
年
制
、４
年
制
）が
あ
り
、そ
の
う
ち

の
１
年
間
は
臨
床
実
習
と
国
家
試
験
対
策

に
あ
て
ら
れ
ま
す
。こ
れ
は
教
育
期
間
に
６

年
間
を
定
め
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、カ
ナ
ダ
、

ア
メ
リ
カ
と
い
っ
た
理
学
療
法
先
進
国
と

比
べ
る
と
非
常
に
短
く
、教
育
の
タ
ー
ゲ
ッ

ト
が
国
家
試
験
で
あ
る
こ
と
に
起
因
し
ま

す
。オ

ラ
ン
ダ
で
は
、大
学
で
理
学
療
法
を
学

ん
だ
後
、ポ
ス
ト
グ
ラ
デ
ュ
エ
イ
ト（
大
学

院
）コ
ー
ス
で
専
門
分
野
を
１
年
間
学
び
ま

す
が
、こ
れ
は
教
育
を
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
と

し
て
の
就
職
に
注
力
し
て
、市
場
ニ
ー
ズ
に

呼
応
す
る
も
の
で
す
。

高
齢
化
社
会
と
と
も
に
国
際
競
争
力
で

日
本
の
理
学
療
法
を
考
え
た
と
き
、教
育

9,000

※棒グラフは高齢者人口。※折線グラフは生産年齢人口。生産年齢人口とは15～64歳の人口層を指す。
※高齢者人口：1990、1995、2000、2005、2010、2015、2055年の数値は「平成23年度版高齢社会白書」より。
　生産年齢人口：1990、1995、2000、2005、2015、2055年の数値は総務省「日本の統計2011」より。2010年の数値は「平成23年度版高齢社会白書」より。

現役世代の負担の増加
現役世代1.3人で高齢者
1人を支える

総人口に対する
高齢者の割合

推計値

8,000

生産年齢人口7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2055 （年）

8,590

12.0%
14.5%

17.3%
20.1%

23.1%
26.9% 40.5%

8,716 8,622 8,409

8,128

7,680

4,595

0

（万人）

■2055年には1.3人で1人を支える
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制
度
を
大
学
４
年
制
に
し
、国
家
資
格
取

得
後
、１
年
間
の
臨
床
実
習
を
合
わ
せ
、最

低
で
も
５
年
間
は
必
要
だ
と
考
え
て
い
ま

す
。な

ぜ
大
学
な
の
か
。た
と
え
ば
、ス
ポ
ー

ツ
分
野
で
の
理
学
療
法
士
が
注
目
さ
れ
て

い
ま
す
が
、そ
の
分
野
の
プ
ロ
と
し
て
、業

界
知
識
を
は
じ
め
、生
理
学
、栄
養
学
な
ど

に
も
精
通
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。ま
た
将

来
的
に
訪
問
リ
ハ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を
考
え

る
な
ら
ば
、経
営
、財
務
、雇
用
の
知
識
も

知
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
う
し
た
幅
広
い
知
識
を
学
術
と
し
て

系
統
立
て
、専
門
性
に
応
え
ら
れ
る
教
育

環
境
と
な
り
う
る
の
が
大
学
だ
と
思
う
の

で
す
。ま
た
教
育
に
時
間
を
か
け
る
こ
と

は
、社
会
人
と
し
て
の
倫
理
観
を
養
い
、理

学
療
法
士
の
社
会
的
信
用
度
を
い
ま
以
上

に
上
げ
て
い
く
こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

理
学
療
法
士
の
「
二
階
級
制
度
」
は

優
秀
人
材
確
保
の
活
路
に
な
る

理
学
療
法
士
の
５
年
間
の
教
育
制
度

を
実
現
す
る
前
に
、私
た
ち
は
日
本
の「
国

民
皆
保
険
制
度
」に
向
き
合
わ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。こ
れ
は
国
民
の
す
べ
て
が
何

ら
か
の
医
療
保
険
制
度
に
加
入
し
、病
気

や
け
が
を
し
た
場
合
に
医
療
給
付
が
得
ら

れ
る
制
度
で
す
。多
額
の
費
用
を
か
け
ず

と
も
、あ
る
一
定
水
準
の
医
療
を
受
け
ら
れ

る
、こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、世
界
的
に
見
て
も
、

非
常
に
良
い
制
度
だ
と
思
い
ま
す
。し
か
し

裏
を
返
せ
ば
、医
療
労
働
者
の
報
酬
が
抑

え
ら
れ
て
い
る
事
実
が
あ
り
ま
す
。努
力
を

し
て
も
、努
力
に
見
合
っ
た
報
酬
が
得
ら
れ

に
く
い
状
況
下
で
、優
秀
な
理
学
療
法
士

を
輩
出
し
て
も
、彼
ら
は
仕
事
に
魅
力
を

持
ち
づ
ら
く
、モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
維
持
も

し
に
く
い
で
し
ょ
う
。

現
在
、こ
の
活
路
を
開
く
有
効
な
手
段

と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
が
、理
学
療
法
士

の「
二
階
級
制
度
」で
す
。こ
れ
は
医
師
の

補
助
と
し
て
高
度
な
医
療
行
為
を
認
め
る

「
特
定
看
護
師
」と
同
様
の
考
え
方
で
す
。

一
般
の
理
学
療
法
士
と
区
分
し
た「
特
定

理
学
療
法
士
」を
導
入
し
、質
の
高
い
治
療

を
提
供
し
ま
す
。た
と
え
ば
、「
特
定
理
学

療
法
士
」を
医
師
の
包
括
的
な
指
示
を
受

け
、理
学
療
法
士
に
具
体
的
な
治
療
の
指

示
や
、若
い
理
学
療
法
士
の
教
育
、管
理
な

ど
を
行
う
高
度
な
資
格
と
し
ま
す
。そ
の
資

格
を
有
す
る
こ
と
で
、そ
の
努
力
に
見
合
う

報
酬
と
社
会
的
地
位
を
確
保
で
き
る
の
で

80,000

90,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

※（  ）内は合格率 　※出典：日本理学療法士協会　資料統計より
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（95.8）

（97.8）

（95.4）

（94.9）

（97.5）
（93.2）

（86.6）

（90.9）

（92.6）

（74.3）

1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2009 2010 20112008
0

■理学療法士 国家試験合格者の推移
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は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

理
学
療
法
士
の
二
階
級
制
度
化
は
、い

ま
医
療
政
策
で
注
目
さ
れ
る
救
命
医
療
と

自
立
医
療
に
大
別
す
る「
二
段
階
医
療
」に

も
大
き
く
関
与
し
ま
す
。救
命
医
療
と
は
、

国
民
の
す
べ
て
の
命
を
救
う
た
め
に
国
が

保
障
す
る
も
の
で
、実
現
に
は
救
命
医
療

分
野
に
医
師
と
看
護
師
を
大
量
投
入
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。必
然
と
し
て
自
立
医
療

分
野
の
医
師
不
足
が
起
こ
り
ま
す
が
、そ
れ

を
カ
バ
ー
で
き
る
の
が
、医
師
の
包
括
的
な

指
示
を
も
と
に
、現
場
を
動
か
せ
る
こ
と
が

で
き
る
特
定
理
学
療
法
士
の
存
在
だ
と
思

い
ま
す
。

社
会
的
な
理
解
度
の
低
さ
を
痛
感
し
た

東
日
本
大
震
災
の
教
訓

高
齢
化
を
前
提
に
し
た
在
宅
医
療
へ
の

動
き
は
、私
た
ち
理
学
療
法
士
へ
の
出
動
要

請
を
含
ん
で
い
ま
す
。し
か
し
、協
会
が
ケ
ア

マ
ネ
ジ
ャ
ー
へ「
利
用
者
が
理
学
療
法
士
を

利
用
し
な
か
っ
た
理
由
」を
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
し
た
と
こ
ろ
、第
一
位
が「
訪
問
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
に
対
応
す
る
事
業
所
が
な
い
」

こ
と
、注
目
す
べ
き
は
第
二
位
の「
医
師
が

必
要
だ
と
言
っ
た
の
に
、患
者
も
し
く
は
家

族
か
ら
必
要
な
い
と
判
断
さ
れ
た
」こ
と
で

す
。事
業
所
と
い
う
ハ
ー
ド
不
足
を
な
げ
く

よ
り
も
、私
た
ち
は
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
理
学

療
法
と
い
う
ソ
フ
ト
が
社
会
に
正
し
く
認

知
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
問
題
視
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
深
刻
な
問
題
は
、東
日
本
大
震
災

に
端
を
発
し
ま
す
。震
災
直
後
、私
た
ち
は

関
連
団
体
と
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う

枠
組
み
で
協
力
し
、被
災
地
支
援
に
向
か
い

ま
し
た
。し
か
し
現
地
で
は
、被
災
し
た
方

へ
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
や
理
学
療
法
を

行
政
担
当
者
に
イ
メ
ー
ジ
し
て
も
ら
え
ず
、

私
た
ち
の
社
会
的
理
解
度
の
低
さ
が
支
援

活
動
を
阻
害
し
た
形
に
な
り
、専
門
職
と
し

て
技
術
を
高
め
る
一
方
で
、仕
事
内
容
を
わ

か
り
や
す
く
社
会
に
伝
え
る
こ
と
の
大
切

さ
を
痛
感
し
た
の
で
す
。

ま
た
、被
災
地
で
は
具
体
的
な
作
業
と
し

て
避
難
所
の
動
線
確
保
の
た
め
に
環
境
を

整
え
た
と
こ
ろ
、物
を
整
理
す
る
の
が
理
学

導入が適切にできない理由（複数回答）（n=761）
「地域の訪問リハビリテーションのサービスが少ない（ない）から」（74.4％）が多い。
次いで、「医師は必要だと判断したが、本人および家族が断ったから」が多い。

書類が煩雑なため

医師は必要だと判断したが、
本人および家族が断ったから
地域の訪問リハビリテーションの
サービスが少ない（ない）から

地域内の訪問リハビリテーション情報が
不足しているから

自分自身のリハビリテーションの
知識が不十分だから

退院、退所時のケアカンファレンスが
不十分だから

理学療法士（PT）・作業療法士（OT)・
言語聴覚士（ST）がどこにいるかわからないから

外来（医療機関）リハビリテーションを利用しているので
医療系のサービス（介護保険）の利用が困難だから

医師の指示が得られないから

その他

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

■課題は認知度の低さ

※出典：日本理学療法士協会「訪問リハステーションの設置」および
　「医療・介護保険制度の連携」に関する制度改正の提言に向けた調査　報告書より

療
法
だ
と
い
う
誤
解
も
あ
り
ま
し
た
。リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
カ
タ
カ
ナ
の
言
葉

だ
け
が
、理
解
を
曖
昧
に
し
た
ま
ま
世
間
に

普
及
し
た
現
実
を
、私
た
ち
は
も
う
一
度
考

え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

理
学
療
法
士
の
存
在
価
値
を
確
立
す
る

一
人
ひ
と
り
の
「
課
題
意
識
」

理
学
療
法
は
、運
動
を
手
法
と
す
る
治

療
で
あ
り
、予
防
、疾
患
別
、介
護
な
ど
す

べ
て
の
領
域
に
適
用
で
き
ま
す
。つ
ま
り
、

理
学
療
法
＝
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
で
は

な
く
、リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
は
理
学
療
法

の
一
部
と
言
え
ま
す
。患
者
さ
ん
の
社
会
復

帰
や
早
期
復
帰
な
ど
、経
済
へ
の
貢
献
を
具

体
的
な
形
で
示
し
、評
価
を
受
け
て
こ
そ
、

理
学
療
法
士
の
存
在
価
値
が
確
立
で
き
る

の
で
す
。

理
学
療
法
士
に
将
来
的
に
求
め
ら
れ
る

も
の
を
、様
々
な
角
度
か
ら
お
話
し
し
ま
し

た
が
、経
済
貢
献
、社
会
認
知
、存
在
価
値

を
確
立
す
る
と
い
う
大
き
な
目
的
の
基
盤

と
な
る
の
は
、理
学
療
法
士
と
し
て
の
み
な

さ
ん
の「
課
題
意
識
」に
あ
り
ま
す
。一
人
ひ

と
り
の
意
識
が
変
わ
る
こ
と
で
、超
高
齢

化
社
会
へ
の
人
々
の
不
安
を
、安
心
へ
と
変

え
る
力
と
な
る
と
願
っ
て
い
ま
す
。

PTぁ！vol.137
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２
０
０
９
年
５
月
に
脳
出
血
で
倒
れ
た

松
井
文
菜
さ
ん
（
17
歳
）
は
、
意
識
不
明
の

状
態
が
２
か
月
間
続
き
、
意
識
が
戻
っ
た
と

き
に
は
右
半
身
麻
痺
と
い
う
重
い
障
害
が
残

り
ま
し
た
。
右
側
の
腕
や
足
を
自
由
に
動
か

せ
ず
、
触
れ
ら
れ
て
も
感
覚
が
な
か
っ
た
と

言
い
ま
す
。
入
院
期
間
中
10
か
月
間
の
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
後
、
外
来
で
は
、
自
宅

で
の
日
常
生
活
動
作
の
練
習
の
フ
ォ
ロ
ー
が

困
難
な
た
め
、
病
院
の
理
学
療
法
士
の
勧
め

で
、
退
院
後
は
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

を
利
用
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

彼
女
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
目
的
は

明
確
で
、〈
就
学
復
帰
〉す
る
こ
と
で
し
た
。し

か
し
そ
れ
以
前
に
、退
院
直
後
は
自
宅
で
生

活
す
る
こ
と
が
容
易
で
は
な
い
状
況
で
し
た
。

自
宅
生
活
が
安
定
し
な
く
て
は
、学
校
生
活

も
困
難
に
な
り
ま
す
。そ
の
た
め
、訪
問
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、階
段
昇
降
な
ど
の
自

宅
内
移
動
を
は
じ
め
と
し
た
、住
環
境
に
適

応
す
る
た
め
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
が
実
施

さ
れ
ま
し
た
。最
初
は
２
階
に
あ
る
自
分
の
部

屋
へ
の
移
動
の
練
習
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。そ

し
て
、自
宅
か
ら
外
に
出
る
た
め
の
手
す
り
の

設
置
、さ
ら
に
パ
ソ
コ
ン
の
キ
ー
ボ
ー
ド
の
配

列
が
理
解
で
き
な
い
と
い
っ
た
高
次
脳
機
能

障
害
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、タ
イ
ピ
ン
グ

の
練
習
な
ど
を
取
り
入
れ
、復
学
へ
の
準
備
を

し
て
い
き
ま
し
た
。

自
宅
で
の
日
常
生
活
の
動
作
が
自
立
し
始

め
る
と
、徐
々
に
安
定
し
た
屋
内
で
の
生
活
を

送
れ
る
こ
と
に
、本
人
・
家
族
と
も
安
心
し
て

い
き
ま
し
た
。そ
こ
か
ら
、家
族
と
一
緒
に
屋
外

へ
の
活
動
を
積
極
的
に
行
い
ま
し
た
。生
活
の

な
か
で
体
力
を
養
い
な
が
ら
、文
字
通
り
一
歩

一
歩
、復
学
を
目
指
し
た
の
で
す
。ま
た
女
子

高
生
の
文
菜
さ
ん
に
と
っ
て
お
し
ゃ
れ
は
大
き
な
要

素
で
す
。外
出
用
の
装
具
の
選
定
に
、理
学
療
法
士
・

義
肢
装
具
士
と
一
緒
に
組
み
合
わ
せ
る
靴
や
洋
服
を

配
慮
し
て
提
案
し
て
も
ら
え
た
こ
と
が
と
て
も
嬉
し

か
っ
た
と
言
い
ま
す
。そ
し
て
、10
年
９
月
に
家
族
が

自
家
用
車
で
送
迎
す
る
と
い
う
形
で
す
が
、就
学
復

帰
を
果
た
し
ま
し
た
。

い
ま
で
は
学
校
へ
電
車
で
通
学
し
、
着
替
え
や

食
事
、
入
浴
な
ど
日
常
生
活
動
作
を
ほ
と
ん
ど
一

人
で
こ
な
し
て
、
友
達
と
カ
ラ
オ
ケ
を
楽
し
む
ま

で
に
な
っ
て
い
ま
す
。
将
来
は
、
東
京
の
大
学
へ

の
進
学
も
視
野
に
入
れ
、
独
立
生
活
を
想
定
し
た

調
理
な
ど
の
家
事
動
作
も
練
習
し
て
い
ま
す
。
さ

ら
に
そ
の
先
の
就
職
、
結
婚
な
ど
、
文
菜
さ
ん
は

人
生
の
扉
を
開
い
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

右
半
身
不
随
の
障
害
を
乗
り
越
え

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
で
高
校
へ
復
学
。

コ
ラ
ム

▲松井文菜さん（右）、お母さん（左）
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笑
顔
の
肖
像

理学療法士　金谷 里砂さん
適寿リハビリテーション病院　理学療法科長補佐

川崎リハビリテーション学院卒
病院から在宅まで経験し、介護支援専門員の資格も持つエキスパート。

家事・育児も両立しながら活躍中。

私
は
、14
年
前
、ま
だ『
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
』が
珍
し
く
、ノ
ウ
ハ
ウ
も
ほ
と
ん
ど
な

い
時
代
に
在
宅
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
世
界

に
飛
び
込
み
ま
し
た
。５
年
間
在
宅
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
を
経
験
し
た
後
、回
復
期
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
病
棟
の
専
従
理
学
療
法
士
へ
と
転

身
し
ま
し
た
。当
時
か
ら
、経
験
が
浅
く
在
宅
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
経
験
が
な
い
ス
タ
ッ
フ
が

増
え
つ
つ
あ
り
、そ
の
対
策
と
し
て
、在
宅
生
活

を
意
識
し
た
理
学
療
法
の
指
導
を
強
化
し
ま
し

た
。特
に
退
院
後
に
行
う
住
宅
改
修
・
福
祉
用

具
な
ど
を
提
案
す
る
家
屋
訪
問
調
査
に
関
し
て

は
、指
導
と
共
に
勉
強
会
を
実
施
し
、知
識
・
技

術
向
上
に
努
め
ま
し
た
。

現
在
は
、患
者
様・ご
家
族
様
が
退
院
後『
安

全
で
快
適
な
生
活
』を
過
ご
さ
れ
て
い
る
か
の

確
認
や
在
宅
で
の
最
適
な
理
学
療
法
士
な
ど
の

専
門
職
の
関
わ
り
を
ご
案
内
す
る
退
院
後
訪
問

（
退
院
後
２
～
４
週
）に
も
新
た
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。

私
が
病
院
・
在
宅
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の

ど
ち
ら
も
経
験
し
た
う
え
で
、よ
く
感
じ
る
こ

と
は『
心
が
元
気
で
な
い
と
身
体
は
楽
に
活
か

せ
な
い
』こ
と
で
す
。心
の
元
気
の
回
復
に
も
寄

り
添
い
た
い
と
思
い
、い
ま
、仕
事
・
育
児
・
家
事

を
両
立
し
な
が
ら
通
信
大
学
で
心
理
学
を
学

ん
で
い
ま
す
。今
後
理
学
療
法
士
の
活
躍
分
野

が
多
様
に
な
る
な
か
、色
々
な
立
場
の
方
々
か
ら

『
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
』と
言
わ
れ
る
理
学
療
法
士
に

な
り
た
い
と
思
い
ま
す
。そ
し
て
笑
顔
で
、理
学

療
法
士
の
仕
事
に
対
し
て
私
な
り
の
誇
り
を
周

囲
に
表
し
続
け
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

#6

Portrait o
f

Physical

Therapist
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