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一般財団法人 日本健康増進財団・代表理事

三木　一正

高品質な健診・
効果的な健診システムを
安定的に供給しています 

平成29年度のごあいさつ 

　
本
誌
読
者
の
皆
様
に
は
、
ま
す
ま
す
ご
健
勝
の
こ
と
と
お
慶
び

申
し
上
げ
ま
す
。

　
本
年
度
の
『
い
き
い
き
健
康
だ
よ
り
』
で
は
、
独
立
行
政
法
人 

労
働
安
全
衛
生
総
合
研
究
所
の
上
席
研
究
員
高
橋
正
也
先
生
に
、

引
き
続
き｢

働
き
が
い
と
健
康
な
睡
眠｣

を
ご
執
筆
い
た
だ
き
ま
す
。

皆
様
の
健
康
管
理
や
保
健
事
業
に
お
役
立
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い

で
す
。

　
当
法
人
の
基
幹
事
業
で
あ
る
健
康
管
理
事
業
を
多
く
の
事
業
所

様
で
ご
採
用
い
た
だ
き
、
こ
の
場
を
か
り
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

ど
こ
よ
り
も
安
全
で
安
心
な
、
効
果
の
あ
る
健
診
を
提
供
す
る
よ

う
に
努
め
て
お
り
ま
す
。
昨
年
は
当
財
団
ビ
ル
（
恵
比
寿
）
の
２

階
、
３
階
を
リ
フ
ォ
ー
ム
し
、
4
階
を
人
間
ド
ッ
ク
専
用
フ
ロ
ア

に
改
装
し
て
、
多
く
の
事
業
所
様
、
受
診
者
の
皆
様
に
ご
活
用
い

た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
3
階
に
新
設
し
た
最
新
の
経
鼻
内
視
鏡（
胃

カ
メ
ラ
）
で
は
、こ
の
１
年
間
に
１
、４
０
０
名
余
り
が
受
診
さ
れ
、

8
名
の
胃
が
ん･

食
道
が
ん
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
他
施
設
と
比

べ
て
も
高
い
発
見
率
を
示
し
て
お
り
ま
す
。
残
念
な
が
ら
お
一
人

が
進
行
が
ん
で
し
た
が
、
血
液
検
査
に
よ
る
胃
が
ん
リ
ス
ク
層
別

化
健
診
を
受
け
ら
れ
た
方
々
は
全
員
早
期
が
ん
で
見
つ
か
っ
て
お

り
ま
す
。

　
が
ん
の
見
つ
か
っ
た
方
に
対
し
て
は
、
担
当
さ
れ
た
内
視
鏡
専

門
医
が
所
属
す
る
大
学
病
院
で
全
員
そ
の
後
を
フ
ォ
ロ
ー
し
て
お
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本誌で掲載してほしい健康に関わるテーマ、
当財団ヘのご要望などございましたら、

メール、FAX等にてお寄せいただければ幸いです。
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“ 確かな健診 ” をお受けいただくために

2017年春　第34号

いきいき健康だより

“ データヘルス計画 ” 時代の昨今、高品質な健
診 ･ 効果のある健診システムが求められていま

す。これは価格だけによる競争入札では見えてき
ません。最近では、労働衛生サービス機能評価認定

の有無や各種有資格者の在籍状況、研修制度等への取
り組み、受診率向上や健診結果の理解、重症化予防の
ための工夫等の提案やアピールなど、提案書の提示が
求められるようになってきました。 当財団では、全
国労働衛生団体連合会（全衛連）と日本総合健診医
学会による多項目からなるチェックを毎年受けて
おり、いずれも良好な評価をいただいています。

り
ま
す
。
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
方
々
が
来

年
も
受
け
た
い
と
評
価
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　
加
え
て
、
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
時
代
と
も
い
え
る
現
在
、
受
診

率
の
向
上
・
健
診
結
果
の
理
解
・
疾
病
予
防
・
早
期
発
見
・
重
症

化
予
防
等
、
高
品
質
な
健
診
・
効
果
的
な
健
診
シ
ス
テ
ム
に
健
診

機
関
が
役
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ

ら
に
応
え
ら
れ
る
健
診
機
関
と
し
て
第
三
者
機
関
に
も
健
診
品
質

の
高
さ
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
今
後
と
も
当
財
団
の
ご
活
用
を
お

願
い
し
て
、
年
度
初
め
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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連
載

　
働
く
時
間
帯
が
変
わ
れ
ば
、
眠
る
時
間
帯
も

変
わ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
生
活
で
は
睡
眠
が

悪
く
な
っ
た
り
、
仕
事
中
の
眠
気
が
強
く
な
っ
た

り
し
ま
す
。
結
果
と
し
て
、
健
康
が
保
て
な
い

ば
か
り
か
、
生
産
性
も
低
下
し
て
し
ま
い
ま
す
。

交
代
勤
務
者
の
睡
眠
問
題
を
和
ら
げ
る
対
策
は

い
く
つ
か
提
案
さ
れ
て
い
ま
す
。
大
き
く
分
け
る

と
、
交
代
勤
務
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
修
正
す
る
も

の
と
、
そ
れ
以
外
の
も
の
と
が
あ
り
ま
す
。
今

回
は
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
主
な
内
容
を
み
て
み

ま
し
ょ
う
。

働きがいと健康な睡眠

― 

独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
安
全
機
構 

労
働
安
全
衛
生
総
合
研
究
所
　
高
橋　

正
也

第５回「
交
代
勤
務
」

略　　歴
1990 年東京学芸大学教育学部卒業。同年、（現研究所の前身）労働省産業医学
総合研究所に勤務以来、勤務スケジュールに伴う睡眠問題とその対策に関する研
究に従事。2000 年群馬大学医学部にて医学博士取得。同年から 1 年間、ハーバー
ド大学医学部ブリガムアンドウィメンズ病院・睡眠医学科に留学。
2016 年より現職。
労働時間日本学会（会長）、日本臨床睡眠医学会（副理事長）、国際労働時間学会（役員）。

専門領域
産業睡眠医学

高橋　正也
（たかはし まさや）

の
見
直
し
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交
代
勤
務
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
何
時
か
ら
、
何
時
間
に

わ
た
る
勤
務（
シ
フ
ト
）を
何
日
続
け
る
か
を
決
め
ま
す
。

そ
れ
に
よ
っ
て
、
全
体
で
い
く
つ
の
勤
務
か
ら
な
る
か

（
例
、
三
交
代
か
二
交
代
）、
あ
る
勤
務
か
ら
次
の
勤
務

へ
の
進
み
方
は
ど
う
か
（
例
、
時
計
回
り
か
反
時
計
回

り
）、
勤
務
間
の
時
間
間
隔
は
ど
の
く
ら
い
か
、
休
日
は

ど
の
く
ら
い
か
な
ど
が
分
か
り
ま
す
（
文
献
１
）。

　
こ
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
話
題
に
な
る
と
、
ほ
ぼ
必
ず

「
ベ
ス
ト
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
す
か
」と
問
わ
れ
ま
す
。

そ
の
質
問
に
即
答
で
き
れ
ば
よ
い
の
で
す
が
、
業
種
、

職
種
、
仕
事
の
内
容
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
ど
う
い
っ

た
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
最
善
か
は
な
か
な
か
示
し
に
く
い

と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
で
あ
っ
て
も
、
夜
勤
を
ど
の
よ

う
に
設
計
す
る
か
が
最
も
大
切
に
な
り
ま
す
。

❶ 

夜
勤
は
長
く
繰
り
返
さ
な
い
よ
う
に
す
る

　
複
数
の
調
査
結
果
を
ま
と
め
て
分
析
す
る
と
、
夜
勤

が
連
続
す
る
に
つ
れ
て
仕
事
中
の
事
故
は
ど
の
く
ら
い

起
こ
り
や
す
く
な
る
か
が
分
か
り
ま
す
。
図
１
に
示
し

た
と
お
り
、
夜
勤
初
日
に
起
こ
る
事
故
の
確
率
を
１
と

す
る
と
、
連
続
３
日
目
に
は
１
・
２
倍
ほ
ど
、
連
続
４

日
目
に
は
１
・
４
倍
ほ
ど
事
故
が
増
え
ま
す
。

　
事
故
の
起
こ
る
背
景
は
複
雑
で
す
が
、
そ
の
要
因
の

一
つ
に
労
働
者
の
判
断
ミ
ス
が
あ
り
ま
す
。
同
じ
作
業

を
繰
り
返
す
わ
け
で
す
か
ら
、
普
通
は
判
断
ミ
ス
が
減

る
の
で
は
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
実
際
に
は
増

え
て
し
ま
う
の
に
は
特
別
な
理
由
が
あ
り
ま
す
。

　
夜
勤
で
は
、
昼
間
な
ど
睡
眠
に
適
さ
な
い
時
間
帯
で

眠
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
当
然
、
ぐ
っ
す
り
眠
れ

な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
な
る
と
、
身
体
の
疲
労
回

復
と
と
も
に
、
頭
脳
の
疲
労
回
復
も
妨
げ
ら
れ
ま
す
。

夜
勤
の
繰
り
返
し
は
疲
労
回
復
不
全
の
繰
り
返
し
に

つ
な
が
る
と
言
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
で
す
の
で
、

夜
勤
は
で
き
る
だ
け
連
続
し
な
い
こ
と
が
勧
め
ら
れ

ま
す
。

❷ 

仕
事
内
容
に
応
じ
て
夜
勤
の
長
さ
を
調
整
す
る

　
一
昔
前
ま
で
は
、
夜
勤
と
い
え
ば
８
時
間
を
指
し
て

い
ま
し
た
。
近
年
は
12
時
間
や
16
時
間
な
ど
、
そ
れ
よ

り
長
い
夜
勤
か
ら
な
る
交
代
勤
務
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
増

え
て
い
ま
す
。
特
に
16
時
間
夜
勤
は
看
護
や
高
齢
者
福

祉
の
職
場
、
つ
ま
り
病
院
や
介
護
施
設
で
よ
く
行
わ
れ

て
い
ま
す
。
長
い
夜
勤
は
確
か
に
き
つ
い
の
で
す
が
、

そ
の
後
は
ま
と
め
て
長
く
休
み
を
と
れ
る
と
い
う
大
き

な
利
点
が
あ
り
ま
す
。
い
わ
ば
夜
勤
の
長
さ
と
オ
フ
の

長
さ
を
天
秤
に
か
け
、
後
者
を
重
視
し
た
選
択
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
長
い
オ
フ
で
も
っ
て
、
睡
眠
が
し
っ
か
り

と
れ
て
、
疲
労
は
充
分
に
回
復
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ

れ
ま
す
。

　
高
齢
者
介
護
職
員
を
対
象
に
、
交
代
勤
務
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
と
睡
眠
問
題
と
の
関
連
を
調
べ
た
結
果
が
図

２
に
な
り
ま
す
。
寝
つ
き
の
悪
さ
（
入
眠
困
難
）
に
つ

い
て
は
日
勤
群
の
訴
え
に
対
し
て
、
二
交
代
群
で
は
有

意
に
多
い
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
眠
っ
て
い
る
途
中

で
よ
く
目
が
覚
め
る
と
い
う
症
状
（
中
途
覚
醒
）
に
勤

務
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
自

交
代
勤
務

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
修
正

1

夜勤の連続に伴う事故図 1

高齢者介護職員における勤務スケジュールに伴う睡眠問題図 2

（Folkard & Lombardi, Am J Ind Med 2006 より作成）

縦軸は夜勤 1 日目を基準（=1）としたその後の夜勤日
における事故の起こりやすさ（相対危険度）。縦棒は
95% 信頼区間。

縦軸は常日勤群を基準（=1）とした二交代群と三交代群の睡眠問題の起こりや
すさ（オッズ比［OR］）。日：日勤群，二：二交代群，三：三交代群。二交代群
の大半は夜勤 16 時間。縦棒は 95% 信頼区間。

連続する夜勤の日数

1 日目 2 日目 3 日目 4 日目

1.4

1.2

1.0

（Takahashi ら，Appl Ergon 2008 より作成）

勤務スケジュール

入眠困難 中途覚醒 早期覚醒

日 日 日二 二 二三 三 三

6

5

4

3

2

1

0

（OR）
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分
の
予
定
し
た
時
刻
よ
り
も
早
く
目
覚
め
て
し
ま
い
、

そ
の
後
、
寝
直
せ
な
い
と
い
う
症
状
（
早
朝
覚
醒
）
も

二
交
代
群
で
は
多
い
傾
向
が
あ
り
ま
し
た
。

　
長
時
間
の
夜
勤
で
働
い
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
の
後
に
良
い
睡
眠
が
と
れ
て
い
な
い
と
い
う
結

果
は
と
て
も
残
念
で
す
。
こ
の
原
因
は
定
か
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
高
齢
者
介
護
と
い
う
労
働
を
振
り
返
っ
て

み
ま
し
ょ
う
。
身
体
の
働
き
が
低
下
し
て
い
て
日
常
生

活
を
送
る
の
に
支
援
の
必
要
な
利
用
者
が
施
設
に
は
多

く
い
ま
す
。
ベ
ッ
ド
か
ら
車
い
す
、
車
い
す
か
ら
ト
イ

レ
な
ど
の
移
動
は
介
護
職
員
に
と
っ
て
大
き
な
負
担
に

な
り
、
腰
痛
の
元
に
な
り
ま
す
。

　
加
え
て
認
知
症
な
ど
を
患
っ
て
い
る
利
用
者
と
は
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
と
り
に
く
く
、
お
互
い
に
イ
ラ

イ
ラ
し
が
ち
に
な
り
ま
す
。
介
護
職
員
は
利
用
者
の
病

状
を
頭
で
は
よ
く
認
識
し
て
い
る
は
ず
で
す
が
、
や
は

り
一
人
の
人
間
で
す
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
冷
静
に

対
応
で
き
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

　
要
す
る
に
、
仕
事
に
伴
う
心
身
の
負
担
が
そ
れ
ほ
ど

高
く
な
け
れ
ば
、
夜
勤
は
長
く
で
き
る
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ま
と
ま
っ
た
オ
フ
に
つ
な
が

り
ま
す
。
逆
に
、
８
時
間
の
夜
勤
で
す
ら
過
酷
で
あ
れ

ば
、
夜
勤
を
そ
れ
以
上
長
く
設
定
す
る
と
ど
う
な
る
か

は
明
ら
か
で
す
。
仕
事
の
内
容
に
即
し
て
、
一
勤
務
の

長
さ
を
決
め
る
の
が
肝
要
で
す
。

　
こ
れ
ま
で
述
べ
た
よ
う
な
交
代
勤
務
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

自
体
を
改
善
で
き
れ
ば
望
ま
し
い
の
で
す
が
、
働
き
方

の
全
般
に
関
わ
る
変
更
に
な
る
の
で
、
実
施
す
る
の
は

容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
そ
れ
以
外
の
方
策

か
ら
交
代
勤
務
者
の
睡
眠
問
題
を
緩
和
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
ま
す
。

❶ 

仮
眠
を
上
手
に
と
る

　
常
に
日
勤
で
働
く
場
合
と
違
っ
て
、
交
代
勤
務
で
は

ま
と
ま
っ
た
睡
眠
（
主
睡
眠
）
を
一
度
と
れ
ば
済
む
と

い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
の
で
、
数
十
分
か

ら
数
時
間
に
わ
た
る
仮
眠
を
ど
の
よ
う
に
と
る
か
が
重

要
に
な
り
ま
す
（
文
献
２
）。

　
夜
勤
と
の
関
連
で
み
る
と
、
夜
勤
の
出
勤
前
に
数
時

間
の
仮
眠
を
と
れ
る
と
、
夜
勤
中
に
生
じ
る
眠
気
や
疲

労
感
を
和
ら
げ
ら
れ
ま
す
（
図
３
）。
そ
の
日
の
起
床

か
ら
夜
勤
が
始
ま
る
ま
で
の
間
に
睡
眠
を
入
れ
る
と
、

覚
醒
時
間
が
い
っ
た
ん
途
切
れ
ま
す
。
す
る
と
、
眠

り
を
も
た
ら
す
物
質
が
減
少
し
ま
す
（
第
２
回
参
照
）。

い
わ
ば
睡
眠
の
貯
金
の
よ
う
な
も
の
に
当
た
り
ま
す
。

　
夜
勤
中
で
は
、
可
能
で
あ
れ
ば
、
30
分
ほ
ど
の
仮
眠

を
と
る
こ
と
が
勧
め
ら
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
２
時
間

程
度
と
れ
る
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
の
で
す
が
、
１
時

間
の
仮
眠
は
避
け
た
方
が
望
ま
し
い
で
し
ょ
う
。
眠
り

に
つ
い
て
か
ら
１
時
間
と
い
う
の
は
最
も
深
い
睡
眠
に

至
っ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
時
点
で
目
覚
め
る
と
「
寝

ぼ
け
」
状
態
が
ひ
ど
く
な
り
ま
す
。
仕
事
に
適
し
た
頭

の
状
態
で
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
判
断
ミ
ス
や
事
故
の

危
険
性
が
高
ま
り
ま
す
。

　
無
事
に
夜
勤
が
終
わ
っ
た
ら
、
す
ぐ
に
帰
宅
し
た
く

な
る
気
持
ち
は
分
か
り
ま
す
。
公
共
交
通
機
関
を
使
っ

て
帰
宅
す
る
の
で
あ
れ
ば
問
題
あ
り
ま
せ
ん
が
、
自
分

で
車
を
運
転
し
て
帰
宅
と
な
る
と
、
途
中
で
居
眠
り
運

転
に
な
ら
な
い
か
、
心
配
で
す
。
そ
れ
を
避
け
る
た
め

に
、
数
十
分
の
仮
眠
を
職
場
（
あ
る
い
は
シ
ー
ト
）
で

と
っ
て
か
ら
ハ
ン
ド
ル
を
握
る
と
安
全
に
な
り
ま
す
。

❷ 

勤
務
や
休
暇
に
対
す
る
裁
量
権
を
高
め
る

　
第
３
回
で
も
お
伝
え
し
た
と
お
り
、
労
働
者
自
身
の

裁
量
で
も
っ
て
出
勤
の
時
刻
や
労
働
時
間
の
長
さ
を
適

宜
調
整
で
き
る
と
労
働
生
活
の
改
善
に
な
り
ま
す
。
交

代
勤
務
者
に
つ
い
て
も
同
様
で
す
。
例
え
ば
、
交
代
勤

務
者
を
対
象
に
し
た
縦
断
研
究
か
ら
、
追
跡
期
間
中
に

勤
務
時
間
の
裁
量
権
が
一
貫
し
て
高
い
群
ま
た
は
増
加

し
た
群
で
は
睡
眠
問
題
は
減
少
す
る
こ
と
が
分
か
っ
て

い
ま
す
（
文
献
３
）。

連
載働きがいと健康な睡眠

交
代
勤
務
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の

修
正
以
外

2

夜勤における仮眠の望ましいとり方図 3

夜　勤

夜勤中に生じる
であろう眠気や
疲労をあらかじ
め低減

夜勤中に生じる
眠気や疲労の蓄
積、事故発生を
防止

夜勤明けの
通勤災害予防

仮　眠 仮眠仮眠
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勤
務
時
間
の
裁
量
権
を
拡
大
さ
せ
た
効
果
を
直
接
的

に
調
べ
た
研
究
も
あ
り
ま
す
（
図
４
）。
対
象
に
な
っ

た
航
空
機
整
備
士
は
当
初
、
数
日
の
日
勤
→
数
日
の

夜
勤
→
数
日
の
夕
勤
→
と
い
う
反
時
計
回
り
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
（
逆
循
環
）
で
働
い
て
い
ま
し
た
。
こ
の
う

ち
、
あ
る
群
は
シ
フ
ト
の
進
み
方
は
同
じ
で
あ
る
も
の

の
、
労
使
の
話
し
合
い
で
勤
務
や
休
日
の
と
り
方
を
適

宜
調
整
で
き
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
柔
軟
型
）
に
変
わ
り

ま
し
た
（
逆
→
柔
）。
そ
の
結
果
、
血
圧
と
心
拍
数
は

低
下
す
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

　
こ
う
し
た
調
整
が
で
き
な
い
ま
ま
、
当
初
通
り
の
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
働
き
続
け
た
群
（
逆
→
逆
）
や
時
計
回

り
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
変
わ
っ
た
群
（
逆
→
正
）
で
は

血
圧
と
心
拍
数
に
な
ん
ら
変
化
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
従
っ
て
、
勤
務
時
間
の
裁
量
権
は
循
環
器
系
に
対

す
る
ス
ト
レ
ス
を
軽
減
す
る
の
に
役
立
つ
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
こ
の
研
究
で
は
睡
眠
問
題
の
程
度
に
差
は
認
め

ら
れ
な
か
っ
た
そ
う
で
す
が
、
重
要
な
成
果
と
言
え
る

で
し
ょ
う
。

1. US National Institute for Occupational Safety and 
Health. Plain language about shiftwork. 1997:DHHS 
(NIOSH) Publication No.97-145.

2. Takahashi M, et al. Prioritizing sleep for healthy work 
schedules. J Physiol Anthropol. 2012;31:6.

3. 高橋正也ら．勤務時間の裁量権と健康及び労働関連指
標に関する追跡調査．労働安全衛生総合研究所特別研
究報告 2013;43:127-36.

　
大
半
の
人
々
が
眠
っ
て
い
る
時
間
帯
に
働
い

て
い
る
労
働
者
が
い
る
か
ら
こ
そ
、
今
の
私
た

ち
の
生
活
が
成
り
立
ち
ま
す
。
交
代
勤
務
に
伴

う
心
身
の
負
担
は
並
大
抵
の
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
交
代
勤
務
者
を
支

え
る
た
め
の
対
策
は
充
分
に
整
え
ら
れ
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
際
、
ど
の
よ
う
な
仕
事
に

就
い
て
い
る
か
を
よ
く
頭
に
入
れ
ま
し
ょ
う
。

厳
し
い
労
働
条
件
で
も
、
で
き
る
限
り
よ
く
眠

れ
、
よ
く
目
覚
め
ら
れ
る
よ
う
な
職
場
と
個
人

の
工
夫
が
大
事
に
な
り
ま
す
。

今
回
の
ま
と
め

交代勤務スケジュールの変更に伴う血圧と心拍数の変化図 4

変更前と変更約 8 カ月後に測定。逆：逆循環，正：正循環，柔：柔軟型。* 統計
的に有意な低下（P<0.05）。# 統計的に有意な低下傾向（P=0.06）。縦棒は標準誤差。

（Viitasalo ら，Scand J Work Environ Health 2008 より作成）
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大人のこだわり充実ライフ

茶
の
伝
来 

 

　
諸
説
あ
り
ま
す
が
、
茶
の
木
は
中
国
雲
南

省
あ
た
り
の
原
産
と
さ
れ
、
神
話
・
伝
承
を

た
ど
る
と
中
国
で
は
紀
元
前
２
７
０
０
年
頃

に
そ
の
栽
培
が
始
ま
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

当
初
は
薬
と
し
て
飲
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
、
紀

元
前
１
世
紀
・
漢
の
時
代
の
医
学
書
に
も
、

茶
と
お
ぼ
し
き
記
載
が
登
場
し
て
い
ま
す
。

　
時
代
は
下
り
、
茶
は
徐
々
に
嗜
好
品
と
し

て
飲
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
唐
の
時

代
に
は
茶
は
全
土
に
広
が
っ
て
い
た
と
推
測

さ
れ
て
い
ま
す
。
唐
の
茶
人
と
し
て
有
名
な

陸
羽
は
、
茶
の
起
源
か
ら
茶
器
、
製
造
方
法
、

茶
の
い
れ
方
等
を
記
し
た
『
茶
経
』
を
著
し

ま
し
た
。
そ
の
な
か
で
、
茶
の
種
類
と
し
て

觕
茶
（
そ
ち
ゃ
：
く
ず
茶
）、
散
茶
（
葉
茶
）、

餠
茶
（
へ
い
ち
ゃ
：
乾
燥
し
た
茶
葉
を
固
め

た
も
の
）、
末
茶
（
餠
茶
を
く
だ
い
て
粉
に
し

た
も
の
）
な
ど
を
あ
げ
て
お
り
、
す
で
に
こ
の

時
代
、
末
茶
が
登
場
し
て
い
て一
般
に
普
及
し

て
い
た
と
想
像
さ
れ
ま
す
。

　茶道は、和の真髄の代表格。
抹茶を点て、ふるまうだけでなく、
主・客が一体となって場をつくる、

一つの芸道として長くはぐくまれてきました。

茶の新芽

　緑茶や抹茶など、飲料としていれ
た茶の色は緑色。ところが日本語で
茶色というと栗の実の色をさします。
なぜでしょうか。
　「茶の実の色」や「発酵した茶の色」
など、これもいくつか説がありますが、
しばしばいわれるのが「茶を染料とし
て染めた布の色」だったという説です。
茶は、日本に伝来した平安時代から
江戸時代まで染料として利用されてお
り、やや緑がかった色合いから黒に
近い褐色まで、広い幅のある色です。
江戸時代には奢侈禁止令により派手
な色の着用が禁じられたこともあり、
「茶色」は大流行したのでした。
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は
そ
の
名
の
と
お
り
侘
び
寂
び
の
境
地
、
簡

素
化
・
簡
略
化
に
よ
る
も
て
な
し
の
心
を
追

求
し
ま
す
。
こ
の
精
神
は
珠
光
以
後
、
堺
の

豪
商
で
茶
人
の
武
野
紹
鴎
、
そ
し
て
そ
の
弟

子
の
千
利
休
な
ど
に
よ
り
完
成
し
た
の
で
し
た

（
た
だ
し
侘
茶
の
呼
び
名
が
生
ま
れ
る
の
は

江
戸
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
す
）。

　
茶
道
は
本
来
、
作
法
や

様
式
で
は
な
く
、
も
て
な

し
の
心
で
あ
り
、
同
時
に

そ
の
際
の
心
の
平
安
・
美

し
さ
の
追
求
だ
と
い
わ
れ

ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
主
客
の
一
体
感
が
重
要

と
な
り
、
場
で
あ
る
茶
室
や
掛
け
物
、
そ
し

て
茶
道
具
な
ど
は
茶
事
全
体
を
構
成
す
る
一

つ
の
要
素
と
し
て
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
が
、

茶
道
は
和
の
精
神
を
代
表
す
る
総
合
芸
術
で

あ
る
と
い
わ
れ
る
所
以
で
す
。

茶
道
の「
流
派
」

 

　
茶
道
、
茶
の
湯
に
は
、
そ
の
精
神
性
で
始

祖
と
仰
ぐ
人
が
お
り
、
い
く
つ
も
の
流
派
が
現

代
に
続
い
て
い
ま
す
。

　
侘
茶
を
完
成
し
た
と
い
わ
れ
る
千
利
休
で

す
が
、
利
休
以
前
に
創
始
さ
れ
た
流
派
に
は

奈
良
流
・
堺
流
・
東
山
流
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

利
休
以
後
で
は
、
利
休
の
実
子
の
千
道
安
の

流
れ
を
汲
む
宗
和
流
・
石
州
流
な
ど
や
、
利

休
の
養
子
で
あ
る
千
少
庵
・
そ
の
子
の
千
宗

旦
の
流
れ
を
汲
む
三
千
家
（
表
千
家
・
裏
千

家
・
武
者
小
路
千
家
）
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な

流
派
が
誕
生
し
ま
し
た
。

　
い
ず
れ
も
作
法
や
茶
道
具
に
違
い
が
あ
っ
た

り
し
ま
す
が
、
抹
茶
を
点
て
て
お
い
し
く
い
た

だ
く
た
め
、
も
て
な
し
の
心
を
大
切
に
す
る

点
は
共
通
で
す
。
そ
の
上
で
細
部
ま
で
お
ろ

そ
か
に
せ
ず
、
所
作
や
茶
道
具
が
ど
う
あ
る
べ

き
か
が
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
し
て
日
本
に
は
こ
の
時
代
に
、
遣
唐
使

に
よ
り
茶
が
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
頃
の

茶
は
餠
茶
だ
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
唐
伝

来
の
貴
重
品
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
僧
や
貴

族
な
ど
限
ら
れ
た
人
だ
け
が
口
に
し
て
い
た

よ
う
で
す
。
そ
の
た
め
遣
唐
使
が
廃
止
さ
れ

る
と
、
茶
を
飲
む
習
慣
は
や
が
て
廃
れ
て
し

ま
い
ま
し
た
。

侘
茶
の
成
立

 

　
いっ
た
ん
は
廃
れ
た
茶
で
す
が
、
１
１
９
１

年
に
禅
宗
の
僧
・
栄
西
が
南
宋
か
ら
茶
の
種

や
苗
木
を
持
ち
帰
り
、
鎌
倉
時
代
に
は
再
び

茶
が
広
ま
り
ま
し
た
。
栄
西
は
将
軍
・
源

実
朝
に
茶
の
効
能
を
説
い
た
と
さ
れ
て
お
り
、

当
初
は
今
の
何
倍
も
濃
く
い
れ
た
茶
を
飲
用

す
る
、
薬
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

し
か
し
茶
の
栽
培
が
広
ま
る
と
と
も
に
嗜
好

品
と
し
て
飲
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、
武
士
階

級
に
も
茶
を
点
て
る
習
慣
が
浸
透
し
た
の
で

し
た
。
室
町
時
代
の
将
軍
・
足
利
義
満
は
宇

治
に
指
定
の
茶
園
を
作
り
、
茶
の
栽
培
を
奨

励
し
た
と
い
わ
れ
、
さ
ら
に
織
田
信
長
や
豊

臣
秀
吉
な
ど
も
茶
を
愛
し
た
戦
国
大
名
と
し

て
知
ら
れ
ま
す
。

　
日
本
独
自
の
茶
の
習
慣
「
侘
茶
」
は
、
こ

の
時
代
に
完
成
し
た
と
いっ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
侘
茶
は
、
室
町
時
代
中
頃
の
茶
人
・
村
田

珠
光
に
始
ま
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
ま
で

武
士
や
大
名
が
書
院
で
行
っ
て
い
た
茶
の
湯
が

華
美
に
走
り
が
ち
だ
っ
た
の
に
対
し
、
侘
茶

　簡単にいうと抹茶は、茶の葉を蒸してから乾燥させ
て石臼でひいて粉にしたもの。ただし寿司屋等で供さ
れる粉茶（煎茶を粉末にした茶）とは異なり、よしず
等で覆って直射日光が強く当たらないように育てた茶
の木から摘んだ「碾茶」を原料としています（粉茶は通
常の緑茶の葉が原料）。そのため抹茶は旨み成分であ
るテアニンを多く含むのに対し、粉茶にはカテキンが多
くなります。
　抹茶には薄茶と濃茶、２種類があります。

　薄茶は比較的樹齢の浅い若木から摘んだ茶葉を使
うもので、茶の木は日差しをさえぎる覆いもやや簡単
にして育てます。量はやや控えめにしてお茶を点て、鮮
やかな緑のお茶になります。濃茶は日光を強くさえぎっ
て育てた茶の古木の若葉の芽先部分を使い、湯に対し
て多めの量の茶を使い、濃い緑色のトロリとしたお茶
になります。

　一般に茶道というと、抹茶を点てるもの（抹茶道）
をいいます。
　それに対し、江戸時代に気軽に茶を楽しむこと
を目的に誕生したのが煎茶道です。抹茶と異なり、
煎茶や玉露などの茶葉を急須等でいれて飲むもの
で、当時流行した清の時代の中国文化の影響など
も受けつつ、書画を愛でつつ対話を交わし、茶を
楽しむ姿が理想とされました。
　こちらも、今も多くの流派が存在します。

千利休

濃茶薄茶
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10

私たちは２つの機関から
年８回の検査精度の

チェックを受けています
　評価法の異なる全国労働衛生団体連
合会（全衛連）と日本総合健診医学会に
よって、当財団の検査精度を10 年前か
ら毎年チェックし、血液検査・レントゲ
ン検査・心電図等、どの検査も良好との
評価をいただいています。

＂確かな健診＂を
お受けいただくために
“データヘルス計画 ”時代ともいえる昨今、
高品質な健診･効果のある健診システムが求められています。
これは価格だけによる競争入札では見えてきません。
最近では、労働衛生サービス機能評価認定の有無や
各種有資格者の在籍状況、研修制度等への取り組み状況、
円滑な受診状況、受診率向上や健診結果の理解、
重症化予防のための工夫等の提案やアピールなど、
提案書の提示が求められるようになってきました。
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当財団の健康診断・人間ドックに関する
お問い合わせは右記へご連絡ください

03-5420-8011
jhpf@e-kenkou21.or.jp（一財）日本健康増進財団 メール

☎

｢労働衛生サービス機能評価｣
の認定を更新（4回目）

　平成 29 年１月13 日、丸一日をかけて
以下の１３１事項を書類審査し、その現
場の実地審査も行われています。

　毎回厳しさを増し、今回は４項目のさらなる改善、“特に優れて他の認定施設の範となる ”４項目も指摘されま
した。“毎年組織を挙げて自主監査を実施し、検討会がきめ細かく行われ、自主監査が形式的でなく改善確認まで
組織的に行われ、監査の意識が高く監査で気付いたこと、提案されたことをもとに標準作業書を改めるなど、他の
認定施設より優れている。”と評価されました。
　このように当財団は、健診の品質を日常的に管理し、第三者機関のチェックと指導を受け、高品質な健診サービ
スを安定的に供給できる健診機関として認められ、毎回進化しています。

１. 組織のあり方に関する基本：基本方針・普及啓発と社会貢献
２. 組織 ･ 運営管理体制の確立と人材育成：組織図 ･ 職務分掌、人的配置、人材育成、施設 ･ 設備の管理、

外部委託業務管理、廃棄物管理、自主監査中心のマネジメントシステム等
３. 健診業務における危機管理の実践：危機管理体制、個人情報保護対策とセキュリティ対策

４. 健診業務の標準化と精度管理・機器管理：健診受託契約 ･ 健診計画と準備、健診受付･ 計測 ･ 生理機
能検査 ･ 胸部Ｘ線検査、尿や血液検体の採取 ･ 検査、問診 ･ 診察、各検査や外部委託する検体検査の
精度管理、健診機器 ･ 装置等の管理等

５. 巡回健診の適正な実施：健診スタッフの配置･資機材の準備、巡回健診の受診環境 ･ 採取検体の適切な
管理、健診現場での救命 ･救急措置等

６. 特殊健診の適正実施：労働衛生検査、特殊健診の適切な実施等
７. 結果の判定：検査結果の判定と総合判定、胸部Ｘ線の読影、異常値 ･ 異常所見の緊急連絡等
８.データ処理と提供：健診データの入･出力、健診結果の提供、保管 ･貸出し･ 廃棄等

９. メンタルヘルス支援活動：支援体制、ストレスチェックの実施と結果による相談対応と守秘、事業者の申
出による医師面接指導等

10. 健診結果等のフォロー ･ 事業場支援態勢：健診実施後の個別対応、産業保健支援業務の受託態勢等

組織と運営管理Ⅰ

良質な健診業務の実施Ⅱ

産業保健支援活動Ⅲ


