
Gunma Health Foundation
ー安全安心でハイレベルな検診・検査をめざしてー 

第36号 
KENKO-GUNMA  
2005 Winter

新
年
の
ご
あ
い
さ
つ
　 

日
本
一
の
病
院
づ
く
り
を
め
ざ
し
て 

い
ざ
と
い
う
時
の
救
急
救
命 

勤
労
者
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス 

動
物
か
ら
の
感
染
症 

小
児
生
活
習
慣
病
予
防
の
取
り
組
み【
嬬
恋
村
】 

食
品
表
示
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
に
つ
い
て 

群
馬
の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
コ
ー
ス【
新
里
村
・
子
持
村
】 

財
団
か
ら
の
お
知
ら
せ 

8・9

10・11

12・13

14・15

2・3

4・5

6・7

16・17 
 

18-20

森
下 

靖
雄 

佐
藤 

和
徳 

鈴
木 

庄
亮 

「おひながゆ」 写真提供／ひまわりの会　藤井稔栄



2

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
皆
様
に
は
健
や
か
な
新
年
を
お
迎
え
の
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

昨
年
は
、
史
上
最
多
の
台
風
の
上
陸
や
10
月
23
日
の
新
潟
県
中
越
地
震
で
は
震
度
７
を
記
録
し
、
続
く
余
震
で
も
震
度

５
強
の
揺
れ
を
感
じ
る
な
ど
、
今
も
そ
の
恐
怖
が
続
い
て
い
ま
す
。

自
然
が
猛
威
を
振
る
っ
た
一
年
で
し
た
。
台
風
や
地
震
の
被
害
に
遭
わ
れ
た
地
域
の
一
日
も
早
い
復
興
を
心
よ
り
お

祈
り
い
た
し
ま
す
。

日
本
は
、
飽
食
（
豊
食
）
の
時
代
と
言
わ
れ
て
久
し
く
、
皆
さ
ん
に
は
新
年
を
迎
え
て
と
か
く
暴
飲
暴
食
に
走
り
や

す
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
と
こ
ろ
で
す
。
貝
原
益
軒
は
養
生
訓
の
中
で
「
元
気
は
生
命
の
も
と
、
飲
食
は
生
命
の
養

い
」
と
説
い
て
い
ま
す
が
、
人
の
身
体
は
元
気
を
天
地
か
ら
受
け
、
飲
食
と
い
う
養
分
で
生
き
て
い
る
飲
食
は
人
の
大

欲
で
あ
っ
て
、
好
み
に
任
せ
て
食
べ
過
ぎ
る
と
、
脾
胃
を
傷
つ
け
諸
病
の
原
因
と
な
り
ま
す
。
内
臓
は
、
脾
胃
に
よ
っ

て
養
わ
れ
養
生
の
道
は
脾
胃
を
整
え
る
こ
と
で
、
人
の
身
の
第
一
の
保
養
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

飲
食
は
、
養
生
の
要
点
で
あ
り
ま
す
。
人
の
一
生
か
ら
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
飲
食
は
適
度
に
し
て
身

体
を
養
う
こ
と
が
必
要
で
す
。

”病
は
口
か
ら
“
人
は
毎
日
飲
食
す
る
が
、
絶
え
ず
慎
ん
で
欲
を
自
制
し
な
け
れ
ば
度
を
過
ご
し
て
し
ま
う
結
果
と
な

り
、
病
気
に
つ
な
が
り
ま
す
。
口
か
ら
出
入
り
す
る
も
の
は
、
常
に
注
意
が
必
要
で
す
。

ま
た
、
酒
は
天
か
ら
与
え
ら
れ
た
美
禄
で
あ
り
、
程
良
く
飲
め
ば
陽
気
を
助
け
血
気
を
和
ら
げ
て
、
食
物
の
消
化
を

よ
く
し
、
心
配
事
を
取
り
去
り
興
を
生
じ
て
利
益
に
も
な
り
ま
す
が
、
多
く
飲
む
と
人
を
害
し
て
し
ま
い
ま
す
。
少
し

飲
み
、
程
よ
く
酔
う
こ
と
は
、
酒
の
禍
も
な
く
酒
の
味
と
趣
を
得
て
楽
し
み
が
多
い
も
の
で
す
。
人
の
病
は
酒
害
に
よ

っ
て
生
ず
る
こ
と
が
多
く
、
酒
を
多
く
飲
ん
で
飯
を
少
な
く
す
る
人
は
短
命
で
あ
る
と
言
い
ま
す
。

人
は
、
飲
食
物
に
出
合
う
と
、
欲
が
強
く
な
っ
て
食
べ
過
ぎ
て
も
飲
み
過
ぎ
て
も
気
付
か
な
い
の
は
、
人
の
習
性
で

あ
り
酒
、
食
、
茶
、
湯
な
ど
適
量
と
思
う
前
に
、
止
め
る
の
が
よ
い
訳
で
、
適
量
を
過
ご
さ
な
い
よ
う
に
自
制
を
心
が

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
で
す
。

花
は
半
開
に
見
、
酒
は
微
酔
に
飲
む
と
言
い
ま
す
。
興
に
の
っ
て
戒
め
を
忘
れ
、
自
制
な
く
欲
の
お
も
む
く
ま
ま
に

す
る
と
結
果
は
決
し
て
良
く
あ
り
ま
せ
ん
。
楽
し
み
の
絶
頂
は
悲
劇
の
始
ま
り
と
な
る
事
が
多
い
の
が
世
の
常
か
も
知

れ
ま
せ
ん
。
飲
食
を
す
る
と
き
も
節
度
を
守
り
美
味
し
い
も
の
に
出
会
っ
た
ら
、
ま
ず
戒
め
て
、
度
が
過
ぎ
な
い
よ
う

に
自
制
す
る
こ
と
が
大
切
で
、
精
神
力
を
用
い
な
い
と
欲
に
克
て
ま
せ
ん
。（
新
年
雑
考
）

今
年
も
皆
さ
ん
が
、
健
康
な
日
々
を
過
ご
せ
ま
す
よ
う
心
か
ら
お
祈
り
申
し
上
げ
、
新
年
の
御
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

新
年
の
ご
あ
い
さ
つ

財団法人 群馬県健康づくり財団理事長
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群馬県知事

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

昨
年
は
、
十
月
に
常
陸
宮
同
妃
両
殿
下
の
ご
臨
席
を
賜
り
、
全
国
か
ら
一
万
人
の
選
手
を
お
迎
え
し
て
「
ね
ん
り
ん

ピ
ッ
ク
ぐ
ん
ま
（
第
十
七
回
全
国
健
康
福
祉
祭
群
馬
大
会
）」
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。
こ
の
大
会
の
テ
ー
マ
「
ぐ
ん
ま

発
の
応
援
歌
」
に
ふ
さ
わ
し
く
、
多
く
の
人
た
ち
の
活
躍
が
日
本
全
国
に
元
気
と
勇
気
を
与
え
て
く
れ
た
こ
と
と
思
い

ま
す
。

さ
ら
に
、
十
一
月
に
は
天
皇
皇
后
両
陛
下
が
、
デ
ン
マ
ー
ク
国
女
王
陛
下
お
よ
び
王
配
殿
下
を
ご
案
内
さ
れ
本
県
を

ご
訪
問
さ
れ
ま
し
た
。
県
民
の
皆
さ
ん
と
と
も
に
お
迎
え
し
、
群
馬
県
が
誇
る
伝
統
工
芸
や
郷
土
芸
能
、
そ
し
て
群
馬

交
響
楽
団
の
移
動
音
楽
教
室
を
ご
覧
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
大
変
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。

一
方
で
、
浅
間
山
の
噴
火
や
新
潟
県
中
越
地
震
な
ど
が
発
生
し
、
自
然
災
害
に
対
す
る
日
ご
ろ
の
備
え
の
重
要
性
を

改
め
て
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
年
で
も
あ
り
ま
し
た
。

幸
い
に
も
本
県
に
は
大
き
な
被
害
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
県
と
し
て
全
庁
を
挙
げ
て
こ
の
緊
急
事
態
に
対
処
い

た
し
ま
し
た
。
ま
た
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
や
義
援
金
な
ど
、
多
く
の
県
民
の
皆
さ
ん
か
ら
温
か
い
ご
支
援
を
い
た
だ

き
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
今
回
の
経
験
を
生
か
し
て
、
今
後
と
も
県
民
の
生
命
と
財
産
を
守
る
た
め
万
全
を
期
し

て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

私
は
、
今
、
群
馬
県
は
新
し
い
時
代
、
い
わ
ば
「
ぐ
ん
ま
新
時
代
」
を
迎
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。
そ
し
て
、
こ
の
「
ぐ
ん
ま
新
時
代
」
を
確
か
な
も
の
に
し
て
い
く
た
め
に
は
、
県
政
の
主
役
で
あ
る
県
民
の
皆
さ

ん
の
県
政
へ
の
積
極
的
な
参
画
が
何
よ
り
も
大
切
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
県
民
と
県
政
の
距
離
を
で
き
る
だ
け

縮
め
、
県
民
の
皆
さ
ん
と
一
緒
に
考
え
、
行
動
す
る
県
政
を
今
後
と
も
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

二
百
万
県
民
が
明
る
く
健
康
で
ご
活
躍
さ
れ
る
と
と
も
に
、
元
気
で
躍
動
的
な
年
に
な
り
ま
す
よ
う
心
か
ら
お
祈
り

申
し
上
げ
ま
す
。
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群
馬
大
学
理
事（
病
院
長
兼
務
）

森
下
靖
雄

日
本
一
の
病
院
づ
く
り
を
め
ざ
し
て

は
じ
め
に

「
群
大
病
院
は
自
分
達
の
病
院
で
あ
る
」

こ
の
認
識
を
全
教
職
員

に
持
た
せ
る
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
。
こ
れ
が
病
院
長
に
な
っ

て
以
来
、
自
分
に
課
し
た
大
き
な
テ
ー
マ
で
あ
る
。
自
分
の
病
院
と
思

え
ば
こ
そ
、
愛
着
も
湧
き
、
病
院
を
良
く
す
る
た
め
の
創
意
工
夫
も
す

る
だ
ろ
う
し
、
環
境
の
整
備
に
も
気
を
配
る
よ
う
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

病
院
長
に
就
任
し
て

病
院
長
就
任
以
来
、
必
ず
年
度
初
め
に
事
業
計
画
を
立
て
、
そ
の
実

現
に
向
け
て
邁
進
し
て
き
た
。
会
議
の
た
め
の
会
議
を
排
し
、
会
議
に

出
し
て
検
討
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
必
ず
結
果
を
出
す
こ
と
を
病
院
教

職
員
に
要
求
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
な
り
に
実
績
を
上
げ
て
き
た

と
自
負
し
て
い
る
。
し
か
し
、
い
つ
も
何
か
に
対
し
て
の
不
満
が
心
の

底
で
く
す
ぶ
っ
て
お
り
、
そ
の
思
い
が
拭
い
き
れ
な
か
っ
た
。
確
か
に
、

目
に
見
え
る
院
内
の
ハ
ー
ド
面
は
良
く
な
っ
た
。
問
題
は
、
目
に
見
え

な
い
と
こ
ろ
、
例
え
ば
患
者
さ
ん
の
接
遇
問
題
や
い
つ
ま
で
も
減
ら
な

い
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
毎
月
報
告
さ
れ
る
同
じ
内
容
の
イ
ン
シ
デ
ン
ト
や

ア
ク
シ
デ
ン
ト
が
増
え
て
い
る
の
を
知
る
毎
に
、
病
院
教
職
員
に
何
か

が
欠
け
て
お
り
、
こ
の
ま
ま
で
は
根
本
的
に
病
院
の
改
革
は
お
ぼ
つ
か

な
い
と
い
う
思
い
が
日
増
し
に
強
く
な
っ
た
。
患
者
さ
ん
や
そ
の
家
族

を
自
分
の
身
内
の
よ
う
に
に
こ
や
か
に
処
遇
し
、
ご
み
を
見
つ
け
れ
ば

率
先
し
て
拾
い
、
院
内
を
ち
り
ひ
と
つ
な
い
環
境
に
し
よ
う
と
い
う
よ

う
な
些
細
な
事
に
も
配
慮
で
き
る
気
持
ち
が
自
然
に
湧
き
上
が
る
意
識

の
改
革
こ
そ
、
群
大
病
院
改
善
の
早
道
だ
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。

病
院
機
能
評
価
の
受
審

こ
の
問
題
解
決
の
た
め
に
思
い
つ
い
た
の
が
、
財
団
法
人
日
本
医
療

病
院
機
能
評
価
が
行
っ
て
い
る
病
院
機
能
評
価
の
受
審
で
あ
っ
た
。
こ

の
財
団
は
、
医
療
機
関
の
第
三
者
評
価
を
行
い
、
医
療
機
関
が
質
の
高

い
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
く
た
め
の
支
援
を
行
う
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
る
。
こ
の
評
価
を
受
審
し
て
パ
ス
で
き
る
の
は
３
割
弱
と
い

う
厳
し
い
第
三
者
評
価
で
も
あ
る
。
平
成
15
年
11
月
、
日
本
医
療
機
能

評
価
機
構
へ
受
審
申
込
書
を
送
付
し
て
以
来
、
訪
問
審
査
を
受
け
る
に

至
る
ま
で
の
間
、
全
教
職
員
が
気
持
ち
を
ひ
と
つ
に
し
て
、
病
院
機
能

評
価
を
パ
ス
す
べ
く
努
力
し
て
き
た
。
こ
の
間
、
院
内
の
諸
体
制
の
改

善
は
著
し
く
、
患
者
さ
ん
の
た
め
の
ア
メ
ニ
テ
ィ
も
見
違
え
る
ほ
ど
良

く
な
っ
た
。
こ
れ
は
本
院
を
訪
れ
る
多
く
の
患
者
さ
ん
や
そ
の
家
族
か

ら
も
聞
く
こ
と
で
あ
る
。
事
実
、
日
経
新
聞
に
よ
る
「
安
全
重
視
の
病

院
」
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
で
も
、
全
国
病
院
の
中
で
第
16
位
、
国
立
大
学

病
院
で
は
第
２
位
の
上
位
に
ラ
ン
ク
さ
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
。

受
審
し
よ
う
と
し
た
時
か
ら
院
内
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
教
職
員
の
気
持

病院を支える
市民ボランティア
現在、病院には約270名の
ボランティアの方々が登録
されています。慢性的なマ
ンパワーを補ってくれ、有
り難く思っています。
今後さらに実働メンバーを
増やすため応募中です。
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ち
が
、
自
分
達
の
病
院
を
良
く
し
よ
う
と
い
う
目
的
に
向
か
っ
て
ひ
と
つ

に
な
っ
た
よ
う
に
思
う
。
自
分
達
の
周
辺
に
あ
る
さ
さ
い
な
こ
と
に
も
配

慮
で
き
、
現
在
群
大
病
院
が
抱
え
て
い
る
諸
問
題
も
掘
り
起
こ
せ
た
。
改

善
す
べ
き
目
標
は
よ
り
具
体
的
・
現
実
的
な
も
の
に
な
り
、
教
職
員
の
自

覚
と
意
識
の
一
層
の
向
上
が
図
ら
れ
、
病
院
運
営
の
効
率
化
に
役
立
っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
全
教
職
員
が
、「
見
せ
か
け
の
病
院
機
能
で
な
く
、

真
に
充
実
し
た
病
院
機
能
を
継
続
的
に
患
者
さ
ん
に
提
供
す
る
」
と
い
う

認
識
を
持
っ
て
く
れ
た
と
信
じ
て
い
る
。
私
自
身
、
病
院
の
建
物
を
見
上

げ
る
毎
に
、「
自
分
の
病
院
だ
、
も
っ
と
も
っ
と
立
派
な
も
の
に
し
た
い
」

と
い
う
思
い
が
病
院
長
就
任
以
来
、
日
増
し
に
強
く
な
っ
て
い
る
。

法
人
化
後
の
大
学
病
院
運
営

去
年
の
春
か
ら
法
人
化
さ
れ
、
大
学
病
院
が
採
算
を
度
外
視
し
て
診

療
を
行
い
、
さ
ら
に
は
教
育
と
研
究
だ
け
に
専
念
し
て
い
れ
ば
良
い
時

代
は
過
去
の
も
の
に
な
っ
た
。
理
想
的
な
理
念
を
掲
げ
て
も
病
院
の
経

営
が
成
り
立
た
ね
ば
、
群
大
病
院
の
存
在
そ
の
も
の
が
あ
や
し
く
な
る
。

こ
の
よ
う
な
思
い
は
い
ず
れ
の
大
学
病
院
も
一
緒
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

大
学
病
院
は
他
の
医
療
機
関
と
異
な
り
特
殊
な
立
場
に
置
か
れ
て
い
る
。

地
域
医
療
の
推
進
や
次
代
を
担
う
医
療
人
の
育
成
な
ど
独
自
の
使
命
に

基
づ
く
自
立
的
で
責
任
あ
る
業
務
運
営
が
必
須
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に

も
、
今
ま
で
の
よ
う
な
親
方
日
の
丸
的
体
質
を
払
し
ょ
く
し
、
増
収
と

節
減
を
考
慮
に
入
れ
た
病
院
経
営
の
改
善
を
は
か
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

幸
い
な
こ
と
に
南
北
棟
も
完
成
、
新
病
棟
と
し
て
の
機
能
が
ス
タ
ー

ト
し
、
中
央
診
療
棟
も
建
設
中
で
あ
る
。
臓
器
別
・
機
能
別
の
新
し
い

医
療
体
制
も
軌
道
に
乗
り
つ
つ
あ
る
。
看
護
部
も
新
し
い
部
長
の
も
と
、

組
織
そ
の
も
の
も
刷
新
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
を
機
会
に
、
群

大
病
院
独
自
の
合
理
的
で
ざ
ん
新
な
医
療
体
制
の
確
立
を
目
指
し
た
い
。

地
域
と
の
緊
密
な
医
療
連
携

適
切
な
医
療
を
地
域
住
民
に
提
供
す
る
こ
と
も
群
大
病
院
の
大
き
な

使
命
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
も
、
病
病
連
携
、
病
診
連
携
な
ど
の
医
療

連
携
を
緊
密
に
し
て
我
が
群
大
病
院
の
も
つ
医
療
機
能
を
効
率
的
に
発

揮
す
る
よ
う
に
し
た
い
。
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
群
馬
県
全
体
を
視
野

に
入
れ
た
救
急
医
療
体
制
の
確
立
に
も
力
を
入
れ
て
行
き
た
い
。

さ
ら
に
、
世
界
規
模
で
の
テ
ロ
の
危
険
が
叫
ば
れ
る
中
、
地
域
な
ど

の
自
然
災
害
だ
け
で
な
く
、
人
災
に
よ
る
大
規
模
災
害
の
危
険
性
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
関
東
近
辺
で
の
広
域

災
害
に
お
け
る
人
命
救
助
活
動
等
を
よ
り
効
果
的
か
つ
充
実
し
た
も

の
に
す
る
た
め
、
県
内
の
各
自
治
体
、
医
療
行
政
機
関
、
自
衛
隊
な

ど
と
連
携
し
、
後
方
支
援
の
た
め
の
実
践
的
シ
ス
テ
ム
を
整
備
す
る

つ
も
り
で
あ
る
。

併
せ
て
、
新
し
い
が
ん
治
療
法
の
応
用
を
目
指
し
た
が
ん
疫
学
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
構
築
す
る
整
備
を
県
と
共
に
す
す
め
て
い
る
。
正
確
な
が
ん
登

録
を
す
る
こ
と
で
、
県
内
の
が
ん
マ
ッ
プ
が
作
成
で
き
、
が
ん
の
予
防
か

ら
治
療
ま
で
の
エ
ビ
デ
ン
ス
を
蓄
積
し
、
疫
学
的
な
解
析
を
行
う
こ
と
で

が
ん
治
療
の
新
し
い
展
望
が
ひ
ら
け
て
く
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

医
療
人
の
使
命

我
々
医
療
人
が
ま
ず
心
掛
け
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
病
人
の
立
場

に
立
っ
て
物
事
を
考
え
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
最
善
の
方
法
で
、

よ
り
早
く
、
よ
り
楽
に
、
そ
し
て
よ
り
安
価
に
病
気
が
治
る
よ
う
に
努

力
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
も
、
医
療
人
は
常
日
ご
ろ
か
ら
人

間
の
最
も
尊
い
命
に
関
わ
る
こ
と
に
携
わ
っ
て
い
る
と
い
う
、
使
命
感

を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
当
然
、
環
境
の
美
化
に
気
を
配
り
、

仕
事
に
責
任
を
持
つ
で
あ
ろ
う
し
、
規
律
を
守
り
、
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
を

尊
重
し
仲
間
と
協
調
性
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
仕
事
に
も
創
意
工
夫
が

生
ま
れ
る
と
い
う
も
の
だ
。

組
織
を
動
か
す
の
は
立
派
な
建
物
で
は
な
く
、
そ
こ
に
入
る
人
間
に

よ
っ
て
の
み
組
織
は
円
滑
に
か
つ
効
率
よ
く
動
く
。
自
分
の
病
院
だ
と

い
う
認
識
の
も
と
、
医
師
、
看
護
師
に
限
ら
ず
、
院
内
の
あ
ら
ゆ
る
職

種
の
者
が
自
己
の
仕
事
に
誇
り
を
持
ち
、
社
会
が
我
々
に
期
待
し
て
い

る
こ
と
を
誠
意
を
も
っ
て
実
行
に
移
す
な
ら
、
群
大
病
院
が
今
直
面
し

て
い
る
難
問
題
の
解
決
も
意
外
に
易
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
そ
れ
ら
が
実
現
し
た
時
は
、
群
大
病
院
は
日
本
一
の
病
院

に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

病棟スタッフ
ステーション
壁をなくして開放的となり、
意識改革をめざして看護師
の制服も斬新なものになり、
女医と看護師の区別もはっ
きりさせている。病棟クラ
ークも配置し、看護師の負
担を軽減するように努力し
ています。

外来点滴センター
液晶テレビのついたベッド
を８床配置し、家族もベッ
ド脇に付き添えるようにな
っており、快適に外来で化
学療法を受けられるように
なっています。
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心臓突然死の主な原因………心室細動です。
救急車が到着するまでの数分間に私たちが取るべき対応が生死を分けます。
私たちにできることがあります。

“あなたの行動で救える命があります。”

は
じ
め
に

心
臓
が
突
然
け
い
れ
ん
し
て
血
液
を
送
り
出
せ
な
く
な
る
「
心

室
細
動
」
は
、
１
分
遅
れ
れ
ば
蘇
生
率
が
10
％
下
が
る
と
さ
れ
発

症
か
ら
５
分
が
勝
負
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
救
急
車
の
到
着
は
平

均
９
分
と
言
わ
れ
る
た
め
、
心
室
細
動
を
自
動
的
に
診
断
し
て
電

気
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
る
除
細
動
器
の
使
用
が
一
般
に
も
解
禁
さ
れ

ま
し
た
。

病
院
前
救
急

家
庭
内
救
護
お
よ
び
病
院
前
救
急
の
重
要
性
が
以
前
か
ら
問
わ

れ
て
い
ま
す
。

秋
田
県
に
お
け
る
救
急
救
命
士
の
気
管
内
誤
挿
管
、
皇
族
の
方

の
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
で
の
突
然
死
な
ど
が
社
会
問
題
と
し
て
取
り

上
げ
ら
れ
、
殊
に
非
医
療
従
事
者
の
自
動
体
外
式
除
細
動
器

（autom
ated

external
defibrillator

、
以
下「
A
E
D
」
と
い
う
）

の
使
用
条
件
の
あ
り
方
等
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

米
国
で
は
カ
ジ
ノ
、
劇
場
、
空
港
、
ス
ポ
ー
ツ
ジ
ム
で
の
い
わ

ゆ
る
素
人
に
よ
る
救
命
例
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

メ
デ
ィ
カ
ル
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
体
制

病
院
前
救
急
で
の
医
療
行
為
に
関
し
て
、
特
に
救
急
救
命
士
が

行
う
A
E
D
の
使
用
、
気
道
確
保

の
た
め
の
気
管
内
挿
管
、
強
心
剤

お
よ
び
輸
液
な
ど
の
薬
剤
投
与
が

検
討
さ
れ
、
研
修
課
程
を
修
了
し

た
者
が
メ
デ
ィ
カ
ル
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
協
議
会
で
の
検
証
な
ど
を
条
件

に
許
可
さ
れ
る
方
向
に
動
き
始
め

て
い
ま
す
。

A
E
D
使
用
の
実
際

で
は
実
際
に
A
E
D
を
使
用
す
る
場
合
の
概
略
で
す
が
、
ま
ず

ハ
ン
ド
バ
ッ
グ
く
ら
い
の
大
き
さ
の
本
体
部
分
の
フ
タ
を
開
け
る

と
同
時
に
電
源
Ｏ
Ｎ
と
な
り
ま
す
。

電
極
は
接
続
さ
れ
た
状
態
で
保
管
さ
れ
て
い
て
電
極
パ
ッ
ド
は

前
胸
部
に
貼
布
す
る
部
位
が
電
極
に
も
フ
タ
の
裏
に
も
図
示
さ
れ

て
い
ま
す
。
一
連
の
操
作
は
音
声
に
て
ア
ナ
ウ
ン
ス
さ
れ
除
細
動

の
適
応
の
有
無
を
判
断
し
て
く
れ
ま
す
。
そ
の
上
で
ア
ナ
ウ
ン
ス

さ
れ
た
緑
色
点
灯
の
通
電
ボ
タ
ン
を
押
す
ワ
ン
ボ
タ
ン
通
電
方
式

が
と
ら
れ
て
い
ま
す
。

バ
ッ
テ
リ
ー
は
リ
チ
ウ
ム
が
使
用
さ
れ
約
５
年
間
の
寿
命
が
あ

り
、
公
共
施
設
な
ど
に
設
置
さ
れ
た
も
の
は
残
量
表
示
に
よ
る
取

り
替
え
が
行
わ
れ
、
い
つ
も
通
電
可
能
な
状
態
に
保
た
れ
て
い
る

筈
で
あ
り
ま
す
。

”あ
な
た
の
行
動
で
救
え
る
命
が
あ
り
ま
す
。“が
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー

ズ
で
す
。

医
師
な
ど
を
対
象
と
し
た
指
導
者
講
習

い
ず
れ
に
し
て
も
救
急
担
当
医
で
す
ら
緊
張
す
る
A
E
D
使
用

に
関
し
て
、
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
年
１
回
程
度
の
訓
練
用
人

形
を
使
っ
て
の
練
習
が
必
要
と
考
え
て
い
ま
す
。

医
師
は
B
L
S（
一
次
救
命
処
置
）
A
C
L
S（
二
次
救
命
処
置
）

の
研
修
を
定
期
的
に
受
講
し
て
、
そ
れ
を
一
般
市
民
の
講
習
訓
練

に
還
元
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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“いざという時の救急救命”
群馬県医師会理事 佐藤 和徳

A
E
D
の
使
用

と
り
わ
け
A
E
D
の
使
用
に
関
し
て
は
先
行
し
て
お
り
、
心
室

細
動
お
よ
び
無
脈
性
心
室
頻
拍
症
な
ど
に
よ
る
心
停
止
者
に
対
し

て
寸
刻
を
争
う
ケ
ー
ス
で
の
非
医
療
従
事
者
、
救
命
の
現
場
に
居

合
わ
せ
た
一
般
市
民
の
応
急
へ
の
対
応
を
考
え
た
も
の
で
す
。

実
際
に
は
医
師
会
員
な
ど
が
一
般
の
方
を
対
象
に
し
て
講
習
を

行
い
、
訓
練
用
人
形
等
に
よ
る
練
習
を
経
て
A
E
D
の
使
用
と
な

り
ま
す
。

学
校
お
よ
び
社
会
体
育
関
係
者
、
プ
ー
ル
な
ど
設
置
さ
れ
て
い

る
よ
う
な
ス
ポ
ー
ツ
ジ
ム
、
駅
、
集
会
所
、
デ
パ
ー
ト
、
公
共
施

設
な
ど
で
の
A
E
D
使
用
が
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
厚
生
労
働
省

で
は
医
師
法
違
反
に
な
ら
な
い
４
つ
の
条
件
を
提
示
し
て
い
ま
す
。

（1）
医
師
等
を
探
す
努
力
を
し
て
も
見
つ
か
ら
な
い
等
、
医
師
等

に
よ
る
速
や
か
な
対
応
を
得
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
。

（2）
使
用
者
が
対
象
者
の
意
識
、
呼
吸
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
て

い
る
こ
と
。

（3）
使
用
者
が
A
E
D
使
用
に
必
要
な
講
習
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

（4）
使
用
す
る
A
E
D
が
医
療
用
具
と
し
て
薬
事
法
上
の
承
認
を

受
け
て
い
る
こ
と
。

心
肺
蘇
生
術

A
E
D
を
使
用
す
る
前
に
、
人
工
呼
吸
法
、
心
マ
ッ
サ
ー
ジ
な

ど
救
命
用
心
肺
蘇
生
に
関
す
る
講
習
と
訓
練
を
受
け
て
い
る
こ
と

が
大
切
で
、
か
つ
救
命
現
場
で
は
周
囲
の
人
に
救
急
車
の
手
配
を

依
頼
す
る
こ
と
が
肝
要
で
す
。

群
馬
県
の
救
急
医
療
体
制

群
馬
県
に
お
け
る
救
急
救
護
体
制
は
行
政
サ
イ
ド
で
は
、
県
総

務
局
消
防
防
災
課
を
中
心
と
し
た
救
急
車
配
備
等
、
日
夜
緊
迫
し

た
事
業
が
営
ま
れ
て
い
ま
す
。

救
急
医
療
情
報
セ
ン
タ
ー
、
精
神
科
救
急
医
療
情
報
セ
ン
タ
ー

と
医
師
会
サ
イ
ド
の
休
日
在
宅
当
番
医
制
、
二
次
救
急
病
院
群
輪

番
制
に
加
え
て
休
日
夜
間
の
小
児
救
急
医
療
支
援
事
業
に
基
づ
く

小
児
救
急
病
院
群
輪
番
制
と
各
郡
市
に
設
置
さ
れ
て
い
る
休
日
夜

間
の
救
急
セ
ン
タ
ー
な
ど
に
よ
っ
て
、
急
増
す
る
小
児
救
急
患
者

な
ど
に
対
応
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
加
え
て
、
小
児
救
急
医
療
電

話
相
談
事
業
に
つ
い
て
も
現
在
検
討
中
で
す
。

９
月
９
日
に
行
う
“救
急
の
日
”
の
行
事
に
年
々
参
加
者
が
増
加

し
て
い
ま
す
。
救
急
医
療
は
医
療
の
原
点
で
あ
り
、
高
度
先
進
医

療
も
こ
れ
よ
り
出
発
し
た
も
の
で
、
国
家
の
社
会
保
障
政
策
も
こ

の
こ
と
を
斟
酌
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
切
望
し
ま
す
。



▼
群
馬
県
の
労
働
時
間
は
全
国
一
長
い

厚
生
労
働
省
の
雇
用
者
の
毎
月
勤
労
統
計

調
査
、
通
称
「
ま
い
き
ん
」
に
よ
る
と
平
成

15
年
の
年
間
総
労
働
時
間
の
平
均
値
は
、
群

馬
県
の
労
働
者
が
最
も
長
く
１,
９
５
２
時

間
で
あ
っ
た
。
最
短
労
働
時
間
の
県
は
埼
玉

で
平
均
１,
７
６
２
時
間
、
次
が
千
葉
、
東
京

の
順
で
あ
っ
た
【
図
１
】。

群
馬
県
の
総
労
働
時
間
は
こ
の
40
年
間
常

に
全
国
平
均
よ
り
長
い
の
だ
が
、
昨
年
は
全

国
一
で
あ
っ
た
。
総
労
働
時
間
は
、
所
定
内

と
所
定
外
労
働
時
間
の
和
で
あ
る
。
群
馬
は
、

所
定
内
労
働
時
間
も
長
い
の
が
特
徴
で
あ

る
。
な
ぜ
群
馬
は
長
い
の
か
。

群
馬
の
女
性
が
昔
か
ら
よ
く
働
く
の
は

知
ら
れ
て
い
る
が
、
お
隣
の
栃
木
県
も
長

い
こ
と
か
ら
、
車
社
会
で
通
勤
時
間
が
短

い
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

正
社
員
比
率
が
高
い
と
労
働
時
間
は
長
く

な
り
が
ち
な
の
で
平
均
総
労
働
時
間
も
長

く
な
る
。

▼
勤
労
者
受
難
の
時
代

１
９
９
１
年
に
バ
ブ
ル
が
は
じ
け
て
低
操

業
で
人
あ
ま
り
現
象
、
や
が
て
リ
ス
ト
ラ
、

倒
産
、
工
場
の
海
外
移
転
、
失
業
、
個
人
破

産
、
外
注
、
派
遣
社
員
、
臨
時
雇
用
化
な
ど

が
激
し
く
な
っ
た
。
最
近
は
非
正
社
員
が
平

均
34
％
に
な
り
、
正
社
員
の
加
重
労
働
、
不

払
い
労
働
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
れ
ら
の
た
め
か
、
１
９
９
８
年
か
ら
自

殺
者
が
急
増
し
３
万
人
を
超
え
て
、
２
０
０

３
年
に
は
３
万
４,
４
０
０
人
と
最
高
に
な
っ

た
。
バ
ブ
ル
の
年
に
は
自
殺
者
は
２
万
２
千

人
程
度
だ
っ
た
の
で
、
差
引
き
１
万
人
以
上

が
過
剰
自
殺
に
な
っ
て
い
る
状
態
が
６
年
続

い
た
（
警
察
庁
資
料
）。

【
図
２
】
の
よ
う
に
、
バ
ブ
ル
の
時
代
に

比
べ
て
増
加
し
た
自
殺
者
の
ほ
と
ん
ど
は
男

性
で
、
年
齢
は
50
歳
を
ピ
ー
ク
に
40
〜
60
歳

が
主
で
あ
る
。
遺
書
の
あ
る
う
ち
で
、
中
年

者
の
自
殺
の
原
因
の
最
も
多
い
の
は
「
経

済
・
生
活
問
題
」
で
あ
る
。
次
に
「
健
康
問

題
」
で
あ
る
。
自
殺
者
全
体
の
職
業
は
、

「
有
職
者
」
が
１
３,
４
２
４
人
、「
無
職
者
」

が
１
６,
３
０
７
人
で
あ
る
。「
有
職
者
」
の

内
訳
は
「
雇
用
者
」
が
８,
４
０
０
人
「
自
営

者
」
が
４,
２
０
０
人
で
あ
っ
た
。
職
域
・
地

域
・
家
族
と
保
健
医
療
関
係
者
と
の
緊
密
な

連
携
の
も
と
に
対
策
を
尽
く
す
必
要
が
あ

る
。家

庭
や
個
性
を
犠
牲
に
し
て
、
会
社
に
尽

く
す
年
功
序
列
・
終
身
雇
用
の
前
提
が
心
細

く
な
っ
た
の
は
ま
だ
し
も
、
突
然
リ
ス
ト
ラ

さ
れ
て
途
方
に
く
れ
る
人
を
私
の
身
の
ま
わ

り
に
さ
え
何
人
も
知
っ
て
い
る
。
失
業
し
た

経
験
が
な
い
人
た
ち
な
の
で
、
シ
ョ
ッ
ク
が

ひ
ど
く
、
途
方
に
く
れ
る
。

リ
ス
ト
ラ
さ
れ
な
か
っ
た
正
社
員
は
、

「
ヒ
ト
減
ら
し
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
」
と
加

重
労
働
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
ス
ト
レ
ス
と
無

理
が
重
な
る
。
相
談
で
き
る
産
業
医
や
看
護

師
が
い
る
規
模
50
人
以
上
の
事
業
場
は
20
〜

30
％
の
労
働
者
に
過
ぎ
ず
、
頼
れ
る
の
は
自

分
の
み
の
状
況
で
あ
る
。

若
者
の
状
況
は
、
失
業
（
約
９
％
）、
フ
リ

ー
タ
ー
（
２
百
万
人
？
）、
＊
ニ
ー
ト（
Ｎ
Ｅ

Ｅ
Ｔ
）の
増
加
に
現
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
親

に
た
よ
っ
て
生
活
で
き
る
者
が
多
く
、
無
為

に
過
ご
す
か
、
自
分
の
好
ま
な
い
仕
事
は
で

き
る
だ
け
さ
け
た
い
、
自
己
実
現
を
第
一
に

し
た
い
と
思
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
状
況
が
、
雇
用
者
全
体
に
作
用

し
て
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
全
や
う
つ
病
を
増

8

勤労者の
メンタルヘルス

群馬産業保健推進センター所長　群馬大学名誉教授　鈴木 庄亮

2000

1952

185
172

163

139
139 138

143143

1926

1848

1810
17801780 1774

1762

（時間） 

群馬 

所定内労働時間 

所定外労働時間 
1950

1900

1850

1800

1750

1700

1650
栃木 神奈川 茨城 東京 千葉 埼玉 

（全国1位） （6位） （35位） （40位） （45位） （46位） （47位） 

143

1780

（人） 

（歳） 

100
平成13（2001）年 男 
平成  ２（1990）年 男 
平成13（2001）年 女 

80

60

40

20

0
00 
 
04

～
 

05 
 
09

～
 

10 
 
14

～
 

15 
 
19

～
 

20 
 
24

～
 

25 
 
29

～
 

30 
 
34

～
 

35 
 
39

～
 

40 
 
44

～
 

45 
 
49

～
 

50 
 
54

～
 

55 
 
59

～
 

60 
 
64

～
 

65 
 
69

～
 

70 
 
74

～
 

75 
 
79

～
 

80 
 
84

～
 

85 
 
89

～
 

90 
 
 

～
 

【図1】平成15年　年間総実労働時間
厚生労働省「毎月勤労統計調査」
（※年平均月間実労働時間を12倍した）

【図2】性・年齢階級別自殺死亡率（人口10万対）
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や
し
て
い
る
。

心
の
病
に
よ
る
休
業
者
は
、
全
雇
用
者
の

0.4
〜
0.8
％
、
ほ
ぼ
雇
用
者
２
０
０
人
に
１
人

の
割
合
で
あ
る
。
平
均
休
職
期
間
は
５
・
２

か
月
、
経
済
損
失
額
は
年
間
約
１
兆
円
と
さ

れ
た
（
平
成
16
年
厚
労
省
研
究
班
）。

対
症
療
法
で
は
あ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
は

自
殺
と
休
業
の
防
止
に
、
効
果
の
あ
る
対
策

を
講
じ
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
。

▼
行
政
の
対
応

厚
生
労
働
省
の
「
健
康
日
本
21
」
で
も
、

が
ん
・
自
殺
・
事
故
な
ど
の
若
年
・
壮
年
の

死
亡
を
減
ら
す
こ
と
が
重
要
項
目
に
挙
げ
ら

れ
て
い
る
。

厚
生
労
働
省
は
平
成
12
年
に
強
い
ス
ト
レ

ス
や
不
安
を
持
つ
労
働
者
が
増
加
し
、
自
殺

に
い
た
る
事
案
が
増
加
し
た
こ
と
を
受
け

て
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
と
し
て
「
事
業

場
に
お
け
る
労
働
者
の
心
の
健
康
づ
く
り
の

た
め
の
指
針
」
と
い
う
通
達
を
出
し
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
ま
ず
事
業
場
は
メ
ン
タ

ル
ヘ
ル
ス
の
た
め
の
「
心
の
健
康
づ
く
り
計

画
」
を
つ
く
る
こ
と
を
ト
ッ
プ
に
勧
奨
す
る

と
と
も
に
、
事
業
所
の
各
構
成
員
の
役
割
を

明
確
に
し
た
。

す
な
わ
ち
、
労
働
者
は
「
セ
ル
フ
ケ
ア
」

に
よ
っ
て
、
自
ら
が
ス
ト
レ
ス
へ
の
気
づ
き

と
対
処
に
努
め
る
。
そ
の
た
め
に
事
業
主
は

労
働
者
に
正
し
い
知
識
を
与
え
る
こ
と
、
労

働
者
が
自
主
的
な
相
談
に
応
じ
ら
れ
る
相
談

先
を
内
外
に
整
備
す
る
こ
と
と
し
た
。

管
理
監
督
者
は
、
職
場
環
境
の
改
善
と
過

度
な
長
時
間
労
働
を
避
け
る
よ
う
配
慮
し
、

過
度
の
疲
労
や
心
理
的
負
担
が
生
じ
な
い
よ

う
適
正
な
労
務
管
理
を
行
い
、
相
談
に
対
応

し
や
す
い
よ
う
に
配
慮
す
る
こ
と
と
し
た
。

こ
れ
を
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
ラ
イ
ン
に
よ
る

ケ
ア
と
言
っ
て
い
る
。

３
番
目
に
、
事
業
場
内
の
産
業
保
健
ス
タ

ッ
フ
等
に
よ
る
専
門
的
ケ
ア
を
あ
げ
、
事
業

場
内
の
問
題
点
の
把
握
と
改
善
、
相
談
機
能

の
充
実
、
職
場
適
応
と
職
場
復
帰
等
の
指
導

を
適
切
に
行
う
こ
と
、
労
働
者
や
管
理
監
督

者
へ
の
専
門
的
立
場
か
ら
の
支
援
を
行
う
こ

と
と
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
、
な
れ
な
い
現
場
で
は
ど
う
や

っ
て
い
い
の
か
戸
惑
う
こ
と
が
多
い
。
群
馬

労
働
局
に
よ
る
県
内
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で

も
、
労
働
者
が
最
も
欲
し
て
い
る
相
談
体
制

で
も
、
50
人
未
満
規
模
で
は
約
３
割
が
実
施

し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
８
割
の
事
業
場
で

は
、
現
実
的
に
定
期
健
康
診
断
時
の
問
診
の

充
実
で
し
の
ぐ
こ
と
を
考
え
て
い
る
。

労
務
人
事
管
理
者
も
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対

応
が
重
要
で
あ
る
と
し
て
、
正
し
い
知
識
と

情
報
の
提
供
、
管
理
監
督
者
の
教
育
研
修
、

労
働
環
境
と
労
働
条
件
の
改
善
、
相
談
体
制

の
整
備
を
検
討
・
実
施
し
て
い
る
。

▼
保
健
医
療
関
係
者
か
ら
の
支
援

事
業
場
の
産
業
保
健
専
門
職
の
た
め
に
、

平
成
16
年
に
群
馬
労
働
局
、
群
馬
産
業
保
健

推
進
セ
ン
タ
ー
、
群
馬
県
保
健
予
防
課
、
群

馬
大
学
医
学
部
神
経
精
神
科
、
群
馬
県
臨
床

心
理
士
会
、
産
業
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
協
会
等
か

ら
関
係
専
門
家
が
集
ま
り
、「
メ
ン
タ
ル
ヘ

ル
ス
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
を
作
成
し
た
。

こ
の
中
に
、
県
下
の
精
神
医
療
と
心
療
内

科
の
診
療
所
と
病
院
64
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

機
関
18
か
所
が
連
絡
先
と
と
も
に
リ
ス
ト
ア

ッ
プ
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
群
馬
労
働
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.gunm

aroudoukyoku.go.jp/

ま
た
は
群
馬
産
業
保
健
推
進
セ
ン
タ
ー

http://w
w
w
1.biz.biglobe.ne.jp/̃sanpo10/

で
見
ら
れ
る
。
事
業
場
の
専
門
家
が
、
メ
ン

タ
ル
ヘ
ル
ス
問
題
の
発
生
を
予
防
し
た
り
、

万
一
事
案
が
発
生
し
た
場
合
に
県
下
の
ど
こ

の
ど
う
い
う
専
門
機
関
に
相
談
す
る
か
と
い

う
場
合
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
。

群
馬
県
こ
こ
ろ
の
健
康
セ
ン
タ
ー
で
は
、

従
来
通
り
専
門
技
術
指
導
と
地
域
全
体
か
ら

の
こ
こ
ろ
の
相
談
を
受
け
て
い
る
。
か
か
り

つ
け
医
も
悩
み
の
相
談
を
受
け
て
い
る
。
さ

ら
に
地
域
密
着
の
き
め
細
か
な
各
種
の
相
談

機
関
が
増
え
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
と
費

用
面
で
の
整
備
が
推
進
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま

れ
る
。

143

1780

（歳） 

100
男女計 

男 

男 女 

（％） 

全年齢 29以下 30～39 40～49 50～59 60以上 

90

80

70

60

50

40

30

女 

【図3】不安、悩み、ストレスがある男女別年齢別労働者の割合 

労働者の74.7％が何らかの不安、悩み、ストレスを感じている。これは全
国平均(61.5%)と比較して高い。男女別では、男性の方が女性よりもスト
レスを感じる割合が高い。 

（％） 
60

50

40

30

20

10

0

【図4】不安、悩み、ストレスの内容別労働者割合 

内容別では、会社の将来性の問題、仕事の質、仕事の量の順となっている。
男女別では、仕事の量・質については男性が多く、職場の人間関係の問題
は女性が多い。 

仕
事
の
質
の
問
題 

仕
事
の
量
の
問
題 

仕
事
へ
の
適
性 

の
問
題 

情
報
化
・
技
術
革
新 

の
問
題 

現
場
の
人
間
関
係 

の
問
題 

昇
任
・
昇
格
の 

の
問
題 

配
置
転
換 

の
問
題 

転
勤
に
伴
う 

転
居
の
問
題 

雇
用
の
安
定
性 

の
問
題 

会
社
の
将
来
性 

の
問
題 

定
年
後
の
仕
事 

老
後
の
問
題 

そ
の
他 

用語解説

＊ニート(ＮＥＥＴ）
【Not in Employment, Education or Trainingの略】

「職に就いていず、学校機関に所属もしていず、
そして就労に向けた具体的な動きをしていない」
若者を指す。
現在、日本にはNEETに分類される若者の数
は68万人と言われている。

▼群馬労働局「心の健康対策に関するアンケート調査」結果
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は
じ
め
に

Z
oonosis

（
ズ
ー
ノ
ー
シ
ス
）
と
は
、
動
物
か
ら
ヒ
ト
に

感
染
す
る
病
気
の
総
称
で
、
動
物
由
来
感
染
症
ま
た
は
人
獣

共
通
感
染
症
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
世
界
保
健
機
関
（
Ｗ
Ｈ

Ｏ
）
の
定
義
で
は
ズ
ー
ノ
ー
シ
ス
は
「
脊
椎
動
物
と
ヒ
ト
の

間
で
自
然
に
移
行
す
る
全
て
の
病
気
ま
た
は
感
染
」
と
定

義
さ
れ
て
い
ま
す
。

最
近
、
世
界
中
で
従
来
知
ら
れ
て
い
な
い
動
物
由
来

の
感
染
症
、
い
わ
ゆ
る
新
興
動
物
由
来
感
染
症
が
次
々

に
出
現
し
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
ヒ
ト
へ
強
い
感
染
性
を

有
し
、
感
染
し
た
ヒ
ト
は
高
率
に
重
症
化
し
、
治
療
方
法
も

ま
だ
開
発
さ
れ
て
い
な
い
た
め
高
い
死
亡
率
を
有
す
る
感
染

症
も
あ
り
ま
す
（
例：

エ
ボ
ラ
出
血
熱
、
マ
ー
ル
ブ
ル
グ
病

等
）。世界

的
に
見
る
と
新
興
動
物
由
来
感
染
症
も
含
め
て
動
物

由
来
感
染
症
は
２
０
０
種
類
を
は
る
か
に
超
え
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
す
べ
て
が
日
本
に
存
在
す
る
わ
け
で
な
く
、
日
本

に
は
数
十
種
類
程
度
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
に

分
布
す
る
動
物
由
来
感
染
症
が
少
な
い
理
由
と
し
て
、
日
本

は
温
帯
で
島
国
と
い
う
地
理
的
要
因
、
徹
底
し
た
家
畜
衛
生

対
策
が
実
施
で
き
る
家
畜
防
疫
上
の
要
因
、
手
洗
い
の
励
行
、

ネ
ズ
ミ
対
策
等
の
日
常
的
な
衛
生
観
念
の
強
い
国
民
性
等
が

あ
げ
ら
れ
ま
す
。

身
近
な
動
物
に
よ
る
感
染
症

動
物
由
来
感
染
症
を
引
き
起
こ
す
病
原
体
に
は
ウ
イ
ル

ス
、
細
菌
、
寄
生
虫
等
が
あ
り
、
動
物
と
し
て
は
ペ
ッ
ト
動

物
、
野
生
動
物
、
家
畜
と
さ
ま
ざ
ま
で
す
。

犬
で
は
「
狂
犬
病
」
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
狂
犬
病

は
ほ
と
ん
ど
の
ほ
乳
類
が
発
症
し
、
ヒ
ト
は
感
染
し
て
い
る

犬
等
に
咬
ま
れ
る
な
ど
し
て
、
だ
液
中
の
ウ
イ
ル
ス
が
ヒ
ト

の
体
内
に
侵
入
し
、
感
染
・
発
症
し
ま
す
。
狂
犬
病
は
日
本

で
は
１
９
５
７
年
以
降
発
生
は
見
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
近

隣
ア
ジ
ア
諸
国
で
は
依
然
と
し
て
流
行
し
て
お
り
、
毎
年
世

界
で
４
〜
７
万
人
が
死
亡
し
て
い
ま
す
。
流
行
の
予
防
方
法

は
法
律
で
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
犬
の

予
防
接
種
が
有
効
で
す
。

犬
が
関
与
す
る
感
染
症
で
、
最
近
話

題
に
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
エ
キ
ノ
コ
ッ
ク
ス
と
い
う
条
虫

の
寄
生
に
起
因
す
る
「
犬
の
エ
キ
ノ
コ
ッ
ク
ス
症
」
が
あ
り

ま
す
。
エ
キ
ノ
コ
ッ
ク
ス
は
中
間
宿
主
が
ネ
ズ
ミ
、
終
宿
主

が
犬
・
キ
ツ
ネ
で
、
犬
は
寄
生
さ
れ
て
も
特
別
な
症
状
を
示

す
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ヒ
ト
は
成
虫
が
感
染
し
て
い
る
犬
、

キ
ツ
ネ
な
ど
が
糞
便
と
一
緒
に
排
せ
つ
す
る
虫
卵
を
、
汚
染

さ
れ
た
水
や
食
物
を
介
し
て
経
口
摂
取
（
糞
口
感
染
）
し
、

中
間
宿
主
と
し
て
の
感
染
が
成
立
し
ま
す
。

ヒ
ト
に
感
染
す
る
と
、
幼
虫
（
胞
虫
）
が
肝
、
肺
、
腎
、
脳

な
ど
の
諸
臓
器
で
増
殖
し
て
巨
大
な
病
巣
を
形
成
す
る
た
め
、

感
染
し
て
か
ら
５
〜
20
年
後
に
き
わ
め
て
重
篤
な
障
害
を
引
き

起
こ
し
ま
す
。
予
防
対
策
と
し
て
重
要
な
の
は
「
生
水
を
飲
ま

な
い
」「
汚
染
さ
れ
た
も
の
を
食
べ
な
い
」
こ
と
で
す
。

ネ
コ
が
関
与
す
る
感
染
症
で
、
最
近
話
題
に
な
っ
て
い
る

も
の
は
、
ネ
コ
に
咬
ま
れ
た
り
引
っ
か
か
れ
た
り
す
る
こ
と

に
よ
り
発
症
す
る
「
ネ
コ
ひ
っ
か
き
病
」
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
病
気
は
バ
ル
ト
ネ
ラ
菌
と
い
う
細
菌
が
猫
か
ら
の
咬

傷
や
ひ
っ
か
き
傷
か
ら
侵
入
し
ま
す
。
ま
た
、
ネ
コ
ノ

ミ
の
刺
傷
に
よ
っ
て
も
感
染
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

ネ
コ
は
無
症
状
で
す
が
、
ヒ
ト
が
感
染
す
る
と
ま
ず
菌

の
侵
入
部
位
に
虫
さ
さ
れ
に
似
た
病
変
が
形
成
さ
れ
、

丘
疹
か
ら
水
疱
に
、
ま
た
、
一
部
で
は
化
膿
や
潰
瘍
に

発
展
す
る
場
合
も
あ
り
、
こ
れ
ら
の
症
状
の
１
〜
２
週

間
後
に
局
所
リ
ン
パ
節
の
腫
脹
が
あ
ら
わ
れ
、
多
く
の

症
例
で
発
熱
、
悪
寒
、
倦
怠
、
食
欲
不
振
、
頭
痛
等
を

示
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
予
防
対
策
は
「
ネ
コ
の
爪
を
短

く
切
る
こ
と
」
や
「
ネ
コ
ノ
ミ
の
駆
除
」
等
、
ネ
コ
も
室

内
も
清
潔
に
保
つ
こ
と
で
す
。

セ
キ
セ
イ
イ
ン
コ
や
オ
ウ
ム
が
関
与
す
る
感
染
症
で
は
、

「
オ
ウ
ム
病
」
が
あ
り
ま
す
。
ヒ
ト
は
鳥
の
糞
に
含
ま
れ
る
病

原
体
（
オ
ウ
ム
病
ク
ラ
ミ
ジ
ア
）
を
吸
い
込
ん
だ
り
、
鳥
に
口

移
し
で
え
さ
を
与
え
る
行
為
等
に
よ
り
感
染
し
ま
す
。
症
状
と

し
て
は
突
然
の
発
熱
、
頭
痛
、
咳
、
粘
液
性
の
痰
、
筋
肉
痛
、

関
節
痛
、
発
汗
等
で
あ
り
、
気
管
支
炎
、
肺
炎
に
な
る
場
合
も

あ
り
ま
す
。
予
防
と
し
て
は
「
鳥
の
羽
や
糞
が
残
ら
な
い
よ
う

に
清
潔
に
す
る
こ
と
」
や
節
度
あ
る
鳥
と
の
接
触
に
心
が
け
る

こ
と
で
す
（
例：

鳥
に
口
移
し
や
キ
ス
な
ど
は
し
な
い
）。

動物からの 
感染症 
群馬県食品監視課長   小林 洋平 

動物からの 
感染症 
群馬県食品監視課長   小林 洋平 
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日
常
生
活
で
注
意
す
る
こ
と

●
過
剰
な
ふ
れ
あ
い
は
控
え
ま
し
ょ
う

細
菌
や
ウ
イ
ル
ス
が
動
物
の
口
の
中
に
い
る
場
合
が
あ

る
の
で
、
口
移
し
で
え
さ
を
与
え
る
こ
と
や
動
物
と
同
じ

箸
で
食
事
を
す
る
こ
と
等
、
過
剰
な
ふ
れ
あ
い
は
控
え
ま

し
ょ
う
。
動
物
を
布
団
に
入
れ
て
寝
る
こ
と
も
濃
厚
に
接

触
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
要
注
意
で
す
。

●
動
物
に
触
れ
た
り
、
砂
場
や
公
園
で
遊
ん
だ
ら
必
ず
手
を

洗
い
ま
し
ょ
う

知
ら
な
い
う
ち
に
動
物
の
だ
液
や
粘
液
に
触
れ
た
り
、

傷
口
な
ど
を
舐
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、

動
物
に
触
れ
た
ら
必
ず
手
を
洗
い
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
動

物
が
容
易
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
砂
場
や
公
園
で
遊
ん
だ

後
は
十
分
に
手
を
洗
う
こ
と
が
重
要
で
す
。

●
動
物
の
身
の
回
り
や
飼
育
場
所
を
清
潔
に
し
ま
し
ょ
う

飼
っ
て
い
る
動
物
は
ブ
ラ
ッ
シ
ン
グ
、
爪
切
り
等
を
行

い
清
潔
に
保
ち
ま
し
ょ
う
。

小
屋
や
鳥
か
ご
な
ど
は
よ
く
清
掃
す
る
と
と
も
に
、
タ

オ
ル
や
敷
物
な
ど
も
細
菌
が
繁
殖
し
や
す
い
場
所
な
の
で

こ
ま
め
に
洗
浄
し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
糞
な
ど
は
早
く
処

理
し
ま
し
ょ
う
。

最
近
、
動
物
由
来
感
染
症
は
注
目
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
高

病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
、
重
症
急
性
呼
吸
器
症
候
群

（
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
）
も
動
物
由
来
感
染
症
で
す
。
ま
た
、
ペ
ッ
ト
動

物
だ
け
で
な
く
家
畜
に
よ
っ
て
も
発
生
す
る
動
物
由
来
感
染

症
も
あ
り
ま
す
。
牧
場
の
牛
に
触
れ
た
児
童
が
腸
管
出
血
性

大
腸
菌
Ｏ
１
５
７
に
感
染
し
た
例
も
あ
り
ま
し
た
。

動
物
由
来
感
染
症
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ジ
ャ
ン
ガ
リ
ア

ン
ハ
ム
ス
タ
ー
に
咬
ま
れ
た
男
性
が
ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー
シ

ョ
ッ
ク
で
亡
く
な
っ
た
事
件
も
あ
り
ま
し
た
。

動
物
由
来
感
染
症
を
防
ぐ
に
は
、
動
物
の
こ
と
を
よ
く
知

り
、
き
ち
ん
と
飼
育
し
、
適
切
に
ふ
れ
あ
う
こ
と
が
大
切
な

こ
と
に
な
り
ま
す
。

■ 動物由来感染症の伝播（でんぱ） 
伝播経路 具体例 

咬まれる 

なめられる 

ひっかき傷 

排せつ物 

ダニ 

蚊 

ノミ 

巻き貝 

水系汚染 

土壌汚染 

肉 

魚肉 

動物由来感染症の例 

狂犬病 

パスツレラ症 

猫ひっかき病 

トキソプラズマ症、回虫症 

ダニ媒介性脳炎 

日本脳炎  

ペスト 

日本住血吸虫症 

クリプトスポリジウム症 

炭疽 

0157、サルモネラ症 

アニサキス症 

直接伝播 

間接伝播 

動物 

環境 

動物性食品 

■ 動物の各カテゴリーと動物由来感染症との関連 
カテゴリー(群) 動物由来感染症との関連 

ペ ッ ト  

野生動物 

家 畜  

展示動物 

本来、犬やネコからうつることは少ないが、人と密接にふれあう
ことで感染することがある。 

人の行動の多様化により、どのような病原体を持っているか不明
なことが多い野生動物と接触し、感染する危険性がある。 

衛生対策の徹底で予防可能な感染症が多い。 

人と動物とがふれあえる施設では、動物由来感染症に配慮した対策が必要。 

狂犬病、日本脳炎、ウイルス性出血熱  

Q熱、オウム病  

ペスト、サルモネラ症、レプトスピラ症 

皮膚糸状菌症、クリプトコックス症 

トキソプラズマ症、アメーバ赤痢、回虫症、エキノコックス症 

牛海綿状脳症（BSE） 

■ 動物由来感染症の病原体 
病原体 引き起こされる感染症 

ウ イ ル ス  

リケッチア・クラミジア 

細 菌  

真 菌  

寄 生 虫  

異常プリオン 

犬 

ネコ 

小烏 

観賞魚等 

プレーリードッグ 

リス 

アライグマ 

コウモリ 

キツネ 

サル 

野鳥・カラス 

ネズミ 

ウシなど 

パスツレラ症・皮膚糸状菌症・回虫症・
狂犬病 

猫ひっかき病・トキソプラズマ症・ 
回虫症・Q熱・狂犬病 

オウム病 

サルモネラ症  

ぺスト・野兎病 

ぺスト・ハンタウイルス肺症候群・野兎病 

狂犬病・アライグマ回虫症 

狂犬病・リッサウイルス感染症・ニパウ
イルス感染症・ヘンドラウイルス肺感染症 

エキノコックス症・狂犬病 

Ｂウイルス病・細菌性赤痢・結核 

オウム病・ウエストナイル熱 

レプトスピラ症・ハンタウイルス肺症候群・
腎症候性出血熱 

Q熱・クリプトスポリジウム症・腸管
出血性大腸菌 

■ わが国や外国で実際に発生している主な動物由来感染症 
群 動物種 予防ポイント 主な感染症 

ペ
ッ
ト
動
物 

野
生
動
物 

家
畜 

節度あるふれあい 

病気について不明
なことも多いので、
一般家庭での飼育
は控えるべき 

適切な衛生管理 

わが国で病原体がいまだ、もしくは長期間発見されていない病気 ※ 



12

村
の
取
り
組
み

嬬
恋
村
で
は
平
成
15
年
度
に
『
つ
ま
ご
い
む
ら
げ

ん
き
プ
ラ
ン
21
』
を
策
定
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
保

健
事
業
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
母
子
保
健
分
野
の
基

本
理
念
の
ひ
と
つ
『
学
童
・
思
春
期
保
健
対
策
の
推

進
に
関
す
る
学
校
と
の
連
携
』
に
基
づ
く
事
業
と
し

て
、
こ
れ
ま
で
中
学
２
年
生
を
対
象
と
し
た
小
児
生

活
習
慣
病
検
診
を
実

施
し
て
き
ま
し
た

が
、
今
年
度
か
ら
小

学
５
年
生
も
新
た
に

対
象
と
し
ま
し
た

【
図
１
】。
そ
の
経
緯

と
小
児
生
活
習
慣
病

予
防
事
業
に
つ
い
て

紹
介
し
ま
す
。

コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
値
の
高
い
中
学
生

嬬
恋
村
で
は
、
平
成
５
年
度
よ
り
中
学
２
年
生
を

対
象
に
小
児
生
活
習
慣
病
検
診
を
実
施
し
て
き
ま
し

た
。
傾
向
と
し
て
、
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
値
、
尿
酸
値

の
高
い
生
徒
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
特
に
コ
レ
ス
テ

ロ
ー
ル
値
の
高
い
生
徒
数
は
県
、
郡
を
大
き
く
上
回

っ
て
い
ま
す
が
、
肥
満
度
20
％
以
上
の
生
徒
は
ほ
ぼ

同
率
と
な
っ
て
い
ま
す
【
図
２
、３
】。
検
診
後
の
結

果
説
明
会
で
は
、
校
医
、
栄
養
士
に
よ
る
集
団
指
導

（
受
診
者
全
員
を
対
象
と
し
た
全
体
説
明
）
お
よ
び
校

医
、
栄
養
士
、
保
健
師
に
よ
る
個
別
相
談
・
指
導

（
要
指
導
者
お
よ
び
そ
の
保
護
者
）
を
行
っ
て
い
ま
す
。

食
べ
る
こ
と
へ
の
興
味
・
関
心
の
少
な
い
中
学
生

検
診
の
結
果
、
要
指
導
と
な
っ
た
生
徒
に
つ
い
て

は
、
３
日
間
の
食
事
調
査
を
し
、
保
護
者
・
生
徒
と

の
個
別
面
接
に
よ
る
結
果
説
明
お
よ
び
、
食
事
・
生

活
習
慣
に
関
す
る
相
談
・
指
導
を
実
施
し
て
き
ま
し

た
。
要
指
導
者
に
対
し
て
は
、
翌
年
も
希
望
に
よ
り

検
診
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
半
数
近
く
の
生
徒

に
改
善
が
み
ら
れ
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
【
図
４
】。

生
徒
た
ち
と
接
す
る
中
で
、
食
べ
る
こ
と
へ
の
興

味
・
関
心
の
希
薄
さ
を
感
じ
、
少
し
で
も
自
分
の
健

康
と
食
事
に
興
味
・

関
心
を
持
っ
て
も
ら

え
る
よ
う
、
毎
年
中

学
校
で
実
施
し
て
い

る
保
健
講
演
会
の
テ

ー
マ
の
ひ
と
つ
に
平

成
13
年
度
か
ら
は

『
食
・
栄
養
』
も
取
り

入
れ
ま
し
た
。

コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
値
の
高
い
生
徒
数
が
な
か
な
か

減
少
し
な
い
状
況
や
、
要
指
導
者
へ
の
指
導
に
対
す

る
あ
る
程
度
の
効
果
を
感
じ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
も

っ
と
早
い
時
期
か
ら
の
取
り
組
み
が
、
よ
り
効
果
的

か
つ
必
要
と
思
わ
れ
ま
し
た
。

生
活
習
慣
に
問
題
の
あ
る
小
学
生

そ
こ
で
、
平
成
16
年
度
よ
り
検
診
の
対
象
を
小
学

５
年
生
に
も
拡
大
し
、
検
診
、
お
よ
び
事
後
指
導
の

充
実
を
図
り
ま
し
た
。
検
診
の
結
果
、
コ
レ
ス
テ
ロ

健康づくり実践市町村紹介

小児生活習慣病
予防事業について

嬬恋村は群馬県の西北部に位置し、東は長野原町・
草津町に、西・南・北の三方は長野県に接していま
す。村の東部を除く三方を浅間山・湯の丸山・四阿
山・白根山などに囲まれた広大な高原地帯で、中央
部を西から東に吾妻川が流れる自然豊かな人口約１
万１千人の村です。

嬬
つま

恋
ごい

村
むら

村の花【りんどう】

▲幼稚園での祖父母に対する指導

▲中学校での保健講演会
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【図2】中学２年生　高コレステロール血症発症率［ ］

【図3】中学２年生　要指導者の割合

【図4】中学２年生　高コレステロール血症の推移

【図5】小学５年生　要指導者の割合

※【図2・3・5】における吾妻郡・群馬県データは、財団提供

ー
ル
値
の
高
い
児
童
数
は
中
学
生
ほ
ど
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
県
、
郡
を
上
回
っ
て
い
ま
す
【
図
５
】。

小
学
校
で
は
検
診
後
、
受
診
者
全
員
を
対
象
に
保
護

者
・
児
童
へ
個
別
面
接
に
よ
る
結
果
説
明
、
食
事
・
生

活
習
慣
に
関
す
る
相
談
・
指
導
を
行
い
、
検
診
と
同
時

期
に
実
施
し
た
生
活
状
況
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
も
、

指
導
の
中
に
反
映
す
る
よ
う
努
め
ま
し
た
。

要
指
導
者
に
つ
い
て
は
中
学
生
同
様
、
３
日
間
の
食

事
調
査
を
し
、
保
護
者
・
生
徒
と
の
個
別
面
接
に
よ
る

結
果
説
明
お
よ
び
、食
事
・
生
活
習
慣
に
関
す
る
相
談
・

指
導
を
実
施
し
ま
し
た
。

小
学
校
で
の
面
接
を
通
し
て
感
じ
た
の
は
、
検
診
結

果
は
正
常
で
あ
っ
て
も
、
生
活
習
慣
に
問
題
の
あ
る
子

が
多
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

健
康
教
育
の
実
施

村
全
体
の
検
診
結
果
、
生
活
状
況
調
査
等
の
結
果
を

ふ
ま
え
、
児
童
に
対
し
て
は
授
業
時
間
を
利
用
さ
せ
て
も

ら
い
小
児
生
活
習
慣
病
に
対
す
る
説
明
と
主
食
・
主
菜
・

副
菜
の
そ
ろ
っ
た
食
事
に
つ
い
て
、
保
護
者
に
は
授
業
参

観
時
等
を
利
用
し
村
全
体
の
傾
向
や
子
ど
も
の
食
習
慣
に

つ
い
て
の
健
康
教
育
を
実
施
し
ま
し
た
。
各
小
学
校
の
学

校
保
健
委
員
会
で
も
積
極
的
に
小
児
生
活
習
慣
病
に
つ
い

て
取
り
組
ん
で
も
ら
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

親
子
と
も
に
考
え
る
健
康
・
食
習
慣

そ
の
他
の
関
連
事
業
と
し
て
は
、
平
成
９
年
度
よ
り

５
歳
児
相
談
を
開
始
し
、
子
ど
も
自
身
が
食
べ
る
こ
と

の
大
切
さ
に
つ
い
て
学
ぶ
機
会
を
設
け
、
保
護
者
に
は

中
学
生
の
検
診
結
果
を
紹
介
し
、
食
習
慣
の
重
要
性
を

伝
え
て
き
ま
し
た
。

幼
稚
園
で
は
、
祖
父
母
参
観
日
に
併
せ
て
祖
父
母
に

対
し
、
お
や
つ
の
与
え
方
や
食
事
に
関
す
る
講
話
、
園

児
に
対
し
て
は
食
べ
る
こ
と
の
大
切
さ
に
つ
い
て
エ
プ

ロ
ン
シ
ア
タ
ー
を
用
い
て
指
導
し
て
い
ま
す
。
保
育
所

で
も
、
食
生
活
改
善
推
進
員
に
よ
る
『
親
と
子
の
食
体

験
事
業
』
の
中
に
同
様

の
指
導
を
盛
り
込
み
ま

し
た
。

以
上
の
よ
う
な
保
健

事
業
を
機
に
子
ど
も
自
身

が
自
分
の
健
康
に
興
味
を

持
っ
た
り
、
生
活
を
見
直

し
た
り
、
ま
た
、
家
族
が

子
ど
も
の
検
診
を
通
し
て

家
族
全
体
の
健
康
を
考
え

る
き
っ
か
け
に
な
る
こ
と

を
願
っ
て
い
ま
す
。

文
責
◆
嬬
恋
村
　
保
健
福
祉
課
　
保
健
師
　
野
寺
美
枝

【図1】平成16年度　嬬恋村小児生活習慣病検診要指導者率　

▲園児へのエプロンシアター



■
食
品
表
示
と
は

食
品
の
表
示
は
、
消
費
者
と
食
品
を
繋
ぐ
重
要
な
情
報

源
で
す
。

ま
た
、
万
一
、
事
故
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
そ
の
原
因

の
究
明
や
製
品
回
収
な
ど
の
行
政
措
置
を
迅
速
か
つ
的
確

に
行
う
た
め
の
手
が
か
り
で
も
あ
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
食
品
の
表
示
は
い
く
つ
も
の
法
律
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
上
に
、
製
造
者
・
販
売
者
側
の

コ
マ
ー
シ
ャ
ル
も
同
じ
場
所
に
表
示
さ
れ
る
た
め
、
表
示

す
る
側
も
表
示
を
見
る
側
も
「
分
か
り
に
く
い
状
況
」
と

な
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
分
か
り
に

く
さ
が
、
近
年
の
偽
装
表
示
問
題
の
一
因
と
も
な
っ
て
い

ま
し
た
。

「
分
か
り
や
す
い
表
示
」

の
た
め
に
行
政
は
何
が
で

き
る
の
か
？

そ
の
答
え
の
一
つ
が
「
食

品
表
示
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
で

す
。

■
県
民
の
声
に
応
え
る
た
め
に

平
成
14
年
４
月
、
生
産
か

ら
消
費
に
至
る
食
品
の
安
全

性
を
確
保
す
る
組
織
と
し

て
、
県
庁
に
「
食
品
安
全
会

議
【
図
１
】」
が
設
置
さ
れ

ま
し
た
。
そ
し
て
、
県
民
・

消
費
者
と
の
一
元
的
な
リ
ス
ク
コ
ミ
ニ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

窓
口
と
し
て
、
積
極
的
な
情
報
交
換
を
行
う
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。
特
に
、
食
品
表
示
に
つ
い
て
は
消
費
者
に
身
近

な
問
題
で
あ
り
、
県
内
流
通
食
品
の
表
示
適
正
化
を
進
め

る
上
で
、
一
般
県
民
に
よ
る
食
品
表
示
の
チ
ェ
ッ
ク
体

制
＝
食
品
表
示
ウ
ォ
ッ
チ
ャ
ー
制
度
を
創
設
し
ま
し
た
。

こ
の
ウ
ォ
ッ
チ
ャ
ー
の
初
め
て
の
研
修
会
で
、
既
存
の

資
料(

各
法
律
ご
と
に
分
か
れ
た
資
料)
を
使
っ
て
表
示
制

度
を
説
明
し
た
と
こ
ろ
、「
複
数
の
制
度
の
話
を
別
々
に

さ
れ
て
も
分
か
ら
な
い
」「(

見
本
の
ラ
ベ
ル
が)
実
際
に

目
に
す
る
表
示
ラ
ベ
ル
と
か
け
離
れ
て
い
る
」
と
い
う
意

見
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

14

食
品
表
示

ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク

に
つ
い
て
群馬県食品安全会議事務局　食品安全課長　

酒匂 達雄

食品安全会議 

食品安全会議事務局 

議　　長 

食品安全会議事務局長 
食品安全課 農林水産物安全室 

食品監視課 

議長代行 

構成委員 

座　　長 

知事 
総合行政の視点による 
リスク管理の総合調整 副知事 

食品安全会議事務局長 
食品安全に関する19課室長 

ワーキンググループ　食品安全行政課題に係る調査・研究・企画立案など 

厚生労働省 

リスクコミュニケーション 

食品安全県民議会 

公開討論会「食品安全語部の会」 

食品安全出前講座 など 

消費者、学識経験者、関係者、行政による 
食品リスクに関する共通理解醸成 

情報交換による 
共通理解づくり 

群馬県食品安全審議会 

農林水産省 

【リスク管理機関】 

内閣府 
食品安全委員会 
【リスク評価機関】 

群馬県食品安全基本条例に基づき、基本計
画、施策の申出など重要な事項について客
観的知見から調査、審議を行い、県への意
見を述べる。 

農薬使用安全対策部会 

食品安全検査等強化検討部会 

食品安全緊急時対応検討部会 

安心の提供プログラム検討部会 

食育推進検討部会 

農薬使用安全対策部会 

食品安全検査等強化検討部会 

食品安全緊急時対応検討部会 

安心の提供プログラム検討部会 

食育推進検討部会 

【図1】群馬県食品安全会議体制イメージ



も
っ
と
も
な
話
で
す
。

食
品
表
示
の
総
合
的
な
啓
発
資
料
作
成
に
つ
い
て
は
、

以
前
か
ら
県
庁
内
で
も
議
論
さ
れ
て
い
た
問
題
で
し
た

が
、
こ
の
ウ
ォ
ッ
チ
ャ
ー
研
修
会
を
直
接
の
き
っ
か
け
と

し
て
、「
食
品
表
示
適
正
化
検
討
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
」

が
組
織
さ
れ
、
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
の
作
成
に
取
り
か
か
り
ま

し
た
。

■
大
反
響
の
初
版
配
布
か
ら
改
訂
版
の
販
売
へ

ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
で
半
年
間
の
検
討
を
重
ね
、
翌

15
年
春
に
「
食
品
表
示
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク(
初
版)
」
を
発
行

し
ま
し
た
。
初
版
は
２
万
冊
を
印
刷
し
、
県
内
の
消
費
者

（
食
品
表
示
ウ
ォ
ッ
チ
ャ
ー
等
）
や
食
生
活
改
善
推
進
員
、

事
業
者
（
製
造
者
・
小
売
店
）
の
方
へ
配
布
し
た
ほ
か
、

２
千
部
を
希
望
者
へ
お
分
け
し
ま
し
た
。

こ
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
は
、
県
内
だ
け
で
な
く
、
マ
ス
コ

ミ
に
よ
り
全
国
的
に
紹
介
さ
れ
、
大
好
評
と
な
っ
た
こ
と

か
ら
、
全
国
へ
向
け
て
販
売
す
る
こ
と
と
し
、
同
年
９
月

に
は
「
改
訂
版
【
図
２
】」
を
発
行
し
ま
し
た
。
お
か
げ

さ
ま
で
、
去
年
９
月
ま
で
に
５
万
６
千
冊
を
販
売
し
、
完

売
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
は
、

①
複
数
の
関
係
法
（
食
品
衛
生
法
・
Ｊ
Ａ
Ｓ
法
・
景
品
表

示
法
な
ど
）
を
一
元
的
に
解
説
し
て
い
る
。

②
市
販
さ
れ
て
い
る
食
品
の
実
際
の
表
示
ラ
ベ
ル
を
図
解

し
て
い
る
。

な
ど
の
特
徴
を
持
ち
、
こ
れ
ま
で
の
行
政
資
料
に
な
い

「
解
説
本
」
と
し
て
、
消
費
者
ば
か
り
で
な
く
小
売
店
等

事
業
者
か
ら
も
高
い
評
価
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
こ

と
は
「
県
民
・
消
費
者
の
声
に
応
え
、
縦
割
り
を
廃
し
総

合
行
政
の
立
場
で
対
応
し
た
」
群
馬
県
の
食
品
安
全
行
政

の
あ
り
方
が
、
各
方
面
か
ら
評
価
さ
れ
て
い
る
も
の
と
受

け
止
め
て
い
ま
す
。

■
群
馬
か
ら
全
国
へ

そ
し
て
今
、
こ
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
は
、
さ
ら
な
る
進
化

を
遂
げ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

全
国
47
都
道
府
県
か
ら
成
る
連
携
組
織
「
全
国
食
品
安

全
自
治
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
の
最
初
の
連
携
事
業
と
し
て
、

再
改
訂
版
を
作
成
す
る
こ
と
と
な
り
、
現
在
21
道
府
県
に

よ
る
作
成
委
員
会
に
お
い
て
新
し
い
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
の
作

成
が
進
ん
で
い
ま
す
。
群
馬
県
は
、
そ
の
座
長
県
を
務
め

て
い
ま
す
。

全
国
の
自
治
体
が
一
つ
の
「
解
説
本
」
を
共
同
で
作
る
。

こ
れ
ま
で
で
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら

の
地
方
自
治
体
の
取
り
組
み
の
一
つ
の
方
向
性
を
示
し
た

も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、
本
県
で
は
、
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
の
ほ
か
に
も
、
食

品
の
検
査
を
一
元
的
に
行
う
全
国
初
と
も
い
え
る
「
食
品

安
全
検
査
セ
ン
タ
ー
」
の
設
置
や
、
幼
児
を
対
象
と
し
た

食
育
の
た
め
の
遊
具
「
遊
び
な
が
ら
食
を
学
ぶ
す
く
す
く

カ
ル
タ
【
図
３
】」
の
作
成
・
販
売
、
ま
た
農
薬
に
対
す
る

正
し
い
知
識
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
の
「
農
薬
読
本
」
の

作
成
な
ど
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
従
来
の
役

所
の
枠
に
と
ら
わ
れ
な
い
仕
事
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

食
品
安
全
会
議
事
務
局
の
取
り
組
み
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
常
に
情
報
発
信
を
し
て
い
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
ご
覧

く
だ
さ
い
。

食
品
安
全
会
議
事
務
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.pref.gunm

a.jp/shokukaigi/index.htm
l
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改訂
版 

群 馬 県  

【図2】

【図3】
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新里村 
大間々町 

353

前橋大間々桐生線 

至粕川 

至前橋 

至桐生 

中塚古墳 

ぐんま昆虫の森 

龍真寺のぼたん園 
鏑木のアラカシ 

善昌寺の五輪塔 
（新田義貞公首塚） 

武井廃寺塔跡 

新里郵便局 

新里村役場 

〒 

龍ヶ谷沼 

安養寺 

総合グランド 

スタート 
ゴール 

鏑
木
川 

1
2

6

3

5 4

②武井廃寺塔跡

⑥善昌寺の五輪塔群（新田義貞公首塚）

④龍真寺（ボタン園）

③ぐんま昆虫の森

新里村 新里村 新里村 

子持村 子持村 

今号では冬から夏にかけて、最適な県内ウォーキングコースを２か所紹介します。
ウォーキングでいちばん大切なことは、正しい姿勢で歩くことです。
背筋をまっすぐ伸ばして大空のもとへでかけませんか。

新
里
村
役
場 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
塚
古
墳 

　 

武
井
廃
寺
塔
跡 

 

ぐ
ん
ま
昆
虫
の
森 
 

龍
真
寺
の
ぼ
た
ん
園 

 

鏑
木
の
ア
ラ
カ
シ 

 

善
昌
寺
の
五
輪
塔 

（
新
田
義
貞
公
首
塚
） 

 

新
里
村
役
場 

① 
 

② 
 

③ 
 

④ 
 

⑤ 
  

⑥ 

0.8 
㎞ 

分 
15

分 
5

分 
30

分 
30

分 
10

分 
15

分 
30

0.2 
㎞ 

0.5 
㎞ 

0.8 
㎞ 

1.9 
㎞ 

1.9 
㎞ 

1.9 
㎞ 

ウォーキングコース 合計 2時間15分 

①中塚古墳
古墳時代（４～８世紀前半）末期の７世
紀後半に築かれた直径38ｍの円墳で、こ
の頃この付近を支配した「新川の臣」の
墳墓と推定されている。昭和54年に県の
指定史跡になっている。

②武井廃寺塔跡
寺の塔などの中心の柱を受ける基礎石と
して昭和16年に国指定史跡として指定さ
れた。７世紀後半に造立されたと思われ
るが、周辺から瓦などの遺物が見つかっ
ていないため現在では、火葬墳墓との見
解が支持されている。

③ぐんま昆虫の森
48へクタ－ルの自然豊かな里山を雑木林
ゾ－ン・赤城型民家のある桑畑ゾ－ン・
水田ゾ－ン・昆虫館のある冨士山沼ゾ－
ンの４つのゾ－ンに分けて、今年の夏に
正式オ－プンを目指し整備中。
なお、オ－プンまでは予約団体等を除き、
決められた日以外は一般公開されない。
昆虫観察館は、世界的建築家の安藤忠

雄氏が設計。地上３階地下１階建で、生
きた昆虫、標本、模型、映像などを展示
し、生態温室では、亜熱帯の環境・景観
を再現させ約20種類のチョウ、７～800
頭を常時飛ばすことになっている。

④龍真寺（ボタン園）
ボタン寺として知られ、４月中旬から５
月上旬にかけ2,500株のボタンが紅・
白・ピンク・黄などの鮮やかな花をつけ、
多くの参拝客でにぎわう。なお、天明元
年（1781年）造立された鶏亀地蔵があり、
乳飲み子を持つ母親が願をかけると乳が
よく出るといわれ、信仰されている。

⑤鏑木のアラカシ
目通り5.3ｍ、樹高は15ｍで、地上1.5ｍ
のところから幹は３本に分岐している。
推定樹齢は400年といわれている。

⑥善昌寺の五輪塔群（新田義貞公首塚）
善昌寺は、大同元年に創建され、当初は
大同寺であった。本堂裏に鎌倉時代の五
輪塔群があり、中央のひときわ大きいも
のが新田義貞の首塚といわれている。義
貞の重臣、船田長門の守善昌が、義貞の
首を当寺で手厚く弔い、塔を建立し供養
したことから善昌寺となった。
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関東ふれあいの道

総合運動場 

メープルヴィレッヂ 

ふれあい公園 

道の駅こもち 

子持神社 

空恵寺 

至沼田 

北牧宿 

白井宿 

黒井峯遺跡 

林寺 

ふるさと物産館 

子持村役場 子持村温泉センター 

子持村郵便局 
〒 
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スタート 
ゴール 

③子持神社

⑤北牧宿

⑥白井宿

④メープルヴィレッヂ

②雙林寺

①ふれあい公園

ふ
れ
あ
い
公
園 
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寺 

　 

子
持
神
社 
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ー
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北
牧
宿 

 

白
井
宿 

 

ふ
れ
あ
い
公
園 

① 
 

② 
 

③ 
 

④ 
 

⑤ 
 

⑥ 

2.5 
㎞ 

分 
40

分 
45

分 
40

分 
45

分 
45

分 
10

3.0 
㎞ 

3.0 
㎞ 

0.5 
㎞ 

2.5 
㎞ 

3.0 
㎞ 

ウォーキングコース 合計 3時間45分 

①ふれあい公園
隣接し社会体育館や温泉センターがある。
ふれあい館は、石臼で挽いた香り高いそば
打ち体験もできる。

②雙林寺
1450年頃に白井城主長尾昌賢景仲が創建
「雙林寺の水を飲まざる者は禅僧にあらず」
といわれた七不思議の伝説が残る。

③子持神社
祭神は木花咲耶姫命。子授け、子育ての神
と崇められ例祭日に出雲の国（島根県）に
発祥した出雲神楽の流れを継ぐ神楽が奉納
される。
毎年５月１日に神社例大祭と子持山開きが
行われる。
境内には万葉歌碑がある。

④メープルヴィレッヂ
キッチン、シャワー、トイレはもちろん、
冷蔵庫、食器、寝具まで揃っており手軽に
アウトドア気分を満喫できる。
利用期間　4月1日～10月31日
問合せ先　TEL 0279-53-2344（管理事務所）

TEL 0279-22-7761（社会教育課）

⑤北牧宿
横堀宿と吾妻川対岸の金井宿への荷物の継
立と旅人の宿泊まり役を果たした。吾妻川
のほとりには天明3年浅間押熱泥流の固ま
りがある。

⑥白井宿
中世末期に白井城の城下町で以後は交通、
経済、文化に大きな役割を果たした六斉市
の市場町であった。
八重桜が満開の頃に行われる「白井宿八重
ざくら祭り」は、兜や鎧をまとった武者た
ちが通りを闊歩する武者行列や彌酔の句
会、六斉市の人々でうめつくされます。

●ふるさと物産館●
国道１７号沿い道の駅「こ
もち」に併設しており、新
鮮野菜がならぶ農産物直売
所、お食事処などもある。
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群馬会館ホール・群馬県庁県民ホール

財
団
か
ら
の
お
知
ら
せ

元気県ぐんま21推進大会開催

群馬県・元気県ぐんま21推進大会実行委員会主催により

「元気県ぐんま21推進大会」が平成16年９月３～５日、

群馬会館ホール・群馬県庁県民ホールにおいて開催され

ました。

３日の式典は、群馬会館ホールにおいて午後１時30分に

開会し、知事表彰と財団会長表彰が行われました。

また、県民ホールにおいて、各種展示コーナーや健康度・

健康年齢測定を中心とするさまざまな健康づくりのイベント

が行われ、２日間で約5,000人が来場し大盛況でした。当財

団は、アルコール体質判定と活力年齢測定に参加しました。

大和　建昭 （群馬県医師会）

福田　ヤス （群馬県助産師会）

家本　博夫 （群馬県医薬品配置協会）

若林　秀昭 （藤岡多野医師会）

南　　貞夫 （沼田利根医師会）

森下　正教 （群馬県歯科医師会）

牛込　信喜 （群馬県接骨師会）

関口　　忠 （群馬県放射線技師会）

大橋　幸二 （群馬県鍼灸按摩マッサージ指圧師会）

伏田賢三郎 （群馬県食品衛生協会）

横田　　稔 （群馬県旅館ホテル生活衛生同業組合）

長谷川允男 （群馬県クリーニング生活衛生同業組合）

細川八千代 （群馬県栄養士会）

堀下　　登 （群馬県調理師会連合会）

鈴木　　實 （群馬県薬剤師会）

石井　久之 （群馬県薬剤師会）

篠原　松夫 （群馬県薬種商協会）

志野　　猛 （群馬県医薬品配置協会）

高野　憲樹 （群馬県環境保全協会）

小川　　清 （群馬県浄化槽協会）

平尾　　宏 （群馬県アイバンク）

黒澤　良一 （前橋保健福祉事務所）

岡本ミチ子 （倉渕村役場）

冨岡千寿子 （北橘村役場）

根岸　好男 （藤岡保健福祉事務所）

森田美佐子 （神流町役場）

野沢　昌枝 （伊勢崎市役所）

小林　定子 （境町役場）

篠原登志子 （太田市役所）

１ 健康づくり特別功労者表彰

２ 健康づくり功労者表彰

なお、財団会長表彰受賞者は次のとおりです。敬称略（ ）は所属
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結核予防会
関東甲信越ブロック会議　

開催される
伊香保町

平成16年10月７～８日の２日間、伊香保町において開催されました。

結核予防会本部や各県支部から３４名が参加しました。

各県支部からの議題についてさまざまな協議が行われ、今回は特に

結核予防法の改正や検診ネットワーク事業等について協議されました。

平成16年９月28日、東京「ホテルニ

ューオータニ」において、平成16年度

（第48回）結核対策推進優良市町村表彰

式が行われました。

本県からは、吉井町が日ごろの結核対

策、特に住民検診の高い受診率の維持が

評価され、結核対策推進優良市町村とし

て、財団法人結核予防会総裁秋篠宮妃殿

下より表彰状が授与されました。

第
48
回
結
核
対
策
推
進

優
良
市
町
村
表
彰
受
賞
吉
井
町

東
京
「
ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
オ
ー
タ
ニ
」

街頭キャンペーンを実施しました
県庁 県民ホール

●９月24日～30日結核予防週間
結核に関する正しい知識の普及のため、９月５日県民ホールに

て結核予防婦人会（県地域婦人団体連合会）の会員と結核予防キ

ャンペーンを行いました。応急ばんそうこう、パンフレットを配

布し、結核予防の重要性をPRしました。

●９月がん征圧月間
がんはわが国における死亡原因の第１位で、日ごろの生活習慣

の見直しと定期的な検診が大切です。

がん征圧スローガン「まず１歩ふみだすことでがん予防」を県

内７か所の電光掲示板に放映し、９月４日県民ホールにてひまわ

りの会員（がん克服者の会）とがん征圧キャンペーンを行い、が

ん予防の大切さを訴えました。

インフルエンザ 

予防 
低温で空気が乾燥する12月ごろから、インフ

ルエンザが乳幼児から高齢者まで爆発的に流行

します。インフルエンザは鼻水、くしゃみ、せ

きなどのカゼの症状だけでなく、高熱、頭痛、

咽頭痛、筋肉痛を起こす全身感染症で、肺炎、

脳症などを併発して重症化すると命の危険性も

あります。カゼだからと考えず、早めに医療機

関に受診し治療を受けることが大切です。

インフルエンザは空気・飛沫・接触のいずれ

かの経路で感染し、体内に入ったウイルスが増

殖し発症します。現在、ヒトの世界で広く流行

しているのは、A/ソ連型ウイルス、A/香港型ウ

イルス、B型ウイルスの3種類ですが、同じシー

ズン中で複数流行することが多いので、A型とB

型の両方に感染することもあります。

予防対策は

①手洗いとうがいをする

②人込みを避ける

③十分な栄養と休養を取る

④室内の乾燥に気を付ける

⑤予防接種を受ける

『栄養、睡眠、予防接種で三位一体。
インフルエンザ予防。』
群馬県保健予防課



業務部企画普及課
〒371・0005前橋市堀之下町16の１

TEL 027（269）7812
FAX 027（230）2090

e-mail  fukyuu@gunma-hf.jp
http://www.gunmanet.or.jp/gunma-hf/

表紙コメント

昔神流川を流されて来たお姫様を助け、
おかゆをさしあげ元気づけたという民話
にならった上野村乙父地区の行事です。
子どもたちは河原に集まって、お城と
呼ばれる円形の石積みをつくりコタツ
やお雛様が運び込まれ、お粥を食べた
り遊んだりする伝統的な神事です。

今号では、群馬のウォーキングコース
として、新里村と子持村を紹介しました。
取材で訪れた昆虫の森には、たくさん
の小学生が興味深そうに虫の観察をして
いました。
今年の夏のグランドオープンに向け工
事が急ピッチで進められています。
子どもを連れできればあの頃？にもど
りたい気持ちでいっぱいです。
歩かれた方は、ぜひ感想をお聞かせく
ださい。また、本誌に関する意見や、健
康に関する情報もお待ちしております。

財団法人群馬県健康づくり財団
登録衛生検査所　

政府管掌健康保険指定機関

計量証明事業所

食品衛生登録検査機関　　　　　　　　

日本消化器集団検診学会認定指導施設

マンモグラフィ検診施設認定

日本臨床細胞学会施設認定

臨床研修協力施設

ご意見をお待ちしています

古紙配合率100％再生紙を使用しています 
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第18回群馬県地域保健学会の開催について
群馬県庁

マンモグラフィ（乳房エックス線撮影装置）検診車が増えます
サービスの充実

財団では、マンモグラフィ（乳房エックス線撮影装置）検診車２台を整備し４台となります。

マンモグラフィ検診は、平成１３年４月から始めて以来受診者が年々増加しております。

乳がんは、自己検診で早期発見が可能といわれますが、さらに早期発見・早期治療のためにも視触診とマンモグラフィ

の併用検診をお勧めします。

なお、撮影は女性スタッフが担当します。今回の増車により、これまで以上に受診者の要望にお応えしサービスの充実に努めてまいります。

◆本誌は複十字シール募金の益金の一部で作られています。
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難病相談支援センターに寄せられる相談の特性と支援課題 
－群馬県難病相談支援センター開設から７か月を経過して－ 

群馬県難病相談支援センター
川尻 洋美 

「健康みさと21計画」推進に向けての取り組み 
－推進検討会の活動－　 

箕郷町 
登丸 千鶴子 

最近本県において検出されたO.Tsutsugamushiの 
分子疫学 

群馬県衛生環境研究所 
吉住 正和 

食肉処理における牛枝肉の脳・脊髄神経組織の汚染調
査について 

群馬県北部食肉衛生検査所 
塩野 雅孝 

群馬県もの忘れ検診事業を実施して　No.2 群馬県こころの健康センター 
河合 久代 

群馬県精神科救急情報センターの役割と実施体制について 群馬県こころの健康センター 
武政 礼子 

中学生の生活習慣病予防検診　－10年間の成果－ 前橋市立宮城中学校 
角田 千恵子 

安中藩板倉侯の医史学的業績 碓氷安中医師会 
清水 英一 

コンプライアンス向上につながる、残薬処理について 群馬県薬剤師会 
山田 裕介 

地域高齢者の健康づくり　　　　　　　　　　　　　
ーシンプルリハビリテーションによる試みとその効果ー 

群馬大学大学院医学系研究科 
坂本 雅昭 

地域における抑うつと生活習慣 群馬大学大学院医学系研究科社会
環境医療学 生態情報学 　田中 永 

在日外国人学校の児童・生徒における健康実態と支援課題 群馬大学医学部 保健学科　　
沼田 加代 

健常人において脈波と炎症マーカーは相関する              　
ー吉岡町の健康診断の結果よりー 

群馬大学総合診療部　　　　
佐藤 真人 

市民の健康状態を把握し支援するインターネット上のシス
テム構築 

（株）ルネサステクノロジ高崎健
康管理センタ　　藤田 晴康 

医療系短期大学生の喫煙の実態と禁煙教育のあり方の検討 

(財)群馬県健康づくり財団における小児生活習慣病予防健
診のまとめ 

群馬パース学園短期大学 
小林 亜由美 

群馬県健康づくり財団 
五十嵐 信吾 

パンを原因としたノロウイルスによる食中毒事例 前橋保健福祉事務所 
久保 哲次 

介護職場と初期救命 富岡保健福祉事務所 
新島 俊一 

2004年太田地区で流行した風しんについて 太田保健福祉事務所 
正田 良博 

学校保健と連携した小児生活習慣病予防事業の取り組み 草津町 
干川 なつみ 

演 　 題 　 名  No. 発 表 者  

平成17年２月17日、群馬県庁において標記学会が開催されます。

この学会は、研究発表を通じて保健衛生の向上を図り、もって県民の健

康増進に寄与することを目的として、群馬県と財団が主催するものです。

関係者の方々はもとより、広く一般の方々もぜひご来場ください。

なお、発表される演題は下記のとおりです。

■日時：平成17年２月17日（木） 午後１時～午後４時
■場所：群馬県庁29階291・294会議室 ※今年度より分科会発表となります。

題字／小寺弘之群馬県知事


