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（第三種郵便物認可） ２０１３年（平成２５年）５月２６日 ６

訓
練
で
少
し
ず
つ

前
進
し
て
笑
顔
に

病
院
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
専

門
家
が
チ
ー
ム
を
つ
く
っ
て
患

者
の
回
復
を
目
指
し
ま
す
。
治

療
を
す
る
の
は
医
師
。
治
療
の

手
伝
い
や
患
者
の
世
話
を
す
る

の
は
看
護
師
。
病
気
や
け
が
に

よ
っ
て
弱
ま
っ
た
体
の
機
能
を

回
復
さ
せ
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
（
リ
ハ
ビ
リ
）
を
す
る
の

は
技
師
で
、
言
語
聴
覚
士
（
Ｓ

Ｔ
）
は
そ
の
一
つ
で
す
。

リ
ハ
ビ
リ
の
技
師
に
は
他

に
、
け
が
や
病
気
を
し
た
人
が

再
び
歩
け
る
よ
う
訓
練
す
る
な

ど
運
動
面
を
担
当
す
る
理
学
療

法
士
（
Ｐ
Ｔ
）、日
常
の
作
業（
趣

味
や
仕
事
）
を
通
し
て
社
会
に

復
帰
す
る
訓
練
を
担
当
す
る
作

業
療
法
士（
Ｏ
Ｔ
）が
い
ま
す
。

言
語
聴
覚
士
が
主
に
担
当
す

る
の
は
、
脳
血
管
障
害
や
交
通

事
故
な
ど
に
よ
っ
て
、
脳
の
中

の
言
葉
を
つ
か
さ
ど
る
部
分
に

障
害
が
あ
る
人
で
す
。
会
話
と
、

え

ん

げ

嚥
下
（
の
み
込
む
こ
と
）
の
機

能
回
復
も
手
伝
い
ま
す
。

Ａ
さ
ん
は
脳
出
血
に
よ
り
、

発
す
る
言
葉
が
う
ま
く
見
つ
か

ら
な
く
な
る
失
語
症
に
な
り
ま

し
た
。
絵
が
描
か
れ
た
カ
ー
ド

を
使
い
、
内
山
さ
ん
が
「
こ
れ

は
何
で
す
か
？
」
と
呼
び
か
け
、

で
き
れ
ば
そ
れ
を
題
材
に
短
い

会
話
を
す
る
訓
練
を
し
て
い
ま

す
。

の

う

こ

う

そ

く

脳
梗
塞
で
入
院
し
た
Ｂ
さ
ん

も
失
語
症
で
、
最
初
は
ほ
と
ん

ど
会
話
が
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
。
と
こ
ろ
が
今
は
新
聞
記
事

を
題
材
に
、
会
話
を
楽
し
め
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
「
少
し

ず
つ
話
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
、
気
持
ち
が
軽
く
な
り
ま
し

た
」
と
Ｂ
さ
ん
。

Ｃ
さ
ん
は
脳
出
血
で
体
の
一

部
が
ま
ひ
し
、
食
べ
物
を
の
み

込
ん
で
食
事
を
す
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
り
ま
し
た
。
栄
養
は

チ
ュ
ー
ブ
を
使
っ
て
胃
に
直
接

送
り
込
ん
で
い
ま
す
。

内
山
さ
ん
は
２９

の
小
さ
な

ぶ
ど
う
ゼ
リ
ー
を
ス
プ
ー
ン
で

Ｃ
さ
ん
の
口
に
運
び
ま
し
た
。

Ｃ
さ
ん
は
自
分
で
口
を
開
け
、

の
み
込
む
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
内
山
さ
ん
か
ら
思
わ
ず
笑

み
が
こ
ぼ
れ
ま
す
。

Ｃ
さ
ん
は
入
院
当
初
、
わ
ず

か
な
水
を
飲
む
の
が
や
っ
と
だ

っ
た
と
い
い
ま
す
。
内
山
さ
ん

は
「
自
分
で
味
を
感
じ
ら
れ
る

こ
と
は
大
き
な
喜
び
の
は
ず
で

す
。
小
さ
な
進
展
で
す
が
、
階

段
を
一
段
ず
つ
の
ぼ
っ
て
い
く

よ
う
に
、
少
し
で
も
前
に
進
む

こ
と
の
お
手
伝
い
が
で
き
た
と

き
、
こ
の
仕
事
を
し
て
い
て
よ

か
っ
た
と
感
じ
ま
す
」。

数
が
少
な
い
Ｓ
Ｔ

認
知
度
高
め
た
い

三
重
県
で
生
ま
れ
育
っ
た
内

山
さ
ん
は
中
学
生
時
代
、
野
球

が
大
好
き
で
し
た
。
選
手
が
け

が
を
し
て
病
院
に
行
く
と
リ
ハ

ビ
リ
を
受
け
る
こ
と
や
、
病
院

に
は
リ
ハ
ビ
リ
の
専
門
家
が
い

る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
お
母

さ
ん
が
看
護
師
を
し
て
い
た
こ

と
も
あ
り
、
言
語
聴
覚
士
と
い

う
仕
事
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て

興
味
を
持
っ
た
と
い
い
ま
す
。

当
時
、
言
語
聴
覚
士
は
特
殊

な
仕
事
で
し
た
。
国
家
資
格
は

な
く
、
そ
の
分
野
に
つ
い
て
学

べ
る
学
校
は
全
国
に
３
校
し
か

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
内
山
さ

ん
は
福
井
県
の
専
門
学
校
を
経

て
、
卒
業
後
は
今
の
病
院
で
２３

年
間
働
き
続
け
て
い
ま
す
。

１
９
９
７
年
に
国
家
資
格
が

で
き
、
現
在
は
全
国
７０
の
学
校

で
勉
強
で
き
る
よ
う
に
な
り
、

言
語
聴
覚
士
の
数
も
約
２
万
２

千
人
に
ま
で
増
え
ま
し
た
。
た

だ
、
１
９
６
５
年
か
ら
認
定
が

始
ま
っ
た
理
学
療
法
士
が
１０
万

人
以
上
い
る
の
に
比
べ
る
と
、

ま
だ
数
が
少
な
い
で
す
。

骨
髄
の
炎
症
で
一
時
、
声
が

ほ
と
ん
ど
出
せ
な
く
な
っ
た
Ｄ

さ
ん
は
「
Ｓ
Ｔ
の
先
生
は
数
が

足
り
な
い
よ
う
で
、
病
院
や
施

設
を
移
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
が
あ
る
の
も
現
実
で
す
。

で
き
れ
ば
も
っ
と
数
が
増
え
て

く
れ
た
ら
い
い
で
す
ね
」
と
、

今
は
は
っ
き
り
自
分
の
声
で
答

え
ま
す
。

内
山
さ
ん
は
「
社
会
の
高
齢

化
が
進
み
、
今
後
も
ま
す
ま
す

言
語
聴
覚
士
の
仕
事
の
現
場
は

広
が
り
そ
う
で
す
。
で
も
、
ま

だ
ま
だ
『
言
語
聴
覚
士
』
と
聞

い
て
、
ど
ん
な
仕
事
か
理
解
し

て
く
れ
る
人
は
少
な
い
の
が
現

状
。
も
っ
と
こ
の
仕
事
が
知
ら

れ
、
社
会
の
中
で
当
た
り
前
の

存
在
に
な
れ
ば
」
と
話
し
て
い

ま
す
。

高校卒業後、国指定の養成校（３～

４年）に進むか、一般大学を卒業後に専

修学校（２年）に進むのが一般的です。

いずれにしても国家試験に合格し、免

許をもらう必要があります。

約８割が女性です。医療系の仕事で

ありながら夜勤はなく、子育てなどで

一度仕事を辞めても再就職しやすいの

が特徴です。

【給与】初任給の平均は月額約

２２～２４万円

中学生時代までに健康な体をつ

くり、たくさん友達をつくってく

ださい。幅広い年齢、特に高齢の

方と接する仕事なので、普段から

おじいちゃんやおばあちゃんなど

違う世代の人と積極的に話をする

経験は将来役に立つでしょう。

私は患者さんに接するとき、こ

の人が入院する前はどんな暮らし

をしていたのかを想像するように

しています。

病気や事故で言葉をうまく話せなくなった人、正しく記

憶ができなくなった人たちに、コミュニケーションの回復

訓練をするのが言語聴覚士（ＳＴ）です。食事をのみ込む機
か す が い

能を回復させる手伝いもします。春日居サイバーナイフ・

リハビリ病院（山梨県笛吹市）の内山量史さんは「言語聴覚

士はまだまだ数が足りません。一人でも多くの人にこの仕

事を知ってもらいたい」と願っています。 （今井尚）

１９６７年 三重県の漁師町に生まれる

幼少期

中学生時代 野球に熱中。社会人にな

ってからも野球を続けていた

高校卒業後 福井医療技術専門学校

（現・福井医療短期大学）で

言語聴覚の分野を勉強する

１９９０年 春日居リハビリテーション病

院（現在の春日居サイバーナ

イフ・リハビリ病院）に就職

１９９７年 国家資格ができ、資格を取得

現在 日本言語聴覚士協会の常任理

事として、言語聴覚士の仕事

を伝えたり、言語聴覚士の卵

（実習生）の受け入れ・指導

をしたりしている

会
話
と
飲
食
の
リ
ハ
ビ
リ
手
伝
う

言語聴覚士 になるには≫

「父親が遠洋マグロ漁船に
乗っていたので、母や祖母
などとよく話をしました」

世代超えて話す経験を

内山量史さん のあゆみ≫内山量史さん のあゆみ≫

Report ≫１３１ 言語聴覚士
う ち や ま か ず し

内山量史さん（４５）

絵カードを使って言葉を思い出す訓練をする内山量史さん（右）

＝どれも山梨県笛吹市の春日居サイバーナイフ・リハビリ病院で

え

ん

げ

▲
も
の
を
の
み
込
め
な
く
な
る
「
嚥
下
障
害
」
の
人

へ
の
リ
ハ
ビ
リ
も
言
語
聴
覚
士
の
仕
事
で
す▼
新
聞

記
事
を
読
み
な
が
ら
対
話
訓
練
。
右
は
内
山
さ
ん
と

一
緒
に
働
く
言
語
聴
覚
士
の
佐
々
木
蘭
子
さ
ん

春日居サイバーナイフ・リハビリ

病院では言語聴覚士も含め８９人の

リハビリ専門スタッフが働いてい

ます

春日居サイバーナイフ・リハビリ病院

（山梨県笛吹市）言語療法科副部長
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こ
の
仕
事
が
知
ら

れ
、
社
会
の
中
で
当
た
り
前
の

存
在
に
な
れ
ば
」
と
話
し
て
い

ま
す
。

高校卒業後、国指定の養成校（３～

４年）に進むか、一般大学を卒業後に専

修学校（２年）に進むのが一般的です。

いずれにしても国家試験に合格し、免

許をもらう必要があります。

約８割が女性です。医療系の仕事で

ありながら夜勤はなく、子育てなどで

一度仕事を辞めても再就職しやすいの

が特徴です。

【給与】初任給の平均は月額約

２２～２４万円

中学生時代までに健康な体をつ

くり、たくさん友達をつくってく

ださい。幅広い年齢、特に高齢の

方と接する仕事なので、普段から

おじいちゃんやおばあちゃんなど

違う世代の人と積極的に話をする

経験は将来役に立つでしょう。

私は患者さんに接するとき、こ

の人が入院する前はどんな暮らし

をしていたのかを想像するように

しています。

病気や事故で言葉をうまく話せなくなった人、正しく記

憶ができなくなった人たちに、コミュニケーションの回復

訓練をするのが言語聴覚士（ＳＴ）です。食事をのみ込む機

能を回復させる手伝いもします。春日居サイバーナイフ・

リハビリ病院（山梨県笛吹市）の内山量史さんは「言語聴覚

士はまだまだ数が足りません。一人でも多くの人にこの仕

事を知ってもらいたい」と願っています。 （今井尚）

１９６７年 三重県の漁師町に生まれる

幼少期

中学生時代 野球に熱中。社会人にな

ってからも野球を続けていた

高校卒業後 福井医療技術専門学校

（現・福井医療短期大学）で

言語聴覚の分野を勉強する

１９９０年 春日居リハビリテーション病

院（現在の春日居サイバーナ

イフ・リハビリ病院）に就職

１９９７年 国家資格ができ、資格を取得

現在 日本言語聴覚士協会の常任理

事として、言語聴覚士の仕事

を伝えたり、言語聴覚士の卵

（実習生）の受け入れ・指導

をしたりしている

会
話
と
飲
食
の
リ
ハ
ビ
リ
手
伝
う

言語聴覚士 になるには≫

「父親が遠洋マグロ漁船に
乗っていたので、母や祖母
などとよく話をしました」

世代超えて話す経験を

内山量史さん のあゆみ≫内山量史さん のあゆみ≫

Report ≫１３１ 言語聴覚士
う ち や ま か ず し

内山量史さん（４５）

絵カードを使って言葉を思い出す訓練をする内山量史さん（右）

＝どれも山梨県笛吹市の春日居サイバーナイフ・リハビリ病院で

▲
も
の
を
の
み
込
め
な
く
な
る
「
嚥
下
障
害
」
の
人

へ
の
リ
ハ
ビ
リ
も
言
語
聴
覚
士
の
仕
事
で
す▼
新
聞

記
事
を
読
み
な
が
ら
対
話
訓
練
。
右
は
内
山
さ
ん
と

一
緒
に
働
く
言
語
聴
覚
士
の
佐
々
木
蘭
子
さ
ん

春日居サイバーナイフ・リハビリ

病院では言語聴覚士も含め８９人の

リハビリ専門スタッフが働いてい

ます

春日居サイバーナイフ・リハビリ病院

（山梨県笛吹市）言語療法科副部長




