
１
．
糖
尿
病
を
取
り
ま
く
現
状
に
つ
い
て
教
え
て
下
さ
い
。

世
界
の
糖
尿
病
人
口
は
３
億

８
２
０
０
万
人
あ
ま
り
と
推
計
さ
れ
て

い
ま
す
。
２
０
１
２
年
、
厚
生
労
働
省

国
民
健
康
・
栄
養
調
査
に
よ
る
と
「
糖

尿
病
が
強
く
疑
わ
れ
る
者
」
は
約

９
５
０
万
人
、「
糖
尿
病
の
可
能
性
を

否
定
で
き
な
い
者
」
は
約
１
１
０
０
万

人
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
（
図
１
）。

全
国
的
に
は
男
女
と
も
に
高
齢
者
の

割
合
が
増
え
、
70
歳
以
上
で
は
男
性
の

22
・
４
％
、
女
性
の
16
・
５
％
が
糖
尿

病
と
い
う
結
果
で
し
た
。

厚
生
労
働
省
ナ
シ
ョ
ナ
ル
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
で
は
、
糖
尿
病
の
可
能
性
あ
り

と
判
断
さ
れ
た
人
の
割
合
は
鹿
児
島
県

が
全
国
一
位
で
し
た
（
２
０
１
０
年
）。

さ
ら
に
、
厚
生
労
働
省
が
発
表
し
た
全

国
47
都
道
府
県
の
糖
尿
病
偏
差
値
（
糖

尿
病
に
関
す
る
医
療
実
績
値
９
項
目
よ

り
算
定
）
は
、
鹿
児
島
県
（
39
・
４
）

が
全
国
最
下
位
と
い
う
た
い
へ
ん
不
名

誉
な
結
果
で
し
た
。
糖
尿
病
患
者
を
増

や
さ
な
い
こ
と
、
糖
尿
病
に
関
す
る
医

療
体
制
を
整
え
、
糖
尿
病
や
そ
の
合
併

症
治
療
に
か
か
る
医
療
費
を
減
ら
す
こ

と
が
、
鹿
児
島
県
に
と
っ
て
は
喫
緊
の

課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

２
．
糖
尿
病
と
は
ど
ん
な
病
気
で
し
ょ
う
か
？

糖
尿
病
は
、
イ
ン
ス
リ
ン
と
い
う
ホ

ル
モ
ン
の
作
用
が
低
下
し
た
た
め
、
体

内
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
栄
養
素
を
う
ま

く
利
用
で
き
ず
に
、
血
液
中
の
ブ
ト
ウ

糖
濃
度
（
＝
血
糖
値
）
が
高
く
な
る
病

気
で
す
。
イ
ン
ス
リ
ン
は
、
膵
臓
か
ら

分
泌
さ
れ
て
血
液
中
の
ブ
ド
ウ
糖
を
細

胞
に
取
り
込
ん
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て

利
用
し
た
り
、
貯
蔵
し
た
り
す
る
作
用

を
も
つ
ホ
ル
モ
ン
で
す
。

糖
尿
病
に
は
、
膵
臓
か
ら
の
イ
ン
ス

リ
ン
分
泌
が
不
足
す
る
タ
イ
プ
と
、
肥

満
な
ど
に
よ
り
イ
ン
ス
リ
ン
の
作
用
が

低
下
す
る
（
イ
ン
ス
リ
ン
抵
抗
性
）
タ

イ
プ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
糖
尿
病
患
者

さ
ん
の
多
く
は
、
加
齢
、
遺
伝
素
因
、

肥
満
、
生
活
習
慣
な
ど
が
誘
因
と
な
っ

て
発
症
す
る
２
型
糖
尿
病
で
す
。
糖
尿

病
患
者
数
が
年
々
増
え
続
け
て
い
る
背

景
に
は
、
生
活
習
慣
の
変
化
に
よ
る
肥

満
者
の
増
加
が
強
く
関
わ
っ
て
お
り
、

コ
ン
ビ
ニ
や
外
食
産
業
の
隆
盛
、
自
動

車
社
会
の
繁
栄
な
ど
、
現
代
社
会
に
は

糖
尿
病
を
増
や
す
生
活
習
慣
（
過
食
、

運
動
不
足
）
を
生
み
や
す
い
構
造
が
あ

る
と
い
え
ま
す
（
図
２
）。

鹿
児
島
大
学
大
学
院
医
歯
学
総
合
研
究
科

糖
尿
病
・
内
分
泌
内
科
学
　
助
教�

出
口
　
尚
寿

自
覚
症
状
の
な
い
病
気
、健
康
診
断
を
忘
れ
ず
に

糖
尿
病

３
．
糖
尿
病
は
ど
の
よ
う
に
し
て
診
断
さ
れ
ま
す
か
？

糖
尿
病
は
自
覚
症
状
が
少
な
い
病
気

で
す
。
高
血
糖
が
ひ
ど
く
な
っ
て
初
め

て
、
口
渇
、
多
飲
多
尿
、
倦
怠
感
、
足

が
つ
る
と
い
っ
た
症
状
が
現
れ
ま
す
。
で

す
か
ら
、
多
く
の
糖
尿
病
患
者
さ
ん
は

健
診
で
糖
尿
病
を
疑
わ
れ
て
、
医
療
機

関
で
検
査
を
受
け
て
診
断
さ
れ
ま
す
。

ま
ず
は
、
健
診
を
し
っ
か
り
受
け
る
こ

と
、
糖
尿
病
の
疑
い
と
判
定
さ
れ
た
ら
、

必
ず
医
療
機
関
を
受
診
す
る
こ
と
が
何

よ
り
大
切
で
す
。
境
界
型
と
判
定
さ
れ

た
人
も
、
数
年
以
内
に
糖
尿
病
を
発
病

す
る
確
率
が
高
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

て
い
ま
す
の
で
、〝
糖
尿
病
予
備
群
〟
と

認
識
し
て
生
活
習
慣
の
改
善
に
努
め
、

定
期
検
査
を
受
け
る
べ
き
で
す
。

４
．
糖
尿
病
を
放
置
す
る
と
ど
う
な
り
ま
す
か
？

糖
尿
病
が
強
く
疑
わ
れ
る
人
の
う

ち
、
治
療
を
受
け
て
い
る
人
は
約
65
％

日本の糖尿病患者数 

厚生労働省「2012年国民健康・栄養調査」 
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と
報
告
さ
れ
て
お
り
、
糖
尿
病
で
あ
る

こ
と
に
気
付
か
な
い
人
や
、
気
付
い
て

い
て
も
放
置
し
て
い
る
人
が
い
か
に
多

い
か
が
わ
か
り
ま
す
。
糖
尿
病
は
、
自

覚
症
状
が
少
な
い
た
め
患
者
さ
ん
自
身

が
病
気
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
に
く
く
、

治
療
が
お
ろ
そ
か
に
な
り
が
ち
な
こ
と
、

そ
れ
が
、
糖
尿
病
で
最
も
注
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
症
状

が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
糖
尿
病
を
放
置

し
て
い
る
と
、
や
が
て
全
身
の
さ
ま
ざ

ま
な
臓
器
障
害
「
合
併
症
」
が
生
じ
ま

す
。
血
糖
値
が
き
わ
め
て
高
く
な
る
と

昏
睡
に
陥
る
こ
と
さ
え
あ
り
ま
す
。

５
．
糖
尿
病
の
合
併
症
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
か
？

糖
尿
病
は
〝
血
管
病
〟
と
も
い
わ

れ
、
血
流
豊
富
な
臓
器
に
合
併
症
が
起

こ
り
や
す
い
こ
と
と
、
動
脈
硬
化
が
進

行
し
や
す
い
こ
と
が
特
徴
で
、
合
併
症

が
発
病
し
て
か
ら
で
は
治
療
が
難
し
く

な
り
ま
す
（
図
３
）。

糖
尿
病
性
神
経
障
害

感
覚
・
運
動
神
経
や
自
律
神
経
な
ど

末
梢
神
経
の
働
き
が
鈍
り
、
両
足
先
や
足

裏
の
違
和
感
、
し
び
れ
や
痛
み
、
便
秘
や

下
痢
、
尿
失
禁
や
勃
起
障
害
、
た
ち
く
ら

み
な
ど
様
々
な
症
状
が
起
こ
り
ま
す
。

糖
尿
病
性
網
膜
症

視
力
低
下
や
視
野
異
常
が
み
ら
れ
、

こ
の
合
併
症
の
た
め
に
年
間
約
３
０
０
０

人
が
視
力
を
失
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の

症
状
を
自
覚
す
る
以
前
か
ら
病
変
が
進

行
し
て
い
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
の
で
、

糖
尿
病
と
診
断
さ
れ
た
ら
眼
科
で
定
期

的
に
検
診
を
受
け
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

糖
尿
病
性
腎
症

た
ん
ぱ
く
尿
と
腎
機
能
低
下
に
よ

り
、
倦
怠
感
や
足
の
む
く
み
、
貧
血
や

息
苦
し
さ
な
ど
の
症
状
が
現
れ
ま
す
。

年
間
１
万
人
以
上
が
、
糖
尿
病
に
よ
る

腎
症
が
原
因
で
透
析
を
始
め
て
お
り
、

透
析
が
必
要
に
な
る
原
因
の
第
一
位
を

占
め
て
い
ま
す
。
と
く
に
鹿
児
島
県
は

人
口
あ
た
り
の
透
析
患
者
数
が
多
い
県

と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

動
脈
硬
化
症

高
血
圧
や
脂
質
異
常
症
を
併
発
す
る

こ
と
も
多
く
、
心
筋
梗
塞
や
脳
梗
塞
の

危
険
性
が
高
く
な
り
ま
す
。
足
の
血
管

の
動
脈
硬
化
と
糖
尿
病
性
神
経
障
害
は

壊
疽
（
え
そ
）
や
下
肢
切
断
に
つ
な
が

る
深
刻
な
合
併
症
で
す
。

そ
の
他

高
血
糖
状
態
で
は
免
疫
力
が
低
下
す

る
の
で
、
感
染
症
に
か
か
り
や
す
く
、

治
り
に
く
い
、
虫
歯
・
歯
周
病
や
水
虫

に
な
り
や
す
い
な
ど
、
全
身
の
至
る
と

こ
ろ
に
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。
さ
ら
に

近
年
は
「
認
知
症
」
も
糖
尿
病
合
併
症

の
一
つ
と
し
て
注
目
さ
れ
始
め
て
い
ま

す
。
認
知
症
は
「
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型
」

と
「
脳
血
管
型
」
に
大
き
く
分
け
ら
れ

ま
す
が
、
糖
尿
病
の
高
齢
者
は
糖
尿
病

で
は
な
い
高
齢
者
と
比
べ
て
、
ど
ち
ら

の
認
知
症
で
も
約
２
倍
に
増
え
ま
す
。

６
．�

糖
尿
病
の
重
症
化
を
予
防
す
る
た
め
に
は

ど
う
し
た
ら
良
い
で
し
ょ
う
か
？

年
を
と
る
こ
と
、
遺
伝
素
因
は
変
え

よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
糖
尿
病

に
な
り
や
す
い
生
活
習
慣
は
変
え

る
こ
と
が
可
能
で
す
。
大
事
な
こ

と
は
肥
満
に
な
ら
な
い
生
活
習
慣

を
実
践
す
る
こ
と
で
す
。
そ
の
た

め
に
は
、
ま
ず
食
事
、
運
動
療
法
、

そ
し
て
定
期
的
な
通
院
治
療
が
大

切
で
す
（
図
４
）。

食
事
療
法

食
事
療
法
は
糖
尿
病
治
療
の
根

幹
と
な
る
治
療
法
で
す
。
食
事
療

法
と
い
っ
て
も
、
特
別
な
食
事
が
で

は
な
く
、
年
齢
、
体
格
や
活
動
量

を
考
慮
し
て
医
師
が
設
定
し
た
１

日
の
必
要
エ
ネ
ル
ギ
ー
量
の
範
囲
で

三
大
栄
養
素
（
炭
水
化
物
、
た
ん
ぱ
く

質
、
脂
質
）
の
必
要
量
を
バ
ラ
ン
ス
よ

く
摂
る
こ
と
が
治
療
に
な
り
ま
す
。
糖

尿
病
の
食
事
療
法
は
、
糖
尿
病
で
な
い

人
が
生
活
習
慣
病
を
予
防
し
長
生
き
す

る
た
め
の
健
康
食
で
も
あ
り
ま
す
。

病
院
で
栄
養
指
導
を
受
け
た
り
、
講

習
会
に
参
加
す
る
な
ど
し
て
、
栄
養
バ

ラ
ン
ス
の
と
れ
た
食
事
の
仕
方
を
覚
え

ま
し
ょ
う
。
最
近
は
、
カ
ロ
リ
ー
計
算

が
で
き
る
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
ア
プ
リ

な
ど
も
出
て
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
利

用
す
る
の
も
良
い
で
し
ょ
う
。
調
理
の

難
し
い
独
り
暮
ら
し
の
男
性
や
高
齢
者

で
は
、
糖
尿
病
に
配
慮
さ
れ
た
レ
ト
ル

ト
食
品
や
、
カ
ロ
リ
ー
計
算
さ
れ
た

食
事
の
宅
配
を
利
用
す
る
の
も
良
い
で

し
ょ
う
。

放っておくとさまざまな
合併症が起こります

糖尿病性
網膜症

糖尿病性腎症

狭心症・心筋梗塞

脳梗塞

糖尿病性
神経障害

認知症

閉塞性
動脈硬化症

壊疽（えそ）足白癬（みずむし）

歯周炎

しびれ・痛み
便秘・下痢
立ちくらみ
尿失禁
勃起障害など

糖尿病を悪化させないためのポイント
 

 

 

 

食事療法

必要エネルギーを
バランス良く。 

運動療法 

 まずは歩きましょう。
日常生活でのエネルギー消費を意識しましょう。

  

薬物療法

用法・用量を守り、
忘れずに飲みましょう。 

定期通院 

糖尿病は自覚症状の少ない病気なので、定期検査が
重要です。定期的に通院し検査を受けましょう。  

図3 

図4 
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高
齢
者
は
、
身
体
活
動
の
低
下
、
タ

ン
パ
ク
質
や
ビ
タ
ミ
ン
不
足
な
ど
栄
養

低
下
、
加
齢
に
よ
る
ホ
ル
モ
ン
分
泌
の

低
下
な
ど
が
原
因
で
「
サ
ル
コ
ペ
ニ
ア
」

と
い
わ
れ
る
筋
肉
量
減
少
を
き
た
し
、

相
対
的
な
内
臓
脂
肪
増
加
の
た
め
イ
ン

ス
リ
ン
抵
抗
性
が
生
じ
ま
す
。
筋
肉
量

の
少
な
い
肥
満
、
い
わ
ゆ
る
サ
ル
コ
ペ
ニ

ア
肥
満
を
き
た
す
と
、
さ
ら
に
イ
ン
ス

リ
ン
抵
抗
性
が
増
し
ま
す
。
サ
ル
コ
ペ

ニ
ア
が
進
行
す
る
と
、
移
動
能
力
が
低

下
し
、
フ
レ
イ
ル
（
虚
弱
）
と
い
う
要

介
護
状
態
の
前
段
階
に
至
り
ま
す
。
し

た
が
っ
て
、
高
齢
糖
尿
病
患
者
さ
ん
に

お
い
て
も
、
適
正
な
食
事
・
運
動
・
薬

物
療
法
に
よ
り
血
糖
値
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
し
、
サ
ル
コ
ペ
ニ
ア
、
フ
レ
イ
ル
を
予

防
す
る
こ
と
が
健
康
寿
命
を
延
ば
す
た

め
に
必
要
と
い
え
ま
す
。

８
．
お
わ
り
に

糖
尿
病
は
、
医
師
の
指
導
を
受
け
、

き
ち
ん
と
し
た
治
療
を
守
れ
ば
、
確
実

に
良
く
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
す
べ
て

の
病
気
は
早
期
発
見
、
早
期
治
療
が
第

一
で
す
が
、
糖
尿
病
も
早
期
診
断
・
早

期
治
療
に
よ
り
、
糖
尿
病
そ
の
も
の
の
重

症
化
や
合
併
症
が
予
防
で
き
ま
す
。
糖

尿
病
は
自
覚
症
状
の
な
い
病
気
な
の
で
、

検
査
を
受
け
る
こ
と
が
き
わ
め
て
大
切

で
す
。
健
康
診
断
は
忘
れ
ず
に
受
け
、

生
活
習
慣
に
問
題
が
あ
れ
ば
改
善
に
努

め
る
こ
と
、
糖
尿
病
の
診
断
を
受
け
た

人
は
、
定
期
的
に
診
察
を
受
け
て
治
療

を
継
続
す
る
こ
と
が
何
よ
り
大
切
で
す
。

鹿児島大学大学院
医歯学総合研究科
糖尿病・内分泌内科学
助教

出
で
口
ぐち
　尚

たか
寿
ひさ

【職歴】
1991年　鹿児島大学医学部卒業、同第三内科入局
1992年　沖縄県立中部病院　研修医
1994年　鹿児島市医師会病院神経内科　
1996年　滋賀医科大学第三内科
1997年　鹿児島市立病院内科
2010年　鹿児島大学病院神経内科助教
2012年　現職

【所属学会等】
医学博士
日本内科学会　総合内科専門医、指導医
日本糖尿病学会　専門医、指導医
日本神経学会　専門医、指導医
日本病態栄養学会　学術評議員
鹿児島県糖尿病対策推進会議　委員
鹿児島県糖尿病療養指導士会　顧問
鹿児島県地域糖尿病療養指導士認定機構　事務局長

運
動
療
法

運
動
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
消
費
す
る
と

血
糖
値
は
下
が
り
ま
す
が
、
運
動
療

法
の
主
な
効
用
は
、
運
動
に
よ
り
イ
ン

ス
リ
ン
の
働
き
が
良
く
な
る
こ
と
で
す
。

さ
ら
に
、
血
行
が
よ
く
な
る
、
ス
ト
レ

ス
解
消
、
皮
下
脂
肪
が
減
る
、
骨
格
筋

量
が
増
え
る
な
ど
、
多
く
の
効
果
を
得

ら
れ
ま
す
。
で
き
る
だ
け
全
身
を
動
か

す
運
動
が
勧
め
ら
れ
ま
す
が
、
ま
ず
は

「
歩
く
こ
と
」
が
推
奨
さ
れ
ま
す
。
天

気
の
悪
い
日
や
時
間
の
な
い
時
は
、
室

内
で
外
を
歩
い
て
い
る
気
分
で
腕
を
大

き
く
振
り
な
が
ら
足
踏
み
運
動
を
す
る

だ
け
で
も
構
い
ま
せ
ん
。
ダ
ン
ベ
ル
を
用

い
た
体
操
や
、
ス
ク
ワ
ッ
ト
な
ど
の
軽

い
筋
ト
レ
を
加
え
る
と
よ
り
効
果
的
で

す
。
そ
し
て
何
よ
り
大
切
な
の
は
、
で

き
る
だ
け
継
続
す
る
（
日
課
に
す
る
）

こ
と
で
す
。
糖
尿
病
や
肥
満
予
防
の
た

め
に
は
、
長
時
間
の
運
動
や
激
し
い
運

動
を
週
１
〜
２
回
行
う
よ
り
も
、
毎
日

少
し
ず
つ
で
も
良
い
の
で
体
力
の
範
囲
で

軽
い
運
動
を
続
け
る
方
が
効
果
的
で
す
。

薬
物
療
法

血
糖
値
を
下
げ
て
、
で
き
る
だ
け

健
康
な
人
と
同
じ
く
ら
い
に
保
と
う
と

す
る
こ
と
を
「
血
糖
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

す
る
」
と
い
い
ま
す
。
多
く
の
糖
尿
病

患
者
さ
ん
が
、
食
事
・
運
動
療
法
だ

け
で
は
血
糖
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
で
き
な

く
な
り
、
お
薬
の
治
療
が
必
要
と
な
り

ま
す
。
糖
尿
病
で
は
、
飲
み
薬
だ
け
で

な
く
、
イ
ン
ス
リ
ン
を
注
射
で
補
う
治

療
が
必
要
に
な
る
患
者
さ
ん
も
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
。「
薬
は
副
作
用
が
怖
い
か

ら
飲
み
た
く
な
い
」「
自
分
で
注
射
す

る
な
ん
て
怖
く
て
で
き
な
い
」
と
お
っ

し
ゃ
る
患
者
さ
ん
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

す
。
し
か
し
な
が
ら
、
最
近
は
、
よ
り

効
果
的
で
安
全
に
血
糖
値
を
下
げ
る
お

薬
も
増
え
ま
し
た
し
、
イ
ン
ス
リ
ン
注

射
に
用
い
る
器
具
や
針
も
進
化
し
、
ほ

と
ん
ど
痛
み
を
感
じ
る
こ
と
な
く
自
己

注
射
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

糖
尿
病
は
、
医
療
機
関
で
き
ち
ん

と
治
療
を
行
っ
て
い
け
ば
、
高
血
糖
に

よ
っ
て
起
こ
る
さ
ま
ざ
ま
な
合
併
症
を

防
ぐ
こ
と
が
で
き
、
寿
命
も
健
康
な
人

と
変
わ
ら
な
く
な
り
ま
す
。
主
治
医
の

先
生
の
話
を
良
く
聞
い
て
、
自
分
に
最

適
な
治
療
で
血
糖
値
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

７
．�

高
齢
糖
尿
病
患
者
さ
ん
の
特
徴
と
注
意

点
を
教
え
て
下
さ
い
。

高
齢
者
は
、
運
動
機
能
低
下
に
よ
る

ふ
ら
つ
き
や
転
倒
、
認
知
機
能
低
下

や
う
つ
、
排
尿
障
害
に
よ
る
尿
失
禁
な

ど
、
往
々
に
し
て
生
活
機
能
が
障
害
さ

れ
ま
す
。
こ
れ
を
老
年
症
候
群
と
呼
び

ま
す
が
、
不
十
分
な
血
糖
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
に
よ
る
糖
尿
病
合
併
症
は
、
老
年
症

候
群
増
加
の
要
因
と
な
り
ま
す
。
老
年

症
候
群
の
増
加
は
、
さ
ら
に
血
糖
管
理

を
困
難
に
す
る
要
因
と
も
な
り
、
悪
循

環
を
引
き
起
こ
す
危
険
が
あ
り
ま
す
。

《
お
知
ら
せ
》「
教
え
て
ド
ク
タ
ー
」
が
今
回
で
最
終
回
と
な
り
ま
し
た
。

平
成
28
年
度
か
ら
は
新
コ
ー
ナ
ー
「
保
健
師
の
目
線
」
と
し
て
、
保
健
師
に
よ
る

保
健
指
導
等
に
つ
い
て
の
助
言
を
掲
載
し
ま
す
。

2016.3 No.593The National Health 
Insurance of Kagoshima 国保かごしま 16



情 報情 報情 報

国保で国保で国保で
MBCテレビ　毎週水曜日10：20〜10：30放送中！

財
産
調
査
を
徹
底
し
　
　
　

差
し
押
さ
え
る

︱
︱
垂
水
市
で
は
、
ど
の
よ
う
な
取
り

組
み
を
行
っ
て
い
る
の
で
す
か
？

野
村
係
長
／
平
成
25
年
度
に
、
国
保
連

合
会
の
国
保
税
収
納
率
向
上
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
派
遣
支
援
事
業
を
導
入
し
た
こ
と

を
き
っ
か
け
に
、
収
納
率
向
上
に
対

す
る
取
り
組
み
に
力
を
入
れ
始
め
ま

し
た
。

︱
︱
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ま
れ
た
の
で

し
ょ
う
か
？

野
村
係
長
／
ま
ず
市
役
所
の
税
務
課

に
、
納
期
限
内
に
税
を
納
め
な
い
方
へ

の
滞
納
処
分
を
強
化
す
る
旨
の
ポ
ス

タ
ー
を
掲
示
す
る
な
ど
し
て
、
徴
収
に

取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
が
市
民
の
方
々

に
伝
わ
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
そ
し

て
、
財
産
調
査
の
徹
底
を
図
り
、
財
産

を
発
見
し
た
ら
差
し
押
さ
え
、
納
期
限

内
に
税
を
納
め
な
い
方
か
ら
延
滞
金
を

徴
収
す
る
な
ど
法
律
に
沿
っ
て
業
務
を

行
い
ま
し
た
。

納
税
は
国
民
の
義
務

︱
︱
そ
の
効
果
は
い
か
が
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
？

野
村
係
長
／
平
成
24
年
度
現
年
分
93
・

27
％
、
滞
納
繰
越
分
11
・
97
％
の
国
保

税
収
納
率
が
、
平
成
26
年
度
は
現
年
分

95
・
21
％
、
滞
納
繰
越
分
23
・
71
％
に
な

り
ま
し
た
。
私
た
ち
徴
収
職
員
は
、
納

税
は
国
民
の
義
務
と
い
う
こ
と
を
市
民

の
方
々
に
再
認
識
し
て
い
た
だ
き
、
納

期
内
納
税
者
と
の
公
平
性
を
保
つ
た
め

に
、
滞
納
者
の
有
す
る
財
産
を
調
査
し

て
差
し
押
さ
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
た
だ
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
の

で
す
。
本
当
に
払
え
な
い
の
か
。
払
え

る
の
に
払
わ
な
い
の
か
。
そ
の
見
極
め

を
す
る
こ
と
が
一
番
大
事
な
の
で
す
。

そ
の
た
め
に
滞
納
処
分
に
よ
る
捜
索
を

行
い
、
本
人
の
生
活
状
況
等
を
確
認
し

ま
す
。

︱
︱
滞
納
処
分
に
よ
る
捜
索
に
つ
い
て

教
え
て
く
だ
さ
い
。

野
村
係
長
／
ま
ず
は
、
そ
の
方
の
経
済

状
態
な
ど
、
本
人
に
聞
き
取
り
を
し
ま

す
。
事
前
に
調
査
は
し
て
あ
り
ま
す

が
、
本
人
と
直
接
話
を
聞
く
中
で
、
新

た
に
分
か
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、

聞
き
取
り
は
重
要
で
す
。
ケ
ー
ス
に

よ
っ
て
は
、
滞
納
の
原
因
は
、
生
活
苦

で
消
費
者
金
融
か
ら
の
借
金
を
重
ね
た

こ
と
で
税
金
が
後
回
し
に
な
っ
て
い
た

と
い
う
事
例
も
あ
り
ま
し
た
。
捜
索
し

た
こ
と
で
、
そ
の
借
金
額
に
過
払
い
金

国
保
で
Ｈ
Ｏ
Ｔ
情
報
で
は
、
国
保
に
加
入
し
て
い
る
皆
さ
ん
の
医
療
費
な

ど
に
充
て
ら
れ
る
貴
重
な
財
源
で
あ
る
国
保
税
（
料
）
の
収
納
率
向
上
の
取

り
組
み
に
つ
い
て
、
垂
水
市
税
務
課
の
野
村
宏
治
主
幹
兼
管
理
収
納
係
長
に

お
話
を
伺
い
、
２
月
24
日
に
お
伝
え
し
ま
し
た
。

 国保税収納率向上対策（垂水市） 

納期内納税者との公平性を保つために
滞納処分を強化する

税務課の窓口カウンターには、滞納処分を強化する旨のポスターや車の
差押えを暗示したロックされたタイヤも展示している

滞納処分強化中！！！ ストップ・滞納！

滞納は許しません！

垂水市民の約 ％の方がきちんと

納税されています。

税の公平性を守るため、滞納処分

を強化します。

滞納処分の主な例

「預貯金」・「給与」・「生命保険」・「不動産」・「動産」などを

差し押さえます。「自動車等」はタイヤロックを使い運行不

能状態とし、納税があるまでタイヤロックをはずしません。

延滞金について 必ず徴収します！

延滞金は、納期限の翌日から１月を経過する期間は年 ％

（ただし、租税特別措置法の規定に基づき 中は ％）

の割合で計算されます。また、１月後からは、年 ％（

中は ％）の割合で計算されます。

納税に困っている方は、早めに相談を！

失業や病気、災害等で納期内納付が難しい場合を含め、相談

を受け付けています。

困ったな･･･
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国保で国保で国保で
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
過
払
金
の
返

還
請
求
を
す
る
た
め
、
弁
護
士
を
紹
介

し
た
例
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
他
、
失
業

や
病
気
、
災
害
な
ど
に
よ
り
納
税
で

困
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
市
役
所
へ
早

め
に
相
談
し
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。

︱
︱
滞
納
処
分
に
よ
り
差
し
押
さ
え
ら

れ
た
物
は
、
ど
う
な
る
の
で
す
か
？

野
村
係
長
／
差
し
押
さ
え
た
物
は
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
オ
ー
ク
シ
ョ
ン

や
公
売
会
で
広
く
一
般
に
向
け
て
売

り
出
し
、
売
上
金
は
、
滞
納
税
に
充
て

ま
す
。

　平成28年1月28日、かごしま県民交
流センターで開催された県と13市町合
同公売会には、木曜日の午前中にも関
わらず開場前から大勢の来場者でごっ
た返し、優に250人は超えた。335点の
出品に対して284点約100万円分が落札
され、担当者は大盛況で対応に追わ
れた。

　公売会は、滞納の縮減と県民の納税に対する理
解の拡大を図るために開催するもので、地方税
（県税、市町村税）の滞納により差し押さえた物件
を、入札及び競り売りにより売却し、売却代金を
滞納税に充てるものである。

県と県内13の市町が
連携し、「合同公売会」
を開催

思わぬ掘り出し物がいっぱいです。皆さんも是非
一度ご来場ください。楽しいですよ！

野村宏治 主幹兼管理収納係長
私たちには9割の納期内納税者という強い味方が
いると思い業務を行っています

2016.3 No.593The National Health 
Insurance of Kagoshima 国保かごしま19



いっぺ っぺ
かごしまさるこう

こ

【職歴・略歴】
ＮＰＯ法人まちづくり地域フォーラム・かごしま探検の会代表理事。「まち歩き」を活動の中心に据え、地域
資源の情報発信や、県内及び九州各地での観光ボランティアガイドの育成・研修、まちづくりコーディネート
などに従事する、自他ともに認めるまち歩きのプロ。主なテーマは、地域再発見やツーリズム、さらに商店街
やムラの活性化など。講演活動、大学の非常勤講師などを通しての持論展開のほか、新たな地域資源の価
値づけとして「世間遺産」を提唱するなど、地域の魅力を観光・教育・まちづくりに展開させる活動に従事
している。1972年鹿児島市生まれ。鹿児島大学理学部地学科卒。

【現  職】
2007年～　特定非営利活動法人まちづくり地域フォーラム・かごしま探検の会代表理事(2001-2007年まで専務理事)
2005年～　特定非営利活動法人 桜島ミュージアム 理事／特定非営利活動法人 NPOさつま　理事

【執  筆】
連載：「続世間遺産」南日本新聞朝刊(隔週金曜掲載)2009.3 ～ 2013.5・「世間遺産」南日本新聞夕刊(毎週木曜掲載)2006.6 ～ 2009.2・「かごしま歴史まち歩
き」地域経済情報(㈱鹿児島地域経済研究所発行) 2006.4 ～・「かごしま風景ものがたり」アイム鹿児島商工会議所会報 (鹿児島商工会議所発行)2013.5 ～・

「ぶらりまち歩き」旅情報かごしま(鹿児島県観光連盟発行)2007.3 ～ 2008.3
共著：「日本を変えた薩摩おこじょ 天璋院篤姫ー歴史・文化・文学の視点からー」(新薩摩学シリーズ6 (鹿児島純心女子大学國際文化研究センター編)2008年

東川 隆太郎
Ryutaro Higashikawa

鹿児島湾

1

5

6

4

2

瀬々串校区
公民館

瀬々串小

穎娃街道

3

SESEKUSHISESEKUSHI

距離：約1.3Km

瀬々串

所要時間：32分

第12回

「宮崎神社」
普段、車での移動だとつい見過ごしてしまうのが国道２２６号沿いの宮
崎神社。創建や御祭神は不明だが、御神体として９つの軽石が祭ら
れている。言い伝えによると、この御神体はある地域から知覧へと移そ
うとしていたのだが、瀬々串の海岸に到着した時に急にこの地で重くな
り動かすことが出来なくなったという。そのため、瀬々串を安住の地に
定めて祭るようになったのが始まりとされている。１２月に当神社で行わ
れる豊祭には、手打ちそばが振舞われ、そば切りホゼ（豊祭）として
周辺では有名とのこと。

「湧水」
瀬々串上公民館のそのすぐ下手には、湧水井戸がある。現在もコン
コンと水が湧き、この地域の落ち着きを演出している。昭和3０年に
簡易水道が施設されるまでは、ここの水が生活のために使用されてい
た。道路より一段下がった井戸には水神が祭られていて、井戸が開
設された年と同じ明治6年の文字が刻まれている。

「ＪＲ瀬々串駅」
現在の指宿枕崎線が指宿線として開業したのは昭和９年のこと。昭
和１１年に山川駅まで延伸されて、さらに昭和３８年に枕崎駅まで続
いた。ということで瀬々串駅の誕生は昭和９年５月２０日の開業とな
る。お隣の中名駅といっしょでもある。
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【職歴・略歴】
ＮＰＯ法人まちづくり地域フォーラム・かごしま探検の会代表理事。「まち歩き」を活動の中心に据え、地域
資源の情報発信や、県内及び九州各地での観光ボランティアガイドの育成・研修、まちづくりコーディネート
などに従事する、自他ともに認めるまち歩きのプロ。主なテーマは、地域再発見やツーリズム、さらに商店街
やムラの活性化など。講演活動、大学の非常勤講師などを通しての持論展開のほか、新たな地域資源の価
値づけとして「世間遺産」を提唱するなど、地域の魅力を観光・教育・まちづくりに展開させる活動に従事
している。1972年鹿児島市生まれ。鹿児島大学理学部地学科卒。

【現  職】
2007年～　特定非営利活動法人まちづくり地域フォーラム・かごしま探検の会代表理事(2001-2007年まで専務理事)
2005年～　特定非営利活動法人 桜島ミュージアム 理事／特定非営利活動法人 NPOさつま　理事

【執  筆】
連載：「続世間遺産」南日本新聞朝刊(隔週金曜掲載)2009.3 ～ 2013.5・「世間遺産」南日本新聞夕刊(毎週木曜掲載)2006.6 ～ 2009.2・「かごしま歴史まち歩
き」地域経済情報(㈱鹿児島地域経済研究所発行) 2006.4 ～・「かごしま風景ものがたり」アイム鹿児島商工会議所会報 (鹿児島商工会議所発行)2013.5 ～・

「ぶらりまち歩き」旅情報かごしま(鹿児島県観光連盟発行)2007.3 ～ 2008.3
共著：「日本を変えた薩摩おこじょ 天璋院篤姫ー歴史・文化・文学の視点からー」(新薩摩学シリーズ6 (鹿児島純心女子大学國際文化研究センター編)2008年

東川 隆太郎
Ryutaro Higashikawa
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瀬々串校区
公民館

瀬々串小

穎娃街道

3

SESEKUSHISESEKUSHI

距離：約1.3Km

瀬々串

所要時間：32分

第12回

「瀬々串浦」
山の方へ上ってゆくと、正面は山、背中は桜島と大隅半
島を向こうにした海という景色のコントラストが楽しめるよ
うになり、そこが「瀬々串浦」である。「瀬々串浦」は、
古くから景勝地として知られていて、文禄元年（1592
年）、検地のために薩摩入りした教養のある戦国武将、
細川幽斎は、「瀬々串に鳴くは冬田の雀かな」と、この
地を表現している。

「力石」
幕末の大坂相撲で活躍した力士に瀬々串出身が
いる。音乃瀬という名前で「うだっ（大抱）投げ」
という決まり手ではない技を得意としていた。とこ
ろが、試合でこの技を使ったことから相手に疎ま
れて毒も盛られてしまうことになる。それだけ音乃
瀬は強かったということだろう。そのゆかりなのか
公民館には、青年たちが力比べに利用した力石
が保存されている。もちろん、簡単には上げるこ
とができないものでもある。

「番所跡」
瀬々串は指宿方面へ向かう重要な街道沿いにある。それだけ
に通行人の管理は薩摩藩が直接的に行うことになっていた。
設置の年代は不明だが、ここには足軽が交代で常勤したとい
う。現在当時の足跡はたどれないが、昭和８年に周辺が崩れ
た際に、食器類や仏像が発見されている。

力自慢の方が
多かったので

すね
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３月２４日は「世界結核デー」です！
　「世界結核デー」（World TB Day）は、1882年3月24日のコッホ博士による結核菌発見の発表を記念し、
世界の結核根絶への誓いを新たにするために1997年に制定されました。
　それ以降、毎年3月24日前後に世界でイベント等が開催されています。

　結核は、医療や生活水準の向上によ
り、薬を飲めば完治できる時代になりまし
たが、過去の病気ではありません！
　日本国内では、今でも１日に約 54 人
の新しい患者が発生し、約６人が亡くなっ
ている重大な感染症です。
　本県でも、ここ数年、結核を発症する
患者の数が増減を繰り返しています。 
　医学の進歩で克服されたかに見えてい
る結核は、現在でも猛威をふるっており、
決して「過去の病気」ではないのです。

何週間も咳が続いているのに、「風邪が長引いている」と自分で決めつけてしまっていませんか？
結核の初期症状は、風邪に似ています。
●咳やタンが２週間以上続く　
●倦怠感が続いたり、急に体重が減る

　このような症状がある場合には、結核を疑って早めに医療機関を受診しましょう。
　自分自身の健康のためにも、家族や友人など周囲の方への感染を防ぐためにも、
早期発見・早期治療が重要です。

「世界結核デー」とは？

結核は現代の病気です。

早めの受診がポイント

新登録結核患者数（鹿児島県）

※新登録結核患者とは・・・１年間に新たに結核患者として登録された者

明るく充実した毎日を過ごすためには？

女性に起こりやすい代表的な病気

女性のライフサイクルと健康の変化

毎年３月１日から３月８日は「女性の健康週間」です！

　女性のからだは、女性ホルモンの影響を受けるため、女性には女性であるがゆえにかかりやすい病気があります。
加えて、年齢によってかかりやすい病気も変化します。
　日頃から健康管理に努め、病気の早期発見・早期治療を心がけましょう！

【乳がん】

　乳房内の乳腺にできるがんで、40～ 60歳に多く見られますが、若い人の発症も増えてきています。女性がかかるがん
で最も多く、現在、12人に1人の女性がかかるといわれています。
　早期発見により治癒することも多いので、40歳以上の方は２年に1回、マンモグラフィ検診を受けましょう。併せて定期
的に自己触診を行い、しこりに気づいたら、すぐに受診をしましょう。

【更年期障害】

　女性ホルモンの減少により、心身にさまざまな症状が起こります。ほてり、のぼせ、発汗、冷え、肩こりなど人により症
状もさまざまです。変化を受け止め、周囲の人の理解を得ることも必要です。日常生活に支障がある場合は婦人科に相談し
ましょう。

【子宮筋腫】

　子宮にできる良性の腫瘍で、30～ 40歳代の女性の4人に1人はもっているといわれる一般的な病気です。無症状のこと
も多いですが、月経痛や経血量の増加が見られることがあります。大きさや部位、症状などにより、治療または定期的に経
過観察をしていきます。

【骨粗鬆症】

　女性ホルモンは骨の形成にも影響しており、閉経後は骨がもろくなり骨折しやすくなります。
　日頃からカルシウムとビタミンDの多い食品をとり、適度な運動をすることが大事です。閉経後はさらにカルシウムをと
り、運動を心がけ、定期的に骨量の検査を受けましょう。

【脂質異常症】

　女性ホルモンには、コレステロールの増加や血管壁の老化を抑える働きがあります。閉経後はこうした働きが失われるた
め、脂質異常症になりやすく、心筋梗塞や脳卒中の危険が高まります。閉経後は食生活や運動など生活習慣を見直し、定期
的に健康診断を受けましょう。

【子宮頸がん】

　子宮頸がんは子宮の入り口付近の粘膜にできるがんで、20歳代での発症も増えているがんです。ほとんどはHPV（ヒトパ
ピローマウイルス）の感染が原因で、セックスの経験がある人は誰でも感染する可能性があります。初期は無症状ですが、
がん検診で発見することができます。早期発見であれば妊娠・出産も可能です。
　20歳を過ぎたら、定期的に子宮頸がん検査を受けましょう。

女性のからだは男性と異なり、一生のなかで大きく変化します。
この変化は、女性ホルモンに大きく影響を受けるために起こっています。
いつまでも元気で輝いて過ごすために、自分のからだについて知り、変化

に気づき、からだのサインを見逃さないことが大切です。
この週間をきっかけに、自分のからだに目を向けてみましょう。

（8 ～ 18歳）
●月経の異常
●PMS（月経前症候群）
●性感染症
●性行動
●喫煙
●やせ
●摂食障害

（18歳～ 40歳代半ば）
●妊娠、出産
●不妊症
●婦人科疾患（子宮筋腫、子宮内膜症）
●子宮がん、卵巣がん、乳がん
●膠原病、甲状腺異常

（40歳代半ば～ 50歳代半ば）
●更年期障害　●子宮がん、卵巣がん、乳がん
●生活習慣病（肥満、動脈硬化、高血圧、糖尿病）
●歯周病　●うつ

（65歳～）
●子宮がん、卵巣がん、乳がん
●骨粗鬆症  ●尿もれ
●アルツハイマー病  ●脂質異常症

思春期 成熟期 老年期更年期
10 20 30 40 50 60 → 年齢

↑
女
性
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ル
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ン
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エ
ス
ト
ロ
ゲ
ン
）

自分の身体をよく知っておく
起こりうる身体の変化を理解し、自分にとっての
正常な状態を普段から知っておくことが大切です。

適切な生活習慣を心がける
良い状態を長く保つために、健康的な習慣を続け
ることが大切です。

変化にすぐ対応する
変化や問題に気づいたら、早めに医療機関を受診
するなど専門家に相談しましょう。

女性ホルモン

（エストロゲン）

　県では、「女性にやさ
しい 医 療 機 関」、「女 性
の 健 康 づくり協 力 店」、

「女性の健康サポート薬
局」を指定しています。
　詳 しくは、県 ホ ー ム
ページをご覧ください。

早期発見が大切！ 早期発見のために、定期的に健診やがん検診を受けましょう！
お住まいの市町村や医療機関で受けることができます。
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り、薬を飲めば完治できる時代になりまし
たが、過去の病気ではありません！
　日本国内では、今でも１日に約 54 人
の新しい患者が発生し、約６人が亡くなっ
ている重大な感染症です。
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　医学の進歩で克服されたかに見えてい
る結核は、現在でも猛威をふるっており、
決して「過去の病気」ではないのです。

何週間も咳が続いているのに、「風邪が長引いている」と自分で決めつけてしまっていませんか？
結核の初期症状は、風邪に似ています。
●咳やタンが２週間以上続く　
●倦怠感が続いたり、急に体重が減る

　このような症状がある場合には、結核を疑って早めに医療機関を受診しましょう。
　自分自身の健康のためにも、家族や友人など周囲の方への感染を防ぐためにも、
早期発見・早期治療が重要です。

「世界結核デー」とは？

結核は現代の病気です。

早めの受診がポイント

新登録結核患者数（鹿児島県）

※新登録結核患者とは・・・１年間に新たに結核患者として登録された者

明るく充実した毎日を過ごすためには？

女性に起こりやすい代表的な病気

女性のライフサイクルと健康の変化

毎年３月１日から３月８日は「女性の健康週間」です！

　女性のからだは、女性ホルモンの影響を受けるため、女性には女性であるがゆえにかかりやすい病気があります。
加えて、年齢によってかかりやすい病気も変化します。
　日頃から健康管理に努め、病気の早期発見・早期治療を心がけましょう！

【乳がん】

　乳房内の乳腺にできるがんで、40～ 60歳に多く見られますが、若い人の発症も増えてきています。女性がかかるがん
で最も多く、現在、12人に1人の女性がかかるといわれています。
　早期発見により治癒することも多いので、40歳以上の方は２年に1回、マンモグラフィ検診を受けましょう。併せて定期
的に自己触診を行い、しこりに気づいたら、すぐに受診をしましょう。

【更年期障害】

　女性ホルモンの減少により、心身にさまざまな症状が起こります。ほてり、のぼせ、発汗、冷え、肩こりなど人により症
状もさまざまです。変化を受け止め、周囲の人の理解を得ることも必要です。日常生活に支障がある場合は婦人科に相談し
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いつまでも元気で輝いて過ごすために、自分のからだについて知り、変化

に気づき、からだのサインを見逃さないことが大切です。
この週間をきっかけに、自分のからだに目を向けてみましょう。

（8 ～ 18歳）
●月経の異常
●PMS（月経前症候群）
●性感染症
●性行動
●喫煙
●やせ
●摂食障害

（18歳～ 40歳代半ば）
●妊娠、出産
●不妊症
●婦人科疾患（子宮筋腫、子宮内膜症）
●子宮がん、卵巣がん、乳がん
●膠原病、甲状腺異常

（40歳代半ば～ 50歳代半ば）
●更年期障害　●子宮がん、卵巣がん、乳がん
●生活習慣病（肥満、動脈硬化、高血圧、糖尿病）
●歯周病　●うつ

（65歳～）
●子宮がん、卵巣がん、乳がん
●骨粗鬆症  ●尿もれ
●アルツハイマー病  ●脂質異常症

思春期 成熟期 老年期更年期
10 20 30 40 50 60 → 年齢

↑
女
性
ホ
ル
モ
ン
（
エ
ス
ト
ロ
ゲ
ン
）

自分の身体をよく知っておく
起こりうる身体の変化を理解し、自分にとっての
正常な状態を普段から知っておくことが大切です。

適切な生活習慣を心がける
良い状態を長く保つために、健康的な習慣を続け
ることが大切です。

変化にすぐ対応する
変化や問題に気づいたら、早めに医療機関を受診
するなど専門家に相談しましょう。

女性ホルモン

（エストロゲン）

　県では、「女性にやさ
しい 医 療 機 関」、「女 性
の 健 康 づくり協 力 店」、

「女性の健康サポート薬
局」を指定しています。
　詳 しくは、県 ホ ー ム
ページをご覧ください。

早期発見が大切！ 早期発見のために、定期的に健診やがん検診を受けましょう！
お住まいの市町村や医療機関で受けることができます。
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在宅歯科医療の相談窓口ができました

がん診療連携クリティカルパス
（私の手帳）について

　歯及び口腔内の健康の保持増進は、単なる食物の咀嚼だけでなく、食事や会話を楽しむといった生活の質
の向上や、生活習慣病の予防など、全身の健康の保持･増進にも重要な役割を果たしています。
特に、介護が必要な方は、口腔機能の低下や誤嚥性肺炎を予防するためにも、適切な歯科医療と日頃の口腔
ケアが大事になります。
　そこで、介護が必要な方で、歯や歯ぐきの痛み、入れ歯が合わない、摂食嚥下障害など、お口に問題を抱
えている方と歯科医療をつなぐ相談窓口ができました。専任の歯科衛生士が相談に対応しています。

肝臓は「沈黙の臓器」です
～肝炎ウイルス検査はお済みですか？～

３月は「自殺対策強化月間」です！！

ウイルス性肝炎とは、肝炎ウイルスに感染して、肝臓の細胞が壊れていく病気です。
この病気になると徐々に肝臓の機能が失われていき、ついには肝硬変や肝がんなどの重篤な症状に

つながる恐れがあります。
肝炎ウイルスが体内にいても、症状が出ないことから、多くの人が感染していても気づきません。そ

のため、早期発見・早期治療が重要です。

ウイルス性肝炎とは？

これまでにＢ型、Ｃ型の肝炎ウイルス検査を受けたことのない方は、保健所や県と契約を結んだ医療機関
（鹿児島市内を除く）で、無料で肝炎ウイルス検査を受けることができます。早めに検査を受けましょう。

肝炎ウイルス検査が無料で受けられます。

肝炎ウイルスに感染していたとしても、肝臓の状態は人によってまちまちです。
まずは、肝疾患の専門医療機関等を受診してください。

肝炎ウイルスに感染していたら専門医に相談してみましょう。

県では、肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方が対象となる精密検査の費用又は、住民税非課税
世帯に属する慢性肝炎、肝硬変、肝がん患者が対象となる定期検査の費用を年 1 回助成しています。

初回精密検査費用、定期検査費用の助成が受けられます。

県では、Ｂ型及びＣ型ウイルス性肝炎に対する医療費の助成を行っています。
●助成対象の治療：インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療、核酸アナログ製剤治療
●月額１万円（上位所得階層は２万円）を超える部分について助成しています。

肝炎医療費の一部を助成しています。

最新の人口動態統計（平成２６年）によると、平成２６年の自殺者数は全国で約２. ５万人となっています。本
県においても３５５人の方が自ら命を絶っており、この数は本県の交通事故死亡者数の約３倍にあたります。
なかでも３月は、例年、自殺者が多い傾向にあることから、平成２２年に「自殺対策強化月間」が制定され、全
国でスタートしました。

●県自殺予防情報センター Tel.099－228－9558
●県精神保健福祉センター Tel.099－218－4755

●こころの電話 Tel.099－228－9566　
 Tel.099－228－9567

●各保健所
●各市町村

相談窓口

自殺を考えている人は、気分が沈んだり、不眠が続くなどのうつ病の症状や原因不明の体調
不良が続くなど、何らかのサインを発していると言われています。
「あなたのこと、心配しているよ」と支える気持ちを声に出したり、寄り添うことが、悩み、苦し
んでいる人の助けになります。
そして、悩みを抱えている方は、決して１人で悩まずに、まずは誰かに相談しましょう。

鹿児島県保健福祉部障害福祉課

http://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/kenko-iryo/kansen/kannen/index.html

検 索鹿児島県　肝炎関連情報詳しくは県ホームページへ

●在宅歯科医療連携室
鹿児島県歯科医師会口腔保健センター内
電話（099）223-0378　FAX（099）223-2593
メールアドレス　renkeishitu@8020kda.jp
受付時間：月～金曜日　９時～ 17時（土日祝日除く）  

●地域の相談窓口（在宅歯科医療推進室）
川内市医師会在宅医療支援センター内
電話（0996）22-0014　FAX（0996）22-0015
メールアドレス　zaitakushika6@8020kda.jp
受付時間：月～金曜日　9時～ 15時30分　（土日祝日除く）

大島郡医師会病院地域医療連携室内
電話（0997）54-8013　FAX（0997）55-6375
メールアドレス　zaitakushika15@8020kda.jp　
受付時間：月～金曜日　9時～ 17時　（土日祝日除く）　

在宅歯科医療連携室・
地域の相談窓口って
何をするところ？

お口に問題を抱える要介護者と訪問歯科診療の
橋渡しをします！　　　　　　　　　　
　・自宅、施設、病院等で、寝たきり等により
　　医院に通院できない方のお口の相談
　・在宅歯科医療を行う歯科医院の紹介 など

地域のかかりつけ医と病院の医師が、患者の診療経過を共有できる診療計画表のこと
で、医療機関の診療の役割分担や共同診療計画、患者用の診療計画表等で構成され
ます。

本県では、患者と医療機関双方の利便性を図るため、平成２７年度以降の新規発行分
から鹿児島大学が作成した８種類のパス（胃がん、大腸がん、肺がん、肝がん、乳が
ん、子宮体がん、子宮頸がん、前立腺がん）を県内統一のがんパスとしています。

お近くのがん診療連携拠点病院等にお問い合わせください。
がん診療連携拠点病院等については、鹿児島県ホームページ（ホーム＞健康・福祉＞健康・医療＞ 生活習慣

病・がん関連＞がん関連（医療機関）＞がん診療連携拠点病院について）をご覧ください。

●ねらい
がん診療連携拠点病院等と地域の医療機関とが患者の診療計画等の情報を共有し、それに従った診療を実施す

ることで、当該医療機関の機能分担や連携を図り、がん患者が住み慣れた地域で安心してがん診療を受けられるよ
うになることにあります。
●患者にとってのメリット

→かかりつけ医と病院医師が患者の治療経過等の情報を共有することで、
　検査の重複等を回避できるなど、よりよい医療と安全が提供される。
→診療の待ち時間の短縮や通院時間の短縮など、患者の負担軽減が図られる。
→患者自身が診療計画書や病気を理解したうえで、治療の目標を管理する
　ことができ、かかりつけ医のもとで、手厚い診療を受けることが可能になる。

●活用方法
患者が診療を受ける都度医療機関に提示し、医療機関は検査結果や

医師の所見等を記載します。（お薬手帳のような活用イメージです。）

がん診療連携クリティカルパス（私の手帳）とは？

私の手帳を使用したい場合

2016.3 No.593The National Health 
Insurance of Kagoshima 国保かごしま 28



だより
News from 
Kagoshima 
Prefecture

県政

在宅歯科医療の相談窓口ができました

がん診療連携クリティカルパス
（私の手帳）について

　歯及び口腔内の健康の保持増進は、単なる食物の咀嚼だけでなく、食事や会話を楽しむといった生活の質
の向上や、生活習慣病の予防など、全身の健康の保持･増進にも重要な役割を果たしています。
特に、介護が必要な方は、口腔機能の低下や誤嚥性肺炎を予防するためにも、適切な歯科医療と日頃の口腔
ケアが大事になります。
　そこで、介護が必要な方で、歯や歯ぐきの痛み、入れ歯が合わない、摂食嚥下障害など、お口に問題を抱
えている方と歯科医療をつなぐ相談窓口ができました。専任の歯科衛生士が相談に対応しています。

肝臓は「沈黙の臓器」です
～肝炎ウイルス検査はお済みですか？～

３月は「自殺対策強化月間」です！！

ウイルス性肝炎とは、肝炎ウイルスに感染して、肝臓の細胞が壊れていく病気です。
この病気になると徐々に肝臓の機能が失われていき、ついには肝硬変や肝がんなどの重篤な症状に

つながる恐れがあります。
肝炎ウイルスが体内にいても、症状が出ないことから、多くの人が感染していても気づきません。そ

のため、早期発見・早期治療が重要です。

ウイルス性肝炎とは？

これまでにＢ型、Ｃ型の肝炎ウイルス検査を受けたことのない方は、保健所や県と契約を結んだ医療機関
（鹿児島市内を除く）で、無料で肝炎ウイルス検査を受けることができます。早めに検査を受けましょう。

肝炎ウイルス検査が無料で受けられます。

肝炎ウイルスに感染していたとしても、肝臓の状態は人によってまちまちです。
まずは、肝疾患の専門医療機関等を受診してください。

肝炎ウイルスに感染していたら専門医に相談してみましょう。

県では、肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方が対象となる精密検査の費用又は、住民税非課税
世帯に属する慢性肝炎、肝硬変、肝がん患者が対象となる定期検査の費用を年 1 回助成しています。

初回精密検査費用、定期検査費用の助成が受けられます。

県では、Ｂ型及びＣ型ウイルス性肝炎に対する医療費の助成を行っています。
●助成対象の治療：インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療、核酸アナログ製剤治療
●月額１万円（上位所得階層は２万円）を超える部分について助成しています。

肝炎医療費の一部を助成しています。

最新の人口動態統計（平成２６年）によると、平成２６年の自殺者数は全国で約２. ５万人となっています。本
県においても３５５人の方が自ら命を絶っており、この数は本県の交通事故死亡者数の約３倍にあたります。
なかでも３月は、例年、自殺者が多い傾向にあることから、平成２２年に「自殺対策強化月間」が制定され、全
国でスタートしました。

●県自殺予防情報センター Tel.099－228－9558
●県精神保健福祉センター Tel.099－218－4755

●こころの電話 Tel.099－228－9566　
 Tel.099－228－9567

●各保健所
●各市町村

相談窓口

自殺を考えている人は、気分が沈んだり、不眠が続くなどのうつ病の症状や原因不明の体調
不良が続くなど、何らかのサインを発していると言われています。
「あなたのこと、心配しているよ」と支える気持ちを声に出したり、寄り添うことが、悩み、苦し
んでいる人の助けになります。
そして、悩みを抱えている方は、決して１人で悩まずに、まずは誰かに相談しましょう。

鹿児島県保健福祉部障害福祉課

http://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/kenko-iryo/kansen/kannen/index.html

検 索鹿児島県　肝炎関連情報詳しくは県ホームページへ

●在宅歯科医療連携室
鹿児島県歯科医師会口腔保健センター内
電話（099）223-0378　FAX（099）223-2593
メールアドレス　renkeishitu@8020kda.jp
受付時間：月～金曜日　９時～ 17時（土日祝日除く）  

●地域の相談窓口（在宅歯科医療推進室）
川内市医師会在宅医療支援センター内
電話（0996）22-0014　FAX（0996）22-0015
メールアドレス　zaitakushika6@8020kda.jp
受付時間：月～金曜日　9時～ 15時30分　（土日祝日除く）

大島郡医師会病院地域医療連携室内
電話（0997）54-8013　FAX（0997）55-6375
メールアドレス　zaitakushika15@8020kda.jp　
受付時間：月～金曜日　9時～ 17時　（土日祝日除く）　

在宅歯科医療連携室・
地域の相談窓口って
何をするところ？

お口に問題を抱える要介護者と訪問歯科診療の
橋渡しをします！　　　　　　　　　　
　・自宅、施設、病院等で、寝たきり等により
　　医院に通院できない方のお口の相談
　・在宅歯科医療を行う歯科医院の紹介 など

地域のかかりつけ医と病院の医師が、患者の診療経過を共有できる診療計画表のこと
で、医療機関の診療の役割分担や共同診療計画、患者用の診療計画表等で構成され
ます。

本県では、患者と医療機関双方の利便性を図るため、平成２７年度以降の新規発行分
から鹿児島大学が作成した８種類のパス（胃がん、大腸がん、肺がん、肝がん、乳が
ん、子宮体がん、子宮頸がん、前立腺がん）を県内統一のがんパスとしています。

お近くのがん診療連携拠点病院等にお問い合わせください。
がん診療連携拠点病院等については、鹿児島県ホームページ（ホーム＞健康・福祉＞健康・医療＞ 生活習慣

病・がん関連＞がん関連（医療機関）＞がん診療連携拠点病院について）をご覧ください。

●ねらい
がん診療連携拠点病院等と地域の医療機関とが患者の診療計画等の情報を共有し、それに従った診療を実施す

ることで、当該医療機関の機能分担や連携を図り、がん患者が住み慣れた地域で安心してがん診療を受けられるよ
うになることにあります。
●患者にとってのメリット

→かかりつけ医と病院医師が患者の治療経過等の情報を共有することで、
　検査の重複等を回避できるなど、よりよい医療と安全が提供される。
→診療の待ち時間の短縮や通院時間の短縮など、患者の負担軽減が図られる。
→患者自身が診療計画書や病気を理解したうえで、治療の目標を管理する
　ことができ、かかりつけ医のもとで、手厚い診療を受けることが可能になる。

●活用方法
患者が診療を受ける都度医療機関に提示し、医療機関は検査結果や

医師の所見等を記載します。（お薬手帳のような活用イメージです。）

がん診療連携クリティカルパス（私の手帳）とは？

私の手帳を使用したい場合

2016.3 No.593The National Health 
Insurance of Kagoshima 国保かごしま29




