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｢ホーセの見

てある記｣は 

← こちら 

橋爪法一 検 索 

【シロヨメナ】キク科

の多年草。漢字で「白

嫁菜」と書きます。草

丈は30㌢～150㌢。

車から見たときはシラ

ヤマギクかと思いまし

た。でも、花の付き方

が違い、ノコンギクに

似た花でした。花期は

9月から10月。花言葉

は「隠れた美しさ」

「無邪気」「信頼」。

写真は9月9日、郷津海

岸付近の山にて撮影。 

「直江津地域に多くの診療科を備えた総

合病院を残してください」「病院の再編

統合を進めるのではなく、住民が身近に

かかれる病院を各地に残すように地域医

療構想を見直してください」「医師･看護

師を増やすための抜本的な対策を講じて

ください」。この３本柱での署名は１万

4740人分にもなりました。 

 運動を進めてきた上越地域の医療を守

る会（代表石田秀男さん）は9日、会の

幹部とともに新潟県庁を訪れ、この署名

を花角新潟県知事に提出しました。提出

にあたっては、要請文を添えました。以

下はその要請文です。 

 昨年６月、「私たちの街から病院が

なくなる」という衝撃が、上越地域全

体を駆け巡りました。上越地域医療構

想調整会議で、新潟労災病院の閉院計

画が発表されたためです。新潟労災病

院は、もともとは「勤労者の健康障害

の予防、診断、治療、早期職場復帰の

為に、専門的医療を実施する病院」と

して生まれたものでしたが、現在では直

江津地域の住民である私たちが頼りにし

ている唯一で身近な総合病院となりまし

た。この間、いくつもの診療科が閉鎖さ

れ、病床数も少なくなってきてはいるも

のの、新潟労災病院は今もなお地域住民

の命と健康のよりどころです。 

 この労災病院がなくなることで、地域

の住民は｢医者にかかれない｣｢通えない｣

など、不安に駆られています。不安に駆

られているのは、この病院の近くに住ん

でいる住民だけではありません。ＪＲの

駅から歩いて行ける上越地域唯一の病院

として、ＪＲ信越線やほくほく線、トキ

鉄の沿線住民からも頼りにされているだ

けに、そうした住民も大きな不安に駆ら

れています。 

 私たちの願いは、「必要なときはいつ

でもどこからでも容易に病院に行けて、

十分な検査や治療を受けられるよう医療

体制が整備されること」です。このこと

は決して贅沢な願いではなく、命と健康

を守るためのほんのささやかな願いでは

ないでしょうか。（中略） 

 貴県が主導する地域医療構想では、こ

の医師不足の現状を打開する方策を何ら

示さず「『地域で高度な医療を支える柱

となる病院』に医療資源（医師）を集約

化」するなどとしています。地域の中核

になる病院を充実･強化することは大切な

ことですが、その病院にのみ医師を集中

させることは、中核病院から遠距離の地

域に住む住民の命と健康をないがしろに

することでもあり、とうてい納得できる

ことではありません。 

 対応した県の 

担当課長は、住 

民の願いを無 

視する姿勢で 

した。許せま 

せん。運動を 

続けます。 

 ８日、「混声合唱団さくら草20周年記念コン

サート」に行ってきました。 

 元高田農業高校教員の高野喜久雄さん（故人）

作詞作曲の「水の命」、杉みき子さん作詞の「妙

高山に」など、この上越で生まれた曲のいくつか

を聴くことができました。素敵な合唱でした。   

 この5月に吉川区内で生まれたコウノ

トリの１羽がまだ近くにいました。こ

の鳥は一番最後に巣立ったオスです。4

日、吉川区小苗代地内にて撮影。 
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上越地域各消防署における 

空間放射線量率測定結果 
 測定は毎日午前9時。数値はマイクロシー

ベルト。１時間当たりの測定量です。  

 消防署によると、通常は１時間当たり

0.016～0.16μSv(マイクロシーベルト)だと

のことです。 

 9月4日(水) 9月11日(水) 

上越消防署 ０．０５３ ０．０５０ 

上越南消防署 ０．０４３ ０．０４７ 

新井消防署 ０．０５０ ０．０５０ 

頸北消防署 ０．０３７ ０．０５０ 

頸南消防署 ０．０６０ ０．０６０ 

東頸消防署 ０．０４０ ０．０５０ 

名立分遣所 ０．０６０ ０．０６０ 

高士分遣所 ０．０５３ ０．０５０ 

 

暑
い
日
が
続
き
ま
す
ね
。
で
も
先
日
、
夏
の
終

わ
り
の
匂
い
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
し
た
ら
こ
ん

な
感
じ
だ
ろ
う
、
と
思
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

久
し
ぶ
り
に
近
く
の
代
石
池
（
た
い
し
い
け
）

ま
で
行
き
、
車
を
降
り
た
途
端
、
ち
ょ
っ
ぴ
り
焼

け
た
よ
う
な
匂
い
が
し
ま
し
た
。
匂
い
の
出
ど
こ

ろ
は
、
猛
暑
で
枯
れ
始
め
た
ス
ス
キ
で
す
。
朝
露

に
濡
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

今
年
の
夏
は
三
〇
度
を
超
え
る
日
が
続
き
、
日

当
た
り
の
い
い
場
所
の
草
花
は
徹
底
的
に
痛
め
つ

け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
こ
の
ス
ス
キ
が
枯
れ
て
き
て

い
る
の
も
そ
の
せ
い
で
す
し
、
そ
の
近
く
に
あ
る

ナ
ツ
ハ
ゼ
（
別
名
ア
タ
ヅ
キ
と
も
）
の
木
の
葉
も

枯
れ
、
落
ち
て
い
ま
し
た
。
ナ
ツ
ハ
ゼ
は
普
通
な

ら
も
う
ひ
と
月
も
先
に
な
っ
て
か
ら
実
が
熟
し
、

食
べ
ご
ろ
に
な
る
の
で
す
が
、
す
で
に
黒
く
な
っ

て
い
る
も
の
が
い
く
つ
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
黒

い
実
を
口
の
中
に
入
れ
て
み
る
と
、
ゴ
ム
の
よ
う

に
弾
力
が
あ
り
、
味
は
い
ま
一
つ
で
し
た
。 

 

池
に
は
周
回
道
路
が
あ
り
、
少
し
歩
き
始
め
た

と
こ
ろ
に
、
ナ
ラ
の
木
が
道
路
を
ふ
さ
ぐ
よ
う
に

倒
れ
て
い
ま
し
た
。
木
の
幹
の
太
さ
は
一
〇
㌢
く

ら
い
で
、
高
さ
は
五
㍍
近
く
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま

す
。
風
で
倒
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
根
元
を
虫
に

食
わ
れ
て
し
ま
っ
た
か
、
ど
ち
ら
か
で
し
ょ
う
。

ど
ち
ら
に
せ
よ
、
何
と
な
く
、
ひ
ょ
ろ
ひ
ょ
ろ
と

伸
び
た
よ
う
な
雰
囲
気
の
あ
る
木
で
し
た
。 

 

そ
の
根
元
の
部
分
に
小
さ
な
白
い
も
の
が
見
え

ま
し
た
。
そ
れ
も
見
た
こ
と
の
な
い
形
に
な
っ
て

い
ま
し
た
が
、
間
違
い
な
く
花
で
す
。
花
は
草
ア

ジ
サ
イ
の
よ
う
に
も
見
え
ま
し
た
が
、
明
ら
か
に

低
木
の
花
で
、
一
部
は
薄
い
ピ
ン
ク
色
に
な
っ
て

い
ま
し
た
。
ス
マ
ホ
を
持
っ
て
近
づ
き
、
何
枚
か

写
真
を
撮
り
ま
し
た
。
そ
の
上
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
何
の
花
か
調
べ
た
と
こ
ろ
、
ツ
ツ
ジ
科
の
ホ

ツ
ツ
ジ
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
花
は
明

ら
か
に
終
わ
り
に
近
く
、
形
は
少
し
崩
れ
て
い
ま

し
た
。
わ
か
り
に
く
い
わ
け
で
す
。 

 

ホ
ツ
ツ
ジ
は
尾
神
岳
の
展
望
台
の
す
ぐ
東
側
に

あ
る
雑
木
の
な
か
で
一
斉
に
花
を
咲
か
せ
て
い
る

と
こ
ろ
を
み
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
小
さ
く
て
可

愛
ら
し
い
花
で
し
た
。
そ
れ
と
同
じ
花
が
平
場
の

池
の
周
り
に
あ
る
と
は
…
…
。 

 

 

そ
れ
か
ら
、
五
歩
ほ
ど
歩
い
た
所
で
、
こ
の
ホ

ツ
ツ
ジ
が
ま
と
ま
っ
て
花
を
咲
か
せ
て
い
る
場
所

を
見
つ
け
ま
し
た
。
ナ
ラ
の
木
が
倒
れ
た
場
所
と

は
違
い
日
当
た
り
が
悪
く
開
花
が
遅
か
っ
た
の
で

し
ょ
う
、
花
の
形
は
ま
だ
し
ゃ
ん
と
し
て
い
て
、

崩
れ
た
感
じ
に
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

そ
こ
か
ら
離
れ
、
数
㍍
歩
く
と
、
ナ
ツ
ハ
ゼ
が

小
さ
な
緑
色
の
実
を
生
（
な
）
ら
し
て
い
ま
し

た
。
葉
も
し
っ
か
り
つ
い
て
い
ま
し
た
。
こ
ち
ら

も
日
当
た
り
が
悪
い
所
で
す
。
葉
は
青
々
と
し
て

い
て
、
ま
っ
た
く
落
ち
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 
さ
ら
に
進
む
と
、
ヤ
マ
ウ
ル
シ
の
木
が
何
本
か

あ
り
、
そ
の
中
の
一
枚
の
葉
が
赤
く
な
り
始
め
て

い
ま
し
た
。
ヤ
マ
ウ
ル
シ
の
葉
は
赤
飯
に
使
う
朴

の
木
の
葉
の
半
分
ほ
ど
の
大
き
さ
で
す
。
何
枚
も

の
緑
色
の
葉
の
な
か
で
、
こ
の
一
枚
だ
け
が
特
別

目
立
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

こ
の
紅
葉
を
撮
る
た
め
に
カ
メ
ラ
を
向
け
た

ら
、
そ
の
奥
に
白
い
野
の
花
が
あ
り
ま
し
た
。
キ

ク
科
の
シ
ラ
ヤ
マ
ギ
ク
で
す
。
真
っ
白
な
菊
の
花

を
ま
ば
ら
に
咲
か
せ
て
い
ま
し
た
。
よ
く
見
る

と
、
シ
ラ
ヤ
マ
ギ
ク
は
こ
こ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
こ
の
先
に
も
数
本
、
花
を
咲
か
せ
て

い
る
場
所
が
見
え
た
の
で
す
。 

 

こ
の
日
、
周
回
道
路
を
歩
い
て
出
合
っ
た
野
の

花
は
、
ホ
ツ
ツ
ジ
、
シ
ラ
ヤ
マ
ギ
ク
、
オ
ト
コ
エ

シ
、
オ
ヤ
マ
ボ
ク
チ
、
ハ
ギ
な
ど
で
す
。
す
で
に

終
わ
り
に
近
づ
い
て
い
る
も
の
、
盛
り
と
な
っ
て

い
る
も
の
、
こ
れ
か
ら
咲
か
せ
る
準
備
に
入
っ
て

い
る
も
の
な
ど
様
々
で
し
た
。 

 

野
の
花
や
セ
ミ
の
鳴
き
声
な
ど
が
季
節
の
変
化

を
伝
え
て
く
れ
る
こ
と
は
、
長
年
の
経
験
の
中
で

頭
の
中
に
し
っ
か
り
入
っ
て
い
ま
す
。
で
も
野
に

あ
る
も
の
の
匂
い
で
夏
の
終
わ
り
を
意
識
し
た
の

は
今
回
が
初
め
て
で
す
。
車
に
再
び
乗
り
込
も
う

と
し
た
時
、
ま
た
枯
れ
た
ス
ス
キ
の
匂
い
が
漂
っ

て
い
ま
し
た
。 

 いけばな小原流の「みんなの

花展」をのぞいてきました。何

人かの知人が出展していまし

た。私が関心持っていたのは、

この時期、どんな植物、野の花

を入れるかです。夏はぜやヤツ

デをうまく使った作品がありま

した。ホトトギスやリンドウが

もう咲いているとは驚きまし

た。会場では、一人の女性か

ら、「コウノトリはいまどこにいますか」と訊かれました。見たことのあ

る顔の人でしたが、いまもって思い出せません。吉川区在住の人かも。  

 鉄道写真家・中井精也さんの

「トキめき鉄道の旅」で二本木

駅などが紹介されていました。 

 妙高山を望む風景、スイッチ

バックのことはもちろんのこ

と、駅舎内での喫茶店を核にし

た地域づくりも話題となってい

ました。 

 素敵な番組でした。 


