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概 要
①開催日 2023年10月31日（火）

午前 開会式、総会、学会長講演、特別講演、シンポジウム、
地方衛生研究所研修フォーラム、ランチョンセミナー、
一般演題（示説）、企業・一般展示

午後 特別講演、教育講演、メインシンポジウム、シンポジウム、
優秀演題賞選考会、指導医講習会、スポンサードシンポジウム、
一般演題（口演・示説）、自由集会、企業・一般展示

2023年11月1日（水）
午前 特別講演、メインシンポジウム、シンポジウム、国際参加賞受賞講演、

ランチョンセミナー、一般演題（口演・示説）、企業・一般展示
午後 特別講演、教育講演、メインシンポジウム、シンポジウム、奨励賞受賞講演、

保健師職能研修会、一般演題（口演・示説）、自由集会、
上映会、企業・一般展示、意見交換会、優秀演題賞表彰式、第九特別演奏会

2023年11月2日（木）
午前 教育講演、メインシンポジウム、シンポジウム、一般演題（口演・示説）、

企業・一般展示
午後 特別講演、公開シンポジウム、シンポジウム、一般演題（口演・示説）、

2023年 感染症事例のリスクアセスメント研修会、閉会式

②会場 つくば国際会議場
〒305−0032 茨城県つくば市竹園2丁目20−3

③開催形式 現地開催＋オンデマンド配信

オンデマンド配信期間
・シンポジウム・講演等
2023年11月16日（木）～12月15日（金）
＊オンデマンド配信は特別講演、メインシンポジウム等一部の主要プログラムに限ります
＊第九特別演奏会、公開シンポジウムは LIVE配信を予定しています

抄録本文は、学会総会のホームページで閲覧可能です。
＊閲覧には参加登録が必要です

④総会テーマ 実践と研究のシナジーが織りなす保健医療介護サービスの進化と調和

⑤総会HP http://jsph82.umin.jp

⑥事務局 実行委員会事務局・学術部会事務局
筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分野

第82回日本公衆衛生学会総会 運営事務局
株式会社コンベンションプラス内
〒113−0034 東京都文京区湯島2−31−14 湯島ファーストジェネシスビル5F
TEL：03−4355−1138 FAX：03−6837−5339
Email：jsph82@conventionplus.com
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行 事 名
日 程

会 場
月 日 時 間

関連行事
日本公衆衛生学会代議員会 2023年10月30日（月） 13:00～14:00 つくば国際会議場 会議室202

日本公衆衛生雑誌拡大編集委員会 2023年10月31日（火） 12:10～13:10 つくば国際会議場 会議室405

公衆衛生モニタリング・レポート拡大委員会 2023年11月 1日（水） 12:05～13:05 つくば国際会議場 会議室406

2023年 感染症事例の
リスクアセスメント研修会 2023年11月 2日（木） 13:00～17:00 つくば国際会議場 会議室201・202

保健師職能研修会 2023年11月 1日（水） 18:00～20:00 つくば国際会議場 会議室406

地方衛生研究所研修フォーラム 2023年10月31日（火） 10:20～11:50 つくば国際会議場 会議室406

公衆衛生大学院プログラム校
連絡会議2023年度会合 2023年11月 2日（木） 13:00～15:00 つくば国際会議場 会議室304

公衆衛生専門家のつどい 2023年11月 1日（水） 14:00～16:00 つくば国際会議場 会議室304

自由集会 2023年10月31日（火）
～11月 1日（水） 18:00～20:00 つくば国際会議場

付随行事
全国衛生学公衆衛生学教育協議会総会 2023年10月30日（月） 15:00～17:00 つくば国際会議場 会議室201

全国衛生学公衆衛生学教育協議会世話人会 2023年10月30日（月） 17:00～18:00 つくば国際会議場 会議室304

全国衛生部長会
2023年10月30日（月） 13:00～15:00 つくば国際会議場 中ホール200

総会
全国保健所長会

2023年10月30日（月） 10:00～17:00 つくば国際会議場 大会議室
第80回総会

地方衛生研究所全国協議会
2023年10月30日（月） 13:00～17:00 つくば国際会議場 会議室201

第74回総会

関連・付随行事



6

（2023年8月1日現在）

●役員

運営組織体制

名 誉 学 会 長 大井川 和 彦 茨城県知事
名 誉 顧 問 五十嵐 立 青 つくば市長
学 会 長 田 宮 菜奈子 筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分野教授

筑波大学ヘルスサービス研究開発センター長
副 学 会 長 鈴 木 邦 彦 一般社団法人茨城県医師会長

森 川 博 司 茨城県保健医療部長
杉 山 晃 つくば市保健部長

顧 問 永 田 恭 介 筑波大学長
監 事 山 口 雅 樹 茨城県保健医療部保健政策課長

中 根 英 明 つくば市保健部次長

氏 名 所 属
委 員 長 田 宮 菜奈子 筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分野教授

ヘルスサービス研究開発センター長
副 委 員 長 松 﨑 信 夫 一般社団法人茨城県医師会副会長

森 川 博 司 茨城県保健医療部長
委 員 浅 川 育 世 公益社団法人茨城県理学療法士会会長
（五十音順） 礒 山 あけみ 一般社団法人茨城県助産師会会長

入 江 ふじこ 茨城県保健所長会会長
入 江 三弥子 公益社団法人茨城県栄養士会会長
岩 村 昌 子 公益社団法人茨城県歯科衛生士会会長
宇佐美 晃 公益社団法人茨城県獣医師会会長
大 場 耕 一 公益社団法人茨城県作業療法士会会長
榊 正 幸 公益社団法人茨城県歯科医師会会長
佐々木 恵 美 茨城県精神保健福祉センターセンター長
白 川 洋 子 公益社団法人茨城県看護協会会長
杉 江 征 一般社団法人茨城県公認心理師協会会長
鈴 木 邦 彦 一般社団法人茨城県医療法人協会理事長
染 谷 森 雄 茨城県町村会会長
高 沢 彰 一般社団法人茨城県精神科病院協会会長
竹之内 章 代 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会会長

一般社団法人茨城県社会福祉士会会長
圓 谷 明 男 公益社団法人茨城県診療放射線技師会会長
冨 田 靖 英 茨城県精神保健福祉士会会長
根 本 誠 一 公益社団法人茨城県臨床検査技師会会長
原 晃 筑波大学附属病院長
福 井 次 矢 東京医科大学茨城医療センター
堀 孝 文 茨城県立こころの医療センター病院長
真 家 栄 子 茨城県食生活改善推進員協議会会長
松 村 明 茨城県立医療大学学長
森 久 紀 一般社団法人茨城県介護福祉士会会長
諸 岡 信 裕 独立行政法人労働者健康安全機構茨城県産業保健総合支援センター所長
柳 岡 知 子 茨城県保健医療部衛生研究所所長
山 口 伸 樹 茨城県市長会会長
横 濱 明 公益社団法人茨城県薬剤師会会長

氏 名 所 属
部 会 長 山 海 知 子 筑波大学医学医療系地域健康・公衆衛生看護学教授
委 員 相 崎 扶友美 東京都児童相談センター治療指導課医長
（五十音順） 相 田 潤 東京医科歯科大学歯学部健康推進歯学分野教授

●実行委員会

●学術部会
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氏 名 所 属
相 羽 美 幸 東洋学園大学人間科学部准教授
阿 部 智 一 筑波記念病院救急科診療部長
安 梅 勅 江 筑波大学医学医療系国際発達ケア：エンパワメント科学研究室教授
井 澤 智 子 茨城県日立保健所所長
石 田 久美子 茨城県竜ケ崎保健所所長
石 丸 美 穂 東京医科歯科大学総合教育機構特任助教
市 川 政 雄 筑波大学医学医療系国際社会医学分野教授
井 口 竜 太 筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分野准教授
入 江 ふじこ 茨城県土浦保健所所長
岩 上 将 夫 筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分野准教授
上 地 勝 茨城大学教育学部学校教育教員養成課程教科教育コース保健体育教室教授
大 藏 倫 博 筑波大学体育系大藏研究室教授
大 谷 幹 伸 茨城県古河保健所所長
大 宮 朋 子 筑波大学医学医療系地域健康・公衆衛生看護学准教授
緒 方 剛 茨城県潮来保健所所長
小 畠 真 奈 筑波大学医学医療系産婦人科学准教授
柏 木 聖 代 東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科ヘルスサービスリサーチ看護学教授
金 本 真 也 茨城県ひたちなか保健所所長
叶 多 博 美 茨城キリスト教大学看護学部看護学科准教授
黒 田 直 明 つくば市役所保健部顧問
五 所 正 彦 筑波大学医学医療系生物統計学教授
近 藤 正 英 筑波大学医学医療系保健医療政策分野教授
佐 方 信 夫 平成医療福祉グループ総合研究所所長
笹 原 信一朗 筑波大学医学医療系産業精神医学・宇宙医学グループ准教授
杉 山 雄 大 筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分野教授
高 橋 晶 筑波大学医学医療系臨床医学域災害・地域精神医学准教授

茨城県立こころの医療センター地域・災害支援部長・室長
高 橋 秀 人 帝京平成大学教授
竹 田 一 則 筑波大学人間系障害科学教授
武 田 文 筑波大学体育系健康教育学領域教授
太刀川 弘 和 筑波大学医学医療系臨床医学域災害・地域精神医学教授
中 田 由 夫 筑波大学体育系准教授
中 山 祥 嗣 国立環境研究所環境リスク・健康領域次長
西 信 雄 聖路加国際大学大学院公衆衛生学研究科研究科長
野 田 秀 平 茨城県つくば保健所所長
橋 爪 祐 美 筑波大学医学群看護学類高齢者看護学准教授
服 部 早 苗 茨城県つくば保健所
平 野 千 秋 きぬ医師会病院小児科診療科長
堀 田 和 司 茨城県立医療大学理学療法学・作業療法学専攻教授
堀 愛 筑波大学医学医療系国際社会医学研究室准教授
本 多 めぐみ 茨城県筑西保健所所長
松 澤 明 美 北海道大学医学部保健学科教授
松 田 智 行 茨城県立医療大学保健医療学部理学療法学科准教授
丸 尾 和 司 筑波大学医学医療系生物統計学准教授
翠 川 晴 彦 筑波大学附属病院精神神経科講師
森 田 展 彰 筑波大学医学医療系社会精神保健学准教授
森 山 葉 子 国立保健医療科学院上席主任研究官
門 間 貴 史 筑波大学体育系助教
柳 岡 知 子 茨城県衛生研究所所長
山 岸 良 匡 筑波大学医学医療系社会健康医学研究室教授
山 本 秀 樹 帝京大学薬学部環境衛生学研究室教授
吉 見 富 洋 茨城県中央保健所所長
我 妻 ゆき子 筑波大学医学医療系臨床試験・臨床疫学研究室教授
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No 参加登録方法 支払区分 申込期限 支払期限 参加証

1
事前参加登録
（8,000円）

クレジットカード 9月19日（火）まで
※カード決済をお済ませください 会場にて受取り

銀行振込 9月19日（火）まで 9月29日（金）
15時まで 会場にて受取り

2
参加登録
［会期前］
（10,000円）

クレジットカード 来場まで
※カード決済をお済ませください 会場にて受取り

銀行振込 10月25日（水）
17時まで

10月27日（金）
15時まで 会場にて受取り

3
参加登録
［会期中］
（10,000円）

クレジットカード 会場にて受取り

現地支払い
（現金） 会場にて受取り

4
参加登録
［会期後］
（10,000円）

クレジットカード 11月3日（金）～
12月15日（金）正午まで 順次発送

参加される方へのお知らせ
総会 HP（http://jsph82.umin.jp）より詳細ご確認ください。

1．第82回総会にご参加の皆様へ
（１）参加証（ネームカード）の着用について

会場へ入場する際には、必ず参加証（ネームカード）をご着用ください。
申込期限、支払期限は、下記のとおりです。
なお、会期後にお申込をされた方は、会期後に順次発送となります。

参加証の受取り方法
「参加登録証明書」を開催日に会場受付にご提出ください。MyPageよりダウンロードいただけます。
※オンデマンドのみご参加の場合は会期後に郵送いたします。

（２）当日受付
場 所：つくば国際会議場 1F ホワイエ

日 時：10月31日（火）8:00～17:30
11月 1日（水）8:00～17:00
11月 2日（木）8:00～15:00

（３）表彰式
本総会では、以下の通り、表彰式を開催いたします。

■優秀演題賞表彰式
日 時：11月1日（水）意見交換会にて（19:00頃～）
会 場：つくば国際会議場 1F ホワイエ

■奨励賞表彰式
日 時：11月1日（水）講演終了後（16:50頃～）
会 場：第2会場 つくば国際会議場 大会議室

（４）ランチョンセミナー整理券配布
配布場所：つくば国際会議場 Leo Esakiメインホールホワイエ
配布日時：10月31日（火）8:00～11:00

11月 1日（水）8:00～11:00
※各日とも、セミナー当日分の整理券のみお一人1枚配布いたします。
※整理券の配布は先着順です。
※整理券は、該当セミナー開始時間後に無効となりますのでご注意ください。
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2．座長の方へ
【特別プログラム、シンポジウムの座長の方】
ご担当のプログラム開始10分前までに会場内ステージ向かって右手前方の「次座長席」へご着席ください。
担当時間内の運営は座長に一任いたしますが、終了が予定時間より遅れないようご協力をお願いいたします。

【一般演題（口演）の座長の方】
ご担当のセッション開始10分前までに会場内ステージ向かって右手前方の「次座長席」へご着席ください。1演
題の発表時間は10分（発表7分、質疑3分）です。限られた時間内で発表が円滑に進むようご配慮ください。

【一般演題（示説）の座長の方】
ご担当のセッション開始30分前までにポスター会場1（つくば国際会議場 多目的ホール）付近の「ポスター座長
受付」で座長用リボンをお受け取りいただき、10分前までにご担当セッションのポスター付近にて待機してくだ
さい。開始時刻となりましたら、セッションを開始してください（開始のアナウンスはありません）。1演題の発
表時間は10分（発表7分、質疑3分）です。セッション開始時刻と終了時刻は厳守してください。

3．演者の方へ
【特別プログラム、シンポジウムおよび一般演題（口演）の演者の方】
■ご集合時間
プログラム開始30分前までに、つくば国際会議場 Leo Esakiメインホール1Fの「PCデータ受付」で発表データの
受付を行ってください。

■発表形式
会場に用意する PCはWindows、発表スライドはスクリーンへ1面映写（16:9）となります。
ご発表は、演台に設置された操作パッドにて演者ご自身で操作をお願いします。
進行は座長に一任しておりますが、持ち時間は厳守してください。

■口演の質疑時間
口演は発表時間10分（発表7分、質疑3分）を厳守し、円滑な運営にご協力ください。

■PC受付
発表データの試写（確認）
必ずご発表の30分前までに PC受付でご発表データの試写（確認）をお願いします。
PC本体を持込みの場合も必ず PC受付にお立ち寄りください。

日時
10月31日（火）8:00～17:00
11月 1日（水）8:00～16:30
11月 2日（木）8:00～15:30

場所
つくば国際会議場 Leo Esakiメインホール1F
PC受付での発表データの修正作業は、準備進行の妨げになりますのでご遠慮ください。

（１）発表方法
・データをお持ち込みになって会場の PC（Windows）を用いるか、PC本体をお持ち込みになるか、のいずれか
です。
・いずれの場合も PowerPointを使用した発表です。
※35mmスライド、ビデオ、DVDでの発表はできませんのでご注意ください。
・発表スライドはスクリーンへの1面映写となります。スクリーンサイズは16：9です。
・セッションの進行及び演台スペースの関係上、PowerPointの発表者ツールはご使用できません。
発表原稿が必要な方は、予めプリントアウトしたものをご持参ください。

（２）データの持ち込み方法
1）発表データは PowerPointのみとし、USBフラッシュメモリまたは、CDRのメディアにてご持参ください。
その他のメディア（CDRW、MO、FD、ZIP等）は対応できませんのでご注意ください。

2）ご発表用アプリケーションは以下のバージョンをご用意いたします。
Microsoft PowerPoint
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3）Macで発表データを作成される場合は、ご自身の PC本体をお持ち込みください。
4）フォントは OS標準で装備されているものをご使用ください。画面レイアウトの崩れを防ぐには、下記フォ
ントのご使用をお薦めいたします。
1．推奨フォント/日本語の場合 MSゴシック、MSPゴシック、MS明朝、MSP明朝
2．推奨フォント/英語の場合 Arial、Century、Century Gothic、Times New Roman
※上記以外のフォントを使用した場合、文字や段落のずれ、文字化け、文字が表示されない等のトラブルが起
こる可能性があります。

5）事前にご自身でウイルスチェックを必ず行ってください。
6）動画をご使用の場合は、PowerPointとのリンク状態を保つ為、動画ファイルも同じフォルダに保存してくだ
さい。ファイル形式は、Windows Media Playerで動作するファイル形式でご用意ください。

7）動画および音声をご使用の場合は、ご自身の PC本体をお持ち込みください。
8）発表者ツールは使用できません。
9）お預かりした発表データは、総会終了後に事務局で完全消去いたします。

（３）PC本体をお持ち込みになる場合
1）PC本体をお持ち込みの方は、PC受付でのデータ確認終了後、発表会場のオペレーター卓（会場内左手前方）
までご自身で PC本体をお持ちください。なお、OSはWindows、Mac（OS 10以上）のどちらも使用可能です。

2）PC本体をお持ち込みの場合もバックアップとして USBフラッシュメモリまたは、CDRのメディアにてデー
タをご持参ください（容量：CDR 1枚以内、DVDは不可）。

3）PC本体をお持ち込みの場合は、外部ディスプレイ出力が可能であることを必ずご確認ください。
4）バッテリー切れを防ぐため電源アダプターをご持参ください。再起動することがありますのでパスワード入
力は不要と設定してください。

5）映像出力端子がMiniDsub15Pin、もしくは HDMIでないものは、接続アダプターをご持参ください。
6）スクリーンセーバー、省電力設定については、予めオフに設定してください。
7）お預かりしたPC本体は発表終了後、PCオペレーターより返却いたしますので、ご自身でお引き取りください。
8）発表者ツールは使用できません。

【一般演題（示説）の演者の方】

演題
番号 演題名・演者名・所属 200

900

100

200 700

21001800

（１）事務局準備品
事務局では以下のものをご用意いたします。
ボード ：1題ごとに縦2,100mm×横900mmの縦長のパネルをご用意いたし

ます。
演題番号 ：掲示板左上部に、演題番号（200mm×200mm）を取り付け表示し

ます。
ピン・画鋲：ポスター貼付用のピン・画鋲は事務局でご用意いたします。

テープ・糊は使用できません。

（２）ポスターの作成要領
図にある通り、縦1,800mm×横900mmが本文の貼付有効範囲です。
本文とは別に、縦200mm×横700mmの大きさに演題名・演者名・所属を記入
したものをご準備ください。右図のレイアウトが保たれれば、ポスター本文と
1枚に統合して印刷しても構いません。用紙の形式は特に決まりがありません。
文字の大きさは見やすく作成してください。

（３）示説の質疑時間
示説発表は座長制で行います。発表時間10分（発表7分、質疑3分）を厳守し、
円滑な運営にご協力ください。発表の方の専用受付デスクはありません。ポスターの掲示をもって受付といたし
ます。

4．座長・演者のみなさまへ
・総会 HP「座長・演者へのご案内」欄をご確認いただきますようお願いいたします。
（http://jsph82.umin.jp）

5．症例報告をする際の個人情報の取扱いに関する留意点
以下の各項目に記述された事項は、可能な限り遵守してください。
1）対象者個人の特定可能な氏名、病院名、入院番号・診療番号・検査番号等、イニシャルまたは「呼び名」は
記載しない。
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日本公衆衛生学会
〒160−0022 東京都新宿区新宿1−29−8 公衛ビル内
TEL：03−3352−4338 FAX：03−3352−4333
URL：https://www.jsph.jp/

日本公衆衛生学会
COI開示

発表者名：公衆太郎，衛生次郎，健康三郎

演題発表に関連し，発表者らに開示すべき
COI 関係にある企業などはありません。

日本公衆衛生学会
COI 開示

発表者名：公衆太郎，衛生次郎，健康三郎

演題発表に関連し，開示すべき COI 関係に
ある企業等は下記です。

（開示例）

発表者全員，過去 3 年間を一括して
講演料：A 会社，B 会社
原稿料：C 会社
奨学寄附金：B 会社，D 会社

2）対象者の住所は記載しない。但し、疾患の発生場所が病態等に関与する場合は都道府県名、二次医療圏名ま
でを記載することを可とする。

3）日付は、対象疾患の経過を知る上で必要となることが多いので、個人が特定できないと判断される場合は年
月までを記載してよい。

4）他の情報と診療科名を照合することにより対象者が特定され得る場合、診療科名は記載しない。
5）対象者の顔写真を提示する際には目を隠す。眼疾患の場合は、顔全体が分からないよう眼球のみの拡大写真
とする。

6）対象者を特定できる生検、剖検、画像情報に含まれる番号などは削除する。
7）対象者の職業歴、既往歴、家族歴、宗教歴、生活習慣・嗜好は、報告対象疾患との関連性が薄い場合は記述
しない。

8）公衆衛生学的視点から是非必要であり上記の配慮が一部困難な場合、もしくは上記の配慮をしても個人が特
定化される可能性のある場合は、発表に関する同意を対象者自身（または代理人、小児では保護者）から得
たことを明記する。

6．「COI に関する開示」について
日本公衆衛生学会「公衆衛生学研究の COI（利益相反）に関する指針と細則（https://www.jsph.jp/about/coi/index.
html）」に従って全ての発表者（筆頭演者および共同演者）は、事前と当日に COIに関しての自己申告と開示を
してください。詳細は日本公衆衛生学会までお問い合わせください。

■スライド開示例
発表者の COIの開示について

7．クロークについて
下記の通り、クロークをご用意いたします。
スペースに限りがございますので、荷物が収容数を超えた場合には、別の場所のご案内や、お預りをお断りする
ことがございます。予めご了承ください。

場 所：つくば国際会議場1F

日 時：10月31日（火）8:00～19:30
11月 1日（水）8:00～21:00
11月 2日（木）8:00～17:00



12

日 時 2023年10月31日（火）18:00～19:00
会 場 つくば国際会議場 Leo Esakiメインホール
講習単位 1単位
取得方法 会場、会期後オンデマンド配信いずれも可
申請方法 〈会場で聴講される方〉

会場入口で会場係員が「受講確認票」をお渡しします。
社会医学系専門医登録番号、連絡先（電話番号・メールアドレス）等をご記入いただき、会場退
出時に、会場係員に「受講確認票」を提出してください。引き換えに受講証をお渡しします。
〈会期後オンデマンド配信で受講される方〉
受講レポートをWordで作成の上、更新申請にご利用ください。

注意事項 ※事前参加登録は行いませんが、感染拡大の状況に応じて入場者数を制限させていただく場合が
ございます。あらかじめご了承ください。

対象セッション
および講習単位

教育講演1［1単位］［感染症］
メインシンポジウム3［1単位］［感染症］
2023年 感染症事例のリスクアセスメント研修会［1単位］［感染症］

取 得 方 法 会場、会期後オンデマンド配信いずれも可
※2023年 感染症事例のリスクアセスメント講習会は会場のみ

申 請 方 法 〈会場で聴講される方〉
会場入口で会場係員が「受講確認票」をお渡しします。
社会医学系専門医登録番号、連絡先（電話番号・メールアドレス）等をご記入いただき、
会場退出時に、会場係員に「受講確認票」を提出してください。引き換えに受講証をお渡
しします。
〈会期後オンデマンド配信で受講される方〉
受講レポートをWordで作成の上、更新申請にご利用ください。

8．託児について
つくば国際会議場内に託児所を設けております。第82回日本公衆衛生学会総会 HPで詳細をご確認ください。

9．昼食について
ランチョンセミナーで配布するお弁当数には限りがございますので、つくば国際会議場で販売される軽食や会場
から徒歩圏内の飲食店も併せてご利用ください。

10．会場での呼び出しについて
会場内での呼び出しは、原則として行いません。総合受付付近の連絡板をご利用ください。
会場内では携帯電話の電源を切るか、マナーモードに設定をお願いいたします。

11．取得単位について
○日本公衆衛生学会認定専門家について
本総会では、総会出席（25ポイント）、一般演題筆頭演者（30ポイント）、一般演題共同演者（15ポイント）が
認められます。

○社会医学系・指導医取得単位について
＊1回の学会参加にて申請できる K単位取得は上限がございますので、ご注意ください。
（上限）共通講習：3単位、選択講習：3単位、指導医講習会：1単位
＊受講対象：社会医学系専門医制度専門医および指導医（専攻医も受講可）
＊第82回日本公衆衛生学会総会参加者に限ります。事前に学会参加申込を行ってください。

指導医講習会：K単位

受講レポート用紙（指導医講習会）
ダウンロード（Word）

共通講習：K単位

受講レポート用紙（共通講習）
ダウンロード（Word）
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対象セッション
および講習単位

学会長講演［1単位］
メインシンポジウム1［1単位］
メインシンポジウム2［1単位］
メインシンポジウム4［1単位］
メインシンポジウム5［1単位］
教育講演2,3［各1単位］

取 得 方 法 会場、会期後オンデマンド配信いずれも可
申 請 方 法 〈会場で聴講される方〉

会場退出時に、会場係員が「受講証明書」をお渡しいたします。
社会医学系専門医登録番号、氏名をご記入ください。
〈会期後オンデマンド配信で受講される方〉
受講レポートをWordで作成の上、更新申請にご利用ください。

選択講習：K単位

受講レポート用紙（選択講習）
ダウンロード（Word）

「タイトル」の箇所は、実際に視聴した映像のタイトルを記入してください。
（例：メインシンポジウム1など）
その下に、学習した内容を要約する形でレポートを記入してください。
なお、1学術大会で獲得できる単位数は、選択受講項目は上限3単位まで、指導医講習会は上限1単位までと
なっています。
第82回日本公衆衛生学会総会オンデマンド配信では視聴ログを記録していません。証拠書類として、第82回日
本公衆衛生学会総会の参加証写しを添えて、更新などの申請時に提出してください。
本レポートは、1科目につき1ページで提出してください。
本レポートは、更新などの申請時に、必要な科目分のレポートをまとめて提出していただきます。
本レポートは、委員会にて、無作為に抽出して評価し、再視聴およびレポートの再提出を求める場合がありま
す。

社会医学系専門医・指導医：G単位
社会医学系の専門医・指導医の更新要件として、学会総会への参加は、鍵学会の場合、G単位2単位（鍵学会
でない場合1単位）となります。

更新申請時、参加証の控えを添えて提出ください。なお、参加証の再発行は行っておりません。

詳しくは、下記をご覧ください。

指導医の更新要件
http://shakaisenmoni.umin.jp/specialist/specialist03/
専門医の更新要件（ページの下の方をご覧ください）
http://shakaisenmoni.umin.jp/specialist/specialist02/

12．オンライン抄録集について
オンライン抄録集閲覧パスワード：jsph82tsukuba
本総会 HP（http://jsph82.umin.jp）よりご覧ください。
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会場周辺地図

つくばエクスプレス つくば駅 A3出口のエス
カレーターを上りきり、右側にバスターミナ
ルを見ながら直進。前方の花壇の階段もしく
はその右横の Biviつくばのエスカレーター
を上ってください。
歩行者専用道路（ペデストリアンデッキ）が
ございます。後は遊歩道を直進。途中左側に
会議場（エポカル）がありますが、それを超
えてさらに少し直進し、右側がつくば国際会
議場です。駅から徒歩12分ほどです。
※道中に誘導の係員が待機しております

会場までの交通アクセス

乗合タクシー（要予約）約80分
レンタカー：1日1000円キャンペーンあり

https://www.ibarakiairport.net/access/taxi/share/
https://www.ibarakiairport.net/rentacarcampaign/

会場への交通案内図
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ランチョンセミナー

会場案内図
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第１日目：10月31日（火）

開会式 総会

9:008:00 13:0010:00 11:00 12:00
3030 5050 35353030 5050

5555

1010 1005051010

2020

20 10 5040 20

4545 15 2530 30 40 404040

企業展示・一般展示・書籍展示

ポスター貼付・閲覧

第１会場
Leo Esaki
メインホール

第２会場
大会議室

第３会場
中ホール200

第４会場
会議室201

第５会場
会議室202

第６会場
中ホール300

第７会場
会議室405

第８会場
会議室406

ポスター会場
多目的ホール
1Fホワイエ

2Fメインホールホワイエ

つ

く

ば

国

際

会

議

場

特別講演1
茨城県における
保健医療分野
での取組

座長：曽根智史
演者：森川博司

シンポジウム1
健康危機管理の拠点
として求められる
保健所の機能
座長：白井千香
　　　尾島俊之

シンポジウム2
がん検診の利益・

不利益に関する知識を
共有するために
座長：斎藤　博
　　　松坂方士

シンポジウム5
VUCA 時代の医師の
確保・育成：公衆衛生
学を見据えた医学教育
からキャリアへの展開
座長：磯　博康、今中雄一

シンポジウム6
地域における自殺対策
座長：伊藤弘人
　　　堤　明純

シンポジウム8
後期高齢者健康
づくり質問票
作成の試みと保健
事業評価研究

座長：眞崎直子、田中貴子

シンポジウム9
地域共生社会に向けた
多様な世代間交流

プログラムの評価と展開
座長：藤原佳典
　　　亀井智子

シンポジウム12
日本における
難聴・聴力障害
～領域横断的な
対策に向けて

座長：猪原秀典、梅澤光政

シンポジウム13
総合政策型の「健幸まちづ
くり」　健康政策と都市政
策の連携で健康無関心層

をカバーする
座長：大澤絵里、久野譜也

シンポジウム14
がん検診における
Shared Decision 

Making
（共同意思決定）
座長：濱島ちさと、中山富雄

シンポジウム15
「保健所とプライマリ・
ケアとの協働」とは？
座長：町田宗仁
　　　近藤久禎

シンポジウム16
学校を核とした
生涯にわたる
健康づくり

座長：甲田勝康　
　　　山縣然太朗

シンポジウム17
パーソナルウェル

ビーイングの先進社会を
目指して

座長：橘とも子
　　　岩室紳也

地方衛生研究所研修フォーラム
地域保健法・感染症法等の改正
および新機構設立の目指すもの
座長：四宮博人、吉村和久

50

特別講演2
大学・国研連携型
スーパーサイエン
スシティの挑戦
座長：藤光智香
演者：鈴木健嗣

30

学会長講演
公衆衛生とヘルスサー
ビスリサーチー30年の
振り返りとこれから
演者：田宮菜奈子

ランチョンセミナー1
モデルナ・ジャパン株式会社

ランチョンセミナー2
ファストドクター株式会社

ランチョンセミナー3
一般財団法人

電気安全環境研究所
電磁界情報センター

ランチョンセミナー4
株式会社テックドクター

ランチョンセミナー5
武田薬品工業株式会社

日本公衆衛生学会雑誌
拡大編集委員会

日本公衆衛生協会
令和5年度

全国DHEAT 協議会

展示
多目的ホール
1Fホワイエ
2Fホワイエ

2Fメインホールホワイエ

小会議室304
小会議室401
小会議室402
小会議室403
小会議室404
小会議室407

4515

30

35 35 10 50

ポスター発表

4040

ポスター貼付・閲覧

30 40

2025

日程表
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※2023年8月28日時点の情報です。最新情報は総会ホームページをご確認ください。
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シンポジウム3
エンパワメント技術を
用いたアクション

リサーチ：研究と実践の
シナジー促進に向けて
座長：安梅勅江

シンポジウム4
携帯電話を用いた
感染症対策技術の
発展に向けて

座長：齋藤智也、高橋邦彦
5050

シンポジウム7
予防・健康づくりサービス
評価手法の最前線
座長：近藤尚己
　　　今中雄一

シンポジウム10
採用・育成・活躍に結びつく ! 
人材育成における大学と
行政のシナジー

座長：白井千香、杉山雄大

シンポジウム11
地域共生社会と包括的災害
保健医療福祉対策：点から面へ
「公衆衛生と地域福祉の融合」

座長：松本良二
　　　　　石田久美子　

メインシンポジウム1
公衆衛生大学院の今

座長：武林　亨、山本秀樹
演者：橋本英樹、福田吉治
　　　山本尚子・池田俊也

メインシンポジウム2
ヘルスサービスリサーチとは何か
座長：田宮菜奈子、東　尚弘
演者：田宮菜奈子、東　尚弘
　　松田晋哉、今中雄一
　　村松尚子、康永秀生

指導医講習会

優秀演題賞選考会

特別講演3
わが国第一号の公衆
衛生大学院創設と医
療の質の評価・改善、
その経緯と現状

座長：田宮菜奈子
　　阿部智一

演者：福井次矢　

教育講演1
COVID-19 への

対応
座長：前田秀雄
演者：大曲貴夫

スポンサードセッション
グーグル合同会社

口演1
第2分科会

3030

自由集会1
代表世話人：加藤誠也

自由集会2
代表世話人：杉山雄大

自由集会3
代表世話人：小橋　元

自由集会4
代表世話人：宮園将哉

自由集会7
代表世話人：福田英輝

自由集会5
代表世話人：藤原佳典

自由集会6
代表世話人：大久保一郎

45451515

3030

3535 3535 1010 5050

口演5
第3分科会2

口演4
第3分科会1

口演3
第4分科会2

口演2
第4分科会1

口演9
第24分科会4

口演8
第24分科会3

口演7
第24分科会2

口演6
第24分科会1

口演13
第14分科会2

口演12
第14分科会1

口演11
第13分科会2

口演10
第13分科会1

口演17
English
Session2

口演16
English
Session1

口演15
第11分科会

口演14
第9分科会

40 3030 4040

ポスター発表 ポスター発表 ポスター発表 ポスター撤去

自由集会8
代表世話人：相賀裕嗣

自由集会9
代表世話人：前川明宏

自由集会10
代表世話人：篠田邦彦

自由集会11
代表世話人：田中笑子

自由集会12
代表世話人：岡本玲子

自由集会13
代表世話人：山本秀樹

20202525
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第２日目：11月１日（水）
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特別講演4
制度として収集された医療
介護リアルワールドデータの
公益利用の現状と課題
座長：今中雄一
演者：山本隆一

シンポジウム18
身の回りに潜む健康リスクと
我が国の安全管理への取組
【国立保健医療科学院企画】
座長：牛山　明、戸次加奈江

シンポジウム21
こども家庭庁で母子
保健はどうなるか
座長：山縣然太朗
　　上原里程

メインシンポジウム4
公的医療介護データの公衆衛生への
利活用―データリンケージを中心に
座長：近藤尚己、野口晴子
演者：国光あやの、Susan Hodgson
　　　Cordell Golden、鈴木里彩

シンポジウム19
第４期特定健診・
特定保健指導の
要点と課題

座長：中山健夫、岡村智教

シンポジウム20
身体活動・座位指標を公衆衛
生研究に利用するために押さ
えておきたいポイントと課題
座長：井上　茂、小野　玲

3030

4040 0505 05

シンポジウム25
健康寿命延伸のカギ
は筋力～筋力・筋肉
の最新の知見～
座長：篠田邦彦

シンポジウム26
小児の睡眠教育

2023
座長：谷川　武
　　　兼板佳孝

シンポジウム24
自治体職員と研究者が
織りなす公衆衛生の

有機的実装ー認識の「みぞ」
を乗り越える

座長：黒田直明、森山葉子

シンポジウム33
医療・介護供給体制に
おいて顕在化する高齢者
の肺炎のマネジメント
座長：角野文彦、福島若葉

シンポジウム30
ポジティブ心理を
用いた疾病予防・
健康増進の社会実装
座長：大平哲也、白井こころ

シンポジウム31
実践と研究が
織りなす保健所の
公衆衛生感染症対策
座長：緒方　剛、田中英夫

シンポジウム32
スポーツ・運動が育む
健康的なコミュニティの
推進とその課題

座長：大久保一郎、久野譜也

特別講演5
地域医療から公衆衛生、そし
てグローバルヘルスへ：100
カ国以上で働き、学んだこと
座長：山本秀樹
演者：國井　修

シンポジウム34
公衆衛生領域における
薬局や薬剤師への期待
地域の事例を踏まえて

座長：川崎直人、多根井重晴

4030

2520 3025

5050 50504040

50501010

1010

50 10

国際参加賞受賞講演

30

ランチョンセミナー6
ファイザー株式会社

ランチョンセミナー7
帝京大学

帝京大学医師会

ランチョンセミナー8
公益社団法人
地域医療振興協会

ランチョンセミナー9
CYBERDYNE株式会社

ランチョンセミナー10
株式会社ACCELStars

第１会場
Leo Esaki
メインホール

第２会場
大会議室

第３会場
中ホール200

第４会場
会議室201

第５会場
会議室202

第６会場
中ホール300

第７会場
会議室405

第８会場
会議室406

ポスター会場
多目的ホール
2Fメインホールホワイエ

展示
多目的ホール
1Fホワイエ
2Fホワイエ

2Fメインホールホワイエ

小会議室301
小会議室304
小会議室401
小会議室402
小会議室403

小会議室407
小会議室404

45

30

口演21
第24分科会5

口演22
第24分科会6

口演23
第1分科会1

口演28
第20分科会

口演29
第3分科会3

口演30
第3分科会4

3535 3535 20

口演27
第15分科会

ポスター貼付・閲覧 ポスター発表 ポスター発表 ポスター貼付・閲覧

ポスター貼付・閲覧 ポスター発表 ポスター発表 ポスター撤去

30

ポスター会場
1Fホワイエ

10 10

30

15

企業展示・一般展示・書籍展示

公衆衛生
モニタリング・ 
レポート拡大委員会
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※2023年8月28日時点の情報です。最新情報は総会ホームページをご確認ください。
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教育講演2
精神障害にも対応した地域包
括ケアシステム―精神保健
福祉法改正を踏まえて―
座長：佐々木恵美
演者：藤井千代　

シンポジウム23
薬事DXで公衆衛生は
どう変わるか
座長：稲葉静代

　　　　澁谷いづみ

メインシンポジウム3
ウイズコロナ、

ポストコロナの戦略
座長：中島一敏、前田秀雄　
演者：押谷　仁、今村顕史　
　　　平原優美、奈良由美子

30

40 05 0505

特別講演6
ひきこもりと
対話的支援
座長：太刀川弘和
演者：斎藤　環

シンポジウム29
モニタリングレポート
委員会による「賛否の
分かれる公衆衛生対策
に関するディベート」
座長：尾崎米厚

シンポジウム22
ケアをとりまく
家族の今と
これからの
支援を考える
座長：森山葉子、涌井智子

シンポジウム35
領域横断的な
フレイル・ロコ
モ克服の推進
座長：新開省二
　　　安田誠史

40403030

25252020 30302525

50 5040

5010

10

5050 1010

シンポジウム27
激論！タバコ対策に
おけるホットトピックス
座長：田淵貴大
　　　尾崎米厚

シンポジウム28
健康危機に備えた自治体での連
携体制の構築について～感染症
を起点にマルチハザードへ
座長：名越　究、町田宗仁

奨励賞受賞講演

上映会「終わりの見えない闘い」

｢第九」特別演奏会 意見交換会
表彰式

3030

自由集会14
代表世話人：由田克士、磯部澄枝

自由集会16
代表世話人：尾島俊之

自由集会18
代表世話人：和田耕治

自由集会17
代表世話人：山口　忍

保健師職能研修会

4545

（ホワイエ）
自由集会20

代表世話人：嶋村清志

自由集会15
代表世話人：村山洋史

口演18
第5分科会1

口演19
第5分科会2

口演20
第5分科会3

口演24
第1分科会2

口演25
第1分科会3

口演26
第1分科会4

口演31
English
Session3

口演32
English
Session4

口演33
English
Session5

3030

35 35 2020

自由集会19
代表世話人：原田浩二

3030

ポスター発表 ポスター発表 ポスター撤去

自由集会21
代表世話人：大屋日登美

自由集会22
代表世話人：山縣然太朗

公衆衛生専門家のつどい：
倫理鋼領を考える

自由集会24
代表世話人：桂　敏樹

自由集会23
代表世話人：田中笑子

自由集会27
代表世話人：立瀬剛志

自由集会25
代表世話人：大西眞由美

自由集会26
代表世話人：櫻井純子

1010 1010

3030

1515

企業展示・一般展示・書籍展示
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第３日目：11月２日（木）
9:008:00 13:0010:00 11:00 12:00
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第１会場
Leo Esaki
メインホール

第２会場
大会議室

第３会場
中ホール200

第４会場
会議室201

第５会場
会議室202

第６会場
中ホール300

第７会場
会議室405

第８会場
会議室406

展示
多目的ホール
1Fホワイエ
2Fホワイエ

2Fメインホールホワイエ

ポスター会場
多目的ホール
1Fホワイエ

2Fメインホール前ホワイエ

つ

く

ば

国

際

会

議

場

シンポジウム37
自治体における健康
づくり事業の円滑な
PDCAサイクルの
循環を目指して
座長：月野木ルミ
　　丸山広達

シンポジウム38
皆がつながる温かい
社会を目指す社会的
処方　～今公衆衛生
に出来ることは？～
座長：岩室紳也、小橋　元

シンポジウム36
措置制度から精神障害者の

人権を考える
座長：柳　尚夫
　　　稲葉静代

メインシンポジウム5
いばらき発、全国、世界に広がる

コホート研究の沿革、エビデンスと展望
座長：玉腰暁子、山岸良匡　
演者：中川　徹、入江ふじこ
　　　山岸良匡、我妻ゆき子

シンポジウム39
第８次医療計画における
新興感染症の予防計画の

作成に向けて
座長：和田耕治　
　　　国光あやの

シンポジウム54
増加する大規模な

風水災害に対する社会の
レジリエンスを高める
座長：高鳥毛敏雄
　　　宮﨑美砂子

シンポジウム57
第一次産業（農業）が
抱える健康問題

―食を支える人の安全
座長：山本秀樹
　　　堀　　愛

教育講演3
COVID-19とデータ報
道：社会へのデータ発
信における教訓と課題
座長：武田　文
演者：荻原和樹

シンポジウム40
リスクコミュニケーション

の発展に向けて：
COVID-19 対応から
の教訓を活かす
座長：蝦名玲子

シンポジウム44
子どもたちの人生を
豊かに育むための
地域連携―家庭・
児童養護施設・
学校・地域・行政
座長：児玉知子、廣末ゆか

シンポジウム45
ソーシャルメディア
上の健康情報の
信頼できる情報源の
特定法に関する
NAM論文について
座長：中山健夫、黒田知宏

シンポジウム46
親子保健・学校保健に
おける孤独・孤立の影響
座長：鈴木孝太
　　　横山美江

シンポジウム51
HPV ワクチンの正確
な理解は一般の方々に
広まったのか？
～積極的勧奨再開
から 1年半～

座長：中山富雄、伊藤ゆり

シンポジウム52
身体活動の推進の
ためのポピュ

レーション戦略と
環境整備

座長：澤田　亨
　　　天笠志保

シンポジウム53
自治体管理栄養士の行政
能力向上に求められる
スキル習得と認定

制度のあり方を考える
座長：由田克士
　　　磯部澄枝

シンポジウム47
エコチル調査：
分かったことと、
これからと、

公衆衛生への貢献
座長：玉腰暁子
　　　山崎　新

口演34
第23分科会1

口演35
第23分科会2

口演36
第10分科会1

口演37
第10分科会2

口演38
第8分科会1

口演39
第8分科会2

口演40
第8分科会3

口演41
第21分科会

口演42
第7分科会

口演43
第17分科会1

口演44
第17分科会2

口演47
第12分科会1

口演48
第12分科会2

口演49
第12分科会3

3535 3535 4040 4545 4545

5555

30

企業展示・一般展示・書籍展示

ポスター貼付・閲覧 ポスター発表 ポスター発表 ポスター発表
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シンポジウム41
みんなで
進める地域
での歯科保健
活動の将来
座長：三浦宏子
　　　福田英輝

シンポジウム42
公衆衛生活動に
役立つ睡眠研究の
最前線～実践と
研究のシナジー～
座長：兼板佳孝
　　　地家真紀

シンポジウム43
COVID-19 水際
対策の経験から検
疫所と自治体との
連携を考える
座長：奥村二郎
　　　横塚由美

公開シンポジウム
これから医師をめざす全国の高校生・医学生に
知っておいてもらいたいこと～みんなの健康を
めざす学会「日本公衆衛生学会」茨城より発信
座長：磯　博康
演者：森本健太、小野幸子、木庭　愛
　　　杉山雄大、山岸良匡

特別講演7
公衆衛生のデジタ
ルトランスフォー
メーション（Dx）
座長：岩上将夫
演者：落合陽一

シンポジウム48
コロナ禍に

おける高齢者の
保健・医療・
福祉の動向

座長：渡辺修一郎
　　　石崎達郎　

シンポジウム55
孤立・孤独問題に
対する公衆衛生
学的アプローチ
座長：太刀川弘和

シンポジウム49
子どもを取り
巻く環境と
保健サービス
座長：甲田勝康
　　　森田明美

シンポジウム56
健康・医療・介護・福祉の
行政計画におけるロジック
モデルと指標の展開
座長：今村知明
　　　埴岡健一

シンポジウム50
災害 · 新型コロナ
ウィルス感染症対
策から今後の現場
と大学のシナジー
効果を探る

座長：渡會睦子

2023年　感染症事例のリスクアセスメント研修会

口演51
第6分科会2

口演52
第6分科会3

口演45
第16分科会1

口演50
第6分科会1

口演46
第16分科会2

35 35 40 45 45

55555555

3030

企業展示・一般展示・書籍展示

ポスター発表 ポスター撤去

※2023年8月28日時点の情報です。最新情報は総会ホームページをご確認ください。
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○お申し込み・お問い合わせはホームページ・各世話人へご連絡ください。

10月31日（火）18:00～19:00
番
号 集会名 会場 人

数 世話人 連絡先

10 健康運動指導 つくば国際会議場
小会議室402 30 篠田邦彦 TEL 09027303480

shinokuma60@gmail.com

10月31日（火）18:00～19:30
番
号 集会名 会場 人

数 世話人 連絡先

6
環境水中の新型コロナウイル
ス調査で得られた知見と今後
の展望

つくば国際会議場
第7会場 40 大久保一郎

（事務担当：吉田弘）
TEL 0425610771（内線3354）
hyoshida@niid.go.jp

11

Mental-physical illness
multimorbidity:well-be-
ing and the role of bio-
logical ageing
～マルチモビディティを規定
する要因の探索：英国コホー
トデータ等を活用した国際共
同研究とネットワーキングに
向けて～

つくば国際会議場
小会議室403 25 田中笑子 TEL 09027732177

warakott@gmail.com

12 公衆衛生看護に活かす実装科学・タイプ3エビデンスとは
つくば国際会議場
小会議室404 20 岡本玲子 TEL 0668792550

reiko@sahs.med.osakau.ac.jp

13 公的職場の担い手をまもるために
つくば国際会議場
小会議室407 20 山本秀樹 TEL 0339641211

hidekiyamamoto@umin.ac.jp

10月31日（火）18:15～19:30
番
号 集会名 会場 人

数 世話人 連絡先

8

日本から発信し、世界から学
ぼうー世界最大の保健医療シ
ステム国際シンポジウムが
やってくる！―2024長崎

つくば国際会議場
小会議室304 50 相賀裕嗣 TEL 0958197949

hirotsugu.aiga@nagasakiu.ac.jp

10月31日（火）18:15～19:45
番
号 集会名 会場 人

数 世話人 連絡先

1 結核集団発生の対策に関する
自由集会

つくば国際会議場
第2会場 100 加藤誠也 TEL 0424935711

nagata@jata.or.jp

10月31日（火）18:30～19:45
番
号 集会名 会場 人

数 世話人 連絡先

9
イキイキと保健師が活動する
ために ～集まり、語り、繋
がる会～

つくば国際会議場
小会議室401 30 前川明宏 TEL 08018477357

akihiro_maekawa_mail@yahoo.co.jp

10月31日（火）18:30～20:00
番
号 集会名 会場 人

数 世話人 連絡先

5 世代間交流によるコミュニ
ティ再生を考える会Ⅸ

つくば国際会議場
第6会場 50 藤原佳典 TEL 0339643241

fujiwayo@tmig.or.jp

自由集会の日程
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10月31日（火）18:30～19:30
番
号 集会名 会場 人

数 世話人 連絡先

2

患者の家族を医療の中で、地
域の中でどう支援していく
か：がん患者の家族に関わる
分析から見えてきた実態と他
領域との融合の模索

つくば国際会議場
第3会場 60 杉山雄大

TEL 0332027181
tsugiyama@hosp.ncgm.go.jp
jimu_koroganjoho@umin.ac.jp

4 公衆衛生医師の集い つくば国際会議場
第5会場 50 宮園将哉 TEL 0669448183

MiyazonoM@mbox.pref.osaka.lg.jp

7
公衆衛生における歯科保健を
考える～基本計画改定から描
く歯科保健の未来～

つくば国際会議場
第8会場 40 福田英輝 TEL 0484586208

fukuda.h.aa@niph.go.jp

10月31日（火）19:10～19:50
番
号 集会名 会場 人

数 世話人 連絡先

3
（理事長指定企画）公衆衛
生ってなにそれ？美味しい
の？≪第二弾≫

つくば国際会議場
第4会場 80 小橋 元 TEL 0282872133

hjinnouchi@nms.ac.jp

11月1日（水）18:00～19:30
番
号 集会名 会場 人

数 世話人 連絡先

15 ChatGPTを活用したナッジの可能性
つくば国際会議場
第3会場 60 村山洋史 TEL 0339643241

murayama@tmig.or.jp

23

保健師による地域組織活動推
進に向けた実態と課題～より
良い住民保健師関係づくりを
通じて健康寿命延伸を目指す
継続的保健師アンケート調査
からみえてきたこと～

つくば国際会議場
小会議室401 35 田中笑子 TEL 0368651874

emitana@musashinou.ac.jp

27 自殺対策・メンタルヘルス対策情報交換会
つくば国際会議場
小会議室407 10 立瀬剛志 TEL 0764347273

tatsuse@med.utoyama.ac.jp

11月1日（水）18:00～20:00
番
号 集会名 会場 人

数 世話人 連絡先

14

自治体管理栄養士の行政能力
向上に求められるスキルと人
材育成体制や認定制度のあり
方を考える

つくば国際会議場
第2会場 80 由田克士

磯部澄枝
TEL 0257728137
isobe.sumie@pref.niigata.lg.jp

16

ウィズ・コロナの時代～公衆
衛生は何を得て何を失った
か～（全国いきいき公衆衛生
の会）

つくば国際会議場
第4会場 80 尾島俊之 TEL 0534352333

chiiki@umin.ac.jp

18

新型コロナ対応でのコミュニ
ケーションをメディアと考え
る～公衆衛生の信頼と価値を
高めるために～

つくば国際会議場
第6会場 40 和田耕治 TEL 08051123622

wadakojimd@gmail.com

19 社会医学若手研究者の集い つくば国際会議場
第7会場 50 原田浩二 TEL 0757534490

harada.koji.3w@kyotou.ac.jp
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11月1日（水）18:10～19:10
番
号 集会名 会場 人

数 世話人 連絡先

21 感染症情報の現状と展望を考える会
つくば国際会議場
小会議室301 20 大屋日登美 TEL 0427698348

y.harima.xq@city.sagamihara.kanagawa.jp

11月1日（水）18:15～19:45
番
号 集会名 会場 人

数 世話人 連絡先

20 全国衛生行政研究会セミナー つくば国際会議場
第1会場ホワイエ 40 嶋村清志 TEL 0749656660

shimamurakiyoshi@pref.shiga.lg.jp

25
公衆衛生に国境はない：Be-
yond SDGsとしてのプラ
ネタリーヘルスを考える

つくば国際会議場
小会議室403 30 大西眞由美 TEL 0958197943

mohnishi@nagasakiu.ac.jp

11月1日（水）18:15～20:00
番
号 集会名 会場 人

数 世話人 連絡先

26 へき地保健師のつどい つくば国際会議場
小会議室404 20 櫻井純子 TEL 0467383131

hekichihokenshi@gmail.com

11月1日（水）18:20～19:45
番
号 集会名 会場 人

数 世話人 連絡先

17 どうする？みじかな場所でヒ素が検出されたら…
つくば国際会議場
第5会場 50 山口 忍 TEL 0298402189

yamaguchis@ipu.ac.jp

11月1日（水）18:30～19:30
番
号 集会名 会場 人

数 世話人 連絡先

22

～知ろう・語ろう・取り組も
う～一歩先行く 健やか親子
21（第2次）第9回 どうす
る？健やか親子21

つくば国際会議場
小会議室304 40 山縣然太朗 TEL 0552739566

yukaa@yamanashi.ac.jp

24 男性保健師と女性保健師が夢を語り合う会
つくば国際会議場
小会議室402 30 桂 敏樹

（共同世話人：細川陸也）
TEL 0757514154
hosokawa.rikuya.4r@kyotou.ac.jp
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学会長講演
10月31日（火） 11:10～11:50 第1会場（Leo Esaki メインホール）

特別講演1
10月31日（火） 10:00～10:30 第1会場（Leo Esaki メインホール）

特別講演2
10月31日（火） 10:35～11:05 第1会場（Leo Esaki メインホール）

特別講演3
10月31日（火） 13:20～14:00 第1会場（Leo Esaki メインホール）

特別講演4
11月1日（水） 9:45～10:25 第1会場（Leo Esaki メインホール）

特別講演5
11月1日（水） 8:30～9:10 第6会場（中ホール 300）

特別講演6
11月1日（水） 16:10～16:50 第6会場（中ホール 300）

プログラム

公衆衛生とヘルスサービスリサーチ―30年の振り返りとこれから
演者：田宮菜奈子（筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分野）

茨城県における保健医療分野での取組
座長：曽根 智史（国立保健医療科学院）
演者：森川 博司（茨城県保健医療部）

大学・国研連携型スーパーサイエンスシティの挑戦
座長：藤光 智香（つくば市政策イノベーション部）
演者：鈴木 健嗣（筑波大学システム情報系）

わが国第一号の公衆衛生大学院創設と医療の質の評価・改善、その経緯と現状
座長：田宮菜奈子（筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分野）

阿部 智一（筑波記念病院救急科）
演者：福井 次矢（東京医科大学茨城医療センター）

制度として収集された医療介護リアルワールドデータの公益利用の現状と課題
座長：今中 雄一（京都大学医学研究科医療経済学分野）
演者：山本 隆一（一般財団法人医療情報システム開発センター）

地域医療から公衆衛生、そしてグローバルヘルスへ：100カ国以上で働き、学んだこと
座長：山本 秀樹（帝京大学薬学部環境衛生学研究室（大学院公衆衛生学研究科））
演者：國井 修（公益社団法人グローバルヘルス技術振興基金）

ひきこもりと対話的支援
座長：太刀川弘和（筑波大学医学医療系臨床医学域災害・地域精神医学）
演者：斎藤 環（筑波大学大学院人間科学総合研究科ヒューマンケア科学専攻社会精神保健学研究室）
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特別講演7
11月2日（木） 13:10～13:50 第1会場（Leo Esaki メインホール）

教育講演1
10月31日（火） 15:30～16:30 第2会場（大会議室）

教育講演2
11月1日（水） 15:00～16:00 第6会場（中ホール 300）

教育講演3
11月2日（木） 12:00～13:00 第1会場（Leo Esaki メインホール）

メインシンポジウム1
10月31日（火） 14:10～15:40 第1会場（Leo Esaki メインホール）

公衆衛生のデジタルトランスフォーメーション（Dx）
座長：岩上 将夫（筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分野）
演者：落合 陽一（筑波大学図書館情報メディア系／デジタルネイチャー開発研究センター）

COVID-19への対応
座長：前田 秀雄（公益財団法人結核予防会）
演者：大曲 貴夫（国立国際医療研究センター国際感染症センター）

精神障害にも対応した地域包括ケアシステム―精神保健福祉法改正を踏まえて―
座長：佐々木恵美（茨城県精神保健福祉センター）
演者：藤井 千代（国立精神・神経医療研究センター）

COVID-19とデータ報道：社会へのデータ発信における教訓と課題
座長：武田 文（筑波大学体育系健康教育学領域）
演者：荻原 和樹（Google News Lab）

公衆衛生大学院の今
座長：武林 亨（慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学）

山本 秀樹（帝京大学薬学部環境衛生学研究室（大学院公衆衛生学研究科））

演者：公衆衛生系大学院における人材育成をめぐる議論
橋本 英樹（東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻）

なぜ、公衆衛生の専門職は公衆衛生の専門職大学院で学ばないのか？
福田 吉治（帝京大学大学院公衆衛生学研究科）

新たな公衆衛生専門職大学院が目指すもの
山本 尚子（国際医療福祉大学大学院）
池田 俊也（国際医療福祉大学大学院）
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メインシンポジウム2
10月31日（火） 15:50～17:20 第1会場（Leo Esaki メインホール）

メインシンポジウム3
11月1日（水） 13:20～14:50 第6会場（中ホール 300）

ヘルスサービスリサーチとは何か
座長：田宮菜奈子（筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分野）

東 尚弘（東京大学大学院医学系研究科社会医学専攻公衆衛生学分野、公共健康医学専攻健康医
療政策学分野）

演者：適切なサービス提供のために必要な研究ー発想と概念
田宮菜奈子（筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分野）

ヘルスサービス研究とは何か
東 尚弘（東京大学大学院医学系研究科社会医学専攻公衆衛生学分野、公共健康医学専攻健康医

療政策学分野）

介護レセプト連結データを用いた高齢肺炎患者の医療介護サービス利用状況の分析
松田 晋哉（産業医科大学公衆衛生学教室）

平時からのヘルスセキュリティと研究基盤強化
今中 雄一（京都大学医学研究科医療経済学分野）

米国ヘルスサービスリサーチの動向と日本への示唆
村松 尚子（イリノイ大学シカゴ校）

健診・レセプト情報を用いたヘルスサービスリサーチ
康永 秀生（東京大学大学院医学系研究科臨床疫学・経済学）

ウイズコロナ、ポストコロナの戦略
座長：中島 一敏（大東文化大学スポーツ・健康科学部健康科学科）

前田 秀雄（公益財団法人結核予防会）

演者：新型コロナウイルス感染症（COVID-19）からの教訓と、新たな新興感染症への備え
押谷 仁（東北大学大学院医学系研究科微生物学分野）

パンデミックにおける医療体制 ～この経験をどう生かすのか～
今村 顕史（東京都立駒込病院感染症科）

地域包括ケアの立場から―訪問看護師が考える訪問診療と訪問看護の協働した支援―
平原 優美（公益財団法人日本訪問看護財団）

リスクコミュニケーション－リスクを共考し、協働する－
奈良由美子（放送大学学園教養学部）
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メインシンポジウム4
11月1日（水） 10:30～12:00 第1会場（Leo Esaki メインホール）

メインシンポジウム5
11月2日（木） 10:10～11:40 第1会場（Leo Esaki メインホール）

シンポジウム1
10月31日（火） 9:50～10:40 第2会場（大会議室）

公的医療介護データの公衆衛生への利活用―データリンケージを中心に
座長：近藤 尚己（京都大学大学院医学研究科社会疫学分野）

野口 晴子（早稲田大学）

演者：公的統計はじめ統計データの利活用促進、データリンケージ等の動向
国光あやの（総務大臣政務官、衆議院議員）

Linkage of primary care data from Clinical Practice Research Datalink to other health
-related patient data: overview and implications
Susan Hodgson（英国 Clinical Practice Research Datalink）

NCHS Data Linkage Program from the CDC: Leveraging Linked Survey Data for Evi-
dence-based Decision Making
Cordell Golden（米国 Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics）

NBD利活用の展望
鈴木 里彩（厚生労働省保険データ企画室、医療費適正化対策推進室）

いばらき発、全国、世界に広がるコホート研究の沿革、エビデンスと展望
座長：玉腰 暁子（北海道大学大学院医学研究院社会医学分野公衆衛生学教室）

山岸 良匡（筑波大学医学医療系社会健康医学）

演者：職域と地域で進めるコホート研究の実際
中川 徹（株式会社日立製作所日立健康管理センタ）

茨城県健康研究の歩み
入江ふじこ（茨城県土浦保健所）

茨城県筑西市での予防対策を基盤とした疫学研究
山岸 良匡（筑波大学医学医療系社会健康医学）

データに基づいた健康増進: the Mito Health Community Study
我妻ゆき子（筑波大学医学医療系臨床試験・臨床疫学）

健康危機管理の拠点として求められる保健所の機能
座長：白井 千香（枚方市保健所）

尾島 俊之（浜松医科大学）

演者：健康危機に対応する保健師等地域保健専門職の人材育成
山下 十喜（広島県健康福祉局健康づくり推進課）

日常と災害時をシームレスにつなぐ「これからの保健所」建築
小林 健治（摂南大学理工学部）

コロナ禍での医療・介護提供体制の構築と保健所の役割について
逢坂 悟郎（兵庫県加東保健所）

健康危機管理の拠点である保健所は何を準備しておくべきか
永井 仁美（大阪府茨木保健所）
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シンポジウム2
10月31日（火） 10:45～11:55 第2会場（大会議室）

シンポジウム3
10月31日（火） 13:20～14:10 第2会場（大会議室）

シンポジウム4
10月31日（火） 14:15～15:25 第2会場（大会議室）

がん検診の利益・不利益に関する知識を共有するために
座長：斎藤 博（青森県立中央病院）

松坂 方士（弘前大学医学部附属病院医療情報部）

演者：スクリーニングに関する出版物（WHO教科書的資材の翻訳）の紹介
松坂 方士（弘前大学医学部附属病院医療情報部）

がん検診の知識普及動画（一般向け）の紹介
田中 里奈（弘前大学大学院医学研究科医学医療情報学講座）

スクリーニングに関する教育的動画（専門家向け）の紹介
雑賀公美子（佐久総合病院佐久医療センター総合医療情報センター、弘前大学大学院医学研究科）

がん検診の評価指標の「可視化プロジェクト」 －精検受診率について－
齊藤 英子（国際医療福祉大学三田病院予防医学センター）

エンパワメント技術を用いたアクションリサーチ：研究と実践のシナジー促進に向けて
座長：安梅 勅江（筑波大学医学医療系国際発達ケア:エンパワメント科学研究室）

演者：継続的運動支援システムを活かした高齢者健康支援エンパワメント
奥村 理加（飛島村役場民生部福祉課）
澤田 優子（森ノ宮医療大学総合リハビリテーション学部理学療法学科）

住民主体の地域づくりエンパワメント
渡邉多恵子（淑徳大学看護栄養学部）

ロボットＡＩを活用したエンパワメント
酒寄 学（社会福祉芳香会社会福祉研究所）

子どもの健康と環境に関する調査研究からのエンパワメント
篠原 亮次（山梨大学大学院総合研究部附属出生コホート研究センター）

携帯電話を用いた感染症対策技術の発展に向けて
座長：齋藤 智也（国立感染症研究所感染症危機管理研究センター）

高橋 邦彦（東京医科歯科大学M&Dデータ科学センター）

演者：市川 学（芝浦工業大学）

接触確認アプリの技術評価
奥村 貴史（北見工業大学工学部）

次世代接触確認アプリの国内研究開発動向
網 淳子（東京大学大学院工学系研究科先端学際工学専攻）

COCOAの導入経緯と運用実態
上原哲太郎（立命館大学情報理工学部）
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シンポジウム5
10月31日（火） 9:50～10:40 第3会場（中ホール 200）

シンポジウム6
10月31日（火） 10:45～11:55 第3会場（中ホール 200）

シンポジウム7
10月31日（火） 13:20～14:50 第3会場（中ホール 200）

VUCA時代の医師の確保・育成：公衆衛生学を見据えた医学教育からキャリアへの展開
座長：磯 博康（国立国際医療研究センター国際医療協力局グローバルヘルス政策研究センター）

今中 雄一（京都大学大学院医学研究科）

演者：厚生労働科学研究から
和田 裕雄（順天堂大学大学院医学研究科公衆衛生学）

医学教育における社会医学、そして社会医学としての医学教育学
錦織 宏（名古屋大学大学院医学系研究科総合医学教育センター）

新専門医制度の歴史と今後の課題
渡辺 毅（一般社団法人日本専門医機構）

VUCA時代のヘルスセキュリティ：社会医学と臨床医学の継ぎ目無い融合
今中 雄一（京都大学大学院医学研究科）

地域における自殺対策
座長：伊藤 弘人（東北医科薬科大学医学部医療管理学）

堤 明純（北里大学医学部公衆衛生学単位）

演者：秋田発高齢者の孤立を防ぐ社会処方の実装～社会的処方・厚生労働省モデル事業～
野村 恭子（秋田大学医学部衛生学・公衆衛生学講座）

内村 直尚（久留米大学）

日本で“最も”自殺の少ない町からの学び
岡 檀（統計数理研究所医療健康データ科学研究センター）

予防・健康づくりサービス評価手法の最前線
座長：近藤 尚己（京都大学大学院医学研究科社会疫学分野）

今中 雄一（京都大学大学院医学研究科医療経済学分野）

演者：予防健康づくりサービスの介入集団はどう選定すべきか？～AI による異質性評価～
井上 浩輔（京都大学白眉センター、京都大学大学院医学研究科社会疫学）

アウトカムワイド疫学：口腔の健康と全身の健康との関連を検証した実証研究
木野 志保（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科健康推進歯学分野）

予防・健康づくりプログラムの多面的評価の可能性
愼 重虎（京都大学大学院医学研究科医療経済学分野）

経産省の予防・健康づくりに向けた取り組み
小柳 勇太（経済産業省ヘルスケア産業課）
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シンポジウム8
10月31日（火） 9:50～10:40 第4会場（会議室 201）

シンポジウム9
10月31日（火） 10:45～11:55 第4会場（会議室 201）

シンポジウム10
10月31日（火） 13:20～14:50 第4会場（会議室 201）

後期高齢者健康づくり質問票作成の試みと保健事業評価研究
座長：眞崎 直子（聖マリア学院大学看護学部）

田中 貴子（聖マリア学院大学）

演者：福岡県後期高齢者医療広域連合での後期高齢者健康づくり質問票作成の試み
永尾 純（福岡県後期高齢者医療広域連合健康企画課）

後期高齢者健康づくり質問票作成と保健事業評価を全庁的に取り組んでみての影響
藪内 真由（大刀洗町役場）

後期高齢者質問票作成と保健事業評価を全庁的に取り組む支援を大学として実施して
眞崎 直子（聖マリア学院大学看護学部）

地域の健康課題への新たな取り組みと評価の視点
鈴木 寿則（仙台白百合女子大学）

地域共生社会に向けた多様な世代間交流プログラムの評価と展開
座長：藤原 佳典（東京都健康長寿医療センター研究所）

亀井 智子（聖路加国際大学）

演者：地域の子育て世代と中高年の多世代交流型水引講座の評価と課題
糸井 和佳（帝京科学大学医療科学部看護学科）

高齢者と若者の世代を超えたつながりを育む異世代ホームシェアの可能性
川崎 一平（京都橘大学健康科学部、静岡大学創造科学技術大学院）

国内外の多様な多世代交流の事例と手法の紹介
倉岡 正高（東京都健康長寿医療センター研究所）

採用・育成・活躍に結びつく！人材育成における大学と行政のシナジー
座長：白井 千香（枚方市保健所）

杉山 雄大（筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分野、国立国際医療研究センター研究所
糖尿病情報センター、国立国際医療研究センター国際医療協力局グローバルヘルス政
策研究センター）

演者：地域内での公衆衛生学教室と公衆衛生行政との連携
町田 宗仁（国立保健医療科学院公衆衛生政策研究部）

秋田大学における公衆衛生医師の育成に向けた学部教育の実践
野村 恭子（秋田大学医学部衛生学・公衆衛生学講座）

全国保健所長会の公衆衛生医師確保・育成事業と、それを模倣した地元大学との協働事業
横山 勝教（香川県東讃保健所）

産官学連携での人材育成・共創の最前線
樫原 洋平（株式会社リンクアンドモチベーション、一般社団法人エッジソン・マネジメント協会）
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シンポジウム11
10月31日（火） 15:00～16:30 第4会場（会議室 201）

シンポジウム12
10月31日（火） 9:50～10:40 第5会場（会議室 202）

地域共生社会と包括的災害保健医療福祉対策：点から面へ「公衆衛生と地域福祉の融合」
座長：松本 良二（前千葉県香取保健所、植草学園大学、成田リハビリテーション病院）

石田久美子（茨城県竜ケ崎保健所）

演者：茨城県における災害時透析医療ネットワーク
斎藤 知栄（筑波大学医学医療系腎臓内科学）

香取広域における医療的ケア児の災害対策～「地域づくり」の発想から～
辻内沙由里（社会福祉法人ロザリオの聖母会香取障害者支援センター）

なぜ「災害ケースマネジメント」が必要か
菅野 拓（大阪公立大学大学院文学研究科）

命を繋ぐ災害復興法学のすすめ―公衆衛生と被災したあなたを助けるお金とくらしの話
岡本 正（銀座パートナーズ法律事務所）

古河市における避難行動要支援者の個別避難計画の作成促進
吉崎佳代子（古河市福祉部高齢介護課）

大規模災害に備えたタイムライン防災の提案
松尾 一郎（東京大学大学院情報学環）

災害時の公衆衛生支援と福祉：保健所の調整機能と福祉領域との接点・課題を中心に
服部希代子（熊本県人吉保健所）

日本における難聴・聴力障害～領域横断的な対策に向けて
座長：猪原 秀典（大阪大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科学）

梅澤 光政（獨協医科大学医学部）

演者：公衆衛生から考える聴力と難聴
梅澤 光政（獨協医科大学医学部）

補聴器の認知機能への効果
内田 育恵（愛知医科大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科、国立長寿医療研究センター耳鼻いんこ

う科）

難聴は中年期における認知症の最大リスク！
佐治 直樹（国立長寿医療研究センターもの忘れセンター）

聴力評価を介した公衆衛生学と耳鼻咽喉科学との連携強化を目指して
和佐野浩一郎（東海大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
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シンポジウム13
10月31日（火） 10:45～11:55 第5会場（会議室 202）

シンポジウム14
10月31日（火） 9:50～10:40 第6会場（中ホール 300）

シンポジウム15
10月31日（火） 10:45～11:55 第6会場（中ホール 300）

総合政策型「健幸まちづくり」 健康政策と都市政策の連携で健康無関心層をカバーする
座長：大澤 絵里（国立保健医療科学院公衆衛生政策研究部）

久野 譜也（筑波大学スマートウエルネスシティ政策開発研究センター）

演者：健幸まちづくりを実現するための健康無関心層の類型化と政策パッケージ
田邉 解（筑波大学スマートウエルネスシティ政策開発研究センター、筑波大学体育系）

都市施策と健康施策の連携
山田 大輔（国土交通省都市局まちづくり推進課）

総合政策のメリット＆エビデンス＆連携のコツ
塚尾 晶子（つくばウエルネスリサーチ）

都市政策を含めた健康増進計画策定の必要性
寺田 皓介（京都府八幡市役所健康福祉部健康推進課）

がん検診における Shared Decision Making（共同意思決定）
座長：濱島ちさと（帝京大学医療技術学部看護学科保健医療政策学分野）

中山 富雄（国立がん研究センターがん対策研究所検診研究部）

演者：Shared Decision Making（共同意思決定）に基づくNurse Navigation の実践
山崎 恭子（帝京大学医療技術学部看護学科）

Shared Decision Making（共同意思決定）の普及に向けた研修
細野 覚代（国立がん研究センターがん対策研究所検診研究部）

システマティックレビューに基づくがん検診におけるShared Decision Making の検証
寺澤 晃彦（藤田医科大学医学部救急医学・総合内科学）

がん検診におけるShared Decision Making（共同意思決定）に向けた情報提供のあり方
渡邉 清高（帝京大学医学部内科学講座腫瘍内科）

「保健所とプライマリ・ケアとの協働」とは？
座長：町田 宗仁（国立保健医療科学院公衆衛生政策研究部）

近藤 久禎（国立病院機構本部ＤＭＡＴ事務局）

演者：新型コロナウイルス感染症対応における保健所と医療機関の連携
藤田 利枝（長崎県県央保健所）

目指せ！急性期医療とコロナ診療の両立 ～改めて感じた医療連携の大切さ～
和泉 泰衛（国立病院機構長崎医療センター総合診療科・総合内科）

新型コロナウイルス対応において、保健所がやっていたこと
劔 陽子（熊本県菊池保健所）

新型コロナウイルス感染症流行におけるプライマリ・ケア
中山久仁子（医療法人メファ仁愛会マイファミリークリニック蒲郡）
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シンポジウム16
10月31日（火） 9:50～10:40 第7会場（会議室 405）

シンポジウム17
10月31日（火） 10:45～11:55 第7会場（会議室 405）

シンポジウム18
11月1日（水） 8:30～9:40 第1会場（Leo Esaki メインホール）

学校を核とした生涯にわたる健康づくり
座長：甲田 勝康（関西医科大学医学部）

山縣然太朗（山梨大学大学院総合研究部）

演者：成育基本法の施行及びこども家庭庁設置で学校保健はどう変わるか
山縣然太朗（山梨大学大学院総合研究部）

学校健診情報の電子化における利活用と課題
森岡 郁晴（和歌山県立医科大学保健看護学部）

学校保健と地域が連携した生活習慣病予防健診
古川 照美（青森県立保健大学健康科学部看護学科）

パーソナルウェルビーイングの先進社会を目指して
座長：橘 とも子（国立保健医療科学院保健医療情報政策研究センター）

岩室 紳也（ヘルスプロモーション推進センター〔オフィスいわむろ〕、陸前高田市ノーマライゼー
ション大使）

演者：パーソナル・ヘルス・レコード（PHR）を活用した健康づくり政策の実装について
橘 とも子（国立保健医療科学院保健医療情報政策研究センター）

生涯型パーソナルヘルスレコード（PHR）の普及に向けた取組み～産官学連携の事例紹介～
立山由紀子（京都大学大学院医学研究科予防医療学分野）

病みのセルフマネジメント
岡谷 恵子（（前）四天王寺大学看護学部）

慢性症状と共にある就労生活を文化と捉えたモニタリング方法
丸谷 美紀（国立保健医療科学院）

身の回りに潜む健康リスクと我が国の安全管理への取組【国立保健医療科学院企画】
座長：牛山 明（国立保健医療科学院生活環境研究部）

戸次加奈江（国立保健医療科学院生活環境研究部）

演者：室内空気質
金 勲（国立保健医療科学院）

身の回りに潜む健康リスクと我が国の安全管理への取組～電磁波
多氣 昌生（情報通信研究機構電磁環境研究室、東京都立大学システムデザイン学部）

玩具の使用による健康被害の防止に向けた我が国の安全管理
戸次加奈江（国立保健医療科学院生活環境研究部）

水・環境中の有機フッ素化合物（PFAS）
中山 祥嗣（国立環境研究所環境リスク・健康領域エコチル調査コアセンター）
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シンポジウム19
11月1日（水） 8:30～9:20 第2会場（大会議室）

シンポジウム20
11月1日（水） 9:30～10:20 第2会場（大会議室）

シンポジウム21
11月1日（水） 10:30～11:40 第2会場（大会議室）

第4期特定健診・特定保健指導の要点と課題
座長：中山 健夫（京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻健康情報学分野）

岡村 智教（慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学）

演者：第4期特定健診・特定保健指導の見直しの概要
田邉 和孝（厚生労働省健康局健康課）

特定健診・保健指導の理念の原点と今後の展開
津下 一代（女子栄養大学）

標準的な健診・保健指導プログラムの健診項目・質問項目に関する主な変更点
平田 あや（慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学教室）

標準的な健診・保健指導プログラムの保健指導に関する主な変更点
杉田由加里（千葉大学大学院看護学研究院）

身体活動・座位指標を公衆衛生研究に利用するために押さえておきたいポイントと課題
座長：井上 茂（東京医科大学公衆衛生学分野）

小野 玲（国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所身体活動研究部）

演者：日本と主要諸外国の国を代表するサーベイランス調査の身体活動・座位行動調査法の比較
中潟 崇（国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所身体活動研究部）

公衆衛生に活かす身体活動評価法の基礎と実践
笹井 浩行（東京都健康長寿医療センター研究所）

座位行動測定の公衆衛生場面における現状と課題
小野 玲（国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所身体活動研究部）

こども家庭庁で母子保健はどうなるか
座長：山縣然太朗（山梨大学大学院総合研究部医学域社会医学講座）

上原 里程（国立保健医療科学院）

演者：母子保健行政の動向について
木庭 愛（こども家庭庁母子保健課）

母子保健の力は将来に起こる問題の予防
佐藤 拓代（母子保健推進会議）

こども家庭庁における成育医療等基本方針と健やか親子21
山縣然太朗（山梨大学大学院総合研究部医学域社会医学講座）
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シンポジウム22
11月1日（水） 13:20～14:10 第2会場（大会議室）

シンポジウム23
11月1日（水） 14:15～15:45 第2会場（大会議室）

シンポジウム24
11月1日（水） 8:30～9:40 第3会場（中ホール 200）

ケアをとりまく家族の今とこれからの支援を考える
座長：森山 葉子（国立保健医療科学院医療・福祉サービス研究部）

涌井 智子（東京都健康長寿医療センター研究所、筑波大学ヘルスサービス開発研究センター）

演者：ケアをとりまく家族の多様化の現状とテーラーメード支援の可能性
涌井 智子（東京都健康長寿医療センター研究所、筑波大学ヘルスサービス開発研究センター）

介護者の健康の多様性
宮脇 敦士（東京大学大学院医学系研究科ヘルスサービスリサーチ講座、東京大学大学院医学系研

究科公衆衛生学分野）

ケアを担う現役世代家族の実態と必要な支援の検討
森山 葉子（国立保健医療科学院医療・福祉サービス研究部）

多様化する病気・障がいのある子どもと家族と子育て
松澤 明美（北海道大学大学院保健科学研究院創成看護学分野小児看護学教室）

薬事DXで公衆衛生はどう変わるか
座長：稲葉 静代（岐阜県岐阜保健所）

澁谷いづみ（愛知県瀬戸保健所）

演者：オンライン服薬指導の展望と課題
馬場 克典（日本調剤株式会社）

地域医療情報ネットワーク「はたまるねっと」を活用したオンライン服薬指導の現状
岩本 桃子（大井田病院、大阪医科薬科大学附属病院総合診療科）

高知県の中山間地域における ICTを活用した診療提供体制の整備
谷口亜裕子（高知県幡多福祉事務所）

自治体職員と研究者が織りなす公衆衛生の有機的実装―認識の「みぞ」を乗り越える
座長：黒田 直明（国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所地域精神保健・法制度研究部、つく

ば市保健部、筑波大学ヘルスサービス開発研究センター）
森山 葉子（国立保健医療科学院）

演者：研究者と自治体の「みぞ」を読み解く
黒田 直明（国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所地域精神保健・法制度研究部、つく

ば市保健部、筑波大学ヘルスサービス開発研究センター）

自治体と公衆衛生研究者の協働によるEBPMの実践
後藤 温（横浜市立大学医学部公衆衛生学教室）

つくば市、国立国際医療研究センター、筑波大学の協働による糖尿病患者体験調査の経験
杉山 雄大（国立国際医療研究センター研究所糖尿病情報センター、筑波大学医学医療系ヘルス

サービスリサーチ分野）

報告書から実装へ、研究から実務への橋渡し：千葉県山武市の転倒骨折予防プロジェクト
陣内 裕成（日本医科大学医学部衛生学公衆衛生学、筑波大学ヘルスサービス開発研究センター、

東京都健康長寿医療センター研究所）
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シンポジウム25
11月1日（水） 9:50～10:40 第3会場（中ホール 200）

シンポジウム26
11月1日（水） 10:50～11:40 第3会場（中ホール 200）

シンポジウム27
11月1日（水） 13:20～14:30 第3会場（中ホール 200）

健康寿命延伸のカギは筋力～筋力・筋肉の最新の知見～
座長：篠田 邦彦（新潟大学）

演者：サルコペニア・フレイルと高齢者のWell-being
真田 樹義（立命館大学スポーツ健康科学部）

老後に備えて貯筋と貯金～使って貯めよう筋肉貯筋、使えば無くなるお金の貯金～
福永 哲夫（東京大学、早稲田大学、鹿屋体育大学）

ムキムキを目指すだけが筋トレではない：疾病・死亡リスクとの関連
門間 陽樹（東北大学大学院医学系研究科運動学分野）

小児の睡眠教育2023
座長：谷川 武（順天堂大学大学院医学研究科公衆衛生学）

兼板 佳孝（日本大学医学部社会医学系公衆衛生学）

演者：子ども・青少年の睡眠改善への取り組み
駒田 陽子（東京工業大学リベラルアーツ研究教育院）

ウェアラブルデバイスを用いた睡眠教育
南 陽一（東京大学大学院医学系研究科システムズ薬理学教室、ERATO上田生体時間プロジェ

クト）

激論！タバコ対策におけるホットトピックス
座長：田淵 貴大（大阪国際がんセンターがん対策センター疫学統計部）

尾崎 米厚（鳥取大学医学部医学科社会医学講座環境予防医学分野）

演者：水タバコも含めたマルチプルタバコプロダクト使用の現状
山本 貴文（国立保健医療科学院生涯健康研究部）

加熱式タバコも含めたタバコの新型コロナウイルス感染・重症化リスク
浅井 一久（大阪公立大学大学院医学研究科呼吸器内科学）

日本でタバコのハームリダクションは可能か？
片野田耕太（国立がん研究センター）

たばこ対策のアドボカシー：政策提言ファクトシートの紹介
中村 正和（地域医療振興協会）
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シンポジウム28
11月1日（水） 14:40～15:50 第3会場（中ホール 200）

シンポジウム29
11月1日（水） 16:00～16:50 第3会場（中ホール 200）

シンポジウム30
11月1日（水） 8:30～9:20 第4会場（会議室 201）

健康危機に備えた自治体での連携体制の構築について～感染症を起点にマルチハザードへ
座長：名越 究（島根大学医学部環境保健医学講座）

町田 宗仁（国立保健医療科学院公衆衛生政策研究部）

演者：健康危機管理における連携体制の構築ーその意義と課題
冨尾 淳（国立保健医療科学院健康危機管理研究部）

保健所が設置されている基礎自治体の有事の立ち位置と都道府県や関係諸機関との連携
越田 理恵（金沢市福祉健康局金沢市保健所）

健康危機における保健所の調整機能
藤田 利枝（長崎県県央保健所）

コロナ対応の経験を踏まえた健康危機管理体制の構築における保健所設置市の課題の考察
片岡 穣（さいたま市保健所）

モニタリングレポート委員会による「賛否の分かれる公衆衛生対策に関するディベート」
座長：尾崎 米厚（鳥取大学医学部社会医学講座環境予防医学分野）

演者：経口妊娠中絶薬の承認の是非について：賛成、反対の立場から
後藤 あや（福島県立医科大学総合科学教育研究センター）
髙橋美保子（埼玉医科大学医学部社会医学）

現金給付型少子化対策の是非～賛成・反対の立場から
吉田 郁美（京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻薬剤疫学分野）
郡山 千早（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科疫学・予防医学）

ポジティブ心理を用いた疾病予防・健康増進の社会実装
座長：大平 哲也（福島県立医科大学医学部疫学講座）

白井こころ（大阪大学大学院医学系研究科社会医学講座（公衆衛生学））

演者：日常生活での笑いとワーク・エンゲイジメント
島津 明人（慶應義塾大学総合政策学部）

笑いの健康効果：笑いの社会的利用の実装に向けて
竹内 研時（北大学大学院歯学研究科国際歯科保健学分野、東北大学大学院歯学研究科歯学イノ

ベーションリエゾンセンターデータサイエンス部門、宮城県保健福祉部）

安心して認知症になれる社会を目指して―認知症未来共創ハブとポジティヴヘルス
堀田 聡子（慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科）
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シンポジウム31
11月1日（水） 9:30～10:20 第4会場（会議室 201）

シンポジウム32
11月1日（水） 10:30～11:40 第4会場（会議室 201）

シンポジウム33
11月1日（水） 9:20～10:30 第6会場（中ホール 300）

実践と研究が織りなす保健所の公衆衛生感染症対策
座長：緒方 剛（茨城県潮来保健所）

田中 英夫（寝屋川市保健所）

演者：次のパンデミックを想定し都道府県が維持・強化すべき役割
田中 英夫（寝屋川市保健所）

パンデミック下で実地（現場）が果たすべきこと、備えるべきこと
砂川 富正（国立感染症研究所実地疫学研究センター）

保健所の新型コロナへの実践と感染症疫学研究が織りなす将来への備え 感染症疫学入門
緒方 剛（茨城県潮来保健所）

スポーツ・運動が育む健康的なコミュニティの推進とその課題
座長：大久保一郎（横浜市衛生研究所）

久野 譜也（筑波大学人間総合科学学術院）

演者：スポーツによる健康増進
和田 訓（スポーツ庁健康スポーツ課）

スポーツ・運動による健康増進事業の社会保障費抑制効果と効果検証時の課題
田邉 解（筑波大学スマートウエルネスシティ政策開発研究センター、筑波大学体育系）

垂直展開を狙うキッズ健幸アンバサダー
塚尾 晶子（つくばウエルネスリサーチ）

スポーツ・運動が育む健康的なコミュニティの推進とその課題
野口 佳織（戸田市役所健康福祉部福祉保健センター成人保健担当）

医療・介護供給体制において顕在化する高齢者の肺炎のマネジメント
座長：角野 文彦（滋賀県健康医療福祉部）

福島 若葉（大阪公立大学大学院医学研究科公衆衛生学）

演者：超高齢社会のわが国における高齢者の肺炎予防の重要性
宮下 修行（関西医科大学内科学第一講座呼吸器感染症・アレルギー科）

医療・介護レセプト連結データを用いた高齢肺炎患者の医療介護サービス利用状況の分析
松田 晋哉（産業医科大学医学部公衆衛生学教室）

誤嚥性肺炎予防と歯科医療関係者の果たすべき役割 ～日本歯科医師会の取り組み～
小玉 剛（社会歯科学会）

肺炎球菌ワクチン接種の意義 ～最近の研究からみる有効性を踏まえて～
中島 啓（医療法人鉄蕉会亀田総合病院呼吸器内科）
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シンポジウム34
11月1日（水） 10:40～11:50 第6会場（中ホール 300）

シンポジウム35
11月1日（水） 14:00～14:50 第7会場（会議室 405）

シンポジウム36
11月2日（木） 8:30～10:00 第1会場（Leo Esaki メインホール）

公衆衛生領域における薬局や薬剤師への期待 地域の事例を踏まえて
座長：川崎 直人（近畿大学薬学部）

多根井重晴（日本薬科大学薬学部）

演者：地域における薬剤師の活躍推進に向けて
太田 美紀（厚生労働省医薬・生活衛生局総務課）

地域の保健資源としての薬局、公衆衛生人材としての薬剤師の可能性
庄野あい子（昭和薬科大学薬学部）

ドラッグストア併設薬局における無料PCR等検査利用者の期待に関する調査
白山 祐輝（株式会社ツルハ）

コロナ禍の大阪で、薬局・薬剤師はいかに動いたのか ―自薬局の事例から―
狭間 研至（ファルメディコ株式会社）

領域横断的なフレイル・ロコモ克服の推進
座長：新開 省二（女子栄養大学栄養学部）

安田 誠史（高知大学医学部公衆衛生学教室）

演者：社会的側面に着目したフレイルに対するポピュレーションアプローチ
藤原 佳典（東京都健康長寿医療センター研究所）

フレイル・ロコモに対する公衆衛生的アプローチ
北村 明彦（八尾市保健所健康まちづくり科学センター、東京都健康長寿医療センター研究所）

フレイル・ロコモ対策のためのロコモの役割
大江 隆史（NTT東日本関東病院、ロコモチャレンジ！推進協議会）

高齢者のフレイルとその予防対策
小川 純人（東京大学大学院医学系研究科老年病学）

措置制度から精神障害者の人権を考える
座長：柳 尚夫（兵庫県豊岡保健所）

稲葉 静代（岐阜県岐阜保健所）

演者：措置入院制度における保健所の役割と課題
柳 尚夫（兵庫県豊岡保健所）

地域精神医療、危機介入における権利擁護とは
藤井 千代（国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所）

措置入院制度改革を巡る複層的な問題とその解決に向けて～機関間連携と教育を中心に
椎名 明大（千葉大学社会精神保健教育研究センター）



43

シンポジウム37
11月2日（木） 8:30～9:20 第2会場（大会議室）

シンポジウム38
11月2日（木） 9:30～10:20 第2会場（大会議室）

シンポジウム39
11月2日（木） 10:30～11:40 第2会場（大会議室）

自治体における健康づくり事業の円滑なPDCAサイクルの循環を目指して
座長：月野木ルミ（東京医科歯科大学医学部保健衛生学科公衆衛生看護学分野）

丸山 広達（愛媛大学大学院農学研究科地域健康栄養学分野、愛媛大学大学院医農融合公衆衛生学環）

演者：自治体の健康づくり計画における調査・評価に関して留意すべき基本的事項
横山 徹爾（国立保健医療科学院生涯健康研究部）

今後の健康づくり計画策定とその評価における行政の課題-栄養摂取状況調査の観点から
瀧本 秀美（国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養研究所）

愛媛県ビッグデータ活用県民健康づくり事業を起点としたPDCAサイクル循環と今後の課題
入野 了士（愛媛県立医療技術大学保健科学部看護学科）

皆がつながる温かい社会を目指す社会的処方 ～今公衆衛生に出来ることは？～
座長：岩室 紳也（ヘルスプロモーション推進センター（オフィスいわむろ））

小橋 元（獨協医科大学医学部公衆衛生学講座）

演者：なぜ、公衆衛生で「つながり」が needs なのか
岩室 紳也（ヘルスプロモーション推進センター（オフィスいわむろ））

お互いにできることを「し続けられる」環境づくり
佐々木亮平（岩手医科大学教養教育センター人間科学科体育学分野）

図書館型地域共生拠点から広がる変化と活動
守本 陽一（兵庫県豊岡保健所、一般社団法人ケアと暮らしの編集社）

社会的処方への期待
阿部 美子（獨協医科大学医学部公衆衛生学講座）

第8次医療計画における新興感染症の予防計画の作成に向けて
座長：和田 耕治（日本公衆衛生協会）

国光あやの（衆議院議員、総務大臣政務官）

演者：第８次医療計画における新興感染症対応
佐々木孝治（厚生労働省医政局地域医療計画課）

第8次医療計画における新興感染症対応
西塚 至（東京都保健医療局医療改革推進担当）

ロジックモデルを活用した新興感染症の地域医療計画
前村 聡（日本経済新聞社）

第8次医療計画における新興感染症対応
浅田留美子（大阪府健康医療部）
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シンポジウム40
11月2日（木） 11:50～13:00 第2会場（大会議室）

シンポジウム41
11月2日（木） 13:10～14:00 第2会場（大会議室）

シンポジウム42
11月2日（木） 14:10～15:00 第2会場（大会議室）

リスクコミュニケーションの発展に向けて：COVID-19対応からの教訓を活かす
座長：蝦名 玲子（グローバルヘルスコミュニケーションズ、京都大学大学院医学研究科健康情報学分野）

演者：時相に応じたCOVID-19対応のリスクコミュニケーションの振り返りと課題
阿南 英明（神奈川県庁、藤沢市民病院）

中山 健夫（京都大学大学院医学研究科健康情報学）

次のクライシスに向けた、メディアと医療界の課題
鈴木 敦秋（読売新聞東京本社医療部）

みんなで進める地域での歯科保健活動の将来
座長：三浦 宏子（北海道医療大学歯学部保健衛生学分野）

福田 英輝（国立保健医療科学院）

演者：「歯・口腔の健康づくりプラン」の目指す方向性
和田 康志（厚生労働省医政局歯科保健課）

大規模コホートからみた口腔と全身の健康との関連性
小坂 健（東北大学大学院歯学研究科）

自治体における歯科健診受診率向上の取組
二宮 博文（港区みなと保健所健康推進課）

PDCAを PdCaにせず、pDcAですすめる健康日本21（第三次）
相田 潤（東京医科歯科大学健康推進歯学分野）

公衆衛生活動に役立つ睡眠研究の最前線～実践と研究のシナジー～
座長：兼板 佳孝（日本大学医学部社会医学系公衆衛生学分野）

地家 真紀（昭和女子大学食健康科学部食安全マネジメント学科）

演者：Multidimensional Sleep health が公衆衛生の発展に果たす役割についての展望
降籏 隆二（京都大学学生総合支援機構）

睡眠時無呼吸症候群を公衆衛生から攻める
吉村 力（福岡大学医学部衛生・公衆衛生学教室、福岡大学病院呼吸器内科、福岡大学病院睡眠

センター、福岡大学医学部呼吸睡眠医学講座）

Multidimensional Sleep health が公衆衛生の発展に果たす役割についての展望
降籏 隆二（京都大学学生総合支援機構）

日本の成人（勤労者）における睡眠と健康について
井谷 修（国際医療福祉大学医学部公衆衛生学）
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シンポジウム43
11月2日（木） 15:10～16:00 第2会場（大会議室）

シンポジウム44
11月2日（木） 8:30～9:20 第3会場（中ホール 200）

シンポジウム45
11月2日（木） 9:30～10:20 第3会場（中ホール 200）

COVID-19水際対策の経験から検疫所と自治体との連携を考える
座長：奥村 二郎（近畿大学医学部環境医学・行動科学教室）

横塚 由美（東京検疫所羽田空港検疫所支所）

演者：国際空港におけるCOVID-19の水際対策について
上野 健一（関西空港検疫所）

地方自治体からみたCOVID-19対策における検疫所との連携
糸数 公（沖縄県保健医療部）

検疫法改正と今後の展望
垣本 和宏（大阪検疫所）

子どもたちの人生を豊かに育むための地域連携
－家庭・児童養護施設・学校・地域・行政
座長：児玉 知子（国立保健医療科学院公衆衛生政策研究部）

廣末 ゆか（住民とともに活動する保健師の会、高知学園短期大学）

演者：地域が連携し行う「子どもたちの人生を豊かに育む教育」の実践
渡會 睦子（東京医療保健大学医療保健学部、東京医療保健大学医療保健学部地域健康づくり教

育・研究センター、住民とともに活動する保健師の会）

紙芝居で伝える「生きるための心を伝える教育」の効果
會田 健司（児童養護施設山形学園）

養護形態と子どもの「最善の利益」概念－近時の政策動向から
三上 佳介（鹿児島大学法文学部法経社会学科）

ソーシャルメディア上の健康情報の信頼できる情報源の特定法に関するNAM論文について
座長：中山 健夫（京都大学大学院医学研究科健康情報学）

黒田 知宏（京都大学医学部附属病院医療情報企画部）

演者：ChatGPTなどのAI 技術が健康情報に及ぼす影響
荒牧 英治（奈良先端科学技術大学院大学）

メディカルノートの"共創"―インフォデミック時代を乗り越えるために
井上 祥（株式会社メディカルノート）

YouTube の信頼できる医療/健康情報に関する取り組み
片倉 陽子（グーグル合同会社）

コロナ禍におけるインターネット上の健康情報探索行動
高橋 由光（京都大学大学院医学研究科健康情報学）
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シンポジウム46
11月2日（木） 10:30～11:40 第3会場（中ホール 200）

シンポジウム47
11月2日（木） 11:50～13:00 第3会場（中ホール 200）

シンポジウム48
11月2日（木） 13:10～14:00 第3会場（中ホール 200）

親子保健・学校保健における孤独・孤立の影響
座長：鈴木 孝太（愛知医科大学医学部衛生学講座）

横山 美江（大阪公立大学大学院看護学研究科）

演者：妊娠・出産・子育て期の母親の孤独・孤立にどう向き合うか
横山 美江（大阪公立大学大学院看護学研究科）

チャット相談から見える児童生徒の孤独・孤立の実情
大空 幸星（特定非営利活動法人あなたのいばしょ）

伴走型相談支援を充実させる：島田市版ネウボラの取り組み
鈴木 仁枝（静岡県島田市役所）

エコチル調査：分かったことと、これからと、公衆衛生への貢献
座長：玉腰 暁子（北海道大学大学院医学研究院公衆衛生学）

山崎 新（国立環境研究所エコチル調査コアセンター）

演者：エコチル調査のこれまでの成果と今後の展開
上島 通浩（名古屋市立大学大学院医学研究科環境労働衛生学分野）

13歳以降の調査の母子保健に関わる意識
山縣然太朗（山梨大学）

野見山哲生（信州大学）

環境疫学での人材育成・教育のプラットホームとしてのエコチル調査への期待
玉腰 暁子（北海道大学大学院医学研究院公衆衛生学）

コロナ禍における高齢者の保健・医療・福祉の動向
座長：渡辺修一郎（桜美林大学大学院国際学術研究科老年学学位プログラム）

石崎 達郎（東京都健康長寿医療センター研究所福祉と生活ケア研究チーム）

演者：コロナ禍における高齢者の身体活動・社会参加の動向と対策
清野 諭（東京都健康長寿医療センター研究所）

オープンデータからみたコロナ禍における高齢者の受療動向
大坪 徹也（横浜市立大学国際商学部）

コロナ禍初期の市民調査からみたジェンダー格差
島本太香子（奈良大学社会学部総合社会学科、奈良県立医科大学産婦人科）
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シンポジウム49
11月2日（木） 14:10～15:00 第3会場（中ホール 200）

シンポジウム50
11月2日（木） 15:10～16:00 第3会場（中ホール 200）

シンポジウム51
11月2日（木） 8:30～9:20 第4会場（会議室 201）

子どもを取り巻く環境と保健サービス
座長：甲田 勝康（関西医科大学医学部）

森田 明美（鳥取大学医学部社会医学講座健康政策医学分野）

演者：胎児期のカドミウム曝露が子どもの発達に影響を与える影響
増本 年男（鳥取大学医学部社会医学講座健康政策医学分野）

こどものWellbeing を向上させるためには親のWellbeing や親を取り巻く環境にも着目を
竹原 健二（国立成育医療研究センター研究所政策科学研究部、国立成育医療研究センターこども

シンクタンク）

子どもの食育における学校給食の役割
饗場 直美（神奈川工科大学健康医療科学部管理栄養学科）

学齢期からの生活習慣病予防の試行
甲田 勝康（関西医科大学医学部）

災害・新型コロナウィルス感染症対策から今後の現場と大学のシナジー効果を探る
座長：渡會 睦子（東京医療保健大学医療保健学部、東京医療保健大学医療保健学部地域健康づくり教

育・研究センター、住民とともに活動する保健師の会）

演者：今後の備えとしてふりかえろう！ 大震災＆コロナ禍での活動
末永カツ子（仙台青葉学院短期大学看護学科、東北大学名誉教授、前長崎大学・福島県立医科大学

共同大学院災害公衆衛生看護学）

危機管理時（災害・感染症など）の危機対応と地域保健活動の可能性
佐野 ゆり（仙台市健康福祉局保健衛生部健康政策課）

新型コロナウイルス感染症対応を踏まえた地域における健康危機管理の体制整備
五十嵐久美子（厚生労働省健康局健康課保健指導室）

HPVワクチンの正確な理解は一般の方々に広まったのか？～積極的勧奨再開から1年半～
座長：中山 富雄（国立がん研究センターがん対策研究所）

伊藤 ゆり（大阪医科薬科大学医療統計室）

演者：HPVワクチンを「当たり前に」にNHK「＃がんの誤解」取材現場からの報告
藤松翔太郎（NHK首都圏局首都圏放送センター、認定 NPO法人 deleteC）

全国自治体調査と自治体の保健師支援の事例報告～勧奨再開後の地域間格差～
片山佳代子（国立大学法人群馬大学情報学部、神奈川県立がんセンター臨床研究所がん教育ユニット）

HPVワクチン積極的勧奨再開後の西宮市での取り組み
福田 典子（西宮市健康福祉局保健所）

HPVワクチンの現状
上田 豊（大阪大学大学院医学系研究科産科学婦人科学）
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シンポジウム52
11月2日（木） 9:30～10:20 第4会場（会議室 201）

シンポジウム53
11月2日（木） 10:30～11:40 第4会場（会議室 201）

シンポジウム54
11月2日（木） 11:50～13:00 第6会場（中ホール 300）

身体活動の推進のためのポピュレーション戦略と環境整備
座長：澤田 亨（早稲田大学スポーツ科学学術院）

天笠 志保（帝京大学大学院公衆衛生学研究科、東京医科大学公衆衛生学分野）

演者：身体活動支援環境を考える上でのフレームワークの提案
井上 茂（東京医科大学公衆衛生学分野）
菊池 宏幸（東京医科大学公衆衛生学分野）

都市構造と身体活動―物理的環境の視点から
中谷 友樹（東北大学大学院環境科学研究科）

身体活動を促す社会的環境
近藤 克則（千葉大学予防医学センター社会予防医学研究部門、国立長寿医療研究センター研究所

老年学・社会科学研究センター老年学評価研究部）

自治体管理栄養士の行政能力向上に求められるスキル習得と認定制度のあり方を考える
座長：由田 克士（大阪公立大学大学院生活科学研究科食栄養学分野公衆栄養学）

磯部 澄枝（新潟県南魚沼地域振興局健康福祉環境部（新潟県南魚沼保健所））

演者：行政能力向上に求められる新しいスキル～厚生労働省に出向して学んだこと～
森川 渚（福井県健康福祉部健康医療局健康政策課）

自治体管理栄養士の研修体制の現状と課題
赤堀 摩弥（静岡県東部健康福祉センター）

誰一人取り残さない栄養政策推進のための行政管理栄養士の人材育成体制構築に向けて
渡邊 瑞穂（山梨県富士・東部保健福祉事務所）

「公衆衛生専門管理栄養士（仮称）認定制度」の創設に向けて
諸岡 歩（公益社団法人日本栄養士会）

増加する大規模な風水災害に対する社会のレジリエンスを高める
座長：高鳥毛敏雄（関西大学社会安全学部・社会安全研究科）

宮﨑美砂子（千葉大学大学院看護学研究院）

演者：岩波 越（国立研究開発法人防災科学技術研究所水・土砂防災研究部門）

令和2年7月豪雨の経験を踏まえた球磨圏域の災害時保健医療福祉活動の取り組みと課題
服部希世子（熊本県人吉保健所）

災害時の被災者の健康支援に関する活動と体制の到達点
奥田 博子（国立保健医療科学院健康危機管理研究部）

超高齢社会における被災者の包括的支援の到達点－保健医療福祉の包括的広域連携－
尾島 俊之（浜松医科大学健康社会医学講座）
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シンポジウム55
11月2日（木） 13:10～14:00 第6会場（中ホール 300）

シンポジウム56
11月2日（木） 14:10～15:40 第6会場（中ホール 300）

シンポジウム57
11月2日（木） 11:50～12:40 第8会場（会議室 406）

孤立・孤独問題に対する公衆衛生学的アプローチ
座長：太刀川弘和（筑波大学災害・地域精神医学）

演者：孤立・孤独の概念整理
太刀川弘和（筑波大学医学医療系災害・地域精神医学）

孤立・孤独の社会調査
相羽 美幸（東洋学園大学人間科学部）

孤立・孤独への心理社会的アプローチ
翠川 晴彦（筑波大学附属病院精神神経科）

孤立・孤独への福祉的アプローチ:「どこでもドアモデル」構築を目指して
近藤 尚巳（京都大学大学院医学研究科社会疫学分野）

健康・医療・介護・福祉の行政計画におけるロジックモデルと指標の展開
座長：今村 知明（奈良県立医科大学公衆衛生学講座）

埴岡 健一（国際医療福祉大学大学院医療福祉ジャーナリズム分野）

演者：健康・医療・福祉の計画におけるロジックモデルと指標の展開の概観
今村 知明（奈良県立医科大学公衆衛生学講座）

がん計画と健康計画におけるロジックモデルと指標の展開
大井久美子（奈良県吉野保健所健康増進課）

医療計画と循環器病対策推進計画におけるロジックモデルと指標の活用
高嶺 公子（沖縄県庁）

介護保険・地域包括ケアシステム分野のロジックモデルの開発と活用の試み
松本 佳子（医療経済研究機構）

第一次産業（農業）が抱える健康問題―食を支える人の安全
座長：山本 秀樹（帝京大学薬学部環境衛生学研究室、帝京大学大学院公衆衛生学研究科、筑波大学医学

医療系ヘルスサービスリサーチ開発センター）
堀 愛（筑波大学医学医療系国際社会医学研究室）

産業衛生の視点からみた第一次産業従事者の公衆衛生上の課題
横山 和仁（国際医療福祉大学大学院公衆衛生学専攻）

法医解剖からみた農業関連死
宮石 智・山崎 雪恵（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科法医学分野）

農作業事故の実態調査と安全対策の課題
大浦 栄次（（一財）富山県農村医学研究所）
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地方衛生研究所研修フォーラム
10月31日（火） 10:20～11:50 第8会場（会議室 406）

奨励賞受賞講演
11月1日（水） 15:50～16:50 第2会場（大会議室）

地域保健法・感染症法等の改正および新機構設立の目指すもの
座長：四宮 博人（愛媛県立衛生環境研究所）

吉村 和久（東京都健康安全研究センター）

演者：地方衛生研究所等の健康危機管理体制の強化に向けた制度改正について
山本 英紀（厚生労働省）

国立健康危機管理研究機構の設立に向けて
脇田 隆字（国立感染症研究所）

新興感染症に備えた保健所機能強化と人材育成
内田 勝彦（大分県東部保健所）

地方衛生研究所の法制化と対応について
四宮 博人（愛媛県立衛生環境研究所）

座長：田宮菜奈子（筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分野）

演者：保健師の健康危機管理の職能開発およびキャリア継続に関する実践と研究
井口 理（日本赤十字看護大学）

公的統計・医療ビッグデータを活用した健康格差と医療の質に関する俯瞰的研究
田中 宏和（国立がん研究センターがん対策研究所データサイエンス研究部）

運動・スポーツに着目した地域づくり型介護予防の推進方略と効果評価に関する研究
辻 大士（筑波大学体育系、千葉大学予防医学センター）

グローバル化時代における保健所の機能強化と国際社会への貢献に関する研究
矢野 亮佑（盛岡市保健所）
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優秀演題賞選考会
10月31日（火） 15:00～17:20 第3会場（中ホール 200）
座長：安村 誠司（福島県立医科大学医学部公衆衛生学講座）

玉腰 暁子（北海道大学大学院医学研究院社会医学分野公衆衛生学教室）

演者：多目的コホート研究における趣味と要介護認知症との関連
松村 拓実（近畿大学医学部公衆衛生学教室、大阪大学）

KDBより把握した医療・健診受診状況とフレイルの関連:大和市の悉皆調査による横断研究
石田 幸枝（大和市役所健康福祉部健康づくり推進課）

地域歯科検診事業が成人住民の歯科利用促進に与える効果の検証:差分の差解析
石丸 美穂（東京医科歯科大学、筑波大学）

後期高齢者における口腔機能と認知症発症との関連: 2年間の縦断研究
岩井 浩明（朝日大学歯学部口腔感染医療学講座社会口腔保健学分野）

地域在住高齢者における身体活動と認知症発症との関連：多時点観察データを用いた検討
根本 裕太（東京都健康長寿医療センター研究所）

高齢者における震災直後の転居と精神的健康の推移：熊本地震前後の中長期追跡調査
松岡 洋子（千葉大学予防医学センター、京都大学大学院医学研究科社会疫学分野）

自治体での発育性股関節形成不全のスクリーニング及び保健指導の実態
本田千可子（東京大学大学院医学系研究科地域看護学教室）

小児における睡眠呼吸障害と持続的注意力との関連
朱 沁曄（順天堂大学大学院医学研究科公衆衛生学講座）

感謝の頻度と生活習慣病との関連
濱口 雄飛（福島県立医科大学医学部疫学講座）

大量機会飲酒を考慮した、飲酒と循環器疾患との関連：JACC study
高田 碧（大阪健康安全基盤研究所公衆衛生部疫学解析研究課、筑波大学医学医療系社会健康医

学研究室）

COVID-19感染予防コンサルテーション：クラスター化阻止の換気評価と改善（第3報）
武藤 剛（北里大学医学部衛生学、千葉大学予防医学センター／Design Resarch Institution）

一般集団におけるオミクロン株の罹患後症状の実態調査：品川区住民アンケート調査
射場 在紗（国立国際医療研究センター国際医療協力局グローバルヘルス政策研究センター）

ダブルケア（子育て、介護）とがん検診未受診との関連：国民生活基礎調査より
鈴木 有佳（慶應義塾大学医学部医療政策・管理学教室、大阪医科薬科大学医学部社会・行動科学

教室）
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国際参加賞受賞講演 International Participant Award
11月1日（水） 9:50～12:10 第7会場（会議室 405）
座長：Yoshiharu Fukuda（Teikyo University）

Yukiko Wagatsuma（University of Tsukuba）
Makiko Sekiyama（National Institute for Environmental Studies）
Tomofumi Sone（National Institute of Public Health）
Maki Taniguchi（Tokyo Medical and Dental University）
Keiko Nakamura（Tokyo Medical and Dental University）

演者：Persistence of symptoms at 6 months post COVID-19: a prospective cohort study
Tok Peter Seah Keng（Institute for Clinical Research, National Institutes of Health, Ministry of Health Ma-

laysia）

The Burden of Liver Cancer in Mongolia from 1990 to 2019: GBD 2019 Analysis
Batsaikhan Oyundari（Hiroshima University, Department of Public Health and Health Policy）

Salt intake traits, hypertension and blood pressure measurement in Afghan adults
Halimzai Iftikhar（Tokyo Medical and Dental University）

A Photovoice Study on Malaria Prevention in Rural Communities in Sabah
Naserrudin Nurul Athirah（Department of Public Health Medicine, Universiti Kebangsaan Malaysia）

Needs to expand the activities of Peer-counselling in Mongolia
Tsogzolbaatar Enkh-Oyun（Mongolian National University of Mongolia）

Psychosocial Antecedents of Sexual Intention in Filipino Teens
Rivera Ana Kriselda（Tokyo Medical and Dental University, University of the Philippines Manila）

Operational practice in coordinating seamless care: a primary care perspective
Vo Thi Hue Man（College of Public Health Sciences, Chulalongkorn University）

Why do women deliver at home in Myanmar?
Khaing Inn Kynn（Hiroshima University, Graduate School of Biomedical and health science, Department

of Public Health and Health Policy）

Breastfeeding and hospital admissions during childhood
Yon Dong Keon（Center for Digital Health, Kyung Hee University）
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公開シンポジウム
11月2日（木） 14:00～16:00 第1会場（Leo Esaki メインホール）

ランチョンセミナー1
10月31日（火） 12:10～13:10 第1会場（Leo Esaki メインホール）

ランチョンセミナー2
10月31日（火） 12:10～13:10 第2会場（大会議室）

ランチョンセミナー3
10月31日（火） 12:10～13:10 第3会場（中ホール 200）

これから医師をめざす全国の高校生・医学生に知っておいてもらいたいこと
～みんなの健康をめざす学会「日本公衆衛生学会」茨城より発信
座長：磯 博康（国立国際医療研究センター国際医療協力局グローバルヘルス政策研究センター）

演者：研修医から見る公衆衛生の魅力
森本 健太（筑波大学附属病院）

茨城県の医師確保対策について
小野 幸子（茨城県保健医療部医療局医療人材課）

明日の医療の基盤を調える～保健・医療行政に携わる医師としての仕事～
木庭 愛（こども家庭庁成育局母子保健課）

臨床と公衆衛生とのクロスキャリアのすすめ
杉山 雄大（国立国際医療研究センター研究所糖尿病情報センター、筑波大学医学医療系ヘルス

サービスリサーチ分野）

医学生の進路としての予防医学
山岸 良匡（筑波大学医学医療系社会健康医学）

ワクチンの基礎知識 -日本人のワクチン不信に対応策はあるのか-
座長：上原 由紀（藤田医科大学感染症科臨床教授）
演者：内藤 俊夫（順天堂大学総合診療科教授）
共催：モデルナ・ジャパン株式会社

夜間休日診療における診診連携等の取り組みと今後の活用にむけた検討
座長：森 隆浩（国際医療福祉大学医学部教授、国際医療福祉大学成田病院総合診療科部長）
演者：孫 瑜（筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分野助教）
共催：ファストドクター株式会社

ＷＨＯによる携帯電話のリスク評価
座長：高田 雄史（一般財団法人電気安全環境研究所電磁界情報センター）
演者：大久保千代次（一般財団法人電気安全環境研究所電磁界情報センター所長）
共催：一般財団法人電気安全環境研究所 電磁界情報センター
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ランチョンセミナー4
10月31日（火） 12:10～13:10 第4会場（会議室 201）

ランチョンセミナー5
10月31日（火） 12:10～13:10 第6会場（中ホール 300）

ランチョンセミナー6
11月1日（水） 12:05～13:05 第2会場（大会議室）

ランチョンセミナー7
11月1日（水） 12:05～13:05 第3会場（中ホール 200）

ランチョンセミナー8
11月1日（水） 12:05～13:05 第4会場（会議室 201）

プログラム医療機器開発におけるウェアラブル・デバイスデータ活用の課題と
デジタルバイオマーカー開発の実践的取組み
座長：泉 啓介（株式会社テックドクター取締役、慶應義塾大学医学部リウマチ・膠原病内科）

演者：ウェアラブル・デバイスを用いた研究の法政策上の課題と期待
藤田 卓仙（慶應義塾大学医学部医療政策・管理学教室特任准教授）
ウェアラブルデバイスや機械学習を用いたうつ病、認知症診断支援プログラム開発の実際
岸本泰士郎（慶應義塾大学医学部ヒルズ未来予防医療・ウェルネス共同講座特任教授）

共催：株式会社テックドクター

実践と研究のシナジーが織りなす保健医療介護サービスの進化と調和
座長：磯 博康（国立国際医療研究センター国際医療協力局グローバルヘルス政策研究センター）

演者：新型コロナ肺炎の臨床像と今後の対策について
宮下 修行（関西医科大学内科学第一講座呼吸器感染症・アレルギー科教授）

共催：武田薬品工業株式会社

冬に向けた新型コロナウイルス対策、臨床と公衆衛生を繋いで：札幌市のデータ発信
座長：久保 達彦（広島大学大学院医系科学研究科公衆衛生学）
演者：岸田 直樹（一般社団法人 Sapporo Medical Academy代表理事）
共催：ファイザー株式会社

公衆衛生大学院教育と人材育成－今こそ必要なMPHとキャリア形成－
座長：福田 吉治（帝京大学大学院公衆衛生学研究科）

井上まり子（帝京大学大学院公衆衛生学研究科）

対談：MPHプログラムでの学びについての個人的回顧録
田宮菜奈子（筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分野）
橋本 英樹（東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻）

共催：帝京大学、帝京大学医師会

地域医療と公衆衛生の協働－地域医療振興協会の活動－
座長：宇田 英典（公益財団法人地域医療振興協会地域医療研究所ヘルスプロ―モーション研究センター

シニアアドバイザー）
演者：へき地で診療している医師についての日米共同調査

佐々木 航（地域医療振興協会地域医療研究所）
診療所におけるQI（医療の質改善）活動
西村 正大（公益社団法人地域医療振興協会地域医療研究所）

共催：公益社団法人地域医療振興協会
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ランチョンセミナー9
11月1日（水） 12:05～13:05 第5会場（会議室 202）

ランチョンセミナー10
11月1日（水） 12:05～13:05 第6会場（中ホール 300）

スポンサードセッション
10月31日（火） 16:40～17:40 第2会場（大会議室）

意見交換会
11月1日（水） 19:00～21:00 （1F ホワイエ）

第82回日本公衆衛生学会総会記念「第九」特別演奏会 「第九」を歌おう！
11月1日（水） 17:00～18:00 （1F ホワイエ）

サイバニクス革命：公衆衛生を支える「サイバニクス医療健康イノベーション」最前線
座長：中田 善規（帝京大学大学院公衆衛生学研究科教授）
演者：山海 嘉之（CYBERDYNE株式会社代表取締役社長/CEO、筑波大学サイバニクス研修センター研

究統括/教授、筑波大学未来社会工学開発研究センター（F-MIRAI）センター長、内
閣府戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）プログラムディレクター）

共催：CYBERDYNE株式会社

座長：谷川 武（順天堂大学大学院教授、順天堂大学医学部衛生学・公衆衛生学教室）
演者：宮原 禎（株式会社 ACCELStars代表取締役）
共催：株式会社 ACCELStars

学術情報を巡る国内外の動向：研究者が知るべきこと
座長：中山 健夫（京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻）
演者：北村 聖（東京大学名誉教授、日本医学会日本医学雑誌編集組織委員会委員長）
共催：グーグル合同会社
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第1分科会 疫学・保健医療情報 O-1-1-1～O-1-4-6

第2分科会 ヘルスプロモーション O-2-1-1～O-2-1-6

第3分科会 生活習慣病・メタボリックシンドローム O-3-1-1～O-3-4-6

第4分科会 保健行動・健康教育 O-4-1-1～O-4-2-5

第5分科会 親子保健・学校保健 O-5-1-1～O-5-3-6

第6分科会 高齢者の QOLと介護予防 O-6-1-1～O-6-3-6

第7分科会 高齢者の医療と福祉 O-7-1-1～O-7-1-6

第8分科会 地域社会と健康 O-8-1-1～O-8-3-6

第9分科会 難病・障害の医療と福祉 O-9-1-1～O-9-1-5

第10分科会 精神保健福祉 O-10-1-1～O-10-2-6

第11分科会 口腔保健 O-11-1-1～O-11-1-6

第12分科会 感染症 O-12-1-1～O-12-3-6

第13分科会 健康危機管理 O-13-1-1～O-13-2-6

第14分科会 医療制度・医療政策 O-14-1-1～O-14-2-6

第15分科会 公衆衛生従事者育成 O-15-1-1～O-15-1-5

第16分科会 保健所・衛生行政・地域保健 O-16-1-1～O-16-2-6

第17分科会 公衆栄養 O-17-1-1～O-17-2-6

第20分科会 産業保健 O-20-1-1～O-20-1-6

第21分科会 環境保健 O-21-1-1～O-21-1-5

第23分科会 保健医療介護サービス研究 O-23-1-1～O-23-2-6

第24分科会 新型コロナウイルス感染症 O-24-1-1～O-24-6-6

EO English Session EO-1-1～EO-5-6

一般演題（口演）一覧
※「口演 - 分科会№ - セッション№ - 演題発表№」

例） O - 1 - 1 - 1
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第1分科会 疫学・保健医療情報

11月1日（水）10:40～11:40
第5会場（会議室 202）

O-1-1-1 西岡 祐一 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
入院者や通院者でない被保険者における健康診査
の検査値と心血管イベント・死亡の関連

O-1-1-2 森田えみり （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
高年出産と若年2型糖尿病発症との関連

O-1-1-3 池田 奈由 （国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
国立健康・栄養研究所国際栄養情報センター）
1970年代以降における高校3年生の平均身長の
都道府県格差の推移

O-1-1-4 新居田泰大 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
甲状腺眼症発症における喫煙の影響に関する検討

O-1-1-5 田中 宏和 （国立がん研究センターがん対策研究所データサ
イエンス研究部）
国勢調査と人口動態統計のリンケージによる教育
歴別死亡率とその地域差

O-1-1-6 島津美寿季 （大阪国際がんセンターがん対策センター）
乳がんの15年相対生存率～大阪府がん登録デー
タを用いた分析

11月1日（水）13:20～14:20
第5会場（会議室 202）

O-1-2-1 逢見 憲一 （国立保健医療科学院生涯健康研究部）
近年わが国の月別死因別死亡率の動向とインフル
エンザ・COVID-19超過死亡

O-1-2-2 安福 祐一 （大阪大学大学院医学系研究科医療データ科学共
同研究講座）
NDBオープンデータ等を利用したリハビリテー
ション需要の将来推計

O-1-2-3 菅野 沙帆 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
レセプトデータを用いた腎移植後フォローアップ
中患者数の集計

O-1-2-4 鄭 松伊 （秋田大学医学部衛生学公衆衛生学講座）
健康女性における不眠症状改善を目的としたデジ
タルアプリのシステマティックレビュー

O-1-2-5 吉村 季恵 （奈良県立医科大学公衆衛生学教室）
KDBデータベースを用いた糖尿病と直腸がん術
後の排尿機能障害の関連の検討

O-1-2-6 海老沼翔太 （京都大学大学院医学研究科医療経済学分野）
胆嚢ドレナージにおける胆嚢ステント留置が急性
胆嚢炎の臨床経過に及ぼす影響

11月1日（水）14:25～15:25
第5会場（会議室 202）

O-1-3-1 大澤 正樹 （盛岡つなぎ温泉病院）
フラミンガムリスクスコア・吹田リスクスコア・
久山リスクスコアによる絶対リスク推計

O-1-3-2 西原 進吉 （北海道大学環境健康科学研究教育センター）
妊婦のカフェイン摂取量と生後12ヶ月までの子
どもの発達との関連：環境省エコチル調査

O-1-3-3 稲田 晴彦 （東京大学医学系研究科公衆衛生学分野）
ライターのチャイルドレジスタンス機能義務化後
の火遊びによる火災発生頻度の変化

O-1-3-4 馬渕 主基 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
新型コロナウイルス感染症の影響による受療行動
の変化

O-1-3-5 大脇 和浩 （帝京大学大学院公衆衛生学研究科）
都道府県別にみた温泉資源と精神疾患との関連

O-1-3-6 清水 紀翔 （秋田大学大学院医系研究科衛生学・公衆衛生学
講座）
42歳未満の女性フルタイムワーカーにおける月
経前症候群に関する健康尺度の開発

11月1日（水）15:30～16:30
第5会場（会議室 202）

O-1-4-1 中杤 昌弘 （名古屋大学大学院医学系研究科実社会情報健康
医療学）
地域住民の後ろ向きコホートによる健康診断デー
タと要介護認定リスクのU字型関連性

O-1-4-2 渡邉 英之 （久留米大学医学部公衆衛生学講座）
性・年齢を調整した生活保護受給者の傷病大分類
別医療扶助（入院分）の状況

O-1-4-3 重信友宇也 （広島大学病院総合内科・総合診療科）
COVID-19流行による胃癌の死亡リスクについ
ての検討

O-1-4-4 上野 悟 （国立保健医療科学院保健医療情報政策研究セン
ター）
医学研究における研究促進のための研究データ管
理基盤の必要性と導入

O-1-4-5 藤原 怜峰 （筑波大学大学院）
緊急入院した高齢者における在院日数と30日以
内再入院率に影響する要因の検討

O-1-4-6 篠田 元気 （東北大学東北メディカル・メガバンク機構予防
医学・疫学部門）
母子健康情報と学校健康診断情報との連係情報の
活用可能性の検討

第2分科会 ヘルスプロモーション

10月31日（火）16:35～17:35
第4会場（会議室 201）

O-2-1-1 坂本 昌彦 （帝京大学大学院公衆衛生学研究科）
乳幼児を持つ保護者向けヘルスケア情報提供アプ
リの利用とヘルスリテラシー

O-2-1-2 内海 智博 （国立精神・神経医療研究センター精神保健研究
所睡眠・覚醒障害研究部）
高齢男性における睡眠時間の主観－客観乖離と健
康との関連

O-2-1-3 吉井 智晴 （東京医療学院大学保健医療学部リハビリテー
ション学科）
地域や職場における予防・健康づくり等へのリハ
専門職の関わりや役割に関する調査

O-2-1-4 伊東千絵子 （奈良県精神保健福祉センター）
特定健康診査のアルコール使用障害スクリーニン
グへの活用：実証的検討

O-2-1-5 吉池 卓也 （国立精神・神経医療研究センター）
睡眠休養感と総死亡リスクの縦断的関連

O-2-1-6 五味達之祐 （東京都健康長寿医療センター研究所）
会食を行う通いの場の参加者減少に関連する要
因：ソーシャルマーケティングの視点

第3分科会 生活習慣病・メタボリックシンドローム

10月31日（火）15:30～16:30
第5会場（会議室 202）

O-3-1-1 河村千登星 （筑波大学大学院）
国民生活基礎調査を用いた乳がん検診未受診に関
連する要因の検討

O-3-1-2 玉本 咲楽 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
特定健康診査・後期高齢者健康診査の階層化基準
とその後の心筋梗塞発症の関連

O-3-1-3 明神 大也 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
奈良県国保データを用いた特定健診でHbA1c
高値を指摘された者の受療行動に関する調査

O-3-1-4 原 章規 （金沢大学衛生学・公衆衛生学）
糖代謝異常の有無による多価不飽和脂肪酸摂取量
と慢性腎臓病との異なる関連
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O-3-1-5 竹本 聖 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
KDBを用いた経カテーテル的大動脈弁置換術と
外科的大動脈弁置換術後生存率の検証

O-3-1-6 孫 智超 （筑波大学附属病院総合臨床教育センター）
糖尿病予防推進を目指した糖尿病発症予測リスク
チャート（八尾市版）の開発

10月31日（火）16:35～17:35
第5会場（会議室 202）

O-3-2-1 明野由里奈 （九州大学大学院医学研究院医療経営・管理学講
座）
MAFLDによる冠動脈疾患および脳血管疾患へ
のリスクの評価：LIFE Study

O-3-2-2 李 嘉奇 （大阪大学大学院医学系研究科公衆衛生学）
地域在住高齢者のフレイルに関連する健診所見

O-3-2-3 辻本 美香 （大阪市職員共済組合）
非肥満者における保健指導の効果に関する検討

O-3-2-4 井上 浩輔 （京都大学大学院医学系研究科）
血糖管理における高ベネフィットアプローチ：
Precision Public Health への取り組み

O-3-2-5 井花 庸子 （国立国際医療研究センター糖尿病情報センター）
健診・レセプトデータを用いた糖尿病性腎症化予
防プログラムの介入効果の分析

O-3-2-6 山田 卓也 （帝京大学大学院公衆衛生学研究科）
職域保健プログラム「健診戦」の効果：健康関心
度別の分析

11月1日（水）9:35～10:35
第8会場（会議室 406）

O-3-3-1 小泉和可奈 （順天堂大学大学院医学研究科公衆衛生学講座）
睡眠時間と脂質代謝異常の関連

O-3-3-2 Huang Jiaqi
（順天堂大学大学院医学研究科公衆衛生学講座）
地域住民における睡眠関連呼吸障害と東洋医学の
証に関する疫学研究:東温スタディ

O-3-3-3 高瀬 雅仁 （東北大学大学院医学系研究科）
脂肪量指数と除脂肪量指数の組み合わせと高
LDLコレステロール血症の関連

O-3-3-4 西田 優紀 （東京医科歯科大学M&Dデータ科学センター）
特定保健指導前後の体重減量で期待されるHbA
1cの改善効果

O-3-3-5 浦口 健介 （岡山大学大学院医歯薬学総合研究科疫学・衛生
学分野）
倉敷市における喫煙者の胃がん検診の傾向

O-3-3-6 張 可欣 （筑波大学大学院）
介護老人福祉施設入所者における入所前後の糖尿
病治療薬の処方状況について

11月1日（水）10:40～11:40
第8会場（会議室 406）

O-3-4-1 松成 結衣 （福島県立医科大学医学部疫学講座）
東日本大震災前後の食行動の変化：NDB特定健
診データを用いた検討

O-3-4-2 霜上遼太郎 （順天堂大学医学部）
レプチンと循環器疾患危険因子との関連：東温ス
タディ

O-3-4-3 田中 麻理 （近畿大学公衆衛生学）
中年期・前期高齢期の健診所見と将来の自立度低
下との関連

O-3-4-4 関根 道和 （富山大学）
国民健康保険特定健康診査結果および後期高齢者
健康診査結果の地域間健康格差

O-3-4-5 郭 帥 （筑波大学）
コーヒー、緑茶、及び紅茶・ウーロン茶摂取と脳
卒中発症との関連

O-3-4-6 佐藤 蓮 （筑波大学社会健康医学教室）
一般地域住民におけるNT-proBNPと身体機能、
骨格筋量、サルコペニアとの関連

第4分科会 保健行動・健康教育

10月31日（火）13:20～14:20
第5会場（会議室 202）

O-4-1-1 須賀 万智 （東京慈恵会医科大学環境保健医学講座）
パブリックヘルスコミュニケーションの広報資材
におけるユーモア表現の適用可能性

O-4-1-2 信田 幸大 （カゴメ株式会社）
SDGsへの貢献を意図した栄養教育プログラム
が勤労者の野菜摂取量に与える影響

O-4-1-3 神崎 秀嗣 （秀明大学看護学部専門基礎分野）
医療専門職への微生物学・感染症学教育の支援と
改善

O-4-1-4 龍田 希 （東北大学大学院医学系研究科）
妊娠女性の禁煙時期の違いが出生児の体格に及ぼ
す影響：エコチル調査より

O-4-1-5 西東 優心 （神奈川工科大学健康医療科学部管理栄養学科）
睡眠中の深部温の測定による性周期の把握と測定
条件の検討

O-4-1-6 藤原 菜摘 （大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻）
地域在住高齢者のフレイル認知度と関連要因の検
討

10月31日（火）14:25～15:25
第5会場（会議室 202）

O-4-2-1 武本 翔子 （豊中市福祉部福祉事務所）
生活保護受給者への健診受診勧奨：豊中市の「健
診受診勧奨強化月間」の取り組みから

O-4-2-2 小久保小百合（豊中市福祉部福祉事務所）
生活保護受給者への架電による健診受診勧奨効
果：豊中市の令和4年度の取り組みから

O-4-2-3 淺井 怜衣 （順天堂大学医学部衛生学・公衆衛生学講座）
自覚的冷え、自覚的ストレスと睡眠の質の関連：
東温スタディ

O-4-2-4 井坂ゆかり （筑波大学医学医療系）
日本における水タバコ製品（シーシャ）の使用実
態に関する研究

O-4-2-5 北澤 賢明 （福島県立医科大学医学部放射線健康管理学講座）
福島第一原子力発電所事故後アルコール関連疾患
を伴う災害関連死のケースシリーズ

第5分科会 親子保健・学校保健

11月1日（水）13:20～14:20
第4会場（会議室 201）

O-5-1-1 上野 恵子 （京都大学大学院医学研究科社会疫学分野）
生活保護世帯の子どもの小集団（セグメント）の
特定と効果的な支援策の検討：混合研究

O-5-1-2 後藤 文枝 （日本福祉大学大学院医療・福祉マネジメント研
究科）
乳幼児期から学童期への切れ目のない支援のあり
方について

O-5-1-3 乾 明成 （青森県五所川原保健所）
令和４年度多職種による小児口腔機能発達不全症
の調査啓発事業

O-5-1-4 西浜柚季子 （国立環境研究所環境リスク・健康領域）
日本における低出生体重リスク要因の人口寄与割
合

O-5-1-5 乾 愛 （株式会社ニッセイ基礎研究所）
日本の10歳代女性における月経に伴う諸症状に
関する実態調査研究

O-5-1-6 王 子言 （大阪公立大学大学院経済学研究科）
日本のヤングケアラーのケア役割とケアに対する
肯定的・否定的反応の関係
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11月1日（水）14:25～15:25
第4会場（会議室 201）

O-5-2-1 杉浦 至郎 （あいち小児保健医療総合センター保健センター
保健室）
救急外来における「要保護児童等に関する情報共
有システム」の需要に関する調査

O-5-2-2 安田 実生 （秋田大学医学部医学科）
分娩後1～2か月及び5～6か月時点における
KIDS scale の発達通過率と成育環境因子の検討

O-5-2-3 金子 佳世 （名古屋市立大学大学院医学研究科環境労働衛生
学）
妊娠中期母体血清脂肪酸レベルと児の８歳時点の
BMI・血圧の関連

O-5-2-4 横山 美江 （大阪公立大学大学院看護学研究科）
同じ担当保健師の継続支援を受ける子育て家族の
母子保健サービスへの認識に関する研究

O-5-2-5 名西 恵子 （東京大学大学院医学系研究科国際交流室）
人工乳のデジタルマーケティングと母乳不足感と
の関連

O-5-2-6 田中惣太郎 （横浜市北部児童相談所）
後ろ向きコホートデータを用いた児童虐待の一時
保護再発リスク予測モデルの開発

11月1日（水）15:30～16:30
第4会場（会議室 201）

O-5-3-1 神田かなえ （香川大学医学部公衆衛生学）
学童期における脂質異常の有病率と関連要因につ
いて

O-5-3-2 木村美也子 （聖マリアンナ医科大学予防医学教室）
幼い子をもつ母親の受援力の推移－COVID-19
流行直前から3年間の縦断研究

O-5-3-3 山田 正明 （富山大学医学部疫学健康政策学講座）
小学生のネット依存と齲歯との関連：とやま安心
ネット・ワークショップ事業

O-5-3-4 巽 夕起 （大阪青山大学健康科学部看護学科）
2019年～2021年の都道府県別児童虐待件数
の動向とCOVID-19による影響

O-5-3-5 小倉加恵子 （国立成育医療センター）
母子保健システムにおける発達障害支援の地域ケ
アパスモデルの提案

O-5-3-6 堀籠 衣子 （足立区衛生部データヘルス推進課）
新型コロナウイルス感染症蔓延前後における妊娠
前BMI の変化について

第6分科会 高齢者のQOLと介護予防

11月2日（木）12:50～13:50
第8会場（会議室 406）

O-6-1-1 井戸本由美子（豊島区役所）
介護予防・日常生活圏域ニーズ調査からみた認知
機能低下をもたらす要因

O-6-1-2 藤田 幸司 （東京都健康長寿医療センター研究所）
高齢者におけるボランティア活動頻度、満足度と
主観的ウェルビーイングとの関連

O-6-1-3 花岡 純 （八尾市保健所）
データ分析に基づく健康づくりの推進～高齢者の
保健事業と介護予防の一体的実施～

O-6-1-4 増子 紗代 （東京医科歯科大学医歯学総合研究科健康推進歯
学分野）
今趣味が無くても、趣味を持てば死亡率が減少す
るか：JAGES前向きコホート研究

O-6-1-5 高橋 裕子 （高崎健康福祉大学保健医療学部理学療法学科）
簡易歩行観察装置によるフレイル判定の試み

O-6-1-6 熊澤 大輔 （千葉大学）
互助コミュニティ型資源回収ステーション利用で
要支援・要介護リスクは低下するか

11月2日（木）13:55～14:55
第8会場（会議室 406）

O-6-2-1 武田 佳子 （桐蔭横浜大学）
居場所感や他者との付き合いが高齢者の認知症リ
スク低減に与える影響

O-6-2-2 福田 亮子 （株式会社ベネッセスタイルケアベネッセシニ
ア・介護研究所）
体重の増加が老人ホーム入居高齢者の生活面に及
ぼす影響

O-6-2-3 石木 純 （愛媛大学大学院農学研究科生命機能学専攻地域
健康栄養学分野）
満腹と要介護認知症との関連についてのコホート
内症例対照研究：東温スタディ

O-6-2-4 木内 海斗 （神奈川工科大学健康医療科学部管理栄養学科）
高齢者の運転事故防止を目指した味覚など感覚機
能の評価の検討

O-6-2-5 木野 志保 （東京医科歯科大学医歯学総合研究科健康推進歯
学分野）
社会ネットワークの多様性と死亡との関連：前向
きコホートを用いた9年間の縦断研究

O-6-2-6 渡邉 良太 （日本福祉大学）
フレイル・要介護リスクと9年間の追跡期間別の
累積介護給付費：JAGESコホート研究

11月2日（木）15:00～16:00
第8会場（会議室 406）

O-6-3-1 三宅 温子 （慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学教室）
地域在住者の軽度認知障害スクリーニングにおけ
る簡易観察尺度（AD8-J）の有用性

O-6-3-2 宮崎さおり （愛媛大学農学部生命機能学科地域健康栄養学分
野）
低炭水化物食と3m Timed Up and Go Test と
の関連：東温スタディ

O-6-3-3 鈴木 宏幸 （東京都健康長寿医療センター研究所社会参加と
ヘルシーエイジング研究チーム）
軽度認知障害（MCI）検査モデル事業への参加に
よる認知症共生意識への影響

O-6-3-4 清野 諭 （東京都健康長寿医療センター研究所）
大都市在住高齢者の地域レベルの社会参加と個人
の身体不活動：横断的マルチレベル分析

O-6-3-5 滑川 千慧 （東北大学医学部医学科）
東日本大震災による家屋損壊の程度と要支援・要
介護認定・死亡リスクとの関連

O-6-3-6 洪 英在 （名古屋大学大学院医学系研究科国際保健医療
学・公衆衛生学）
孤食は、世帯構成や孤独感とは独立した抑うつ関
連因子である―愛知職域コホート研究－

第7分科会 高齢者の医療と福祉

11月2日（木）9:35～10:35
第7会場（会議室 405）

O-7-1-1 坂本 彩香 （筑波大学大学院医学学位プログラム）
アドバンスケアプランニングの認識および実施状
況と医師の属性との関連

O-7-1-2 鈴木久美子 （国立国際医療研究センター病院AMR臨床リ
ファレンスセンター）
介護老人保健施設における感染管理体制―点有病
率調査

O-7-1-3 渡辺 一海 （富山大学学術研究部医学系疫学・健康政策学講
座）
後期高齢者における健診受診の関連要因

O-7-1-4 相良 空美 （九州大学大学院医学系学府保健学部門）
介護認定調査による高齢高血圧患者の服薬アドヒ
アランスと関連要因の検討：LIFE Study

O-7-1-5 西下 陽子 （京都大学大学院医学研究科医療経済学分野）
高齢者の医療における経済的保護制度のさらなる
利用に向けた課題とその対策



60

O-7-1-6 孫 瑜 （筑波大学医学医療系）
COVID-19パンデミックによる在宅死の増加と
関連する要因の検討

第8分科会 地域社会と健康

11月2日（木）8:30～9:30
第6会場（中ホール 300）

O-8-1-1 井上 洋士 （株式会社アクセライト）
日本国内在住の LGBTQ＋の人々におけるSOC
（sense of coherence）についての調査研究

O-8-1-2 古賀 千絵 （東京大学先端科学技術研究センター共創まちづ
くり分野）
住宅種別と死亡リスクの関連:JAGES2010－
2019年縦断研究

O-8-1-3 辻 大士 （筑波大学体育系）
高齢者の運動・スポーツの会参加の社会経済格差
の経年推移と関連要因

O-8-1-4 竹内 寛貴 （千葉大学予防医学センター）
高齢者の就労による健康への課題と恩恵：
JAGES6年間のアウトカムワイド研究

O-8-1-5 高木 悠希 （千葉大学予防医学センター）
祭り参加・ソーシャルキャピタル・要介護リスク
指標：JAGES2019地域相関横断研究

O-8-1-6 西田 芽生 （大阪大学医学系研究科保健学専攻）
地域在住高齢者の社会参加活動における肯定的・
否定的感情の性別・年代別検討

11月2日（木）9:35～10:35
第6会場（中ホール 300）

O-8-2-1 阿部 暁樹 （福島県立医科大学医学部放射線健康管理学講座）
井戸端長屋：東日本大震災後、社会的に孤立した
高齢者のための共同住宅としての解決策

O-8-2-2 方 恩知 （日本老年学的評価研究機構）
健康ポイント事業への参加が社会参加、主観的健
康感の変化に及ぼす影響

O-8-2-3 林 史和 （福島県立医科大学放射線医学県民健康管理セン
ター）
東日本大震災後の避難期間と肝機能障害との関
連：福島県県民健康調査

O-8-2-4 武田 将 （京都大学大学院医学研究科社会疫学分野）
地域ソーシャルキャピタルと高齢者の健康・well
-being-JAGESアウトカムワイド研究-

O-8-2-5 松村貴与美 （千葉大学予防医学センター）
通いの場参加と社会経済階層：JAGES2019横
断研究

O-8-2-6 吉田 孝介 （埼玉医科大学国際医療センター看護部）
地域病院における重症患者とSocial Determi-
nants of Health との関連性の検討

11月2日（木）10:40～11:40
第6会場（中ホール 300）

O-8-3-1 島田 怜実 （東京医科歯科大学大学院健康推進歯学分野）
所得と認知症の関連における喫煙の媒介効果
JAGES2010-2019縦断研究

O-8-3-2 西田 恵 （竹中工務店技術研究所）
地域の子どもの存在と高齢者とのうつとの関連の
機序：JAGES2019横断研究

O-8-3-3 横山芽衣子 （日本老年学的評価研究機構）
活動量計利用の有無で通いの場参加継続及び参加
再開割合は異なるか

O-8-3-4 氏家士富子 （京都芸術大学大学院学際デザイン領域）
地域保健実践者が「地域・都市社会学的まなざし」
を持つことの意義に関する考察

O-8-3-5 久松 佳穂 （筑波大学人文社会科学研究群）
出生意欲とソーシャルキャピタル・社会参加・孤
立：JACSIS2022年調査を用いて

O-8-3-6 文 鐘聲 （畿央大学健康科学部看護医療学科）
差別が超高齢者の健康へ及ぼす影響：在日コリア
ン超高齢者コホートベースライン調査

第9分科会 難病・障害の医療と福祉

10月31日（火）13:20～14:20
第8会場（会議室 406）

O-9-1-1 長瀬 有紀 （長野県松本保健福祉事務所）
長野圏域に居住する医療的ケア児の災害対策及び
自治体の支援体制の現状と課題の検討

O-9-1-2 野田 龍也 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
新規に処方された潰瘍性大腸炎治療薬（5-アミ
ノサリチル酸）の処方継続率

O-9-1-3 小山 優佳 （福岡県京築保健福祉環境事務所）
京築地区における医療的ケア児支援体制構築に向
けた取組について

O-9-1-4 田多良佳代 （宮崎県小林保健所）
宮崎県における難病患者の実態と難病保健活動の
あり方

O-9-1-5 藤田 貴子 （九州大学大学院医学研究院保健学部門）
高齢パーキンソン病患者における脂質異常症治療
薬と予後の関連

第10分科会 精神保健福祉

11月2日（木）10:40～11:40
第5会場（会議室 202）

O-10-1-1 村上 仁 （国立国際医療研究センター国際医療協力局）
COVID-19が相対的貧困者に重度の精神的苦痛
を起こすメカニズムに関する質的研究

O-10-1-2 竹島 正 （川崎市総合リハビリテーション推進センター）
自殺統計原票の見直しの問題点

O-10-1-3 佐藤富美子 （秋田県仙北地域振興局福祉環境部（大仙保健所））
大仙保健所における「家族が主役」の依存症家族
支援

O-10-1-4 臼井 香 （国立精神・神経医療研究センター精神保健研究
所地域精神保健・法制度研究部）
自治体精神障害者アウトリーチ支援事業利用者に
おける小児逆境的体験の実態調査

O-10-1-5 端谷 毅 （はしたにクリニック）
10秒呼吸法の小児精神疾患への改善効果（症例
報告）

O-10-1-6 菊池 綾 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
近畿地方の精神保健福祉資料を用いた比較検証

11月2日（木）11:45～12:45
第5会場（会議室 202）

O-10-2-1 本保 善樹 （新久喜総合病院）
精神障害者の人権に着目した非自発処遇の見直し
世界精神医学会と欧州評議会の動向

O-10-2-2 小村 慶和 （京都大学大学院医学研究科社会疫学分野）
糖尿病と自殺の関連：約400万人のマッチドペ
アコホート研究

O-10-2-3 舟久保徳美 （福島県立医科大学医学部疫学講座）
生活習慣や心身状況と月経前症候群との関連

O-10-2-4 演題取り下げ

O-10-2-5 谷口 雄大 （筑波大学大学院）
COVID-19流行下における在留外国人と日本人
の自殺率の動向比較

O-10-2-6 増田 理恵 （筑波大学医学医療系）
世帯の職業別の未成年の自殺者割合およびコロナ
後の自殺数の増減に関する検討
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第11分科会 口腔保健

10月31日（火）14:25～15:25
第8会場（会議室 406）

O-11-1-1 小川 俊夫 （摂南大学農学部食品栄養学科公衆衛生学教室）
歯科定期受診が歯科医療費に与える影響に関する
一考察

O-11-1-2 辻本 雄大 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
後期高齢者の口腔状況が死亡に与える影響

O-11-1-3 塩田 千尋 （東北大学大学院歯学研究科国際歯科保健学分野）
加熱式タバコを含むタバコ製品の使用と歯周病発
症リスクとの関連の検討

O-11-1-4 松本 尚子 （川根本町役場健康福祉課）
地域ぐるみの集団フッ化物洗口の成果～川根本町
の20歳の歯科健診結果～

O-11-1-5 松井 大輔 （京都府立医科大学大学院地域保健医療疫学）
追跡調査における口腔機能低下症の推移

O-11-1-6 財津 崇 （東京医科歯科大学健康推進歯学分野）
労働者の口腔保健状況とEQ-5Dとの関連につい
て

第12分科会 感染症

11月2日（木）8:30～9:30
第8会場（会議室 406）

O-12-1-1 廣冨 匡志 （川崎市健康安全研究所）
川崎市におけるＥ型肝炎の報告数増加と献血時の
HEV-NAT導入との関連

O-12-1-2 八木 麻未 （大阪大学医学部産婦人科）
HPVワクチンキャッチアップ接種促進のための
インターネット調査

O-12-1-3 山口 尚希 （奈良県立医科大学感染症センター）
レセプト情報・特定健診等情報データベース
（NDB）に基づく梅毒新規受診者数の把握

O-12-1-4 得津 馨 （厚生労働省成田空港検疫所）
空港検疫におけるCOVID-19の水際対策の経験
を踏まえて今後の対応を考える

O-12-1-5 菊池 智子 （茨城県潮来保健所）
新型コロナウイルス感染症の介護老人保健施設入
所者における致命率の評価

O-12-1-6 伊師 拓哉 （茨城県衛生研究所）
茨城県におけるカルバペネム耐性腸内細菌科細菌
の検査状況について

11月2日（木）9:35～10:35
第8会場（会議室 406）

O-12-2-1 平松 由佳 （大阪市保健所）
大阪市における新型コロナワクチン接種効果の見
える化

O-12-2-2 大久保朝香 （茨城県衛生研究所）
高齢者施設で発生したRSV-Aの集団感染事例

O-12-2-3 佐々木綾子 （岡山大学大学院医歯薬総合研究科疫学・衛生学
分野）
備前市における新型コロナウイルス抗体検査事業
について

O-12-2-4 宮田 潤 （長崎大学大学院医歯薬学総合研究科離島・へき
地医療学講座）
HTLV-1高浸淫地域住民におけるぶどう膜炎発症
の実態調査：Nagasaki Islands Study

O-12-2-5 井上 雅子 （九州大学医学系学府医療経営・管理学専攻）
生後25ヶ月未満の乳幼児のRSV感染症に関す
る記述疫学：LIFE Study

O-12-2-6 田丸 亜貴 （独立行政法人大阪健康安全基盤研究所）
患者発生間隔の長い結核集団感染事例の全ゲノム
SNV解析

11月2日（木）10:40～11:40
第8会場（会議室 406）

O-12-3-1 堀 愛 （筑波大学医学医療系国際社会医学研究室）
企業の風疹第5期定期接種制度利用に関する全国
調査2023年

O-12-3-2 前田 恵 （九州大学大学院医学研究院医療経営・管理学講
座）
ロタウイルスワクチン接種および家族構成との関
連：VENUS Study

O-12-3-3 村田 典子 （九州大学大学院医学研究院医療経営・管理学講
座）
運動習慣と肺炎球菌ワクチン接種が肺炎関連入院
に与える影響:The VENUS Study

O-12-3-4 四宮 博人 （愛媛県立衛生環境研究所）
我が国におけるヒトおよび食品由来サルモネラ属
菌のワンヘルスAMRサーベイランス

O-12-3-5 山本 香織 （大阪健康安全基盤研究所微生物部）
結核菌ゲノム解析を用いたあいりん地域における
結核感染伝播の分析

O-12-3-6 芝野 航大 （神戸大学大学院保健学研究科リハビリテーショ
ン科学領域）
COVID-19流行の乳幼児定期予防接種完了への
影響：VENUS Study

第13分科会 健康危機管理

10月31日（火）13:20～14:20
第7会場（会議室 405）

O-13-1-1 田島 朋知 （順天堂大学大学院医学研究科公衆衛生学講座）
福島原子力事故後の災害経験が、福島原子力発電
所員の問題飲酒に与えた長期的影響

O-13-1-2 渡邉 直行 （国際原子力機関、神奈川県）
医療用放射性同位元素を組み入れた汚い爆弾によ
る放射線テロリズムは成功するのか？

O-13-1-3 羽入晋太郎 （新潟県福祉保健部）
豪雨災害発災時の透析医療確保に関する地域防災
計画の規定とあるべき対応

O-13-1-4 Okada Masaki
（大阪府）
大阪府におけるＤＨＥＡＴ養成研修の取り組み

O-13-1-5 吉村 弘記 （福島県立医科大学医学部放射線健康管理学講座）
クラスタリング解析を用いた南相馬市における災
害関連死の類型化に関する研究

O-13-1-6 武田 和也 （京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻
医療経済学分野）
災害拠点病院の地震災害時のサージキャパシティ
の推定から導かれる病院BCPの課題

10月31日（火）14:25～15:25
第7会場（会議室 405）

O-13-2-1 大塚 理加 （国立研究開発法人防災科学技術研究所）
豪雨災害における介護保険サービス休止の実態と
在宅要支援・要介護高齢者への影響

O-13-2-2 高杉 友 （浜松医科大学医学部健康社会医学講座）
要配慮者のニーズに合った避難に必要な要素に関
する質的研究

O-13-2-3 安村 誠司 （福島県立医科大学医学部公衆衛生学講座）
福島県「県民健康調査」10年の実績、現状と今
後の課題

O-13-2-4 池内 淳子 （摂南大学理工学部建築学科）
これからの保健所が健康危機管理拠点となるため
の施設に関する目標設定

O-13-2-5 アミール偉 （福島県立医科大学医学部放射線健康管理学講座）
環境省「ぐぐるプロジェクト」のセミナー開催に
伴う印象調査

O-13-2-6 内 悠奈 （福島県立医科大学放射線健康管理学講座）
南相馬市における災害関連死の特徴
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第14分科会 医療制度・医療政策

10月31日（火）15:30～16:30
第7会場（会議室 405）

O-14-1-1 中西 康裕 （国立保健医療科学院医療・福祉サービス研究部）
医療・介護突合レセプトを用いた百寿者及び非百
寿者の死亡前医療・介護費の比較

O-14-1-2 平石 達郎 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
入院外来患者数の将来推計

O-14-1-3 市瀬 雄一 （国立がん研究センターがん対策研究所医療政策
部）
高齢がん患者における調査票の選択肢の提示方法
の検討

O-14-1-4 福益 孝行 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
大学病院医師の働き方改革が地域の二次救急に及
ぼす影響（奈良県の事例から）

O-14-1-5 米山 剛一 （帝京大学大学院公衆衛生学研究科）
子宮頸がん検診が医療経済と病変進行に与える影
響：レセプトを用いた後ろ向き観察研究

O-14-1-6 山田 祥子 （大阪市保健所）
令和4年度立入検査による診療用放射線に係る安
全管理体制の現状分析

10月31日（火）16:35～17:35
第7会場（会議室 405）

O-14-2-1 小池 創一 （自治医科大学地域医療学センター地域医療政策
部門）
市町村の人口規模と診療科の存在確率、将来の人
口減が与える影響について

O-14-2-2 木村 順平 （福岡市保健医療局保険医療課）
医療費適正化に向けた取組について～成果連動型
委託による適正服薬推進事業～

O-14-2-3 宮脇 敦士 （東京大学大学院医学系研究科公衆衛生学分野）
医師同類婚と医師偏在：医師の配偶者の学歴は、
医師不足地域での勤務と関連するか？

O-14-2-4 寺裏 寛之 （自治医科大学地域医療学センター地域医療学部
門）
へき地診療所に勤務する医師の属性に関する研究

O-14-2-5 齋藤 瞳 （福岡大学病院）
急性期医療機関の退院・転院支援に携わる職員の
困難意識に関する研究

O-14-2-6 片山 幸 （名古屋市保健所港保健センター）
今後の医療体制についての提言-コロナ流行期に
おける入院制限への対応から-

第15分科会 公衆衛生従事者育成

11月1日（水）8:30～9:30
第7会場（会議室 405）

O-15-1-1 石崎 宏美 （広島市安芸保健センター）
公衆衛生医師の育成・連携のための広島市保健セ
ンターの取り組み

O-15-1-2 大西 一成 （聖路加国際大学大学院公衆衛生学研究科環境保
健学分野）
メディア報道を介した公衆衛生サイエンスコミュ
ニケーションの実践からの考察

O-15-1-3 森屋 一雄 （佐賀県健康福祉部健康福祉政策課内佐賀県
IHEAT事務局）
佐賀県における感染症対策に対応する人材育成事
業について（第1報）

O-15-1-4 尾田 恵 （帝京大学大学院公衆衛生学研究科）
インテリア専門職による公衆衛生活動の実践～大
学内コワーキングスペースの事例から～

O-15-1-5 平本 恵子 （広島市南区役所厚生部／南保健センター）
初年次医学部における公衆衛生医師の講義が医学
生へ与える心理的影響

第16分科会 保健所・衛生行政・地域保健

11月2日（木）12:50～13:50
第7会場（会議室 405）

O-16-1-1 八木 敬子 （大阪市こども青少年局）
3歳児健康診査における屈折検査機器導入による
効果について

O-16-1-2 坂本 珠江 （東京都南多摩保健所）
新型コロナウイルス感染症対策における保健所へ
の応援職員の受け入れを振り返って

O-16-1-3 荒木田美香子（川崎市立看護大学）
統括保健師が取り組む健康危機に対する訓練の実
施状況－全国実態調査結果－

O-16-1-4 高橋 玲子 （千葉科学大学看護学部）
市町村障害福祉部門の保健師が行う障害児者支援
の現状と課題

O-16-1-5 鶴澤 愛果 （西成区役所）
LINE を活用した子育て支援に関する情報配信の
効果

O-16-1-6 児玉 暖 （京都市子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部
子ども家庭支援課）
京都市乳幼児健診におけるコロナ禍の影響－疾病
スクリーニング結果の分析から－

11月2日（木）13:55～14:55
第7会場（会議室 405）

O-16-2-1 堀池 諒 （大阪医科薬科大学看護学部公衆衛生看護学分野）
GISと気候変動観測衛星を用いた熱中症対策の
地域別介入優先順位決定方法の検討

O-16-2-2 西岡 大輔 （大阪医科薬科大学医学研究支援センター医療統
計室）
被保護者の頻回受診に関連する地域環境要因：生
活保護-JAGES連結データの試み

O-16-2-3 吉澤 裕世 （順天堂大学大学院医学研究科）
高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施と住民
主体によるフレイル予防活動の連携

O-16-2-4 涌井 智子 （東京都健康長寿医療センター研究所）
基礎自治体による高齢者家族・介護者支援上の課
題

O-16-2-5 秋本裕次郎 （harmo株式会社ワクチンケアＲ＆Ｄ本部）
予防接種管理PHRシステムを活用した接種から
フォローアップまでの包括ケア体制構築

O-16-2-6 佐藤 千歳 （岡崎市保健所保健衛生課）
新型コロナウイルス感染症を契機とする中核市保
健所での感染対策チームの発足と活動

第17分科会 公衆栄養

11月2日（木）10:40～11:40
第7会場（会議室 405）

O-17-1-1 小倉 芽衣 （神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部栄養学科）
世帯年収と栄養素密度の関連：国民健康・栄養調
査を用いた横断研究

O-17-1-2 上野莉々子 （神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部栄養学科）
日本における世帯年収と食料不安の関連：JAC-
SIS 研究による縦断研究

O-17-1-3 牛尾 芹香 （神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部栄養学科）
日本食と栄養素密度の関連：米国のNHANES
データによる横断研究

O-17-1-4 内田 彩希 （東北大学大学院医学系研究科）
妊娠末期女性の栄養摂取状況とその関連要因の解
明

O-17-1-5 伊藤 梨瑚 （筑波大学人間総合科学学術院人間総合科学研究
群）
知的障がい児における身体状況別（肥満・非肥満）
と栄養摂取状況の関連
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O-17-1-6 荒木 由乃 （神奈川県立保健福祉大学健康福祉学部栄養学科）
世帯の経済・時間的ゆとりと幼児の食物摂取との
関連：乳幼児栄養調査による横断研究

11月2日（木）11:45～12:45
第7会場（会議室 405）

O-17-2-1 古川 結唯 （愛媛大学農学研究科地域健康栄養学研究室）
白米摂取量と循環器疾患発症との関連：CIRCS
研究

O-17-2-2 酒井 亜月 （大阪公立大学大学院生活科学研究科）
児童福祉施設に通う幼児の世帯収入別にみた栄養
素摂取量の評価

O-17-2-3 木下 ゆり （東北生活文化大学短期大学部）
東日本大震災後の福島県沿岸部の高齢者の食品摂
取多様性とその関連要因

O-17-2-4 霍 雨佳 （筑波大学大学院人間総合科学学術院）
中国の高校生における食生活と痩せ・肥満との関
係

O-17-2-5 有屋田健一 （筑波大学）
乳製品の摂取量と脳卒中発症リスクとの関連 Ｃ
ＩＲＣＳ研究

O-17-2-6 田口 孝 （筑波大学大学院社会健康医学研究室）
食品の摂取状況とフレイル・ダイナぺニア・運動
機能低下に関する縦断研究：CIRCS

第20分科会 産業保健

11月1日（水）8:30～9:30
第8会場（会議室 406）

O-20-1-1 小林由美子 （横浜市立大学医学研究科地域看護学分野）
職場のソーシャルサポートがワークファミリーコ
ンフリクトに与える影響

O-20-1-2 矢野 寛 （摂南大学看護学部）
混合研究法による男性看護師の離職と離職意向の
実態と要因に関する研究

O-20-1-3 守田 祐作 （独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生
総合研究所過労死等防止調査研究センター）
脳・心臓疾患の過労死等事案における、くも膜下
出血の出血源

O-20-1-4 池田 汐里 （順天堂大学大学院医学研究科公衆衛生学講座）
介護・医療関連業務に従事する女性における仕
事・家庭間の葛藤と健康関連QOLの関連

O-20-1-5 菅野 勇太 （秋田大学医学部衛生学・公衆衛生学講座）
トラックドライバーにおけるアクチグラフを用い
た睡眠評価：夜勤の有無による分析

O-20-1-6 上野 智弘 （順天堂大学大学院公衆衛生学講座）
介護・医療関連業務に従事する女性の仕事と家庭
間の葛藤と精神運動覚醒機能との関連

第21分科会 環境保健

11月2日（木）8:30～9:30
第7会場（会議室 405）

O-21-1-1 原田 浩二 （京都大学医学研究科環境衛生学分野）
東京都多摩地域における有機フッ素化合物
PFASのバイオモニタリング

O-21-1-2 藤本万理恵 （京都大学大学院医学研究科環境衛生学教室）
中高生への熱中症予防介入がもたらすリスク減少
を通じた適応策評価

O-21-1-3 海塩 渉 （東京工業大学環境・社会理工学院建築学系）
冬季の住宅における室温と寒さ申告の関連：ス
マートウェルネス住宅調査の横断分析

O-21-1-4 鹿嶋小緒里 （広島大学大学院 IDE国際連携機構Center-
forthePlanetaryHealthandInnova-
tionScience）
日本における気象条件が脳血管疾患に及ぼす影響
評価

O-21-1-5 金 勲 （国立保健医療科学院）
建築物衛生法の空気環境衛生管理に向けた小型連
続測定センサーの活用に関する検討

第23分科会 保健医療介護サービス研究

11月2日（木）8:30～9:30
第5会場（会議室 202）

O-23-1-1 牛込 陽菜 （秋田大学大学院医学系研究科衛生学・公衆衛生
学講座）
メンタルヘルス・月経領域におけるアプリケー
ションの個人・プライバシー情報調査

O-23-1-2 林 慧茹 （京都大学大学院医学研究科医療経済学分野）
介護DBデータを用いた機械学習による1年後要
介護度悪化の予測と評価

O-23-1-3 鈴木 愛 （筑波大学大学院パブリックヘルス学位プログラ
ム）
介護老人福祉施設入所前に使用していた車いすの
種類と入所後の骨折発生状況の実態

O-23-1-4 萩原將太郎 （筑波大学医学医療系水戸地域医療教育センター）
茨城県医療・介護レセプトを用いた要介護高齢者
における潜在的な不適当処方の検討

O-23-1-5 次橋 幸男 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
死亡前30日以内に開始された在宅医療が死亡前
の医療費及び介護費に与える影響

O-23-1-6 山岡 巧弥 （筑波大学大学院医学学位プログラム）
2型糖尿病患者における生活保護受給の有無と糖
尿病診療のプロセス指標の関連

11月2日（木）9:35～10:35
第5会場（会議室 202）

O-23-2-1 堀拔 文香 （国立研究開発法人国立がん研究センターがん対
策研究所）
公的機関のがん情報提供webサイトで営利企業
webサイトを紹介することへの利用者の意識

O-23-2-2 瓜生 洋一 （千葉県山武市）
地域高齢者の転倒骨折の実態と対策立案に資する
要因の抽出：ミクストメソッド横断研究

O-23-2-3 小宮山 潤 （筑波大学大学院パブリックヘルス学位プログラ
ム）
要介護認定審査において一次判定から二次判定で
介護度が変更された要因の探索

O-23-2-4 宇田 和晃 （筑波大学医学医療系）
介護施設に入所・入居した高齢者の股関節骨折発
生率:全国規模の個票データによる推計

O-23-2-5 高山 智子 （静岡社会健康医学大学院大学社会健康医学研究
科）
がん患者の家族への負担の認識とその背景に関す
る分析

O-23-2-6 関 颯太 （芝浦工業大学）
地域特性に応じた医療機関へのアクセシビリティ
評価基準の模索

第24分科会 新型コロナウイルス感染症

10月31日（火）13:20～14:20
第6会場（中ホール 300）

O-24-1-1 鈴木 知子 （国際医療福祉大学医学部公衆衛生学）
COVID-19恐怖度がADHD特性と生活支障度や
自尊感情の関係に与える影響

O-24-1-2 大森 亮介 （北海道大学人獣共通感染症国際共同研究所バイ
オインフォマティクス部門）
新興感染症流行に対する人の行動変容の法則

O-24-1-3 田辺 正樹 （三重大学医学部附属病院感染制御部）
予防計画改定に向けたCOVID-19対応に係る都
道府県対象のアンケート調査
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O-24-1-4 長尾賢太朗 （国立精神・神経医療研究センター病院精神診療
部）
COVID-19パンデミック下の感染予防施策推進
における健康不安の重要性

O-24-1-5 米川明侑実 （茨城県潮来保健所）
新型コロナウイルスオミクロン株BA.5の感染性
へのワクチンの効果

O-24-1-6 加藤 裕一 （山形市健康医療部（山形市保健所））
山形市民のデータから見た新型コロナウイルス感
染症第1‐６波の分析

10月31日（火）14:25～15:25
第6会場（中ホール 300）

O-24-2-1 岩佐 敏 （山梨県峡南保健福祉事務所（峡南保健所））
新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者に対する
健康観察の感染拡大抑制効果の検証

O-24-2-2 堀江 育子 （茨城県衛生研究所）
宿泊施設における感染対策の検討に関する現地調
査について

O-24-2-3 青野 直輝 （和歌山県立医科大学衛生学講座）
COVID-19流行下のメンタルヘルスと生活習慣
の変化:NIPPON DATA2010

O-24-2-4 六藤 陽子 （国立国際医療研究センター国際医療協力局グ
ローバルヘルス政策研究センター）
新型コロナウイルス感染症の入院患者における罹
患後症状の実態調査：第4·5波

O-24-2-5 有野 公子 （山梨県峡南保健福祉事務所）
地域の特性を生かした健康観察の効果検証

O-24-2-6 爾見まさ子 （みなと保健所保健予防課）
アルファ／デルタ株優勢時期におけるCOVID-
19患者に対するmRNAワクチンの入院予防効
果

10月31日（火）15:30～16:30
第6会場（中ホール 300）

O-24-3-1 藤田 美鈴 （公益財団法人ちば県民保健予防財団）
COVID-19パンデミックによる非小細胞肺がん
および肝臓がんの治療の変化

O-24-3-2 高木 佑介 （佐賀県伊万里保健所）
新型コロナウイルス感染症対応における当保健所
の役割の変遷とその検証について

O-24-3-3 影山 隆之 （大分県立看護科学大学看護学部精神看護学研究
室）
大分県におけるCOVID-19患者の日常生活回復
度およびトラウマ的症状と関連する要因

O-24-3-4 里見 正宏 （神奈川県予防医学協会中央診療所）
横浜市等における人口10万人あたり新型コロナ
ウイルス感染症週間新規感染者数推移

O-24-3-5 玉田 雄大 （東北大学大学院歯学研究科国際歯科保健学分野）
Test-negative design による新型コロナウイ
ルス2価ワクチンの有効性評価：VENUS Study

O-24-3-6 木村 仁美 （筑波大学大学院人間総合科学研究群医学学位プ
ログラム）
COVID-19パンデミック全期間における病床使
用率とCOVID-19入院患者全院内死亡率の関連

10月31日（火）16:35～17:35
第6会場（中ホール 300）

O-24-4-1 中西希代子 （千葉県衛生研究所）
千葉県衛生研究所におけるSARS-CoV-2のゲノ
ム解析の取り組みと定点把握への動き

O-24-4-2 古林せなみ （群馬大学大学院医学系研究科公衆衛生学教室）
画像解析技術を用いたマスク装着状況の時系列的
な評価に関する研究

O-24-4-3 演題取り下げ

O-24-4-4 川端 潤 （久留米大学病院高度救命救急センター）
新型コロナウィルス感染症流行による面会制限が
循環器疾患入院治療に与えた影響

O-24-4-5 北原 瑞枝 （長野市保健所）
長野市における新型コロナウイルス感染症届出者
の重症化とワクチン接種回数の関連

O-24-4-6 安齋 麻美 （京都大学大学院医学研究科）
新型コロナウイルス感染症に係る入国制限の定量
的効果推定

11月1日（水）8:30～9:30
第5会場（会議室 202）

O-24-5-1 岡田 雄大 （京都大学社会健康医学系専攻環境衛生学分野）
夜間繁華街滞留人口とCOVID-19流行動態の関
連の解析

O-24-5-2 神垣 太郎 （国立感染症研究所感染症疫学センター）
新型コロナウイルス感染症における学校欠席者
サーベイランスの役割

O-24-5-3 安齋 達彦 （東京医科歯科大学M&Dデータ科学センター生
物統計学分野）
COVID-19流行期間を通じた自殺者数変動に関
する検討

O-24-5-4 村木 佳代 （札幌市保健所）
外部から招集された看護師によるCOVID-19現
地支援活動の変遷と課題

O-24-5-5 磯 博康 （国立国際医療研究センター国際医療協力局グ
ローバルヘルス政策研究センター）
一般住民における新型コロナウイルス感染症の罹
患後症状の実態調査

O-24-5-6 林 克磨 （京都大学大学院医学研究科環境衛生学分野）
クラスターサーベイランスデータを利用した
COVID-19クラスターの時系列因果解析

11月1日（水）9:35～10:35
第5会場（会議室 202）

O-24-6-1 張 同 （京都大学医学研究科環境衛生学分野）
COVID-19と超過死亡メカニズムの分解モデル
の構築

O-24-6-2 Fan MengLin
（京都大学社会健康医学部環境衛生学専門）
新型コロナウイルス感染症の相対的伝播性と免疫
逃避度の同時推定モデルの構築

O-24-6-3 小林 鉄郎 （京都大学大学院医学研究科）
クルーズ船内で発生した新型コロナウイルス集団
感染の感染者数と動態の推定

O-24-6-4 淡野 睦 （滋賀県健康医療福祉部健康危機管理課）
施設内療養支援チームによるCOVID-19対応支
援の評価

O-24-6-5 山口 征啓 （九州大学大学院医療系学府医療経営・管理学専
攻）
レセプトデータにおける新型コロナウイルス感染
症後遺症患者の特徴：LIFE Study

O-24-6-6 前田 秀雄 （結核予防会結核研究所）
HER-SYSデータと死亡小票情報からのCOVID
-19死亡情報の総合的な分析

English Session/Oral

10月31日（火）15:30～16:30
第8会場（会議室 406）

EO-1-1 Velikov Petar
（University of Tsukuba, Faculty of Medi-
cine, Department of Global Public Health）
Impact of the COVID-19 Pandemic on
Measles Vaccine Uptake and Hesitancy

EO-1-2 Qiao Jiaying
（School of Public Health, Kyoto Univer-
sity）
The Impact of Public Holidays on COVID-
19 Transmission in Japan
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EO-1-3 HANAI Eiko
（Chiba University Graduate School of
Nursing, Chiba）
COVID-19 Infection Control Measures for
Shikoku Pilgrims in Emergency Situations

EO-1-4 演題取り下げ

EO-1-5 演題取り下げ

EO-1-6 Ito Norihiko
（Hokkaido Nemuro public health center）
A collaboration between prefecture public
health center and city fire department

10月31日（火）16:35～17:35
第8会場（会議室 406）

EO-2-1 Du Zhen （Department of Social Epidemiology,
Kyoto University）
Longitudinal association: city-walk pro-
gram, walking time, and isolation changes

EO-2-2 Wakasa Hana
（Department of Public Health, Graduate
school of Medicine, Hokkaido University）
Factors Influencing Continued Participa-
tion in a Health Point Project

EO-2-3 Griffith-Quintyne Melanie
（Akita University, Department of Public
Health）
Perimenopausal Women Disability Index in
the workplace

EO-2-4 Aziz Shoaib
（Ehime University）
Association between Low Carb Diet with
hypertension: Toon Health Study

EO-2-5 Anzai Tagayasu
（Tokyo Metropolitan Tama Medical Cen-
ter）
An association between hemoglobin and
heel QUS in Japanese postmenopausal
women

EO-2-6 Bendera Anderson
（Tokyo Medical And Dental University,
Global Health Entrepreneurship）
Abnormal glucose regulation in hyperten-
sive patients in central Tanzania

11月1日（水）13:20～14:20
第8会場（会議室 406）

EO-3-1 Chimed-Ochir Odgerel
（Hiroshima University, Department of Pub-
lic Health and Health Policy）
HEALTHCARE WORKFORCE MANAGE-
MENT IN COVID-19

EO-3-2 Kaleem Nawal
（Ehime University, Graduate school of Ag-
riculture, Community health and nutrition）
Relationship pathway between eating atti-
tudes, behaviors, and Body Mass Index

EO-3-3 Sugihara Shinobu
（Matue health service center, Shimane
university）
Low activity and low SMI are characteris-
tics of underweight female students

EO-3-4 Meshi Eugene
（Tokyo Medical and Dental University）
Medication adherence among patients
with hypertension and/or diabetes in Do-
doma

EO-3-5 Tran Xuan Minh Tri
（Tokyo Medical and Dental University）
Prevalence and associated factors of
myopia among school children in Vietnam

EO-3-6 Lamma Wahyuni
（Department of Epidemiology and Public
Health, Ehime University, Japan）
BREASTFEEDING AND BEHAVIORAL
PROBLEMS IN FIVE-YEAR-OLD JAPA-
NESE CHILDREN

11月1日（水）14:25～15:25
第8会場（会議室 406）

EO-4-1 Delizo Anna Katrina
（Research Institute of Community Care
Management）
Machine Learning-Based Screening for
Dementia Risk in Older Adults Using IADL

EO-4-2 Li Yaya （Division of Health Sciences, Graduate
School of Medicine, Osaka University）
The association of diversified diets with
frailty based on social participation

EO-4-3 Sakurai Junko
（Shonan Kamakura University of Medical
Sciences）
Food access support for isolated older
adults: a scoping review

EO-4-4 Omura Makiko
（Meiji Gakuin University）
Socioeconomic Status, Asthma and
ADHD Symptoms in Children

EO-4-5 Ota Masaki
（Technical Assistance to National Tuber-
culosis Programmes, Research Institute
of Tuberculosis）
Pre-treatment lost to follow up tuberculo-
sis patients, Lusaka, Zambia, 2020

EO-4-6 Hirao Susumu
（Research Institute of Tuberculosis, Ja-
pan Anti-Tuberculosis Association）
Latent tuberculosis infection manage-
ment situation in high burden countries.

11月1日（水）15:30～16:30
第8会場（会議室 406）

EO-5-1 Zhou Ruoyu
（Human Care Science Degree Program,
Graduate School of Comprehensive Hu-
man Sciences, University of Tsukuba）
The relationship between self-control and
problematic online pornography use

EO-5-2 K. H. Naveen
（All India Institute of Medical Sciences,
Community Medicine and Family Medicine,
Jodhpur, Rajasthan）
Effect of tele-yoga on mental health of
health care workers on Covid19 duty

EO-5-3 Sambuu Tsetsegee
（Graduate School of Comprehensive Hu-
man Care, University of Tsukuba）
Carbon monoxide poisoning outbreak fol-
lowing the raw coal ban in Mongolia

EO-5-4 Wai Kyi Mar
（Department of Social Medicine, Graduate
School of Medicine, Hirosaki University）
Exploring newborn telomere length in rela-
tion to in-utero heavy metal exposure

EO-5-5 Supakul Sopak
（Graduate School of Medicine, Keio Uni-
versity）
Healthcare Services Access Issues for
Some Thai Foreigners in Japan

EO-5-6 Yamazaki Yuka
（Department of Medical Education, Tokyo
Medical University）
Prevalence and barriers of LGBTQ-friendly
services in Japanese hospitals
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第1分科会 疫学・保健医療情報 P-0101-1～P-0106-6

第2分科会 ヘルスプロモーション P-0201-1～P-0207-5

第3分科会 生活習慣病・メタボリックシンドローム P-0301-1～P-0309-6

第4分科会 保健行動・健康教育 P-0401-1～P-0406-5

第5分科会 親子保健・学校保健 P-0501-1～P-0514-5

第6分科会 高齢者の QOLと介護予防 P-0601-1～P-0613-5

第7分科会 高齢者の医療と福祉 P-0701-1～P-0705-6

第8分科会 地域社会と健康 P-0801-1～P-0806-5

第9分科会 難病・障害の医療と福祉 P-0901-1～P-0902-5

第10分科会 精神保健福祉 P-1001-1～P-1004-5

第11分科会 口腔保健 P-1101-1～P-1103-7

第12分科会 感染症 P-1201-1～P-1206-6

第13分科会 健康危機管理 P-1301-1～P-1307-5

第14分科会 医療制度・医療政策 P-1401-1～P-1403-5

第15分科会 公衆衛生従事者育成 P-1501-1～P-1509-5

第16分科会 保健所・衛生行政・地域保健 P-1601-1～P-1604-7

第17分科会 公衆栄養 P-1701-1～P-1706-5

第18分科会 健康運動指導 P-1802-1～P-1803-6

第19分科会 食品衛生・薬事衛生 P-1901-1～P-1902-7

第20分科会 産業保健 P-2001-1～P-2005-7

第21分科会 環境保健 P-2101-1～P-2102-4

第22分科会 国際保健 P-2201-1～P-2202-5

第23分科会 保健医療介護サービス研究 P-2301-1～P-2303-5

第24分科会 新型コロナウイルス感染症 P-2401-1～P-2413-8

第25分科会 その他 P-2501-1～P-2501-5

EP English Session EP-01-1～EP-04-5

一般演題（示説）一覧
※「示説 - 分科会№ - 演題発表№」

例） P - 0101 - 1
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第1分科会 疫学・保健医療情報

10月31日（火）10:30～11:40
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-0101-1 西大 明美 （国立保健医療科学院保健医療情報政策研究セン
ター）
ICT ツールを用いた患者調査主傷病名 ICDコー
ディングの効率化の検討

P-0101-2 星 佳芳 （国立保健医療科学院/保健医療情報政策研究セン
ター）
一般診療所における患者調査を想定した実態調査

P-0101-3 矢嶋 里菜 （慶応義塾大学薬学部薬学科医療薬学・社会連携
センター医療薬学部門）
お薬手帳と比較した自記式質問紙による服薬情報
の妥当性研究

P-0101-4 石川みどり （国立保健医療科学院生涯健康研究部）
国民健康・栄養調査における地域ブロック別・性
別・年齢階級別協力率の経年推移

P-0101-5 土井麻理子 （国立保健医療科学院疫学・統計研究部）
国内の臨床研究の推進に向けたデータベース研究
のこれまでの動向の把握

P-0101-6 井上 弘樹 （新潟医療福祉大学医療経営管理学部医療情報管
理学科）
統計解析パッケージ更新に対応した Julia 言語マ
クロ実行ツールの追加実装報告

10月31日（火）13:30～14:40
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-0102-1 井手野由季 （群馬大学食健康科学教育研究センター）
日本人女性における自然閉経年齢の分布：有限混
合モデルを用いた検討

P-0102-2 布野 慶人 （島根大学医学部地域医療支援学講座）
ウツタイン様式等による病院外心肺停止患者の検
討

P-0102-3 事崎 由佳 （岩手医科大学いわて東北メディカル・メガバン
ク機構）
東北メディカル・メガバンク計画地域住民コホー
ト調査詳細三次調査（岩手）の進捗

P-0102-4 渡邉 智之 （愛知学院大学健康科学部健康栄養学科）
わが国におけるCOVID-19流行前後の寿命変化
に与える影響

P-0102-5 栗盛須雅子 （聖徳大学看護学部）
生存分析に基づく高齢者の9年後と4年後の社会
参加頻度間の生存日数の比較

P-0102-6 佐藤 文哉 （東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科国際
保健医療事業開発学分野）
健康寿命の関連要因分析における線形モデルの拡
張：決定木との複合による探索

10月31日（火）14:40～15:50
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-0103-1 大類 真嗣 （東北大学東北メディカル・メガバンク機構予防
医学・疫学部門）
東北メディカル・メガバンク計画三世代コホート
調査：これまでの進捗

P-0103-2 逸見 治 （国立保健医療科学院）
わが国の主要な死因別死亡率の経年変化-都道府
県を単位とした生態学的研究-

P-0103-3 石黒 真美 （東北大学東北メディカル・メガバンク機構予防
医学・疫学部門）
東北メディカル・メガバンク計画三世代コホート
調査における追加リクルート

P-0103-4 若林 雛子 （京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻
薬剤疫学分野）
地域の指標が学童期の肥満に与える影響の検討：
学校健診情報を用いた疫学研究

P-0103-5 野田あおい （東北大学東北メディカル・メガバンク機構予防
医学・疫学部門）
コホート調査データの連係・活用推進のための基
盤整備－マイToMMoの開発と実装－

P-0103-6 梁 命詩 （京都大学医学部人間健康科学科先端看護科学
コース）
都道府県別幸福度指標の開発：OECDの Better
Life Index の応用

10月31日（火）15:50～17:00
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-0104-1 中尾 元幸 （久留米大学医学部公衆衛生学講座）
月経関連疾患の受療率と低用量エストロゲン・プ
ロゲスチン配合剤処方数の推移

P-0104-2 小野 浩二 （日本スキンケア協会）
都道府県別年齢調整死亡率に見る女性の死因の特
性

P-0104-3 丹羽 智志 （国士舘大学救急システム研究科）
年齢死亡率曲線と近年の日本の死因構造の変遷

P-0104-4 伊藤 挙 （国士舘大学ハイテク・リサーチ・センター）
男女別年齢階級別死亡率の地域変動の解析

P-0104-5 湯川 慶子 （国立保健医療科学院疫学・統計研究部）
臨床研究情報ポータルサイトおよび治験に関する
啓発用動画の作成

P-0104-6 北島 巧海 （三重大学工学部・工学研究科技術部）
市町村別合計特殊出生率推定モデルの開発の試
み～機械学習を用いた生態学的研究～

11月1日（水）9:30～10:40
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-0105-1 林 玲子 （国立社会保障・人口問題研究所）
原死因・複合死因からみた日本における死因簡単
分類－ICD-11適用に向けて

P-0105-2 城川 美佳 （神奈川県立保健福祉大学）
出生コホート研究参加女性における産後1年間で
の質問票未回収の関連要因-2-

P-0105-3 窪山 泉 （蓮田よつば病院）
高度認知症患者の死因

P-0105-4 羽金 和彦 （宇都宮市保健所）
地域診断への応用を目的とした画像類似度算出ソ
フトによる空間相関定量化の試み

P-0105-5 山本麻衣子 （公益財団法人ふくおか公衆衛生推進機構公益事
業局公益事業推進部）
5年間の発見進行大腸がんを受診歴別にみた特徴
について

P-0105-6 佐藤 洋子 （静岡社会健康医学大学院大学）
新型コロナウイルス感染症流行が女性の生活習慣
や健康に及ぼす影響の実態把握

11月1日（水）10:40～11:50
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-0106-1 佐藤 幹也 （筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分
野）
フォーマルケアによる在宅介護の公平性の評価

P-0106-2 嶋田 里香 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
レセプトデータベースを用いた骨粗鬆症治療薬と
脆弱性骨折発生率の関連

P-0106-3 宮澤 仁 （国立がん研究センターがん対策研究所検診研究
部）
新型コロナウイルス感染症拡大期における、がん
検診の精密検査受診への影響の分析

P-0106-4 橋野周一郎 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
NDBオープンデータを用いた糖尿病薬処方数量
の時系列変化

P-0106-5 高橋 秀人 （帝京平成大学）
Covid19感染症流行と超過死亡の程度との関連
について
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P-0106-6 加藤 源太 （京都大学医学部附属病院）
NDBと介護DBの連結解析に際しての、要介護
認定情報の活用方法に関する考察

第2分科会 ヘルスプロモーション

11月1日（水）9:30～10:40
示説（ポスター）会場（Leo Esaki メインホールホワイエ）

P-0201-1 坪井二千夏 （東京医科歯科大学病院看護部）
子育て中被扶養者女性に対する健診啓発（第１
報）：未受診者のインタビュー調査

P-0201-2 若林 佳奈 （東京都大田区福祉部糀谷・羽田地域福祉課）
子育て中被扶養者女性に対する健診啓発（第２
報）：子育て支援団体を介した啓発の調査

P-0201-3 月野木ルミ （東京医科歯科大学大学院公衆衛生看護学分野）
子育て中被扶養者女性に対する健診啓発（第３
報）：地域での啓発と認知度調査の報告

P-0201-4 枝広あや子 （東京都健康長寿医療センター研究所自立促進と
精神保健研究チーム）
読経の高齢者への効果 第一報 僧侶の機能特性
に関する予備的調査

P-0201-5 本橋 佳子 （東京都健康長寿医療センター研究所自立促進と
精神保健研究チーム）
読経の高齢者への効果 第二報 集合型プログラ
ムの試行

P-0201-6 金子真由美 （東京都健康長寿医療センター研究所自立促進と
精神保健研究チーム）
読経の高齢者への効果 第三報 プログラム参加
の促進要因の検討

11月1日（水）10:40～11:50
示説（ポスター）会場（Leo Esaki メインホールホワイエ）

P-0202-1 澤田 優子 （森ノ宮医療大学総合リハビリテーション学部理
学療法学科）
住民主体の地域づくりに向けたニーズと評価―地
域包括リハビリテーションの実践―

P-0202-2 冨崎 悦子 （慶應義塾大学）
住民主体の地域づくりに向けたニーズと評価 安
心安全な子育てに焦点をあてた FGI 調査

P-0202-3 田中 笑子 （武蔵野大学）
住民主体の地域づくりに向けたニーズと評価:要
配慮者の支援に焦点をあてた FGI 調査より

P-0202-4 落合可奈子 （愛知県津島保健所）
愛知県津島保健所における地域・職域連携推進事
業の展開（第１報）

P-0202-5 平松 成美 （愛知県知多保健所）
愛知県津島保健所における地域・職域連携推進事
業の展開（第２報）

P-0202-6 近藤 良伸 （愛知県津島保健所）
愛知県津島保健所における地域・職域連携推進事
業の展開（第３報）

11月1日（水）13:30～14:40
示説（ポスター）会場（Leo Esaki メインホールホワイエ）

P-0203-1 佐伯 和子 （富山県立大学看護学部）
成人若年者の生活行動の実態 －富山県若年者健
診データ分析 第1報－

P-0203-2 中堀 伸枝 （富山県立大学看護学部）
成人若年者の肥満の実態 －富山県若年者健診
データ分析 第2報－

P-0203-3 福島美奈子 （足立区衛生部こころとからだの健康づくり課）
「住んでいるだけで自ずと健康に」足立区の健康
経営の取組み その1

P-0203-4 永宮 友子 （足立区衛生部足立保健所竹の塚保健センター）
「住んでいるだけで自ずと健康に」足立区の健康
経営の取組み その2

P-0203-5 大場 脩平 （東海大学大学院健康学研究科健康マネジメント
学専攻）
住民参画型ヘルスプロモーションにおける小・
中・高校生の2017年度と2022年度の変化

P-0203-6 柴田 健雄 （東海大学健康学部健康マネジメント学科）
住民参画型ヘルスプロモーションにおける青壮年
期の2017年度と2022年度の変化

11月1日（水）14:40～15:50
示説（ポスター）会場（Leo Esaki メインホールホワイエ）

P-0204-1 細見 友希 （兵庫県阪神北県民局伊丹健康福祉事務所）
市町村国保データヘルス計画標準化に向けた兵庫
県モデルの構築（第１報）

P-0204-2 中尾 桂子 （兵庫県福祉部国保医療課）
市町村国保データヘルス計画標準化に向けた兵庫
県モデルの構築（第２報）

P-0204-3 井上 茂 （東京医科大学公衆衛生学分野）
成人の身体活動の長期的な変化に関するナラティ
ブレビュー

P-0204-4 多田 章夫 （兵庫大学健康科学部健康システム学科）
加西市におけるインセンティブを活用した健康づ
くりにおける健康指標の変化

P-0204-5 渡邊 智 （株式会社バスクリン）
入浴習慣とQOL、健康状況との関連

P-0204-6 大庭 知慧 （株式会社明治研究本部乳酸菌研究所）
カカオエキスの軽度不調改善効果

11月2日（木）9:30～10:40
示説（ポスター）会場（Leo Esaki メインホールホワイエ）

P-0205-1 吹田 晋 （国立保健医療科学院生涯健康研究部）
小規模事業場の従業員を対象としたメンタルヘル
スの援助要請のための動画教材の作成

P-0205-2 安 順姫 （公財）ダイヤ高齢社会研究財団）
地域在住高齢者を対象とした在宅型こころの健康
増進プログラムの取り組み

P-0205-3 谷口かおり （島根大学医学部環境保健医学講座）
島根県における住民向け健康づくり e-ラーニン
グシステムの開発

P-0205-4 櫻井 浩子 （東京薬科大学薬学部生命・医療倫理学研究室）
香りつき製品の香害に対する薬剤師の役割

P-0205-5 新岡 大和 （青森県立保健大学理学療法学科）
中年女性における職業の特性が身体活動及び身体
組成に及ぼす影響

P-0205-6 岩村 倫 （福岡市東区保健福祉センター）
福岡市東区成人女性のロコモティブシンドローム
に関する意識調査

11月2日（木）10:40～11:50
示説（ポスター）会場（Leo Esaki メインホールホワイエ）

P-0206-1 笠原 美香 （青森県立保健大学）
農漁業従事者の食習慣の根底にある考え方～イン
タビュー調査より～

P-0206-2 金子 仁子 （東京情報大学ヘルスケア実践研究センター）
本学のコミュニテイ・カフェ併設の健康相談来所
者の健康状態等の特徴と開設意義

P-0206-3 西澤 美香 （大阪成蹊大学看護学部）
住宅開発が進む地方都市住民のQOL－性・年齢
階級別差と５年間の変化－

P-0206-4 吉田 祐子 （東京都健康長寿医療センター研究所）
地域在住高齢者における精神的健康とライフスタ
イルの関連

P-0206-5 赤尾 瑠琉 （女子栄養大学地域保健・老年学研究室）
オンラインアプリ『バランス日記』を用いたフレ
イル予防の実証試験
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11月2日（木）11:50～13:00
示説（ポスター）会場（Leo Esaki メインホールホワイエ）

P-0207-1 望月由紀子 （東邦大学看護学部）
企業の健康ニーズに基づく健康施策立案から評価
のプロセス

P-0207-2 川畑 輝子 （公益社団法人地域医療振興協会）
公益法人が運営する医療・介護施設のヘルスプロ
モーション活動と促進要因,阻害要因

P-0207-3 芳我ちより （香川大学医学部看護学科）
SIB 活用健康ポイント事業が参加者の体格適正
化に与える影響の検討

P-0207-4 落合 都 （枚方市健康福祉部）
枚方市内企業（事業所含む）の健康づくりの取組
状況と今後の支援の方向性について

P-0207-5 村松 賢治 （東京大学未来ビジョン研究センターデータヘル
ス研究ユニット）
業種別のプレゼンティーイズムと主観的な健康リ
スクの関連に関する研究

第3分科会 生活習慣病・メタボリックシンドローム

11月1日（水）13:30～14:40
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-0301-1 清水 悠路 （大阪健康安全基盤研究所疫学解析研究課）
非糖尿病者におけるHbA1cと身長低下との関
係

P-0301-2 佐々木なぎさ（大阪健康安全基盤研究所疫学解析研究科）
特定健診受診者における喫煙と身長低下との関係

P-0301-3 佐藤 洋子 （宮城県立がんセンター宮城県がん登録室）
がん登録情報を活用したがん対策の推進（第7
報）：市町村活用支援事業の成果と課題

P-0301-4 金村 政輝 （宮城県立がんセンター研究所がん疫学・予防研
究部）
がん登録情報を活用したがん対策の推進（第8
報）：市町村のがん検診の精度管理の支援

P-0301-5 小島 亜未 （福井県立大学看護福祉学部看護学科公衆衛生看
護学領域）
労働者のHR-QOLとメタボリックシンドローム
関連指標および生活習慣との関連

P-0301-6 加藤 佳子 （神戸大学大学院人間発達環境学研究科）
メタボリックシンドローム関連指標と行動変容ス
テージおよび心理特性の関連

11月1日（水）13:30～14:40
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-0302-1 中西 唯公 （順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科）
成人期における隠れ肥満の実態［第2報］-食行
動との関係-

P-0302-2 櫻井しのぶ （順天堂大学大学院医療看護学研究科）
成人期における隠れ肥満の実態［第1報］-運動・
身体活動との関係-

P-0302-3 鈴木 悟子 （富山大学学術研究部医学系）
特定健康診査後の保健事業の実態調査（第１報）－
特定保健指導の終了率向上への取組－

P-0302-4 杉田由加里 （千葉大学大学院看護学研究院）
特定健康診査後の保健事業の実態調査（第2報）－
前期高齢者対象の特定保健指導－

P-0302-5 齋藤 良行 （京都大学大学院医学研究科健康情報学分野）
特定健康診査後の保健事業の実態調査（第3報）－
特定保健指導以外の保健事業-

P-0302-6 金 光宇 （医療法人社団成和会西新井病院）
児童・生徒による行動変容に着目した足立区にお
ける生活習慣病対策の取り組み

11月1日（水）14:40～15:50
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-0303-1 長光 玲央 （京都府健康福祉部健康対策課）
特定健診における長期 eGFRプロットの単回帰
分析による eGFR予測能力の検証

P-0303-2 米田 一香 （金沢医科大学大学院医学研究科）
職域の日本人中年男女の歯周病と12年間の糖尿
病発症との関連

P-0303-3 木内 桜 （東北大学）
地域住民コホート調査によるメタボロームと認知
機能低下の関連

P-0303-4 落合 裕隆 （相模女子大学栄養科学部管理栄養学科）
咀嚼状態・食べる速さの組み合わせと肥満との関
連：ZRF study

P-0303-5 筒井 杏奈 （東邦大学医学部社会医学講座医療統計学分野）
小児がんにおける都市部と地方部の受療動態の比
較～全国がん登録データに基づく～

P-0303-6 堀江 克 （埼玉県衛生研究所企画・地域保健担当）
埼玉県の業態別特定健診結果に基づくメタボリッ
クシンドロームと生活習慣の特徴

11月1日（水）14:40～15:50
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-0304-1 磯山 優 （帝京大学経済学部経営学科）
専門医が生徒に講演して家族の特定検診受診を促
すボトムアップ型健康啓発活動の成果

P-0304-2 桑原 由香 （県民健康プラザ健康増進センター）
コロナ禍における壮年期就業者の健康状態の変化
と生活習慣との関連性

P-0304-3 塚谷 才弘 （公立小松大学保健医療学部看護学科）
特定保健指導が高齢者の1年後の健診結果に与え
る影響：回帰不連続デザインによる検討

P-0304-4 大隅 希星 （摂南大学農学部食品栄養学科公衆衛生学教室）
就寝前2時間以内の夕食と肥満との関連について

P-0304-5 近藤 実南 （広島大学大学院医系科学研究科口腔保健疫学）
現在歯数と人工透析との関連：成人男女を対象と
した横断的検討

P-0304-6 横山 芳乃 （東京大学未来ビジョン研究センターデータヘル
ス研究ユニット）
特定健康診査の受診率向上に向けた知見の抽出

11月2日（木）9:30～10:40
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-0305-1 内村 文音 （摂南大学農学部食品栄養学科公衆衛生学教室）
若年層の飲酒習慣が血圧に与える影響に関する一
考察

P-0305-2 福田 翔一 （徳島大学医学部医学科）
徳島県西部の特定健診における尿中アルブミンの
測定と微量アルブミン尿に関連する要因

P-0305-3 大岩 隆介 （摂南大学農学部食品栄養学科公衆衛生学教室）
朝食欠食と肥満との関連について

P-0305-4 香西 勝平 （香川県中讃保健福祉事務所）
糖尿病患者のコロナ禍と情報源の違いによる自己
管理への影響：香川県糖尿病実態調査

P-0305-5 長内志津子 （青森県立保健大学健康科学部）
青森県民および東北・北海道の医師・看護師の医
療コミュニケーションに関するweb調査

P-0305-6 市川 亜紀 （相模原市保健所中央保健センター）
後期高齢者糖尿病性腎症重症化予防事業実施に向
けた行政実務研修員との取組について

11月2日（木）9:30～10:40
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-0306-1 岡崎可奈子 （福島県立医科大学保健科学部理学療法学科）
東日本大震災後のやせの新規発生についての年齢
層別解析：福島県「県民健康調査」
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P-0306-2 渡邊 真巳 （藤田医科大学医療科学部予防医科学分野）
白血球 SOCS3遺伝子のDNAメチル化率に影
響を与える要因に関する検討

P-0306-3 斉藤 功 （大分大学医学部公衆衛生・疫学講座）
一般住民を対象とする心拍変動の変化に関する研
究：東温スタディ

P-0306-4 渡邊多永子 （筑波大学医学医療系）
妻の健診受診と夫の健診受診との関連：国民生活
基礎調査を用いた横断研究

P-0306-5 岡田 実 （亀田メディカルセンター幕張）
生活習慣病関連リスク保有率：30年間の経年推
移

P-0306-6 佐藤有希子 （九州大学大学院医学系学府医療経営・管理学専
攻）
特定保健指導による腹囲および体重の減少達成群
と未達成群による効果検証：LIFE Study

11月2日（木）10:40～11:50
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-0307-1 山崎 恭子 （帝京大学医療技術学部看護学科）
福祉施設職員におけるがん検診の受診状況と受診
関する必要な情報

P-0307-2 杉本 章二 （財団法人高知県総合保健協会）
特定健診開始年齢者の検査結果判定推移

P-0307-3 山内 圭子 （久留米大学医学部公衆衛生学講座）
配偶者の乳がん罹患に伴う男性の社会的決定

P-0307-4 福井 美貴 （奈良女子大学大学院人間文化総合科学研究科）
生活習慣病保健事業の効果的展開～コロナ禍の心
理社会的課題へのリエゾン的介入～

P-0307-5 西川 祥子 （三重県津市健康福祉部健康づくり課）
過疎中山間地域の地域巡回がん検診のあり方の取
り組みについて

P-0307-6 吉田 裕美 （慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科）
メタボリックシンドロームに対する生活習慣への
介入による効果：文献検討

11月2日（木）11:50～13:00
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-0308-1 柴田 彩月 （慶應義塾大学看護医療学部）
特定健康診査当日に特定保健指導の初回面接を実
施する効果：文献検討

P-0308-2 山田 真司 （青森県立保健大学健康科学部看護学科）
「運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと
思いますか。」は保健指導に有効か

P-0308-3 袖山 綾乃 （筑西市役所）
血糖変動モニタリング検査からみえる地域特性を
踏まえた保健指導の検討

P-0308-4 横道 洋司 （山梨大学医学部疫学・環境医学講座）
糖尿病・脂質異常症でのアレルギー疾患有病率：
BioBank Japan

P-0308-5 岡田 武夫 （大阪がん循環器病予防センター）
健診受診者における高血圧発症と健診時血圧と
BMI の関連

P-0308-6 高橋 愛 （大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻）
産官学連携による行動変容推進プログラムの構築
～特定保健指導対象者への介入1～

11月2日（木）13:00～14:10
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-0309-1 Sugawara Saki
（出雲崎町）
新規透析導入患者数の半減を達成した病診連携
コーディネータの配置による保健活動

P-0309-2 北川 瞳 （八尾市保健所）
データ分析に基づく健康づくりの推進～八尾市健
康づくり大作戦！（糖尿病対策）～

P-0309-3 中谷 直樹 （東北大学東北メディカル・メガバンク機構）
東北メディカル・メガバンク計画地域住民コホー
ト調査（宮城）：これまでの進捗

P-0309-4 間島亜希子 （大阪府健康医療部健康づくり課）
特定保健指導の対象となった被扶養者におけるメ
タボリックシンドロームの認識について

P-0309-5 上杉 睦 （東邦大学医学部社会医学講座医療統計学分野）
血液透析患者を対象とした、家族構成と栄養指標
との関連の検討

P-0309-6 南 拓磨 （埼玉県立大学保健医療福祉学部）
受診勧奨後に受診につながったにもかかわらず腎
機能が低下した患者の特性

第4分科会 保健行動・健康教育

11月2日（木）9:30～10:40
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-0401-1 中島 素子 （金沢医科大学医学部衛生学教室）
高校生のスマホ使用時間（平日・土曜日・日曜日）
と3次元睡眠尺度（３DSS）との関連

P-0401-2 村井 裕 （惠仁クリニック）
高校生の心と体の不調と3次元型睡眠尺度（３
DSS）との関連

P-0401-3 鈴木 惠三 （札幌医科大学医学部公衆衛生学講座）
国民生活基礎調査「日頃健康のために実行してい
る事柄」の65歳以上者の実施割合

P-0401-4 尾崎伊都子 （名古屋市立大学大学院看護学研究科）
勤労者における健康管理アプリの継続使用に関連
する要因

P-0401-5 山口 佳子 （東京家政大学健康科学部看護学科）
関東地方在住成人男女における寝酒の関連要因と
普及啓発

P-0401-6 高橋 恭子 （小樽商科大学保健管理センター）
大学生に求められる薬物乱用防止教育の検討ー大
学生の薬物乱用リスクの認識ー

11月2日（木）9:30～10:40
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-0402-1 三浦利恵子 （公益財団法人郡山市健康振興財団）
通勤時間の延長に伴う生活習慣の変化および肥満
との関連

P-0402-2 鈴木 朋子 （大阪樟蔭女子大学健康栄養学部健康栄養学科）
屋外の公共場所における受動喫煙防止に関する市
民ニーズの検討

P-0402-3 後藤 英子 （東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻
医療コミュニケーション学分野）
「気づき」が生まれる医療保険者向けオンライン
研修プログラムの構築および実証研究

P-0402-4 永井 雅人 （大阪医科薬科大学衛生学・公衆衛生学）
加熱式タバコの使用の地域差：JASTIS 2022
study

P-0402-5 平田紀美子 （日本医科大学衛生学公衆衛生）
POCTとして実験実習を取り入れた禁煙・防煙
教育の効果

P-0402-6 丸山 佳代 （東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科公衆
衛生看護学）
LINE を用いた父親の食事と身体活動プログラム
の開発－動画コンテンツの効果検証－

11月2日（木）10:40～11:50
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-0403-1 白石 貴子 （東都大学幕張ヒューマンケア学部看護学科）
生活習慣病に対する受刑者の病気認知の実態

P-0403-2 児玉 佳奈 （高知県健康政策部医療政策課）
加熱式たばこの使用に着目した保育所・幼稚園児
の家庭における受動喫煙に関する調査
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P-0403-3 大野 順子 （東京家政大学健康科学部看護学科）
女性の飲酒問題予防のための普及啓発－調査結果
に基づくリーフレットの作成

P-0403-4 高松三沙子 （日本福祉大学看護学部）
大学生のヘルスリテラシーに関する文献検討～将
来に向けた健康管理能力の支援～

P-0403-5 藤丸 郁代 （名古屋学芸大学大学院看護学研究科）
成人期の清涼飲料水摂取状況と生活行動との関係

P-0403-6 門間 貴史 （筑波大学体育系）
日本の eスポーツプレイヤーの睡眠の状況およ
び eスポーツ活動との関係

11月2日（木）10:40～11:50
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-0404-1 安田 陽子 （新見公立大学助産学専攻科）
中山間地域における中年期男性の更年期症状の有
訴割合

P-0404-2 小林 淳子 （仙台青葉学院短期大学看護学科）
20歳台・30歳台女性の喫煙・受動喫煙に関す
る縦断的調査 第2報

P-0404-3 土橋 祥平 （筑波大学体育系）
ノンアルコール飲料の提供が飲酒量に及ぼす影響
:性差に着目した検討

P-0404-4 長瀬 慶信 （福島県立医科大学医学部疫学講座）
生活習慣と睡眠の質との関連

P-0404-5 島本太香子 （奈良大学）
COVID-19感染対策下の大学生の健康感の変化
と健康教育の課題

11月2日（木）11:50～13:00
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-0405-1 稲葉 洋平 （国立保健医療科学院生活環境研究部）
電子たばこ主流エアロゾルに含まれる有害化学物
質の分析

P-0405-2 木村 朗 （群馬パ―ス大学大学院保健科学研究科）
嬬恋村農業従事者の健康リテラシーと動脈硬化リ
スクとの関連性に基づく健康教育課題

P-0405-3 服部 春香 （御坊市役所）
御坊市での面談の場を活用した禁煙インタ
ビュー～禁煙成功者の声をつなぐ保健活動～

P-0405-4 西尾 信宏 （和歌山県立医科大学医学部公衆衛生学教室）
医学部および附属病院勤務者の喫煙状況

P-0405-5 古川 照美 （青森県立保健大学健康科学部看護学科）
親子に対しての間食・甘味飲料の与え方に対する
ヘルスコミュニケーション

11月2日（木）13:00～14:10
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-0406-1 春日 秀朗 （福島県立医科大学医学部衛生学・予防医学講座）
コロナ禍でのアルコール摂取量の増減：福島県の
健診データから

P-0406-2 菊地亜矢子 （筑波大学健幸ライフスタイル開発研究センター）
習慣的多量飲酒者と一時多量飲酒者における精神
的健康度の評価

P-0406-3 田野 ルミ （国立保健医療科学院生涯健康研究部）
若年層のたばこ使用の防止による公衆衛生の意義

P-0406-4 山下 和希 （筑波大学大学院人間総合科学学術院）
学生アスリートにおける仮眠と主観的な睡眠の質
との関係

P-0406-5 纐纈 朋弥 （岐阜大学医学部看護学科）
産後の再喫煙防止を目的とした禁煙サポートの介
入効果の検討

第5分科会 親子保健・学校保健

10月31日（火）13:30～14:40
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-0501-1 三輪 静華 （いなべ市役所福祉部長寿福祉課）
Covid-19前後の産婦メンタルヘルスの変化の検
討～乳児家庭全戸訪問事業の質問紙から～

P-0501-2 森本 祐奈 （いなべ市役所健康こども部母子保健課）
産後うつ病低リスク産婦の「赤ちゃんへの気持ち
質問票」へ影響するリスク因子の分析

P-0501-3 佐藤 拓代 （公益社団法人母子保健推進会議）
母子保健事業の認識～市町村における母子保健に
関するボランティア活動調査（第1報）～

P-0501-4 鑓溝 和子 （公益社団法人母子保健推進会議）
母子保健活動の認識～市町村における母子保健に
関するボランティア活動調査（第2報）～

P-0501-5 中原 洋子 （大阪医科薬科大学看護学部）
妊婦の状況と妊娠時の気持ちおよび産後のボン
ディング、EPDSの関連

P-0501-6 安本 理抄 （大阪公立大学大学院看護学研究科）
妊娠届出面接時のアセスメントと妊娠時の気持ち
および産後のボンディング、EPDSの関連

10月31日（火）13:30～14:40
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-0502-1 山名 隼人 （自治医科大学データサイエンスセンター）
里帰り出産が乳児健康診査時点の母子健康状態と
育児支援状況に与える影響

P-0502-2 角川 由香 （東京大学大学院医学系研究科高齢者在宅長期ケ
ア看護学分野）
1歳6か月児歯科健康診査における児の「歯の汚
れ」に関する実態

P-0502-3 桑原 祐樹 （鳥取大学医学部環境予防医学分野）
中学生の生活習慣やデジタル機器使用と精神疲労
の関連-現代の学校保健活動への示唆-

P-0502-4 坂本めぐみ （公立小松大学保健医療学部看護学科）
児童生徒のネット・ゲーム問題についての教員向
け疑似双方向型 e-ラーニング研修の評価

P-0502-5 畠山 典子 （大阪公立大学大学院看護学研究科）
多胎児家庭における育児の現状と課題－養育者の
健康状態に関する文献的レビュー－

P-0502-6 河口 千奏 （東北大学大学院医学系研究科）
妊娠24週未満の血糖値と児の2歳時点における
発達の関連：三世代コホート調査

10月31日（火）14:40～15:50
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-0503-1 細川 陸也 （京都大学大学院医学研究科）
青年期におけるサードプレイスの存在と行動問題
との関連

P-0503-2 小番 美鈴 （株式会社バスクリン）
乳幼児を持つ保護者の入浴の世話に対する負担感
の関連要因

P-0503-3 相馬 優樹 （弘前大学教育学部）
コレスポンデンス分析を用いた小学校における負
傷と発生場所との関連の「見える化」

P-0503-4 小島 令嗣 （山梨大学社会医学講座）
ハウスダスト中の鶏卵タンパク量に関係する要
因：エコチル調査より

P-0503-5 柴野 裕子 （帝京科学大学医療科学部医療福祉学科）
医療的ケア児やその家族に対する専門職間の協働
の実践内容：スコーピングレビュー

P-0503-6 Hosoya Mizuki
（酪農学園大学農食環境学群食と健康学類）
乳児をもつ保護者を対象とした食物アレルギーに
関する意識調査と栄養指導の必要性



72

10月31日（火）14:40～15:50
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-0504-1 石井 陽子 （川崎医療福祉大学保健看護学部）
保健師・看護師・保育職の里親支援状況－里親等
委託率が高い3自治体の調査

P-0504-2 小林 知未 （武庫川女子大学食物栄養科学部）
乳幼児の体格と食行動・生活習慣等との関連に関
する検討

P-0504-3 和田 安代 （国立保健医療科学院生涯健康研究部）
5歳児の体格に関連する1歳6か月時及び3歳時
の食生活－甲州プロジェクトより―

P-0504-4 小林 久美 （帝京大学大学院公衆衛生研究科）
学校保健統計調査から見えるCOVID-19の影響

P-0504-5 中村 和恵 （国立病院機構岡山医療センター新生児科）
岡山市における新型コロナウイルス感染症流行下
での子育ての現状調査

P-0504-6 森 有希 （長崎大学病院看護部）
大学生における余暇の過ごし方と精神的健康感の
関連性

10月31日（火）15:50～17:00
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-0505-1 上村 晴子 （東京大学未来ビジョン研究センター）
健康スコアリングレポートを活用した子ども向け
保健事業の試行

P-0505-2 羽入田彩花 （実践女子大学大学院生活科学研究科）
乳幼児健康診査の問診項目と乳幼児の栄養状態評
価に関する市町村調査

P-0505-3 奥泉 庸子 （渋川市役所育都推進部健康増進課）
１歳６か月児健康診査からの早期スクリーニング
（SACS-J）の有効性

P-0505-4 緒方 靖恵 （佛教大学保健医療技術学部看護学科）
保護者の経済不安と1歳6か月児の言語発達との
関連

P-0505-5 松本 泉美 （畿央大学健康科学部看護医療学科）
受動喫煙防止条例制定の取り組みとして実施した
喫煙防止教育における中学生の意識

P-0505-6 高木 悦子 （帝京科学大学）
父親を対象とした育児支援ニーズに関する全国調
査結果報告

10月31日（火）15:50～17:00
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-0506-1 大西 佑佳 （湯浅町役場健康推進課）
湯浅町の5歳児健診：教育現場と協働した切れ目
のない発達を保障するプログラムの開発

P-0506-2 三好 達也 （香川県健康福祉部健康福祉総務課）
コロナ禍における小児の生活習慣病リスクの変
化：香川県小児生活習慣病予防健診

P-0506-3 境田 靖子 （長崎県立大学看護栄養学部）
育児観形成に影響を及ぼす家庭環境

P-0506-4 田村 晴香 （名古屋大学大学院医学系研究科総合保健学専攻）
幼児前期の短時間睡眠と母子のメディア利用行動
との関連

P-0506-5 多賀可奈子 （京都大学医学部人間健康科学科）
父親の育児休業の取得が父親自身・母親・子ども
に与える影響に関する文献レビュー

P-0506-6 浜多美奈子 （富山県立大学看護学部）
未就学児をもつ働く母親のストレスと対処行動
-テキストマイニングによる検討-

11月1日（水）9:30～10:40
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-0507-1 松田 宣子 （関西国際大学保健医療学部看護学科）
子育て世代包括支援センターの機能・役割に関す
る研究

P-0507-2 石川 信仁 （大阪成蹊大学看護学部）
新型コロナウィルス禍における13歳のスクリー
ンタイムの変化と生活時間・行動との関連

P-0507-3 竹原 健二 （国立成育医療研究センター研究所政策科学研究
部）
父親における育児休業取得とその後の状況

P-0507-4 池田 萌花 （久留米市保健所地域保健課）
久留米市における産後ケア事業の取組

P-0507-5 清水 洋子 （東京女子医科大学看護学部地域看護学）
子ども虐待予防のための母親への包括的支援に求
められる支援能力の検討

P-0507-6 谷川果菜美 （大阪大学大学院医学系研究科社会医学講座）
体格別に見た小児と母親の身体活動度と骨密度の
関連について

11月1日（水）9:30～10:40
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-0508-1 鈴川 清美 （筑波大学大学院人間総合科学学術院）
中学1年生の1学期における学校適応感・学校生
活に関する意識とストレス反応の関係

P-0508-2 江崎 道代 （名古屋市千種保健福祉センター）
児童相談所における保護者支援事業の効果

P-0508-3 久藤 麻子 （大阪医科薬科大学医学部衛生学・公衆衛生学）
コロナ禍前とコロナ禍の妊婦の生活状況・食行動
に関する検討

P-0508-4 渡部 真澄 （会社員）
妊娠・出産・乳幼児期の子どもを育てる母親の育
児不安と近隣の人々との関わりについて

P-0508-5 角田ミラノフ道子
（守谷市保健センター）
ケア・リーバーへの継続的支援を行う児童養護施
設職員の思い

11月1日（水）10:40～11:50
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-0509-1 山縣 千開 （自治医科大学大学院看護学研究科博士後期課程）
乳幼児を持つ低所得世帯への妊娠・出産・育児に
関わる支援での市町村保健師活動の課題

P-0509-2 石原 真穂 （大阪大学）
新型コロナウイルス感染症流行下における小児の
肥満・痩身傾向の変化

P-0509-3 大夛賀政昭 （国立保健医療科学院医療・福祉サービス研究部）
乳幼児健診における不適切な養育につながるイン
シデント報告パターンと相互関連の検討

P-0509-4 榊原理恵子 （獨協医科大学看護学研究科博士後期課程）
島嶼地域の産前・産後サポート事業における地域
住民の関わりと成果

P-0509-5 有本 梓 （横浜市立大学大学院医学研究科地域看護学分野）
4か月児を育てる母親における孤独感に関連する
要因の検討

P-0509-6 小林 恵子 （佐久大学大学院看護学研究科）
子ども虐待予防における保健師の IPW（多職種
連携）コンピテンシーの測定

11月1日（水）10:40～11:50
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-0510-1 楠田 美奈 （杏林大学保健学部看護学科看護養護教育学専攻）
学童期の骨量獲得に向けた生活習慣についての一
考察

P-0510-2 長谷川和子 （杏林大学保健学部看護学科看護養護教育学専攻
母子看護学研究室）
多摩多胎ネットによる多胎育児支援活動の評価ー
ピアサポーターの評価からー

P-0510-3 田渕紗也香 （滋賀医科大学医学部看護学科公衆衛生看護学講
座）
低出生体重児割合と周産期地域医療特性の地域相
関分析
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P-0510-4 辻 京子 （香川大学）
ヤングケアラーの早期発見・対応における小学校
養護教諭の活動実態と課題

P-0510-5 江藤亜紀子 （国立保健医療科学院健康危機管理研究部）
災害時における母子保健に関する研究動向につい
ての文献調査

P-0510-6 松村 健太 （富山大学学術研究部医学系公衆衛生学講座）
帝王切開と育児ストレスの関係：エコチル調査

11月2日（木）9:30～10:40
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-0511-1 山岡 祐衣 （東京医科歯科大学国際健康推進医学分野）
虐待予防のためのエビデンスに基づいた家庭訪問
プログラム「セーフケア」の導入と実装

P-0511-2 工藤 彩織 （荒川区保健所）
令和３年度妊娠届からの分析～妊婦面接、新生児
訪問、４か月健診からの振り返り～

P-0511-3 佐藤 玲子 （埼玉県立大学保健医療福祉学部健康開発学科）
首都圏近郊部8市町村における妊娠37週未満の
出産と妊産婦の就労状況

P-0511-4 中島 英 （日本大学医学部社会医学系公衆衛生学分野）
高校生における通学時間とメンタルヘルスとの関
連

P-0511-5 福田 茉莉 （岡山大学学術研究院医歯薬学域）
e スポーツ部の男子高校生と他部活所属者との
ゲーム利用や身体活動に関する比較

P-0511-6 宮下 拓麻 （身体教育医学研究所うんなん）
都道府県別にみた児童生徒の不登校出現率の地域
差に関連する要因：地域相関研究

11月2日（木）10:40～11:50
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-0512-1 池田裕美枝 （一般社団法人SRHRJapan）
性と生殖に関する健康と権利についての行動・意
識調査

P-0512-2 大和谷りつ子（岐阜大学大学院医学系研究科看護学専攻）
パートナーの海外赴任でタイに帯同した母親に対
する子育てサポートの現状と課題

P-0512-3 平部 正樹 （聖心女子大学）
通信制高校生徒の精神健康の変化ならびに関連要
因

P-0512-4 熊谷 貴子 （青森県立保健大学健康科学部栄養学科）
青森県児童生徒の肥満率と痩身率のコロナ禍3年
間の縦断的推移

P-0512-5 土山 唯 （御坊市役所）
和歌山県御坊市における産後ケア事業のニーズ調
査

P-0512-6 何 慕 （熊本大学大学院保健学教育部）
日中保護者が認識するしつけと虐待の境界：Q
方法論を用いた調査

11月2日（木）11:50～13:00
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-0513-1 柳 奈津代 （東京大学大学院薬学系研究科）
保育園児の保護者における薬の教育を受けた経験
と「小児の薬の使い方」をきいた経験

P-0513-2 伊角 彩 （東京医科歯科大学政策科学分野）
子育て世帯における心身の健康増進を目的とした
トータルケアサービスの社会実装

P-0513-3 原賀 美紀 （産業医科大学産業保健学部看護学科）
母子健康手帳交付場面での保健師活動に関する教
授の現状と課題

P-0513-4 藤城有美子 （駒沢女子大学）
通信制高校から通学制大学に進学した学生の適応
プロセスと寄与する要因

P-0513-5 岩崎由紀子 （武豊町役場）
要保護児童対策調整機関における保健師の活動

11月2日（木）13:00～14:10
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-0514-1 市川佳世子 （京都大学大学院医学研究科社会健康医学専攻健
康情報学分野）
不妊治療患者に対する里親・特別養子縁組情報提
供のための予備的調査

P-0514-2 井村 亘 （玉野総合医療専門学校作業療法学科）
高校生版担任との日常会話尺度の開発

P-0514-3 惠川 典子 （Mommy's Place）
民間による産後支援事業の促進

P-0514-4 水内 優花 （獨協医科大学看護学研究科）
自ら支援求めない養育者に対する保健師の関わ
り～乳幼児期の児童虐待予防に向けて～

P-0514-5 吉羽 久美 （東都大学ヒューマンケア学部看護学科）
乳幼児の子どもの接し方に困難を感じる母親の
Help Seeking のプロセス

第6分科会 高齢者のQOLと介護予防

11月1日（水）9:30～10:40
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-0601-1 小坂かおり （西宮市保健所）
高齢者対象の西宮市健康ポイント事業の事前評価
（第1報）事業参加者の健康状態の特徴

P-0601-2 金谷 志子 （武庫川女子大学看護学部）
高齢者対象の西宮市健康ポイント事業の事前評価
（第2報）運動習慣と準備状況の特徴

P-0601-3 野中久美子 （東京都健康長寿医療センター研究所社会参加と
ヘルシーエイジング研究チーム）
社会的孤立状態にある高齢者の生活実態と生活で
の課題：本人へのインタビュー調査1

P-0601-4 齋藤 尚子 （東京都健康長寿医療センター研究所）
社会的孤立状態にある高齢者が交流を増やせない
要因：本人へのインタビュー調査2

P-0601-5 天野奥津江 （都留市福祉保健部長寿介護課）
ご当地体操実施者の実態および特性：地域在住高
齢者を対象とした全数調査による検討

P-0601-6 笠井 貴志 （都留市役所福祉保健部長寿介護課）
通いの場参加によるフレイル予防効果：6年間の
反復測定データを用いた検討

11月1日（水）9:30～10:40
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-0602-1 藤原 佳典 （東京都健康長寿医療センター研究所）
ボランティア活動への満足度・負担感が精神的健
康度に及ぼす影響：REPRINTS研究より

P-0602-2 藤平 杏子 （東京都健康長寿医療センター研究所社会参加と
ヘルシーエイジング研究チーム）
中高年者のコミュニティ所属数と幸福感の関連：
REPRINTS研究より

P-0602-3 石川 美波 （目黒区健康福祉部介護保険課介護予防係）
自治体における地域介護予防支援事業の効果評
価：東京都目黒区の住民主体の活動支援

P-0602-4 白波瀬美貴 （目黒区健康福祉部介護保険課介護予防係）
自治体における短期集中予防サービス事業の効果
評価：東京都目黒区の事例

P-0602-5 早坂 信哉 （東京都市大学人間科学部）
入浴頻度と生活の質、気分状態、歩行の関連：横
断研究

P-0602-6 石澤 太市 （株式会社バスクリン）
入浴習慣と注意力等の自覚症状および歩行との関
連
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11月1日（水）10:40～11:50
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-0603-1 山城 大地 （東京都健康長寿医療センター研究所）
類型別にみた高齢者の居場所の特徴（1）－居場
所への期待と居場所の有無との関連－

P-0603-2 相良 友哉 （東京都健康長寿医療センター研究所）
類型別にみた高齢者の居場所の特徴（2）－居場
所の類型と精神的健康度との関連－

P-0603-3 西 信雄 （聖路加国際大学）
中高年を対象とした郵送調査データに基づく主観
的健康感と各フレイル下位尺度の関連

P-0603-4 岡林 恵 （大阪府健康医療部健康推進室健康づくり課）
大阪府における働く世代からのフレイル予防の取
組みについて（第2報）

P-0603-5 奥深山 寛 （藤田医科大学医療科学部予防医科学分野）
住民健診受診者における血清カロテノイド値と認
知機能低下との関連

P-0603-6 坪井 良樹 （藤田医科大学医療科学部予防医科学分野）
一般住民を対象とした全般的認知機能低下と血清
microRNAに関する縦断的研究

11月1日（水）10:40～11:50
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-0604-1 小林 周平 （千葉大学）
電動カート導入は高齢者の買い物支援になるか：
実証事業前後の記述的研究

P-0604-2 井手 一茂 （千葉大学）
グリーンスローモビリティは新たな交流・笑いを
創出するか：導入事業前後の縦断研究

P-0604-3 花里 真道 （千葉大学予防医学センター）
グリーンスローモビリティの利用と高齢者の行動
範囲の検討

P-0604-4 江藤 孝史 （洛和会音羽病院麻酔科）
ひきこもり（8050問題）支援に関する一考察

P-0604-5 横溝 珠実 （香川県立保健医療大学保健医療学部看護学科）
基本チェックリストで判定したフレイルは医療費
の上昇を予測する指標となりうるか

P-0604-6 山崎貞一郎 （秋田大学衛生学・公衆衛生学講座）
出産回数と認知機能との関連におけるアテローム
性動脈硬化の影響：大迫研究

11月1日（水）13:30～14:40
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-0605-1 田中 貴子 （聖マリア学院大学）
大刀洗町における保健事業と介護予防一体的実施
事業表に関する研究（第1報）

P-0605-2 眞崎 直子 （聖マリア学院大学）
大刀洗町における保健事業と介護予防一体的実施
事業評価に関する研究（第2報）

P-0605-3 吉田礼維子 （天使大学看護栄養学部看護学科）
住民の視点による介護予防システムの評価指標の
開発

P-0605-4 横川 吉晴 （信州大学医学部）
フレイル健診参加者のフレイル分類と歩行環境、
活動能力との関連

P-0605-5 荒川 博美 （国際医療福祉大学保健医療学部看護学科）
認知症サポーター活動促進のための介護体験学習
プログラムの広域展開と有用性の検証

P-0605-6 小泉 沙織 （埼玉医科大学医学部社会医学）
高齢者の閉じこもりに関連する趣味活動

11月1日（水）13:30～14:40
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-0606-1 中村美詠子 （浜松医科大学）
地域住民の応用的日常生活動作：三ヶ日町アク
ティブエイジング研究

P-0606-2 北原 絹代 （前橋市福祉部長寿包括ケア課）
前橋市の地域高齢者と介護予防事業参加者のフレ
イル評価結果の特徴

P-0606-3 玉置 洋 （国立保健医療科学院医療福祉サービス研究部）
介護認定調査における視力・聴力と社会生活への
適応との関連性

P-0606-4 山北 満哉 （山梨県立大学看護学部）
ライフコースにおけるスポーツ参加の軌跡と認知
症発症の関連：JAGES2016-19縦断研究

P-0606-5 亀井美登里 （埼玉医科大学医学部社会医学）
高齢者の地域支援活動への参加意向

P-0606-6 三宅 眞理 （関西医科大学医学部衛生・公衆衛生学講座）
コロナ禍における集団介護予防運動教室の参加状
況と今後の課題

11月1日（水）14:40～15:50
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-0607-1 石上 真麗 （広島大学大学院医系科学研究科口腔保健疫学教
室）
地域高齢者における主観的な嚥下機能と口腔関連
QOLに関する研究

P-0607-2 Shimizu Tetsuya
（国立保健医療科学院研究課程）
在宅高齢者の外的因子（起因箇所）別転倒・転落
受傷率-救急活動記録を用いた算出-

P-0607-3 橋本 充代 （獨協医科大学教育支援センター地域医療教育部
門）
宇都宮市の通所型サービスＣ参加者における口腔
機能と運動機能、認知機能との関連

P-0607-4 安心院朗子 （目白大学保健医療学部理学療法学科）
中山間地域に在住する一般市民のハンドル形電動
車いすに対する認識

P-0607-5 Imai Minami
（名古屋市立大学看護学研究科）
COVID-19流行下における前期高齢者のフレイ
ル予防行動の変化とその関連要因

P-0607-6 平井一芳 （福井県立大学看護福祉学部看護学科）
地域のソーシャルサポートとフレイル及びその要
因（生活活動、うつ、睡眠）との関係

11月1日（水）14:40～15:50
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-0608-1 渡邉多恵子 （淑徳大学）
介護予防に向けた持続可能な当事者共創社会の構
築：住民主体の活動持続と介護予防効果

P-0608-2 坂本智恵子 （仙台赤門短期大学）
地域在住高齢者の生活満足感と要介護認定の関
連：岩手県北地域コホート研究

P-0608-3 山埜ふみ恵 （大阪医科薬科大学看護学部）
退職後の高齢者のヘルスプロモーション行動につ
いての概念分析

P-0608-4 小島みさお （東京都健康長寿医療センター研究所）
大都市高齢者の基本チェックリストによる性・年
齢・要支援認定有無別フレイル発現率

P-0608-5 野藤 悠 （東京都健康長寿医療センター研究所）
介護予防活動の認知に影響する要因

P-0608-6 坂本亜佳音 （淑徳大学看護学研究科看護学専攻）
日本の自治体における介護予防活動の継続に関す
る要因の文献検討

11月2日（木）9:30～10:40
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-0609-1 長嶺由衣子 （東京医科歯科大学国際健康推進医学）
コミュニケーションロボットによる聴取と自記式
基本チェックリスト回答の一致率の検証

P-0609-2 平光 良充 （名古屋市衛生研究所）
KDBデータと自記式質問紙調査を用いたフレイ
ル予測要因の探索
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P-0609-3 谷出 敦子 （東京都健康長寿医療センター研究所）
中高齢者における通いの場の担い手特性の探索的
調査：都内4自治体における横断研究

P-0609-4 児玉 康子 （十日町市役所市民福祉部地域ケア推進課）
豪雪地域における冬期の介護予防事業の評価

P-0609-5 木村 美佳 （特定非営利活動法人国際生命科学研究機構健康
推進協力センター）
地域における介護予防リーダーの栄養素摂取量～
同地域在住の高齢者との比較

P-0609-6 西村 生 （筑波大学大学院人間総合科学学術院人間総合科
学研究群体育科学学位プログラム）
地域在住高齢者における自覚的音声障害と余暇活
動の関連

11月2日（木）9:30～10:40
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-0610-1 張 可 （筑波大学大学院人間総合科学研究科）
地域在住高齢者におけるTimed Up and Goテ
スト実施中のせん断力と転倒との関連性

P-0610-2 伊藤 颯希 （岐阜大学大学院医学系研究科看護学専攻）
COVID-19流行前と流行禍における前期高齢者
の生活と身体状況の比較

P-0610-3 植田 拓也 （東京都健康長寿医療センター研究所東京都介護
予防・フレイル予防推進支援センター）
アフターコロナにおける通いの場の再興に向けた
課題の検討-行政職員への調査-

P-0610-4 眞木真奈美 （茨城県立健康プラザ）
茨城県における介護予防体操ボランティア養成実
践事例報告

P-0610-5 宮下 隆 （株式会社千葉薬品）
通所介護事業所における買物リハビリテ－ション
に対する意識アンケートについて

P-0610-6 渋谷 恭平 （筑波大学人間総合科学学術院人間総合科学研究
群パブリックヘルス学位プログラム）
BIA を用いたサルコペニアの予測：ニューラル
ネットワークを用いた検討

11月2日（木）10:40～11:50
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-0611-1 横田 賢一 （長崎大学原爆後障害医療研究所原研情報室）
被爆高齢者における運動・社会参加習慣と死因と
の関連

P-0611-2 中野 寛也 （筑波大学大学院医学学位プログラム）
日本の高齢者における転倒リスクを上昇させる薬
剤（FRIDs）と非椎体骨折の関連

P-0611-3 金子 理恵 （株式会社くまもと健康支援研究所）
通所型サービスCに参加後介護保険サービスへ
移行した高齢者の特徴

P-0611-4 佐藤 清香 （お茶の水女子大学大学院）
フレイルの高齢女性の台所利用時間に関連する生
活機能

P-0611-5 松尾 洋 （株式会社くまもと健康支援研究所）
自動車学校と連携した認知症予防・共生の取り組
みについて～第2報～

P-0611-6 井上百合子 （茨城県竜ケ崎保健所）
地域在住の脳血管疾患に罹患した高齢者の主観的
幸福感の関連要因に関する文献レビュー

11月2日（木）11:50～13:00
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-0612-1 山中 信 （東京都健康長寿医療センタ―研究所）
所得別にみた地域在住高齢者における就労状況と
精神的健康度の関連

P-0612-2 山本 亮 （株式会社くまもと健康支援研究所）
低栄養該当者における訪問支援による実態調査お
よび介入効果検証

P-0612-3 平石 理 （株式会社健康科学研究所）
健康寿命の延伸に向けた地域自主活動の成果と課
題

P-0612-4 Ito Tomoko
（島根大学医学部）
デルファイ法による高齢者認知機能の維持に寄与
する社会生活質問表の作成

P-0612-5 菅野 大暉 （愛媛大学大学院農学研究科地域健康栄養学分野）
健常者を対象とした高アミロース米お粥摂取と嚥
下動態に関する無作為化比較試験

11月2日（木）13:00～14:10
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-0613-1 植木 絵美 （豊島区保健福祉部高齢者福祉課）
オンラインフレイル予防教室における高齢者の身
体・精神機能改善の可能

P-0613-2 菊地 眞海 （北海道大学大学院保健科学院）
高齢者における地域を基盤とした人々とのつなが
り観尺度の信頼性・妥当性の検証

P-0613-3 菖蒲川由郷 （新潟大学大学院医歯学総合研究科十日町いきい
きエイジング講座）
高齢者のソーシャルサポートと脳容積の変化～
NEIGE study より～

P-0613-4 栗山 長門 （静岡社会健康医学大学院大学社会健康医学研究
科）
脳内深部白質病変における新規認知障害指標の検
討：脳血管内皮型APP770とアミロイドβ

P-0613-5 阿部 巧 （東京都健康長寿医療センター研究所）
地域在住高齢者における外出時の手段別移動時間
とフレイルとの関連性

第7分科会 高齢者の医療と福祉

11月1日（水）10:40～11:50
示説（ポスター）会場（Leo Esaki メインホールホワイエ）

P-0701-1 柴田 彩代 （滋賀医科大学大学院医学系研究科公衆衛生看護
学講座）
訪問看護の機能と居宅死亡数との関連の検討第1
報:訪問看護の機能の分布

P-0701-2 豊島 博子 （滋賀医科大学公衆衛生看護学講座）
訪問看護の機能と居宅死亡数との関連の検討第2
報:在宅と老人ホーム死亡数への影響

P-0701-3 田中 誠也 （国立長寿医療研究センター先端医療開発推進セ
ンター）
通所リハビリテーション利用者における FIMか
らBarthel Index への換算表作成の試み

P-0701-4 相原 洋子 （岡山大学学術研究院保健学域）
在留外国人の在宅療養と終末期医療

P-0701-5 富永 真己 （摂南大学看護学部）
高齢者介護施設のケア労働者における心理的安全
性の要因

P-0701-6 彦 聖美 （金城大学看護学部看護学科）
男性介護者世帯に対する防災対策支援の実態調査
（第三報）

11月1日（水）13:30～14:40
示説（ポスター）会場（Leo Esaki メインホールホワイエ）

P-0702-1 嘉藤 幸介 （島根県健康福祉部高齢者福祉課地域包括ケア推
進室）
島根県の地域包括ケアの取組（第一報）～組織改
編から10年目にむけた歩み～

P-0702-2 中島 和子 （島根県健康福祉部高齢者福祉課地域包括ケア推
進室）
島根県の地域包括ケアの取組（第二報）～円滑な
入退院連携に向けて～

P-0702-3 渡邉 靜 （共愛学園前橋国際大学短期大学部）
在宅医療・介護の栄養管理提供に関わる介護福祉
専門員から見える栄養ケア
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P-0702-4 工藤 恵子 （帝京平成大学ヒューマンケア学部看護学科）
見取り図を用いた事例アセスメント時の視線分
析：アイトラッキングを用いた試行調査

P-0702-5 榎本 晃子 （共立女子大学看護学部）
ゲーム形式ACP普及啓発ツール「人生会議トラ
ンプ」の高齢者支援専門職による評価

P-0702-6 伊東 尚美 （福島県立医科大学医学部放射線健康管理学講座）
福島原発事故後の地域における介護予防のための
基本チェックリスト分析

11月1日（水）13:30～14:40
示説（ポスター）会場（Leo Esaki メインホールホワイエ）

P-0703-1 柴山志穂美 （神奈川県立保健福祉大学実践教育センター）
在宅医療・介護連携推進事業の評価を行うための
指標選定に向けた臨床的視点の整理

P-0703-2 山口佳小里 （国立保健医療科学院医療・福祉サービス研究部）
在宅医療・介護連携推進に向けた在宅介護サービ
ス受給の自治体規模別の状況分析

P-0703-3 平山 修一 （株式会社ツルハ在宅推進部）
在宅患者受け入れ時における処方情報の確認につ
いて

P-0703-4 佐藤 理 （東京慈恵会医科大学環境保健医学講座）
介護老人保健施設入所者の要介護認定情報等と入
所後の転帰の関連

P-0703-5 山内加奈子 （福山市立大学教育学部）
16年半の追跡調査からみた老老介護が被介護者
の生命予後に与える影響

11月1日（水）14:40～15:50
示説（ポスター）会場（Leo Esaki メインホールホワイエ）

P-0704-1 堀 元海 （墨田区保健所保健予防課）
墨田区保健所における高齢者施設感染症情報収集
システムの導入について

P-0704-2 駒田（桜井）直美
（茨城県立医療大医科学センター）
感染管理専門介護職員養成プログラムの構築につ
いて第2報

P-0704-3 筒井 孝子 （兵庫県立大学大学院社会科学研究科）
介護サービス利用パターン別生涯介護費用の検
討－A町におけるデータ分析から

P-0704-4 藤村 一美 （愛媛大学大学院医学系研究科看護学専攻）
離島在住高齢者が住み慣れた地域で暮らし続ける
ことへの思いに関する質的研究

P-0704-5 奥山 啓子 （栃木県県南健康福祉センター（栃木県県南保健
所））
新型コロナウイルス感染症の入院調整等からみた
地域包括ケアシステムの課題

P-0704-6 杉原 陽子 （東京都立大学都市環境学部都市政策科学科）
特別養護老人ホームの入所要件に関する検討：要
介護度別にみた入所希望者の特徴

11月1日（水）14:40～15:50
示説（ポスター）会場（Leo Esaki メインホールホワイエ）

P-0705-1 東野 定律 （静岡県立大学大学院経営情報イノベーション研
究科）
高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施医師
会提案モデル事業の検討

P-0705-2 長谷部雅美 （聖学院大学心理福祉学部）
中高年者における公的な福祉制度の利用意向を促
進する要件に基づく類型化とその特徴

P-0705-3 林 美枝子 （日本医療大学総合福祉学部）
一般住民の死生観について 看取り介護への市民
参加を考察するための研究からの報告

P-0705-4 岡本左和子 （奈良県立医科大学教育開発センター）
退院支援における医療介護連携促進への対策ツー
ル（案）の開発の試み

P-0705-5 廣重 次郎 （長崎県対馬保健所）
「国境の島」対馬市の高齢者施設における看取り
に関する実態調査

P-0705-6 浜崎 曜子 （筑波大学大学院）
介護保険の訪問看護を利用する高齢者における入
院に関連する要因の検討

第8分科会 地域社会と健康

10月31日（火）10:30～11:40
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-0801-1 甲斐 裕子 （公益財団法人明治安田厚生事業団体力医学研究
所）
第1報官民連携による社会的処方でアウトリーチ
した住民の特徴：Y-Link Project

P-0801-2 村松（野口）祐子
（公益財団法人明治安田厚生事業団）
第2報社会的処方に取組む民間企業職員の認識が
活動実施に与える影響：Y-Link Project

P-0801-3 吉葉かおり （公益財団法人明治安田厚生事業団体力医学研究
所）
第3報官民連携事業において必要な社会実装戦略
とは？：Y-Link Project

P-0801-4 大島 克郎 （日本歯科大学東京短期大学）
かかりつけ歯科医保有状況の都市-地方間の比較
とその関連要因

P-0801-5 田村須賀子 （富山大学学術研究部医学系地域看護学）
ゴミ屋敷・セルフネグレクトにある生活困窮者に
対する保健師の家庭訪問援助

P-0801-6 村山 洋史 （東京都健康長寿医療センター研究所社会参加と
ヘルシーエイジング研究チーム）
社会的孤立および孤独感とCOVID-19感染の関
連：JACSIS 研究

10月31日（火）13:30～14:40
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-0802-1 加藤樹紗楽 （秋田大学大学院医学系研究科衛生学・公衆衛生
学講座）
秋田県5地区の医師から見た高齢者への社会的処
方実装における障壁と促進要因

P-0802-2 太田 奈歩 （秋田大学大学院医学系研究科衛生学・公衆衛生
学講座）
社会的処方実装のためのリンクワーカーの役割の
質的検討

P-0802-3 塩田 将 （埼玉県立大学大学院保険医療福祉学研究科リハ
ビリテーション学専修）
脳卒中在宅要介護者と家族介護者の社会的ケア関
連QoL

P-0802-4 丸山あかね （城西国際大学看護学部）
非都市部在住アクティブシニアのスマートフォン
利活用の分類特徴:利用促進にむけて

P-0802-5 小林 洋子 （国立大学法人筑波技術大学）
聴覚障害者・視覚障害者の健康とソーシャルキャ
ピタルとの関連における研究

P-0802-6 大野 佳子 （群馬医療福祉大学看護学部）
漁業地区で暮らす高齢者の互助はどのように行わ
れているか

10月31日（火）14:40～15:50
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-0803-1 松永 博子 （東京都健康長寿医療センター研究所）
産後ケア事業における世代間交流プログラムRE-
PRINTSの援用（2）

P-0803-2 小川 将 （東京都健康長寿医療センター研究所）
産後ケア事業における世代間交流プログラムRE-
PRINTSの援用（1）

P-0803-3 岩本 海作 （アンター株式会社）
離島地域における医師確保の取り組みとその効果
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P-0803-4 市原 志織 （高知県安芸福祉保健所）
集いの場を広域的視点で支援する県型保健所の役
割～集いの場の取組評価を試みて～

P-0803-5 矢野 久美 （福岡県田川市役所）
データを活用した地域診断と介護予防活動の展開
に向けて

P-0803-6 村山 陽 （東京都健康長寿医療センター研究所）
単身中高年者の精神的健康に影響するスティグマ
に対する同質ネットワークの緩衝効果

10月31日（火）14:40～15:50
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-0804-1 岡本菜穂子 （上智大学総合人間科学部看護学科）
若年世代のホームレス化予防に関する探索的検討
（第1報）

P-0804-2 松崎 良美 （東洋大学社会学部社会学科）
若者世代のホームレス化予防に関する探索的研究
（第2報）

P-0804-3 金田 美穗 （上智大学総合人間科学部看護学科地域看護学）
若年世代のホームレス化予防に関する探索的検討
（第3報）

P-0804-4 叶多 博美 （茨城キリスト教大学看護学部）
高台丘陵戸建て団地の中高年居住者による子ども
の育ちを支える互助活動経験とその思い

P-0804-5 山崎 雪恵 （岡山大学法医学分野）
自宅で死亡した事例の発見までに時間を要する要
因の検討

P-0804-6 藤本 萌美 （大阪成蹊大学看護学部）
住宅開発が進む地域の中年期住民の主観的健康感
と関連項目の10年間の比較

10月31日（火）15:50～17:00
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-0805-1 谷口 璃華 （大阪公立大学大学院生活科学研究科）
前期高齢期における社会的活動への参加と認知症
発症との関連：NISSIN project

P-0805-2 倉岡 正高 （東京都健康長寿医療センター研究所）
大都市高齢者の個人・地域レベルの世代間交流と
個人の精神的健康度の関連

P-0805-3 杉浦 圭子 （九州大学医学系研究院保健学部門）
プロボノ活動が本業に及ぼす影響とウェルビーイ
ングとの関連

P-0805-4 高瀬 麻以 （東京都健康長寿医療センター研究所社会参加と
ヘルシーエイジング研究チーム）
企業が高齢者を雇用することにより感じる課題と
その対応の整理

P-0805-5 中尾理恵子 （長崎大学生命医科学域保健学系）
異なる地域環境における災害への備えに関する検
討

P-0805-6 内山 映子 （慶應義塾大学院政策・メディア研究科）
コロナ禍での「地域の縁側」の役割への認識と活
動継続への取り組み：質的記述的研究

10月31日（火）15:50～17:00
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-0806-1 黒田 藍 （帝京大学大学院公衆衛生学研究科）
ふれあいの赤いエプロンプロジェクトの活動内容
と効果：事例報告

P-0806-2 青柳 悦男 （取手市役所健康増進部国保年金課）
地方自治体における前期高齢者のソーシャルキャ
ピタルが健康習慣と医療費に及ぼす影響

P-0806-3 加藤 典子 （大分県立看護科学大学看護学部）
市町村の保健事業のサービス提供者の決定のプロ
セス

P-0806-4 三浦 雅郁 （関西医科大学医学部医学科）
農福連携事業所の実態調査による、農福連携の現
状報告

P-0806-5 岡 愛実子 （大阪大学大学院医学系研究科産科学婦人科学教
室）
HPVワクチン接種率と社会経済指標・都会指標
との関連

第9分科会 難病・障害の医療と福祉

10月31日（火）14:40～15:50
示説（ポスター）会場（Leo Esaki メインホールホワイエ）

P-0901-1 亀井 哲也 （藤田医科大学医療科学部）
スモン患者検診データベースに基づく検討第1報
身体状況の長期的変化

P-0901-2 世古 留美 （藤田医科大学保健衛生学部看護学科）
スモン患者検診データベースに基づく検討第2報
生活機能と生活満足度の長期的変化

P-0901-3 谷掛 千里 （大阪府守口保健所）
日本公衆衛生学会モニタリング委員会【障害・難
病グループ】令和4/5年度活動報告

P-0901-4 大竹 佳 （埼玉県熊谷保健所）
神経難病患者の療養支援におけるコミュニケー
ションツールの今後の展望

P-0901-5 本郷 貴士 （吉備国際大学保健医療福祉学部看護学科）
パーキンソン病患者の介護者の身体的・社会的・
精神的・経済的負担感に影響する要因

10月31日（火）15:50～17:00
示説（ポスター）会場（Leo Esaki メインホールホワイエ）

P-0902-1 菊地 美咲 （茨城県古河保健所）
難病対策における”知っ得”を広げる地域連携の
取り組み（報告）

P-0902-2 柴田 陽介 （浜松医科大学健康社会医学講座）
高校の部活動顧問におけるパラリンピック視聴経
験の有無および視聴経験者の特徴

P-0902-3 北村 弥生 （長野保健医療大学）
高齢者における障害者手帳所持者と非所持者の生
活機能の比較

P-0902-4 藤後 悦子 （東京未来大学こども心理学部）
汗かきの中高生を持つ母親の心配事と期待する支
援―自由記述の内容分析―

P-0902-5 八巻知香子 （国立がん研究センターがん対策研究所がん情報
提供部）
障害のある患者さんの来院時の配慮事項に関する
医療機関向けサポートガイドの作成

第10分科会 精神保健福祉

11月1日（水）9:30～10:40
示説（ポスター）会場（1Fホワイエ）

P-1001-1 中山由香里 （福井県福井健康福祉センター）
福井保健所における精神通報の動向と「にも包括」
推進の取り組み

P-1001-2 漆崎 冴香 （福井県福井健康福祉センター）
福井地域における精神障がい者への支援内容を協
議する会議の実績と環境作りの重要性

P-1001-3 中村 仁志 （山口県立大学看護栄養学部看護学科）
精神科病院における身体拘束、身体固定の現状に
ついて

P-1001-4 横山 潤美 （元国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科）
依存症とともにある女性の回復支援施設の利用を
通した体験

P-1001-5 井上亜由美 （大分県豊肥保健所）
アルコール健康障害対策のめざす姿の明確化と切
れ目ない支援体制の構築

P-1001-6 若本 真由 （東京都多摩府中保健所）
薬物依存症者に関わる精神保健福祉センター専門
職の支援上の課題
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11月1日（水）9:30～10:40
示説（ポスター）会場（1Fホワイエ）

P-1002-1 辻川 美穂 （元新潟県立看護大学看護学部）
ひきこもり支援に関わる看護職の活動内容に関す
る文献検討

P-1002-2 佐藤 日向 （元新潟県立看護大学看護学部）
SNS投稿からみえるリストカットに潜む思い

P-1002-3 佐々木三和 （新潟県立看護大学看護学部）
境界性パーソナリティ障害者への地域における支
援に関する文献検討

P-1002-4 岩澤 敦史 （秋田大学自殺予防総合研究センター）
大学生を対象にしたゲートキーパー養成動画の効
果検証：ランダム化比較試験

P-1002-5 中川 拓也 （新潟市保健衛生部こころの健康センター）
対話を取り入れた自殺予防ゲートキーパー養成研
修の実践と効果

P-1002-6 有馬 智子 （福岡県精神保健福祉センター）
ひきこもり支援体制の構築について～福岡県ひき
こもり地域支援センターの取り組み～

11月1日（水）10:40～11:50
示説（ポスター）会場（1Fホワイエ）

P-1003-1 目良 宣子 （森ノ宮医療大学）
兵庫県佐用町におけるひきこもりの調査（１）

P-1003-2 高木 二郎 （山陽学園大学大学院看護学研究科公衆衛生学）
兵庫県佐用町におけるひきこもりの調査（２）

P-1003-3 三井 浩明 （北海道科学大学大学院保健医療学研究科看護学
専攻）
精神障がいを持つピアサポーターに関する研究の
動向と課題

P-1003-4 山本 真実 （浜松医科大学医学部看護学科地域看護学講座）
地域で行う若者のグループ活動における参加者の
経験：居場所づくりのあり方の検討

P-1003-5 高橋 知也 （東京都健康長寿医療センター研究所）
児童へのSOSの出し方教育による精神的健康と
被援助志向性への効果：REPRINTS研究より

11月1日（水）10:40～11:50
示説（ポスター）会場（1Fホワイエ）

P-1004-1 涌田 裕一 （愛知県保健医療局健康医務部医務課こころの健
康推進室通報対応グループ）
愛知県の夜間休日における警察官通報に係る措置
診察の要否判断の特徴

P-1004-2 住田 怜史 （愛知県保健医療局健康医務部医務課こころの健
康推進室通報対応グループ）
夜間休日の警察官通報における被措置診察実施者
と被措置診察不実施者の状況について

P-1004-3 田野中恭子 （佛教大学保健医療技術学部看護学科）
精神疾患の親がいる子どもの支えに対する気持ち

P-1004-4 宮本 翔平 （秋田大学自殺予防総合研究センター）
身近な人を自殺で亡くした人は自殺念慮を抱くの
か？―地域住民を対象にした横断研究―

P-1004-5 永山くるみ （福岡県保健医療介護部医療指導課）
筑紫保健所における退院後支援計画の取組み評価
からみるにも包括構築のための取組み

第11分科会 口腔保健

10月31日（火）10:30～11:40
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-1101-1 遠藤 浩正 （埼玉県本庄保健所）
道府県歯科口腔保健に関する条例の分析

P-1101-2 福田 英輝 （国立保健医療科学院）
中小企業従事者における食事・咀嚼に関する回答
と特定健康診査結果との関連

P-1101-3 片倉 修 （東京都港区芝歯科医師会）
東京都港区「口腔がん検診」活動の報告

P-1101-4 福田 雅臣 （日本歯科大学生命歯学部衛生学講座）
大学生の歯科保健状況と歯科健康診断のあり方に
関する研究

P-1101-5 榊原 康人 （名古屋市保健所名東保健センター保健予防課）
歯周疾患検診対象年齢拡大時の受診率に関する考
察

P-1101-6 宮本 直実 （茨城県保健医療部健康推進課）
茨城県における就学前施設を対象としたフッ化物
洗口の取組みについて

10月31日（火）13:30～14:40
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-1102-1 三浦 宏子 （北海道医療大学歯学部保健衛生学分野）
学校保健統計調査による中高生における歯・口腔
の健康指標の地域差に関する分析

P-1102-2 竹内 倫子 （岡山大学病院歯科・予防歯科部門）
高校生における第二大臼歯の萌出状態

P-1102-3 荻野 大助 （名寄市立大学保健福祉学部）
2022年度入学大学一年生の生活習慣と歯科口
腔保健に対する意識調査

P-1102-4 福谷 遥 （広島大学大学院医系科学研究科口腔保健疫学）
主観的な口腔状態および口腔保健行動と全身疾患
既往との関連

P-1102-5 吉森 和宏 （千葉県衛生研究所健康疫学研究室）
幼児のう蝕および歯科保健行動について（新型コ
ロナウイルス感染症流行を踏まえて）

P-1102-6 森田 一三 （日本赤十字豊田看護大学）
畳み込みニューラルネットワークにおける前歯部
歯列回転画像の判別能力

10月31日（火）14:40～15:50
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-1103-1 杉浦 石根 （岐阜県歯科医師会）
咀嚼時間と咀嚼可能食品数および食事満足度の関
係

P-1103-2 岡 怜奈 （摂南大学農学部食品栄養学科公衆衛生学教室）
定期的な歯科受診と健康状態との関係

P-1103-3 高田 英理 （屋久島町役場）
屋久島町における歯科保健事業「すまいる歯科健
診」の評価と課題

P-1103-4 高橋 宏実 （枚方市健康福祉部）
大阪府中核市における口腔の健康に関する意識調
査

P-1103-5 北見 英理 （茨城県歯科医師会地域保健委員会）
歯と口の健康教室～喫煙が口腔に及ぼす影響～ア
ンケート結果

P-1103-6 本多さおり （愛知県大府市役所）
COVID-19感染拡大前後における3歳児健診う蝕
罹患型別の生活習慣の変化

P-1103-7 楠 雄登 （九州大学大学院歯学研究院口腔保健推進学講座
口腔予防医学分野）
肝機能指標と歯周病との関連性について

第12分科会 感染症

10月31日（火）15:50～17:00
示説（ポスター）会場（1Fホワイエ）

P-1201-1 我妻ゆき子 （筑波大学医学医療系）
乳幼児の皮膚炎における迅速細胞診の適用割合と
ヘルペスウイルス陽性率

P-1201-2 Chen Jou-Yin
（筑波大学人間総合科学研究群）
皮膚炎患者におけるヒトヘルペスウイルス感染の
診断と抗ウイルス薬治療

P-1201-3 齋藤 政信 （愛知県西尾保健所）
梅毒発生届を用いた保健所単位の分析（西尾保健
所管内の現状と課題）
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P-1201-4 松山 亮太 （酪農学園大学獣医学群獣医学類）
診断時CD4値を利用したHIV感染者の早期診断
率および未診断率の地域差の推定

P-1201-5 座間 智子 （公益財団法人結核予防会結核研究所）
外国出生結核患者における療養支援向上のための
学習教材の開発

P-1201-6 中柴 徹也 （東京都多摩立川保健所）
発症前の感染が示唆されたサル痘患者の経験～保
健所の健康観察から～

10月31日（火）15:50～17:00
示説（ポスター）会場（1Fホワイエ）

P-1202-1 太田 晶子 （埼玉医科大学医学部社会医学）
感染症発生動向調査に基づく検討第1報2020～
2021年の警報・注意報の発生状況

P-1202-2 川戸美由紀 （藤田医科大学医学部衛生学）
感染症発生動向調査に基づく検討第2報2020～
2021年の罹患数推計値

P-1202-3 三重野牧子 （自治医科大学情報センター医学情報学）
感染症発生動向調査に基づく検討第３報
2020～2021年の全数把握対象疾患の報告状
況

P-1202-4 庄野あい子 （昭和薬科大学薬学部社会薬学研究室）
50歳以上成人の帯状疱疹ワクチンの接種選好に
関する研究

P-1202-5 山本 真実 （鹿児島県徳之島保健所）
鹿児島県で分離された腸管出血性大腸菌の反復配
列多型解析

P-1202-6 安井 善宏 （愛知県衛生研究所生物学部）
新型コロナウイルス感染症流行前後におけるその
他感染症の発生動向

11月1日（水）9:30～10:40
示説（ポスター）会場（1Fホワイエ）

P-1203-1 大久保美保 （順天堂大学大学院医療看護学研究科）
女子大学生の警告受容プロセスモデルに基づく子
宮頸がん検診受診に関連する要因の分析

P-1203-2 飯島佐知子 （順天堂大学大学院医療看護学研究科）
警告受容プロセスモデルによる20歳代女性の子
宮頸がん検診受診に関連する要因の検討

P-1203-3 舟迫 香 （栃木県県北健康福祉センター）
高齢者施設における新型コロナウイルス感染症対
応力向上のための取組と保健所の役割

P-1203-4 蕪木 康郎 （さいたま市健康科学研究センター）
さいたま市内で検出されたC種アデノウイルス
の分離株を用いた遺伝子解析

P-1203-5 門倉 圭佑 （千葉県衛生研究所感染疫学研究室）
複数の情報源を用いた千葉県内のRSウイルス感
染症の増加兆候の探知について

P-1203-6 山本奈津子 （世田谷保健所）
三世代にわたって発生した結核の家庭内集団発生
事例について

11月1日（水）9:30～10:40
示説（ポスター）会場（1Fホワイエ）

P-1204-1 坂本 博文 （川口市国民健康保険課）
令和４年度 予防接種の有効性・安全性の効果測
定に関するデータ収集等事業

P-1204-2 野田 博之 （大阪大学大学院医学系研究科）
日本の感染症対策における都道府県と保健所設置
区市との関係の変遷

P-1204-3 林 智子 （墨田区保健所保健予防課）
墨田区における結核発生動向と今後の課題につい
て－2021年新登録結核患者の分析から－

P-1204-4 糸井 陽一 （墨田区保健所）
墨田区における保育園サーベイランス導入後の保
健所保健師の感染症対応について

P-1204-5 佐藤 尚美 （川口市保健所）
日本語学校に対する結核に関する健康教育の考察
（効果的な方法開発に向けた挑戦）

P-1204-6 郡司真理子 （郡山市保健所）
郡山市保健所における梅毒の発生状況とその広報
について

11月1日（水）10:40～11:50
示説（ポスター）会場（1Fホワイエ）

P-1205-1 篠崎真希子 （茨城県日立保健所）
管内の小学校における水痘集団発生に関する報告

P-1205-2 小野 愛子 （浜松医科大学健康社会医学講座）
皮膚真菌症と関連する曝露因子について：刑務所
での横断研究

P-1205-3 筒井 理華 （青森県健康福祉部保健衛生課）
病原体等検査における検査プロセスの改善に向け
た自主管理体制の検討（続報）

P-1205-4 康 史朗 （大阪市保健所）
乳児塗抹陽性肺結核発生に伴う医療機関における
接触者健診

P-1205-5 浦川美奈子 （公益財団法人結核予防会結核研究所）
結核療養支援における ICT活用に関する支援者
の意識～“飲みきるミカタ”調査から～

P-1205-6 Yoda Kyohei
（山梨県富士・東部保健福祉事務所）
精神科単科病院で発生したCOVID-19大規模ク
ラスターへの保健所の多面的介入について

11月1日（水）10:40～11:50
示説（ポスター）会場（1Fホワイエ）

P-1206-1 霜村 竜匡 （大阪市西成区役所）
Variable Numbers of Tandem Repeat によ
り証明した結核外来性再感染事例

P-1206-2 小嶋 瑞季 （茨城県つくば保健所）
COVID-19流行期における外国人結核患者対策
の取り組みについて

P-1206-3 長沼 孝至 （江東区保健所）
当保健所で経験した小児急性肝炎2例

P-1206-4 雨宮 優理 （京都大学大学院医学研究科環境衛生学分野）
日本における犬個体群の狂犬病に対する免疫保有
割合の推定と接種間隔の影響評価

P-1206-5 田中 佳織 （帝京大学大学院公衆衛生学研究科）
日本とアメリカのワクチン副反応データベースの
比較

P-1206-6 藤山 理世 （神戸市保健所）
新型コロナウイルス感染症の結核患者への影響に
ついて―第2報―

第13分科会 健康危機管理

10月31日（火）10:30～11:40
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-1301-1 佐野 幸恵 （筑波大学システム情報系社会工学域）
日本における風疹に関するSNS書き込みの経時
変化

P-1301-2 矢野 亮佑 （盛岡市保健所）
やりがいを引き出し長期に及ぶ重大な健康危機を
乗り切る組織運営に必要な要素の検討

P-1301-3 秋原 志穂 （札幌医科大学保健医療学部看護学科）
ダイヤモンド・プリンセス号乗客による組織の構
築～COVID-19発生における対応～

P-1301-4 黒田 梨絵 （桐生大学医療保健学部）
避難所における食事担当者の手指の経時的汚染状
況と各種消毒剤の効果の検討

P-1301-5 中里 栄介 （佐賀県杵藤保健所）
県庁保健医療福祉調整本部の設置と経験を踏まえ
た見直し
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P-1301-6 西田 敏秀 （宮崎県高鍋保健所）
災害時健康危機管理活動の支援・受援体制整備と
DHEAT養成事業

10月31日（火）10:30～11:40
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-1302-1 市川 学 （芝浦工業大学）
災害時保健医療福祉活動支援システムD24Hと
平時からの備えへの活用

P-1302-2 藤田 楓 （芝浦工業大学大学院理工学研究科）
災害時における医療需要の定量的把握と平時から
の備えへの活用

P-1302-3 片山陽和太 （芝浦工業大学）
訓練のための疑似インフラ被害生成災害シミュ
レータの構築

P-1302-4 本島茉那美 （桐生大学医療保健学部）
避難所での宿泊訓練におけるストレス値の変化に
関する検討

P-1302-5 黒橋真奈美 （滋賀県立大学学生支援センター）
滋賀県草津保健所におけるCOVIT-19パンデ
ミック禍の組織マネジメント

P-1302-6 皆川 洋子 （愛知県衛生研究所生物学部ウイルス研究室）
感染症発生動向調査検索対象ウイルス把握に対す
るCOVID-19の影響と担当者育成

10月31日（火）15:50～17:00
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-1303-1 市川 定子 （自治医科大学）
災害時保健活動の実際とマニュアルの比較検証～
策定・見直しの過程から：第4報

P-1303-2 吉川 悦子 （日本赤十字看護大学）
大規模自然災害発生時の保健師業務負荷軽減とメ
ンタルヘルス対策の実際と課題：第5報

P-1303-3 平野 千秋 （きぬ医師会病院）
病院におけるローリングストック型備蓄食の現状
と課題

P-1303-4 竹田 飛鳥 （国立保健医療科学院健康危機管理研究部）
合同外部評価（JEE）高評価国から学ぶリスクコ
ミュニケーション：流言や誤報の対処

P-1303-5 染谷 早苗 （常総市役所保健衛生部保健推進課）
豪雨災害の経験をもとに 保健師の災害初動活動
アクションカード作成に向けた取組

P-1303-6 中村 桃美 （公益財団法人ダイヤ高齢社会研究財団）
高齢者福祉施設における災害時相互応援協定の締
結実態：都内施設への調査から

10月31日（火）15:50～17:00
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-1304-1 佐藤 弘樹 （大分大学医学部附属病院高度救命救急センター）
COVID-19流行と急性冠症候群の予後の関係に
関する検討

P-1304-2 志水 里咲 （大阪市保健所管理課）
大阪市内病院・介護保険施設の災害時食事提供に
関する備えの現状と課題について

P-1304-3 相馬 幸恵 （新潟県新発田地域振興局健康福祉環境部）
大規模災害時における災害支援組織団体による被
災住民への効果的な調査のあり方の検討

P-1304-4 野呂千鶴子 （国際医療福祉大学大学院）
東日本大震災被災地の復興に関わってきた人々の
集合性に着目した心理的側面の変化

P-1304-5 曽根 志穂 （金城大学公衆衛生看護学専攻科）
地域特性を踏まえた地域防災活動の検討 ―小学
校との協働―

P-1304-6 石井 英子 （岐阜保健大学）
COVID-19流行状況時の看護職者の孤立感と退
職意向の一考察

11月1日（水）9:30～10:40
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-1305-1 宮崎美砂子 （千葉大学大学院）
自治体における災害時保健活動マニュアルの策定
及び活用の実態【第1報】

P-1305-2 奥田 博子 （国立保健医療科学院）
災害時保健活動マニュアル策定における好事例の
検討：第2報

P-1305-3 雨宮 有子 （千葉県立保健医療大学健康科学部看護学科）
災害時保健活動マニュアル活用促進における好事
例の検討【第3報】

P-1305-4 山本 秀樹 （帝京大学薬学部環境衛生学研究室）
新型コロナウイルスワクチン接種によりgA腎症
患者の腎機能障害は悪化するか？

P-1305-5 西村 拡起 （高知大学医学部法医学講座）
高知県の過去20年間にわたる住宅火災死亡事故
の変遷～法医剖検例調査より～

P-1305-6 古賀佳代子 （福岡大学医学部看護学科）
熊本地震5年後における住宅被害別にみた就労者
の健康被害

11月1日（水）10:40～11:50
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-1306-1 中久木康一 （東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科救急
災害医学分野）
災害時要配慮者に対する多職種が連携した「食べ
る」支援体制の構築に向けた検討

P-1306-2 中村 五月 （熊本大学大学院生命科学研究部環境社会医学部
門看護学分野）
児童養護施設における業務継続計画（BCP）策
定の準備状況に関する質問紙調査

P-1306-3 演題取り下げ

P-1306-4 田辺 歩 （港区みなと保健所）
地域医療連携を基盤とした「みなと地域感染制御
協議会」の取組について

P-1306-5 岩本 治也 （福岡県京築保健福祉環境事務所）
コロナ初期対応の課題を踏まえた感染症危機早期
保健所体制の検討

P-1306-6 吉松 芙美 （国立感染症研究所感染症危機管理研究センター）
新型コロナウイルス感染症５類移行に関するマス
メディアとソーシャルメディアの分析

11月1日（水）13:30～14:40
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-1307-1 村山留美子 （神戸大学人間発達環境学研究科）
AIDS/HIV に対する人々の各種認知の変動につ
いて

P-1307-2 千島佳也子 （独立行政法人国立病院機構本部DMAT事務局）
災害時看護師派遣調整に必要な情報について

P-1307-3 崎坂 香屋子（開智国際大学国際教養学部）
災害関連死データに見る高齢者・災害弱者の心身
の健康の変化と救援方法に関する考察

P-1307-4 小森賢一郎 （国立保健医療科学院健康危機管理研究部）
各種リスクに対応する業務継続計画の策定・改定
に資する推計用知的資産に関する研究

P-1307-5 建部 壮 （国際医療福祉大学成田病院）
米国における近年のハリケーンへの対応から考え
る我が国の水害対策
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第14分科会 医療制度・医療政策

11月2日（木）11:50～13:00
示説（ポスター）会場（1Fホワイエ）

P-1401-1 有村 悠子 （国立成育医療研究センター成育こどもシンクタ
ンク）
第1報:成育医療・母子保健領域におけるEBPM
サイクルの促進阻害因子の分析:文献調査

P-1401-2 千先 園子 （国立成育医療研究センター成育こどもシンクタ
ンク）
第2報:成育医療・母子保健領域におけるEBPM
サイクルの促進阻害因子の分析:質的調査

P-1401-3 天笠 志保 （帝京大学大学院公衆衛生学研究科）
医療安全支援センターにおける設置主体別の相談
内容の傾向

P-1401-4 岩本 伸一 （大阪府医師会調査委員会）
医師会員と府民では『かかりつけ医』に抱いてい
るイメージが相違する

P-1401-5 菅河真紀子 （お茶の水女子大学生活科学部）
海外の採血基準・採血方法に関する研究

11月2日（木）11:50～13:00
示説（ポスター）会場（1Fホワイエ）

P-1402-1 湯山 美杉 （宇都宮大学大学院工学研究科システム創成工学
専攻建築計画研究室）
レセプトデータからみた入退院支援加算高齢者の
医療機関利用目的傷病と利用数の実態

P-1402-2 今村 知明 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
第8次医療計画に向けての医療指標例の作成と公
表について

P-1402-3 橘 とも子 （国立保健医療科学院保健医療情報政策研究セン
ター）
慢性の痛み患者への就労支援の推進に資する研究

P-1402-4 島田 裕平 （東京大学大学院法学政治学研究科行政学）
都道府県医療政策ステークホルダーの政策態度に
対する質問紙調査

P-1402-5 松岡 佳孝 （九州大学大学院医学系学府医療経営・管理学）
後期高齢者のACSCによる3次救急病院への緊
急入院実態：LIFE Study

11月2日（木）13:00～14:10
示説（ポスター）会場（1Fホワイエ）

P-1403-1 古下 尚美 （大阪府健康医療部地域保健課）
インシデント・アクシデントレポート数の多寡と
その評価に関する検討

P-1403-2 川口 竜助 （市立奈良病院救急・集中治療科）
救急外来において救急医が行う検案の問題点

P-1403-3 石田 真美 （京都府立医科大学医学・医療情報管理学（疾患
別レジストリ担当）講座）
京都府の地域別における糖尿病対策の評価

P-1403-4 石井 大貴 （東京歯科大学社会歯科学講座）
GISによる歯科訪問診療高齢者人口カバー率関
東信越厚生局管轄地域の二次医療圏別調査

P-1403-5 吉成勇一朗 （福島市保健所地域医療政策室）
行政・事務・看護職による夜間診療所の電子カル
テ導入

第15分科会 公衆衛生従事者育成

10月31日（火）10:30～11:40
示説（ポスター）会場（1Fホワイエ）

P-1501-1 小栗智江子 （愛知県保健医療局健康医務部健康対策課）
行政歯科衛生士のキャリアラダー及び研修体系構
築の課題と展望

P-1501-2 坂本 幸恵 （金沢市地域包括支援センターとびうめ）
地域包括支援センターの事業計画につながる地域
診断研修の検討

P-1501-3 植原 千明 （香川県立保健医療大学保健医療学部看護学科）
公衆衛生看護学実習における事例検討会での保健
師の学び

P-1501-4 亀山 直子 （杏林大学保健学部看護学科）
学生時代の元気高齢者との交流が卒業後の看護観
に及ぼす効果－看護活動への成果－

P-1501-5 田原 美香 （杏林大学保健学部看護学科）
学生時代の元気高齢者との交流が卒業後の看護観
に及ぼす効果‐教育への示唆‐

P-1501-6 米澤 純子 （文京学院大学保健医療技術学部看護学科）
学生時代の元気高齢者との交流が卒業後の看護観
に及ぼす効果-地域看護活動の視点-

10月31日（火）10:30～11:40
示説（ポスター）会場（1Fホワイエ）

P-1502-1 田口 敦子 （慶應義塾大学看護医療学部）
COVID-19への対応を経た行政保健師の離職意
図に関する全国調査：記述的分析

P-1502-2 井口 理 （日本赤十字看護大学）
Covid-19への対応を経た行政保健師の離職意図
に関する全国調査：現在と10年前との比較

P-1502-3 佐藤 太地 （日本赤十字看護大学）
COVID-19への対応を経た行政保健師の全国調
査:バーンアウトの要因分析

P-1502-4 岩本 萌 （東北大学大学院医学系研究科）
COVID-19への対応を経た行政保健師の離職意
図に関する全国調査：自由記載の分析

P-1502-5 杉山 眞澄 （静岡県立大学看護学部）
管理的立場の保健師の人材育成ー管理能力の継承
方法の検討ー（第１報）

P-1502-6 鳥羽山睦子 （聖隷福祉事業団保健事業部）
管理的立場の保健師の人材育成-GROWモデルを
活用してー（第2報）

10月31日（火）13:30～14:40
示説（ポスター）会場（1Fホワイエ）

P-1503-1 飯島清美子 （鹿嶋市介護長寿課）
茨城県市町村管理期保健師のキャリアラダー専門
能力～2023年の特徴～

P-1503-2 斉藤 瑛梨 （茨城県立医療大学看護学科）
茨城県市町村中堅期保健師の地域診断・地区活動
能力に影響を及ぼす要因

P-1503-3 三輪 尚子 （つくば市保健部健康増進課）
茨城県新任期保健師のキャリアラダー専門能力の
特徴～前職歴に着目して～

P-1503-4 瀬崎彩也子 （国立がん研究センターがん対策研究所）
家族の介護経験と公的支援の利用意向を踏まえた
家族介護者が求める支援の検討

P-1503-5 西迫 宗大 （国立研究開発法人国立がん研究センターがん対
策研究所）
がん患者の家族に求められるサポート資源に関す
る検討

P-1503-6 齋藤 弓子 （国立研究開発法人国立がん研究センターがん対
策研究所がん情報提供部）
患者と家族双方の療養に対する認識にもとづく患
者の家族への支援に関する検討

10月31日（火）13:30～14:40
示説（ポスター）会場（1Fホワイエ）

P-1504-1 山口 忍 （茨城県立医療大学保健医療学部看護学科公衆衛
生看護学）
茨城県内保健師のキャリアラダーによる経験年数
区分別専門能力2023 第1報

P-1504-2 長洲 奈月 （茨城県福祉部子ども政策局少子化対策課）
茨城県職管理期保健師のキャリアラダー専門能力
の特徴～2017年調査との比較から～
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P-1504-3 宮崎 星 （茨城県保健医療部健康推進課）
茨城県職中堅期保健師のキャリアラダー専門能力
の特徴 ～2017年調査との比較から～

P-1504-4 原田 小夜 （梅花女子大学看護保健学部看護学科）
滋賀県内新任保健師の実習及び家庭訪問体験と
キャリアラダー個別支援の項目の達成度

P-1504-5 本田 順子 （帝京科学大学）
行政保健師の感情労働における感情規則に関する
検討

P-1504-6 吉岡 京子 （東京大学大学院医学系研究科地域看護学分野）
保健医療福祉計画策定に関する保健師WEB教育
プログラムの開発：ランダム化比較試験

10月31日（火）14:40～15:50
示説（ポスター）会場（1Fホワイエ）

P-1505-1 長澤ゆかり （国際医療福祉大学成田看護学部）
茨城県内新任期保健師のキャリアラダーによる経
験区分別専門能力2023

P-1505-2 中島富志子 （獨協医科大学看護学部）
自治体保健師の地域組織活動の組織化への取り組
みと日頃の活動への思いの関連

P-1505-3 下田和美怜 （大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻）
保健師の事業実装力の関連要因（事業実装点検
シート領域別）：全国調査

P-1505-4 宮本 圭子 （大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻公衆衛
生看護学教室）
公衆衛生看護における事業実装力向上Webプロ
グラムの効果の検討

P-1505-5 平野美千代 （北海道大学大学院）
公衆衛生看護技術の体系化：実践現場での活用に
向けた課題の明確化

P-1505-6 田中 結香 （山梨学院短期大学保育科）
保育ソーシャルワークにおける課題の検討－保育
者の認識に焦点を当てて－

10月31日（火）14:40～15:50
示説（ポスター）会場（1Fホワイエ）

P-1506-1 安達 美佐 （栄養サポートネットワーク合同会社）
生活習慣改善スキル向上のための「スキルチェッ
ク表」の評価の妥当性に関する研究

P-1506-2 嶋津多恵子 （国際医療福祉大学大学院）
離島を含むN県におけるプリセプター保健師研
修モデルプログラムの評価

P-1506-3 仲里 良子 （順天堂大学医療看護学部公衆衛生看護学）
看護学実習・演習における大学と地域との連携に
関する文献レビュー

P-1506-4 Sako Ayako
（埼玉県朝霞市役所）
統括保健師による次期統括保健師への役割の継承

P-1506-5 戸渡 洋子 （熊本保健科学大学保健科学部看護学科）
COVID-19が保健師実習後の技術到達目標到達
度に与えた影響について

P-1506-6 森 裕樹 （東京都健康長寿医療センター研究所）
フレイル予防を目的とする専門職向けプログラム
の実施と評価

10月31日（火）15:50～17:00
示説（ポスター）会場（1Fホワイエ）

P-1507-1 前野 友志 （関西大学社会安全研究科）
ハンセン病に係る全国の資料館の比較分析-医療
従事者の視点から-

P-1507-2 由田 克士 （大阪市立大学大学院生活科学研究科食栄養学分
野公衆栄養学）
10年後を見据えた新しい自治体管理栄養士養成
プログラムの構築と試行・今後の展開

P-1507-3 渡部 幸子 （了徳寺大学健康科学部看護学科）
公衆衛生看護学実習における保健所実習での実習
方法の違いによる学生の学び

P-1507-4 村上邦仁子 （東京都西多摩保健所）
社会学系専門医制度専攻医育成におけるPDCA
に基づく実践経験レポートに関する考察

P-1507-5 木村由紀子 （愛知県田原市役所こども健康部）
保健師人材育成体制構築に向けた現状と課題：全
国調査より人事部門との連携に着目して

P-1507-6 室岡 真樹 （新潟県長岡地域振興局健康福祉環境部）
県保健師の倫理的課題への対応力向上を目指した
取組～自主的事例検討会の結果より～

10月31日（火）15:50～17:00
示説（ポスター）会場（1Fホワイエ）

P-1508-1 吉田 穂波 （神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベー
ション研究科）
公衆衛生医師確保・人材育成・勤務継続・採用後
定着に向けた工夫等に関する自治体調査

P-1508-2 町田 宗仁 （国立保健医療科学院公衆衛生政策研究部）
望ましい公衆衛生医師のキャリアパス 国立保健
医療科学院「保健所長研修」修了生対象

P-1508-3 名越 究 （島根大学医学部環境保健医学講座）
医学生を対象とした公衆衛生学や公衆衛生医師に
対する意識調査

P-1508-4 今松 友紀 （横浜市立大学大学院医学研究科地域看護学）
コミュニティ・ヘルス・ワーカーズ（健康推進員
等）の認知・行動能力尺度（COCS-N）の開発

P-1508-5 綾部 明江 （茨城県立医療大学保健医療学部看護学科）
卒業時に保健師学生が認識している健康相談に必
要な技術の習得状況

P-1508-6 三浦 佳奈 （福島学院大学短期大学部食物栄養学科）
「手洗い試験」を通じた栄養士を志す学生に対す
る効果的な衛生教育プログラムの検討

11月1日（水）9:30～10:40
示説（ポスター）会場（1Fホワイエ）

P-1509-1 赤間 由美 （山形大学大学院医学系研究科看護学専攻地域看
護学分野）
山形大学版保健師に求められる実践能力と卒業時
到達目標と到達度による教育内容の検討

P-1509-2 高橋あゆみ （横浜市健康福祉局健康推進課）
行政歯科衛生士の育成体制の構築過程

P-1509-3 磯濱亜矢子 （神戸市看護大学いちかんダイバーシティ看護開
発センター）
COVID-19流行下に採用された新任期保健師の
実態

P-1509-4 家入 香代 （国際医療福祉大学保健医療学部看護学科）
公衆衛生に従事する保健師に係るＶｉｓｉｏｎの
有効性について

P-1509-5 青木 慶子 （浜松医科大学医学部健康社会医学講座）
診療所に勤める看護職の地域包括ケアに関する卒
後教育と地域包括ケアの実践

第16分科会 保健所・衛生行政・地域保健

11月2日（木）9:30～10:40
示説（ポスター）会場（Leo Esaki メインホールホワイエ）

P-1601-1 藤本 優子 （大分県立看護科学大学）
地域・職域連携推進に向けた方策の検討（第一
報）～自治体における協議会活用の実態～

P-1601-2 渡井いずみ （浜松医科大学医学部看護学科地域看護学講座）
地域・職域連携推進に向けた方策の検討（第二
報）～自治体における ICT活用状況～

P-1601-3 町井 涼子 （国立がん研究センターがん対策研究所検診研究
部）
「事業評価のためのチェックリスト」による対策
型がん検診の精度管理水準の評価

P-1601-4 中村 剛史 （栃木県県南健康福祉センター）
保健所の感染症対応への受援にかかる流行状況を
予測する簡易モデルの考案と検証
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P-1601-5 荒川 泰雄 （元・東京都福祉保健局東京都南多摩保健所）
南多摩保健所における飼養鳥の高病原性鳥インフ
ルエンザ（HPAI）事例への対応

P-1601-6 鳩野 洋子 （九州大学大学院医学研究院保健学部門看護学分
野）
新型コロナウィルス感染拡大時の市町村の保健所
業務への支援状況

11月2日（木）10:40～11:50
示説（ポスター）会場（Leo Esaki メインホールホワイエ）

P-1602-1 五十嵐 侑 （産業医科大学産業生態科学研究所災害産業保健
センター）
COVID-19に対応した行政職員のバーンアウト
と業務との関連に関する調査

P-1602-2 小正裕佳子 （東京大学大学院医学系研究科国際地域保健学教
室）
COVID-19に対応した行政職員の心理的・精神
的負荷と緩衝要因：質的調査

P-1602-3 立石清一郎 （産業医科大学産業生態科学研究所災害産業保健
センター）
COVID-19に対応した行政職員のバーンアウト
とプレゼンティーズムとの関連に関する調査

P-1602-4 劔 陽子 （熊本県菊池保健所）
一地方県型保健所の新型コロナウイルス感染症対
応振り返り

P-1602-5 藤井 秀樹 （鳥取県西部総合事務所米子保健所）
鳥取県における行政医師の確保・定着に向けた取
り組み ～２０年ぶりに新規採用～

P-1602-6 平田 真子 （長崎県立大学地域創生研究科人間健康科学専攻）
離島保健師の離職率は高いのか？～離島保健師の
離職調査から～

P-1602-7 林 慎吾 （仙台市泉福祉事務所保護課）
生活保護受給者の健診受診と社会的孤立の関係性
の検討仙台市泉福祉事務所の活動報告

11月2日（木）11:50～13:00
示説（ポスター）会場（Leo Esaki メインホールホワイエ）

P-1603-1 瀧波 賢治 （富山市保健所）
富山市保健所での地域・職域連携推進事業につい
て

P-1603-2 菱沼 隼人 （茨城県中央保健所総務課地域保健推進室）
茨城県職員の技能向上及び業務効率化に向けた病
院等立入検査表電子化への取り組み

P-1603-3 井口 紗織 （千葉大学運営基盤機構）
認知症を有する人との共生を目指したコミュニ
ケーションカードゲームの評価

P-1603-4 大山 花 （世田谷保健所）
コロナ禍における世田谷区民の健康課題と次期総
合保健計画への展望

P-1603-5 塩見 美抄 （京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻）
COVID-19の政策実務を担う保健所職員が自覚
するストレッサーの職種別相違

P-1603-6 瀧澤 伸枝 （茨城県中央保健所）
茨城県中央保健所におけるがん予防対策の取組み
について

P-1603-7 辻 よしみ （香川県立保健医療大学保健医療学部看護学科）
A県における行政保健師の就業人数の推移

11月2日（木）13:00～14:10
示説（ポスター）会場（Leo Esaki メインホールホワイエ）

P-1604-1 長谷川あゆみ（青森県横浜町健康みらい課）
横浜町における学童期からのヘルスリテラシー
アップ事業の取組

P-1604-2 真砂隆太朗 （尼崎市保健所）
新型コロナウイルス感染症の病床ひっ迫予想シ
ミュレーション

P-1604-3 貞升 健志 （東京都健康安全研究センター微生物部）
東京都健康安全研究センターにおいて実施した実
践型検査訓練について

P-1604-4 石川裕可里 （秋田県湯沢保健所）
心と身体の健康 up!働き盛り世代の健康づくり事
業の一考察

P-1604-5 稲葉 康子 （昭和大学保健医療学部リハビリテーション学科）
K市訪問事業におけるリハ専門職の顔の見える関
係と多職種連携行動との関連

P-1604-6 細谷 紀子 （千葉県立保健医療大学健康科学部看護学科）
自治体保健師による個から地域・事業化への活動
展開における妥当性と実施状況との比較

P-1604-7 成木 弘子 （日本赤十字看護大学さいたま看護学部）
都道府県保健所保健師がかかわる地域保健医療関
係のケアシステム構築状況

第17分科会 公衆栄養

10月31日（火）10:30～11:40
示説（ポスター）会場（Leo Esaki メインホールホワイエ）

P-1701-1 川畑 春佳 （静岡県立大学大学院薬食生命科学総合学府食品
栄養科学専攻公衆衛生学研究室）
内臓脂肪面積と血中脂肪酸、遺伝的要因の関連に
おける季節の影響：欠測値補完解析

P-1701-2 川島 晃子 （静岡県立大学大学院薬食生命科学総合学府食品
栄養科学専攻公衆衛生学研究室）
肥満に対する高たんぱく質食品摂取量と腸内細菌
叢の関連：欠測値補完解析

P-1701-3 橘 拓希 （静岡県立大学院薬食生命科学総合学府食品栄養
科学専攻公衆衛生学研究室）
糖尿病関連指標に対する血糖調節の遺伝的要因と
栄養素摂取量の関連：欠測値補完解析

P-1701-4 児玉 知子 （国立保健医療科学院公衆衛生政策研究部）
SDGs達成に必要な栄養政策と健康課題につい
ての国際比較

P-1701-5 児玉小百合 （相模女子大学短期大学部食物栄養学科）
地域在住中高年における野菜・果物の継続摂取と
6年後の主観的健康感の関連

P-1701-6 森下 久美 （ダイヤ高齢社会研究財団）
地域在住後期高齢者における食品摂取多様性パ
ターンの類型

10月31日（火）10:30～11:40
示説（ポスター）会場（Leo Esaki メインホールホワイエ）

P-1702-1 新開 省二 （女子栄養大学）
BDHQを用いた高齢者の栄養疫学研究（１）
BDHQの妥当性検討

P-1702-2 金子 絢美 （女子栄養大学大学院）
BDHQを用いた高齢者の栄養疫学研究（2）フ
レイルおよびMCI と関連する食品群と栄養素

P-1702-3 成田 美紀 （東京通信大学人間福祉学部）
COVID-19流行前後における高齢者の食生活
（１）食品摂取多様性と関連要因の変化

P-1702-4 大曽根由実 （女子栄養大学大学院）
COVID-19流行前後における高齢者の食生活
（２）食品摂取多様性の変化をもたらす要因

P-1702-5 鈴木美智子 （茨城キリスト教大学）
知的障がい児における身体状況別各食品群の摂取
状況

P-1702-6 青野陽菜子 （日本女子大学家政学部食物学科）
若い世代の食習慣と外食・中食の利用状況アン
ケート調査
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10月31日（火）13:30～14:40
示説（ポスター）会場（Leo Esaki メインホールホワイエ）

P-1703-1 石井杏優美 （日本女子大学家政学部食物学科公衆栄養学研究
室）
大学生の食環境と栄養摂取量 葉酸摂取量につい
て

P-1703-2 飯田 優羽 （日本女子大学家政学部食物学科公衆栄養学研究
室）
大学生の食環境と栄養摂取量 ビタミンB6摂取
量について

P-1703-3 井出恵梨花 （日本女子大学家政学部食物学科）
若年成人女性の痩身志向と食生活について

P-1703-4 三枝 高大 （福島県立医科大学保健科学部）
食に関する倫理的消費意識と価値観の関連の検討
~世帯年収の調整効果に着目して~

P-1703-5 木村 明美 （大阪樟蔭女子大学健康栄養学部健康栄養学科）
中学生・高校生・大学生の甘い飲料等の摂取状況
および関連する意識・知識について

P-1703-6 高野 佑子 （ひたちなか市保健福祉部健康推進課）
高血圧ゼロのまちづくりへの取り組み「子どもの
頃からの適塩・減塩指導」

10月31日（火）13:30～14:40
示説（ポスター）会場（Leo Esaki メインホールホワイエ）

P-1704-1 大槻 誠 （鈴鹿医療科学大学医療栄養学科）
日本人男性ラグビー選手における食行動と体組成
との関連

P-1704-2 壹岐 千夏 （つくば栄養医療調理製菓専門学校）
在宅高齢者における噛みにくさ（オーラルフレイ
ル）と生活満足度との関連

P-1704-3 内田 博之 （城西大学大学院薬学研究科医療栄養学専攻）
日本人の栄養不良の二重負荷について（第1報）－
やせの者割合の年次推移と将来推計－

P-1704-4 安藤 雄一 （国立保健医療科学院生涯健康研究部）
自治体における「食育における歯科口腔保健の推
進」に関する実態調査

P-1704-5 中西 尋子 （武庫川女子大学食物栄養科学部）
緊急事態宣言下における女子大学生の野菜摂取状
況

P-1704-6 奥田 昌之 （山口大学）
簡易型自記式食事歴法質問票BDHQのデータ基
本処理のためのRスクリプトの作成

10月31日（火）14:40～15:50
示説（ポスター）会場（Leo Esaki メインホールホワイエ）

P-1705-1 篠壁 多恵 （愛知医科大学公衆衛生学講座）
日本人一般集団における大豆食品摂取と握力の関
連

P-1705-2 苑 暁藝 （国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
栄養疫学・食育研究部）
日本人成人における1日の「共食」の回数と栄養
素・食品群摂取状況との関連

P-1705-3 横山 友里 （東京都健康長寿医療センター研究所）
大都市在住高齢者における地域レベルの共食割合
と個人の食品摂取の多様性との関連

P-1705-4 柴田 雅子 （大阪公立大学大学院生活科学研究科食栄養学分
野公衆栄養学）
朝食の野菜摂取状況と他の主要カリウム給源食品
群及び推定24時間尿中Na/K比との関連

P-1705-5 菊川 真由 （国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
栄養疫学・食育研究部）
日本人が家庭で摂取している料理の分類方法に関
する検討－国民健康・栄養調査より

10月31日（火）14:40～15:50
示説（ポスター）会場（Leo Esaki メインホールホワイエ）

P-1706-1 森 幸恵 （東邦大学医学部社会医学講座衛生学分野）
食事にかかる時間（食事時間）に関連する生活環
境因子の検討

P-1706-2 秦 俊貴 （東京都健康長寿医療センター研究所東京都介護
予防・フレイル予防推進支援センター）
食品摂取の多様性のチェック経験と食品摂取多様
性スコアの変化：地域レベルでの検討

P-1706-3 安藤 仁美 （兵庫県立大学看護学部）
小学校高学年児童の栄養バランスに関する意識に
影響を与える要因の検討

P-1706-4 井上真理子 （富山大学医学部公衆衛生学講座）
１歳時点におけるヨーグルトの摂取頻度と３歳時
点における睡眠時間の関係

P-1706-5 高橋 真菜 （茨城県土浦保健所）
事業所給食施設における減塩啓発活動及び食環境
整備による利用者の減塩意識の変化

第18分科会 健康運動指導

11月1日（水）10:40～11:50
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-1802-1 演題取り下げ

P-1802-2 李 相潤 （青森県立保健大学大学院）
中高年女性における健常な骨密度に体組成と身体
活動の特性が及ぼす影響

P-1802-3 水野かがみ （中部学院大学スポーツ健康科学部）
聴覚障がい学生に運動・スポーツ指導をする場合
の合理的配慮について

P-1802-4 奈良香菜子 （帝京大学大学院公衆衛生学研究科）
加速度計で測定された労働者の身体活動量の実態
と性別に見た格差

P-1802-5 白山 芳久 （順天堂大学国際教養学部）
新型コロナウイルス感染症とフィットネスクラブ
産業動態統計の時系列分析

P-1802-6 植杉 優一 （京都栄養医療専門学校管理栄養士科）
若年女性におけるロコモティブシンドロームと口
腔機能との関連について

P-1802-7 真鍋 芳江 （中国学園大学現代生活学部人間栄養学科）
運動習慣のマスク着用時の運動負荷における深部
体温変動に及ぼす影響

11月1日（水）13:30～14:40
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-1803-1 杉本 一生 （青森県立保健大学大学院健康科学研究科）
新型コロナウイルスによる行動制限が女子大学生
の身体活動に及ぼす影響

P-1803-2 斎藤 拓弥 （青森県立保健大学大学院健康科学研究科基礎研
究・実用技術領域）
若年女性における座位時間が四肢の身体組成及び
身体活動に及ぼす影響

P-1803-3 木村 文佳 （青森県立保健大学健康科学部理学療法学科）
小中高校における運動部活動が女子大学生の体組
成及び骨密度に及ぼす影響

P-1803-4 篠田 邦彦 （新潟大学医学部国際保健学教室）
ウオーキングを足がかりとした離島における健康
増進とスポーツ推進の融合（第2報）

P-1803-5 高梨 信之 （岩手医科大学衛生学公衆衛生学講座）
東日本大震災被災地域における被災状況と座位行
動の関連－RIAS Study－

P-1803-6 板谷 智也 （金沢大学医薬保健研究域）
ウルトラトレイルマウントフジ実測データと
GISによる勾配と移動速度の可視化の試み
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第19分科会 食品衛生・薬事衛生

11月2日（木）9:30～10:40
示説（ポスター）会場（1Fホワイエ）

P-1901-1 長田 瑞花 （別府大学食物栄養科学部発酵食品学科）
客による不適切な食品の取り扱いをどう防ぐの
か～客テロに対する食品防御対策～

P-1901-2 井上 崇彦 （別府大学食物栄養科学部発酵食品学科）
昆虫食のリスクコミュニケーション～何故昆虫食
は炎上したのか？～

P-1901-3 高畑 能久 （大阪成蹊大学フードシステム研究室）
テイクアウト・デリバリー施設（専門店含む）に
おける食品防御対策の実態調査

P-1901-4 神奈川芳行 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
食品防御対策ガイドライン；フードデリバリー配
達員向けチェックリストの試作

P-1901-5 吉田 小春 （別府大学食物栄養学部発酵食品学科）
フードデリバリーサービスの配達従事者への食品
防御教育の阻害要因

P-1901-6 石川 祥子 （鹿児島大学医学部保健学科看護学専攻地域包括
看護学講座）
健康食品に関する市町村保健師の認識と特定保健
指導時の健康食品情報の利活用の実態

P-1901-7 江橋 博恵 （茨城県衛生研究所）
植物性自然毒の多成分一斉分析法の検討・食中毒
対応事例

11月2日（木）10:40～11:50
示説（ポスター）会場（1Fホワイエ）

P-1902-1 中尾 裕之 （宮崎県立看護大学看護人間学３）
国民の安全な薬物治療の確立に向けたリフィル制
度の実態に関する全国調査（１）

P-1902-2 今井 博久 （帝京大学大学院公衆衛生学研究科）
国民の安全な薬物治療の確立に向けたリフィル制
度の実態に関する全国調査（２）

P-1902-3 小畑 勝也 （北九州市保健環境研究所）
食中毒を引き起こす病原体サポウイルスの検査体
制の確立

P-1902-4 藤井 仁 （目白大学）
肺塞栓、血栓性静脈炎と指定成分等含有食品の利
用に関する症例対照研究

P-1902-5 三枝 貴代 （帝京大学公衆衛生学研究科）
機能性表示食品についての消費者の理解不足と情
報リテラシーおよび情報源との関係

P-1902-6 金山 敦宏 （防衛医科大学校防衛医学研究センター広域感染
症疫学・制御研究部門）
調理従事者におけるノロウイルス感染の割合と
COVID-19流行の影響

P-1902-7 松本 伸哉 （島根大学医学部環境保健医学講座）
食品防御に対する追加費用支払い意思

第20分科会 産業保健

10月31日（火）10:30～11:40
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-2001-1 本間 義規 （国立保健医療科学院）
中規模建築物の衛生環境と執務者の主観評価その
１オフィスの光環境と明るさ感

P-2001-2 下ノ薗 慧 （国立保健医療科学院生活環境研究部）
中規模建築物の衛生環境と執務者の主観評価その
２等価騒音レベルを用いた室内環境評価

P-2001-3 島崎 大 （国立保健医療科学院生活環境研究部水管理研究
領域）
中規模建築物の衛生環境と執務者の主観評価 そ
の3給水に係る衛生状況と水道水質

P-2001-4 吉川 尚志 （戸板女子短期大学食物栄養科）
臨床工学技士の時間外勤務改革の取り組み

P-2001-5 日高 友郎 （福島県立医科大学医学部衛生学・予防医学講座）
大学医学部における職場ダイバーシティ推進：労
働者ニーズと性・年齢・所属との関連性

P-2001-6 猪股 久美 （帝京平成大学ヒューマンケア学部看護学科）
職場写真を用いた産業看護職による職場アセスメ
ントの視点の検討

10月31日（火）10:30～11:40
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-2002-1 桑原 恵介 （横浜市立大学大学院データサイエンス研究科ヘ
ルスデータサイエンス専攻）
医学研究者における長時間労働と職場で受ける評
価に対する自己認識との関連

P-2002-2 箕浦 明 （昭和大学医学部衛生学公衆衛生学講座）
医学研究者を評価する際の定量的指標に対する考
え方と精神的健康状態との関連

P-2002-3 小林 敏生 （広島文化学園大学看護学部）
森林環境への滞在および模擬労働が労働者のメン
タルヘルスと生産性に及ぼす影響

P-2002-4 岸本 俊樹 （医療法人社団愛友会伊奈病院リハビリテーショ
ン技術科）
労働者における疼痛の認知要因および心理的スト
レスとプレゼンティーズムとの関連

P-2002-5 黒崎 喬嗣 （鹿屋体育大学大学院体育学研究科）
就業者における職場での運動プログラムに対する
実践意欲とその関連要因

P-2002-6 堀内寿美子 （関西医科大学看護学部）
事業所における定期健康診断血圧有所見者への減
塩指導における効果

10月31日（火）13:30～14:40
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-2003-1 佐藤愛咲子 （福島県立医科大学医学部疫学講座）
ライフイベントとうつ発症との関連についての前
向き研究

P-2003-2 古屋 佑子 （東海大学医学部基盤臨床学系衛生学公衆衛生学）
新型コロナウイルス感染症パンデミック以前にお
けるテレワークと健康の系統レビュー

P-2003-3 坂田 愛明 （鹿児島県総務事務センター）
A県職員対象の糖尿病性腎症等重症化予防事業"
デキるあなたの打糖プログラム"実施報告

P-2003-4 鋪根 加奈 （鹿児島県総務事務センター）
A県職員のストレスとレジリエンスとの関連から
考えるメンタルヘルス対策の一考察

P-2003-5 各務 竹康 （福島県立医科大学医学部衛生学・予防医学講座）
ワークライフバランス推進のための支援ニーズは
現在の充実度別に異なるのか

P-2003-6 柳沼 純直 （全国健康保険協会宮城支部）
睡眠不調における生活習慣病及び医療費等に関す
る業態区分別分析

10月31日（火）14:40～15:50
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-2004-1 坂田 郁子 （西南女学院大学保健福祉学部栄養学科）
食堂の環境整備が健康状態に及ぼす効果

P-2004-2 土田ももこ （筑波大学大学院人間総合科学学術院）
企業従業員の生活習慣の変化とプレゼンティーズ
ムの変化との関係に関する性別検討

P-2004-3 葛本 奈美 （元大阪府立大学大学院看護学研究科）
高校教員の食生活習慣の実態と労働時間との関連

P-2004-4 岩佐 一 （福島県立医科大学医学部公衆衛生学講座）
職場の支援的風土と父親の育児参加の関連

P-2004-5 吉田 彩 （東邦大学医学部社会医学講座衛生学分野）
就業時間長と睡眠の質の関連：退勤時刻による関
連修飾の年代間差について
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P-2004-6 鈴木 聡子 （防衛医科大学校衛生学公衆衛生学講座）
ストレスチェック票を用いた全国のクリーニング
従事者のメンタルヘルスに関する研究

10月31日（火）15:50～17:00
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-2005-1 大山 篤 （（株）神戸製鋼所東京本社健康管理センター）
職域における歯科口腔保健事業の実施状況と課
題－産業看護職を対象とした調査から－

P-2005-2 土江 梨奈 （島根大学医学部看護学科）
中学・高等学校教員のワーク・エンゲージメント
と心理的状況との関連

P-2005-3 高木 由佳 （京都大学医学研究科人間健康科学系専攻）
コロナ禍におけるテレワークが労働者の健康に及
ぼす影響についての文献検討

P-2005-4 津島 沙輝 （産業医科大学高年齢労働者産業保健研究セン
ター）
公開統計を用いた業種別労働災害発生率の推移
（2013̶2019年）

P-2005-5 原田奈穂子 （岡山大学大学院ヘルスシステム統合科学研究科
看護科学分野）
在宅医療・介護に関わる人材のハラスメント経験
と心身の健康状態：大阪府内調査結果

P-2005-6 立瀬 剛志 （富山大学学術研究部医学系疫学・健康政策学講
座）
ハラスメントと職場資源の関連性の検討：性、職
種、生活状況による関連の違い

P-2005-7 岡本 真澄 （神奈川県立保健福祉大学CIP）
東京都心部で働く女性の月経随伴症状と仕事パ
フォーマンスに関する横断研究

第21分科会 環境保健

11月1日（水）9:30～10:40
示説（ポスター）会場（1Fホワイエ）

P-2101-1 緒方 文彦 （近畿大学薬学部公衆衛生学研究室）
廃棄物であるフライアッシュの利活用を指向した
鉛イオンの吸着除去

P-2101-2 西條 泰明 （旭川医科大学社会医学講座公衆衛生学・疫学分
野）
住環境（カビの発生、暖房、芳香剤使用）と３歳
児の喘鳴・喘息との関連：エコチル調査

P-2101-3 関 健介 （杏林大学保健学部診療放射線技術学科）
放射能汚染土壌粉じんによる内部被ばく量推計に
関する研究

P-2101-4 伊藤 由起 （名古屋市立大学大学院医学研究科環境労働衛生
学）
エコチル調査参加者における香り付き製品の使用
実態調査

P-2101-5 後藤 隼 （（公財）日本建築衛生管理教育センター）
感染症対策として機械換気と自然換気を併用した
講習会場における空気環境の実態調査

11月1日（水）10:40～11:50
示説（ポスター）会場（1Fホワイエ）

P-2102-1 土田 暁子 （富山大学学術研究部医学系公衆衛生学講座）
出生時の季節と乳児期の湿疹およびアトピー性皮
膚炎の発症：エコチル調査より

P-2102-2 三上 恭弘 （さいたま市健康科学研究センター）
さいたま市内における熱中症救急搬送者数と気象
条件に関する検討

P-2102-3 阪東美智子 （国立保健医療科学院生活環境研究部）
ビル衛生管理者の清掃・消毒に関する知識・態
度・行動に関する調査（KAP調査）

P-2102-4 岩井 美幸 （国立環境研究所環境リスク・健康領域）
郵送法によるヒューマンバイオモニタリング調査
の実施に関する検討

第22分科会 国際保健

11月1日（水）13:30～14:40
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-2201-1 大澤 絵里 （国立保健医療科学院公衆衛生政策研究部）
アジア地域におけるユニバーサル・ヘルス・カバ
レッジ実現のために必要な取り組み

P-2201-2 野村真利香 （独立行政法人国際協力機構（JICA））
SDGsとUHCの実現に向けたプライマリ・ヘ
ルス・ケア充実の必要性

P-2201-3 須藤 章 （兵庫県朝来健康福祉事務所）
保健所における外国人への精神保健活動の実態調
査

P-2201-4 武井 智美 （神戸大学大学院保健学研究科パブリックヘルス
領域国際保健学分野）
ネパール国ダディン郡における産科ケアの実践と
認識

11月2日（木）9:30～10:40
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-2202-1 神田 浩路 （旭川医科大学社会医学講座）
COVID-19流行にかかる本邦への入国制限緩和
後に実施したアフリカ地域保健人材育成研修

P-2202-2 安齋寿美玲 （京都大学大学院医学研究科）
在日クルド人難民における妊娠・出産に関する支
援ニーズの探索

P-2202-3 松尾 沙織 （特定非営利活動法人シェア＝国際保健協力市民
の会）
東京都４区における保健医療福祉従事者等が外国
人母子支援を行う際のニーズの検討

P-2202-4 佐々木由理 （国立保健医療科学院）
ミャンマーの高齢者の野菜・果物摂取頻度とうつ
傾向の関連

P-2202-5 吉江 歩 （公益財団法人結核予防会結核研究所臨床・疫学
部）
結核医療国際連携支援事業Bridge TB Care
（BTBC）の評価：保健所の視点より

第23分科会 保健医療介護サービス研究

11月2日（木）9:30～10:40
示説（ポスター）会場（1Fホワイエ）

P-2301-1 山本 行子 （筑波大学大学院医学学位プログラム）
糖尿病患者の眼科受診勧奨経験と知識・受診の関
連：つくば市調査票レセプト突合解析

P-2301-2 木村 晶子 （国立国際医療研究センター研究所糖尿病情報セ
ンター）
糖尿病のある方の困難へのアプローチ：つくば市
調査票レセプト突合解析

P-2301-3 中尾 杏子 （東京大学未来ビジョン研究センターデータヘル
ス研究ユニット）
市町村国保における特定保健指導事業の実施率・
成果を上げる工夫の分析

P-2301-4 三浦 剛 （大阪市立大学大学院看護学研究科在宅看護学領
域）
新規要支援認定を受けた高齢者の介護サービスの
費用効果分析

P-2301-5 森山 葉子 （国立保健医療科学院医療・福祉サービス研究部）
家族介護者における年代別社会的ケア関連QOL
の実態－現役世代介護者に着目して

P-2301-6 佐々木晶世 （公益財団法人ダイヤ高齢社会研究財団）
介護期間と介護者ストレスとの関連～アセスメン
トデータを活用して～
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11月2日（木）10:40～11:50
示説（ポスター）会場（1Fホワイエ）

P-2302-1 柏木 聖代 （東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科ヘル
スサービスリサーチ看護学分野）
要介護高齢者の死亡前1年間のケアトランジショ
ン―介護総合データベースを用いた分析

P-2302-2 森岡 典子 （東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科ヘル
スサービスリサーチ看護学）
看護小規模多機能居宅介護利用者の特徴―介護保
険総合データベースを用いた分析―

P-2302-3 田口 良子 （鎌倉女子大学家政学部管理栄養学科）
心理社会的要因のがん検診評価への影響：選択型
実験を用いた分析

P-2302-4 松田 智行 （筑波大学ヘルスサービス開発研究センター）
介護保険制度による利用者負担割合変更前後のリ
ハビリテーション利用と経済状況の関連

P-2302-5 川邊万希子 （筑波大学大学院ヒューマン・ケア科学プログラ
ム）
女性の介護・ダブルケアと幸福感、孤独感との関
連のCOVID-19発生前後での違い

P-2302-6 伊藤 智子 （筑波大学医学医療系）
軽度要介護者における自己負担割合による介護保
険利用単位数の差

11月2日（木）11:50～13:00
示説（ポスター）会場（1Fホワイエ）

P-2303-1 熊谷 美香 （大阪公立大学健康科学イノベーションセンター
スマートライフサイエンスラボ）
科学的根拠に基づく保健事業の推進に向けた自治
体のデータ連携基盤構築

P-2303-2 松本 佳子 （医療経済研究機構）
保健医療福祉政策における長期的アウトカム指標
の評価基準に関する系統的レビュー

P-2303-3 植嶋 大晃 （京都大学国際高等教育院附属データ科学イノ
ベーション教育研究センター）
介護DBを用いた基礎的集計および「介護DB
コードブック」の作成

P-2303-4 高澤美恵子 （国立がん研究センターがん対策研究所医療政策
部）
がん治療におけるセカンドオピニオンの実態把握

P-2303-5 金本 真也 （茨城県ひたちなか保健所）
茨城県の成人先天性心疾患患者における居住二次
医療圏別にみた外来受診先の分布

第24分科会 新型コロナウイルス感染症

11月1日（水）9:30～10:40
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-2401-1 馬場穰太郎 （埼玉県衛生研究所）
【第1報】埼玉県におけるCOVID-19の感染動
向、致死率、ウイルス変異株の推移について

P-2401-2 黒沢 博基 （埼玉県衛生研究所）
【第2報】埼玉県におけるCOVID-19の感染動
向とオミクロン株亜型の推移について

P-2401-3 高橋 祐衣 （大阪府健康医療部保健医療室感染症対策支援課）
COVID-19大阪府宿泊療養施設（第1報）大阪府
療養者情報システムを活用した宿泊療養調整

P-2401-4 高橋 美穂 （大阪府健康医療部保健医療室感染症対策支援課）
COVID-19大阪府宿泊療養施設（第2報）感染状
況に応じた療養施設における医療体制の変遷

P-2401-5 浦野 樹里 （大阪府健康医療部保健医療室感染症対策支援課）
COVID-19大阪府宿泊療養施設（第3報）運動機
会の導入

P-2401-6 中野智香子 （医療法人全心会寝屋川ひかり病院）
COVID-19大阪府宿泊療養施設（第4報）臨時医
療施設の入所者の実際と実施した看護の考察

11月1日（水）9:30～10:40
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-2402-1 篠山ひとみ （八王子市保健所）
八王子市におけるCOVID-19対応【第1報】全
症例の検討

P-2402-2 小坂 太朗 （八王子市保健所）
八王子市におけるCOVID-19対応【第2報】保
健師活動

P-2402-3 片岡 幸子 （八王子市保健所）
八王子市におけるCOVID-19対応【第3報】医
療機関連携

P-2402-4 堀 幸 （国立国際医療研究センター国際医療協力局グ
ローバルヘルス政策研究センター）
一般集団における新型コロナウイルス感染症の罹
患後症状の実態調査：大阪府八尾市調査

P-2402-5 細澤麻里子 （国立国際医療研究センター国際医療協力局グ
ローバルヘルス政策研究センター）
コロナ禍における八尾市民の健康状態調査【第2
報】小児の罹患後症状とその関連要因

P-2402-6 Hayama-Terada Mina
（八尾市保健所）
コロナ禍における八尾市民の健康状態調査【第３
報】ワクチン接種と罹患後症状との関連

11月1日（水）10:40～11:50
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-2403-1 菅原 唯衣 （板橋区保健所感染症対策課）
板橋区新型コロナウイルス感染症自宅療養者医療
サポート事業（第４報）：調整機関調査

P-2403-2 橋本 智央 （板橋区保健所感染症対策課）
板橋区新型コロナウイルス感染症自宅療養者医療
サポート事業（第３報）：医療機関調査

P-2403-3 高橋 佳史 （東京都健康長寿医療センター研究所）
COVID-19感染予防行動に対する先延ばしと地
域住民／政府への信頼感の関連

P-2403-4 佐藤研一郎 （東京都健康長寿医療センター研究所）
先延ばし傾向、COVID-19感染恐怖、ワクチン
接種行動の関連

P-2403-5 小嶋 雅代 （名古屋市健康福祉局）
新型コロナウイルス感染症第8波の名古屋市にお
けるワクチンの重症化予防効果の検証

P-2403-6 渡邉 早紀 （名古屋市健康福祉局新型コロナウイルス感染症
対策室）
新型コロナウイルス感染症第7波以降の名古屋市
における医療ひっ迫解消に向けた取組

11月1日（水）10:40～11:50
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-2404-1 舩越 弥生 （大分大学医学部公衆衛生・疫学講座）
COVID-19パンデミック下における生活様式の
変化と首尾一貫感覚との関連

P-2404-2 村井やす子 （東京都福祉保健局感染症対策部）
委託事業を活用した施設の感染症対策 ~指導者
用資料の作成~

P-2404-3 服部 早苗 （茨城県つくば保健所）
デルタ株流行期の新型コロナウイルス感染者の入
院判定スコアリングの有用性の検証

P-2404-4 荒井 和子 （埼玉県保健医療部坂戸保健所）
健康危機管理体制における振り返り（リフレク
ション）の意義についての検討

P-2404-5 久保 みか （今治保健所）
今治保健所管内における外国人COVID-19患者
の感染拡大に関与した要因の検討

P-2404-6 加藤 礼識 （別府大学食物栄養科学部発酵食品学科）
新型コロナパンデミックは温泉入浴行動に影響を
与えたか？



88

11月2日（木）9:30～10:40
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-2405-1 芋迫英里香 （大分県南部保健所）
COVID-19における今後の医療体制の課題～医
療調整をおこなった事例の分析～

P-2405-2 岡田 奏子 （広島県健康福祉局）
COVID-19クラスターに遭遇した高齢者関連事
業所の感染症対策における実態調査

P-2405-3 Wong TingSam
（株式会社AdvanSentinel 研究開発部）
下水サーベイランスデータによる新型コロナウイ
ルス感染動向のシミュレーションと予測

P-2405-4 中村多美子 （群馬県健康福祉部感染症・がん疾病対策課）
「群馬県統合型医療情報システム」を活用した新
型コロナウイルス感染症患者の入院調整

P-2405-5 鈴木隆一郎 （大阪府庁医師会）
罹患率・死亡率・致命率からみた新型コロナウイ
ルス感染症と季節性インフルエンザ

P-2405-6 中野 絵美 （北九州市保健福祉局感染症医療対策課）
高齢者入居施設等のクラスターの課題と次期感染
拡大に向けた備え

11月2日（木）9:30～10:40
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-2406-1 小玉 尚子 （常総市役所保健衛生部保健推進課）
市とNPO法人が協働して実施した外国人住民向
けワクチン集団接種への取り組み

P-2406-2 下田 貴博 （群馬県健康福祉部感染症・がん疾病対策課）
群馬県の新型コロナウイルス感染症対応における
クラスター対策チームについて

P-2406-3 坂田 恭平 （越谷市保健所）
中核市保健所衛生検査施設における新型コロナウ
イルス感染症検査に係わる総括

P-2406-4 秋山 倖慧 （岡山県美作保健所勝英支所）
COVID-19の高齢者入所施設クラスターにおけ
る施設内療養者の重症化に与える要因の検討

P-2406-5 杉下 詩織 （中野区中部すこやか福祉センター）
COVID-19の第3波から第7波における中野区保
健所への電話相談内容の変転

P-2406-6 松永 洋子 （国際医療福祉大学保健医療学部看護学科）
一般大学生のCOVID-19に対する認識等の現状

11月2日（木）10:40～11:50
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-2407-1 豊福 肇 （山口大学共同獣医学部）
那須塩原市における新型コロナウイルス感染症対
策取組認制度実施要綱のレビュー

P-2407-2 山村 綾香 （茨城県竜ケ崎保健所）
COVID-19クラスタ―対応から明らかになった課
題と保健所の役割（第2報）

P-2407-3 茅野 正行 （宮崎県都城保健所）
有料老人ホームの平常時の感染対策に係る実態調
査および訪問指導の実施について

P-2407-4 吉田 慧 （鳥取県中部総合事務所倉吉保健所）
新型コロナウイルス感染症を担当する感染症所管
課職員の残業時間削減に向けた取組み

P-2407-5 春原 怜史 （北海道大学医学部）
札幌市におけるCOVID-19に関する情報媒体の
使用とワクチン接種の関連性

P-2407-6 谷口亜裕子 （高知県幡多福祉保健所）
隣接した二次保健医療圏における新型コロナウイ
ルス感染症に対する医療提供体制の比較

11月2日（木）10:40～11:50
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-2408-1 古屋 博行 （東海大学医学部基盤診療学系衛生学公衆衛生学）
新型コロナウイルスによるスポーツに関連した長
距離空気感染事例のリスク評価

P-2408-2 高橋 美砂 （岡山県備中保健所）
保健所が行ったクラスター施設支援に関するアン
ケート調査の結果報告

P-2408-3 長島 真美 （東京都健康安全研究センター微生物部）
新型コロナウイルス変異株サーベイランスにおけ
る検査手法の比較

P-2408-4 依田 健志 （川崎医科大学公衆衛生学）
新型コロナウイルス感染症ワクチンの支払い意欲
に関する調査

P-2408-5 矢野 拓弥 （三重県保健環境研究所）
三重県におけるSARS-CoV-2（デルタ株）の遺
伝子変異および欠損について

P-2408-6 演題取り下げ

11月2日（木）11:50～13:00
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-2409-1 深谷 太郎 （東京都健康長寿医療センター研究所）
新型コロナウイルス感染症流行が高齢者に対する
面接調査への協力に与える影響について

P-2409-2 中江 雅弥 （藤田医科大学医療科学部予防医科学分野）
新型コロナウイルス感染症流行期間の自粛生活へ
のストレスとフレイル要因の関連

P-2409-3 平 和也 （京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻）
インターネット利用と新型コロナウイルスワクチ
ン接種時期との関連について

P-2409-4 大島 慧士 （北海道大学医学部）
札幌市におけるCOVID-19ワクチン接種回数と
罹患後症状との関連

P-2409-5 佐々木渓円 （実践女子大学公衆衛生学研究室）
新型コロナウイルス感染症に関する情報源と予防
行動の関連

P-2409-6 岩崎 加奈 （京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻
地域健康創造看護学分野）
コロナワクチン追加接種（3回目）意向とヘルス
リテラシーとの関連分析

11月2日（木）11:50～13:00
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-2410-1 荒木 舞愛 （京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻）
緊急事態宣言下における同居家族の構成がメンタ
ルヘルスに与える影響

P-2410-2 大谷可菜子 （国立感染症研究所感染症疫学センター）
新型コロナウイルス感染症として報告された死亡
例の死因・重症化因子に関する検討

P-2410-3 小野寺 保 （宮城県保健福祉部）
COVID-19軽症者用宿泊療養施設の医療機能強
化－宮城県の感染症対策－

P-2410-4 古賀 晴美 （千葉県野田保健所（野田健康福祉センター））
高齢者施設の感染対策のこれからを考える
～オミクロン株流行時における施設調査から～

P-2410-5 前田 光哉 （独立行政法人国立病院機構）
保健所設置自治体のCOVID-19関連業務のデジ
タルトランスフォーメーション化の現状

11月2日（木）13:00～14:10
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-2411-1 小林 良清 （長野市保健所）
新型コロナウイルス感染症の医療体制構築に関す
る長野市保健所の取組と課題

P-2411-2 大澤 康 （埼玉県鴻巣保健所）
感染管理認定看護師と連携した施設等へのクラス
ター発生時支援
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P-2411-3 関 沙織里 （茨城県古河保健所）
古河保健所管内の日本国籍と外国籍住民に関する
COVID-19の実態調査

P-2411-4 塩田 勉 （静岡済生会総合病院）
過剰なコロナ対策は、何が問題だったのか？

11月2日（木）13:00～14:10
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-2412-1 吉村 高尚 （大阪市救急医療事業団中央急病診療所）
大阪市中央急病診療所におけるCOVID-19感染
症の対応とその影響

P-2412-2 加藤 直子 （桜美林大学グローバルコミュニケーション学群）
日・英・台国際比較による新型コロナ流行下にお
ける情報と行動変容の関連の統計的解明

P-2412-3 木村 尚史 （北海道大学医学部公衆衛生学教室）
新型コロナウイルス感染症罹患後の健康影響 -
札幌市在住小児対象調査-

P-2412-4 國吉 裕子 （大阪市保健所）
新型コロナウイルス感染症における高齢者施設等
への感染制御支援の在り方

11月1日（水）9:30～10:40
示説（ポスター）会場（多目的ホール）

P-2413-1 吉田 弘 （国立感染症研究所ウイルス第二部）
高齢者介護施設排水中の新型コロナウイルス調査
について（第2報）

P-2413-2 喜多村晃一 （国立感染症研究所ウイルス第二部）
環境表面の新型コロナウイルスをオンサイトで検
出する手法の検討

P-2413-3 葛口 剛 （岐阜県保健環境研究所）
岐阜県における流入下水からの新型コロナウイル
ス遺伝子検出状況

P-2413-4 伊藤 雅 （愛知県衛生研究所）
愛知県における流入下水からの新型コロナウイル
ス遺伝子の検出について

P-2413-5 小澤 広規 （横浜市衛生研究所）
横浜市における下水中の新型コロナウイルスモニ
タリングについて（第3報）

P-2413-6 佐々木 顕 （総合研究大学院大学統合進化科学研究センター）
数理疫学モデルを用いた環境水ウイルス濃度から
の流行予測

P-2413-7 北川 和寛 （福島県衛生研究所）
ポリオ環境水サーベイランスを活用した新型コロ
ナウイルス及びエンテロウイルスの監視

P-2413-8 古屋 花 （エム・アール・アイリサーチアソシエイツ株式
会社サステナビリティ事業部）
新型コロナウイルス感染動態把握のための感染者
数推計ツールの作成

第25分科会 その他

10月31日（火）13:30～14:40
示説（ポスター）会場（Leo Esaki メインホールホワイエ）

P-2501-1 長井 万恵 （群馬大学食健康科学教育研究センター）
疫学研究における既存調査票の光学文字認識の精
度検証と展望

P-2501-2 由井 秀樹 （山梨大学大学院総合研究部附属出生コホート研
究センター）
iPS 細胞の備蓄と利活用に関する日本公衆衛生
学会員への調査

P-2501-3 鳥海 旭世 （群馬大学大学院医学研究科公衆衛生学分野）
ペニシリン普及以前の梅毒学の大学での教育と治
療・予防政策の歴史

P-2501-4 砥上 若菜 （熊本県健康福祉部健康局健康づくり推進課）
熊本県におけるハンセン病回復者への取り組みの
現状と課題

P-2501-5 内田 好明 （茨城県衛生研究所）
茨城県における薬剤耐性（AMR）対策の取り組
み

English Session/Poster

11月2日（木）9:30～10:40
示説（ポスター）会場（1Fホワイエ）

EP-01-1 Rahman Md Jiaur
（Global Health Nursing, Department of
Health Science, Graduate School of Bio-
medical and Health Sciences, Hiroshima
University, Hiroshima, Japan）
Epidemiology of menstrual hygiene prac-
tice among adolescent girls in Bangla-
desh

EP-01-2 Singh Rupa
（Graduate School of Comprehensive Hu-
man Sciences, University of Tsukuba,
Tsukuba, Japan）
Predictive Factors of Dyslipidemic Hyper-
tension:Obesity and Lifestyle Influences

EP-01-3 KAMA TOMASU
（Department of Epidemiology, Fukushima
Medical University School of Medicine）
Trend of quality of sleep after the Great
East Japan Earthquake in Fukushima

EP-01-4 Honjo Satoshi
（National Hospital Organization Fukuoka
National Hospital）
Bladder cancer among non-smoking fe-
males with motor and intellectual disability

EP-01-5 Takayanagi Taeko
（Waseda University, Graduate School of
Asia and Pacific Studies）
The Karen peoples collective resistance
to the coronavirus pandemic in Thailand

11月2日（木）9:30～10:40
示説（ポスター）会場（1Fホワイエ）

EP-02-1 Huang Wei-Min
（Department of Information Management
and Graduate Institute of Healthcare Infor-
mation Management, National Chung
Cheng University）
Behavior of Comorbidity by Substance
Use and Mental Illness Using Combined
Model

EP-02-2 Zhao Xuhang
（University of Southampton）
Shared genetic architecture across cardi-
ometabolic diseases and mental disorders

EP-02-3 Facun Maria Adelina
（Hokkaido University Graduate School of
Science Department of Natural History
Sciences, Science and Technology Com-
munication Research Laboratory）
COVID-19 communication among transna-
tional Filipino families

EP-02-4 Takahashi Mihoko
（Department of Social Medicine, Faculty
of Medicine, Saitama Medical University）
Aspiration pneumonia deaths by place of
death in people 75 years old 2020-2021

EP-02-5 Liu Shiqi
（Kyoto University School of Public Health）
Reconstructing COVID-19 incidence in In-
dia using airport screening data in Japan

11月2日（木）10:40～11:50
示説（ポスター）会場（1Fホワイエ）

EP-03-1 Sun Hongyi
（University of Southampton）
The evidence of one general disease（d）
factor in young adulthood.
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EP-03-2 Nlandu Ngatu
（university of kagawa faculty of medicine）
NBF2, a PPAR and Adiponectin Modulator,
Reverses Dyslipidemia and Hyperglycemia

EP-03-3 Itagaki Atsunori
（Faculty of Health Sciences, Tokyo Metro-
politan University）
Impact of Asymptomatic Heart Failure and
Physical Activity on Bone Density

EP-03-4 Arima Kazuhiko
（Department of Public Health, Nagasaki
University Graduate School of Biomedical
Sciences）
Psychological distress and bone health
among community-dwelling residents

EP-03-5 Bravo Cabrera Constanza Isabel
（Graduate School of Comprehensive Hu-
man Sciences, University of Tsukuba）
Geo-distribution of prediabetes and diabe-
tes in Ibaraki

11月2日（木）10:40～11:50
示説（ポスター）会場（1Fホワイエ）

EP-04-1 Sezai Izumi
（Community Health Nursing Section of
National Defense Medical College）
Literature Review on Drug and Behavioral
Addiction Programs Using Web-Based MI

EP-04-2 Yang Yiyi
（Department of Public Health, Graduate
School of Medicine, Osaka University）
Ideal cardiovascular health and mortality
from cardiovascular disease and cancer

EP-04-3 Nyma Zannatun
（Shiga University of Medical Science, Pub-
lic Health, NERC）
Influence of maternal exposure to biomass
cooking fuel on infant size at birth

EP-04-4 Cao Yue （Doctoral Program in Physical Education,
Health and Sports Sciences, Graduate
School of Comprehensive Human Sci-
ences, University of Tsukuba.）
Associations Between Sleep and Physical
Activity During Pandemic Among Elderly

EP-04-5 Yang Yiyi
（Department of Public Health, Graduate
School of Medicine, Osaka University）
Socioeconomic status and ideal cardio-
vascular health among Korean adults


