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一般演題（口演）一覧
※「口演 - 分科会№ - セッション№ - 演題発表№」
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第1分科会 疫学・保健医療情報

座長：高橋 邦彦（東京医科歯科大学M&Dデータ科学センター）

O-1-1-1 西岡 祐一 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
ベンゾジアゼピン系薬の処方有無と死亡率の関
連：高次元傾向スコアを用いた観察研究

O-1-1-2 藤田 美鈴 （公益財団法人ちば県民保健予防財団）
集団全体の効果を評価する研究のインフォーム
ド・コンセントとその課題

O-1-1-3 西 巧 （福岡県保健環境研究所）
死亡票とレセプトの連結分析による高齢者の自宅
死亡に影響を与える要因の探索

O-1-1-4 菅野 沙帆 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
透析患者における骨折発症の標準化罹患比の算
出：KDBを用いた検討

O-1-1-5 新居田泰大 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
医療・介護連結解析からわかる高齢2型糖尿病患
者治療の実態と課題

座長：高橋 秀人（国立保健医療科学院）

O-1-2-1 小川 裕貴 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
心室中隔欠損症に対する小児心臓カテーテル検査
における麻酔方法と重症合併症の関連

O-1-2-2 逢見 憲一 （国立保健医療科学院生涯健康研究部）
2000年～2015年のわが国年齢調整死亡率の
死因構造変化とその死因統計上の要因

O-1-2-3 竹下 沙希 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）による透
析導入リスクについて

O-1-2-4 岡 檀 （統計数理研究所）
コロナ禍の自殺率上昇の地域差および性差に関す
る分析；市区町村の産業構造に着目して

O-1-2-5 宇田 和晃 （筑波大学ヘルスサービス開発研究センター）
つくば市の医療介護データベースの特性（追跡可
能性、代表性に着目して）

O-1-2-6 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
ホート調査詳細三次調査（宮城）の概要

座長：村上 義孝（東邦大学医学部）

O-1-3-1 演題取り下げ

O-1-3-2 川内はるな （大阪大学大学院医学系研究科社会医学講座公衆
衛生学）
小児期の受動喫煙と成人期の呼吸器疾患死亡との
関連について：JACC研究

O-1-3-3 井上 勇太 （大阪大学大学院医学系研究科）
大規模地震時の出産前後の妊婦居住地の変化

O-1-3-4 田原 康玄 （静岡社会健康医学大学院大学）
α1アンチトリプシンは高感度CRPとは独立し
て総死亡と関連する：ながはまスタディ

O-1-3-5 田井 義彬 （奈良県立医科大学医学部疫学・予防医学講座）
実生活環境での入浴中血圧変動と皮膚温の関連：
平城京スタディ

O-1-3-6 菅河真紀子 （東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科政策
科学）
オーストラリアにおける血漿分画製剤の国内自給
対策

座長：豊川 智之（東京大学大学院医学系研究科公衆衛生学）

O-1-4-1 荒川 裕貴 （東京大学大学院医学系研究科社会医学専攻医学
博士課程）
新型コロナ感染症拡大下でのビデオ通話の利用と
孤独感の関連

O-1-4-2 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）
介護保険受給者台帳の資格喪失記録を死亡代理変
数として使用することの妥当性の評価

O-1-4-3 上野 悟 （地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター
認知症未来社会創造センター）
疾患横断的にデータ利活用を可能にする国際標準
を用いた研究基盤の構築

O-1-4-4 高橋 秀人 （国立保健医療科学院）
介護給付費等実態調査データを用いた要支援者の
平均余命と健康期間の推定

O-1-4-5 細野 覚代 （国立がん研究センター社会と健康研究センター
検診研究部）
医療従事者におけるB型肝炎ワクチン接種直後
のHBs抗体価のワクチン効果持続への影響

O-1-4-6 瀬川 嘉之 （高木学校）
がん検診でがん死亡率は減るか －都道府県別相
関と公開されたがん統計の検討 その2

第2分科会 ヘルスプロモーション

座長：井上 茂（東京医科大学公衆衛生学分野）

O-2-1-1 藤岡 恵子 （豊能町保健福祉部保険課）
産官学連携による伴走型事業支援1

O-2-1-2 高橋 愛 （大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻）
産官学連携による伴走型事業支援2

O-2-1-3 仁賀 建夫 （経済産業省）
健康経営銘柄選定の政策効果

O-2-1-4 川村 尚美 （高知県須崎福祉保健所）
保健医療福祉計画策定における住民参加促進の関
連要因の検討

O-2-1-5 仲佐 昭彦 （株式会社NTTドコモ）
健康管理アプリケーションを用いた行動変容の健
康診断検査値に対する効果

O-2-1-6 望月 泉美 （静岡県立大学食品栄養科学部公衆栄養学研究室）
都道府県と保健所設置市・特別区における食環境
整備のマネジメント状況

座長：武林 亨（慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科）

O-2-2-1 川畑 輝子 （女子栄養大学大学院）
病院内コンビニエンスストアの食環境整備は,売
上増加および職員の食物摂取改善を促す

O-2-2-2 梶間 望 （三重大学大学院医学系研究科公衆衛生・産業医
学分野）
継続的な身体活動と特定健康診査結果の経年変化
との関連

O-2-2-3 島本 大也 （京都大学環境安全保健機構）
調剤薬局における健康増進サービスの利用促進に
向けた一般市民のニーズ調査

O-2-2-4 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）
都道府県別の健康経営優良法人認定制度（中小規
模法人部門）の推進要因に関する研究

O-2-2-5 藤田 真奈 （シミック株式会社データサイエンス事業本部）
簡易エコー装置による脂肪肝スクリーニング検査
の妥当性の検討

O-2-2-6 岩本 直安 （APOYO合同会社）
公衆衛生行政スキルの民間での実践 ～ 指導か
ら支援へ 元保健所長の奮闘 ～

第3分科会 生活習慣病・メタボリックシンドローム

座長：大久保孝義（帝京大学医学部衛生学公衆衛生学講座）

O-3-1-1 藤村 裕子 （富山大学地域連携推進機構地域医療保健支援部
門）
服薬状況と健診結果の異常値との関係：国保及び
後期高齢者のデータより

O-3-1-2 清水 悠路 （大阪がん循環器病予防センター循環器病予防部
門）
特定健診受診者における血清アルブミン値と身長
低下との関係

O-3-1-3 加藤 裕一 （山形市保健所（山形市健康医療部））
山形市民健康診査データを用いた多血症の実態解
析

O-3-1-4 財津 將嘉 （獨協医科大学医学部公衆衛生学講座）
職業によるがん全体の予後の差：神奈川県地域が
ん登録の分析

O-3-1-5 栗山 長門 （公立大学法人静岡社会健康医学大学院大学社会
健康医学研究科）
骨密度測定におけるヒト血中DMP1の評価～健
診への応用～

座長：岡村 智教（慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学）

O-3-2-1 石田晋太郎 （福岡大学医学部医学科歯科口腔外科学）
一般住民における随時中性脂肪と高血圧症発生の
関連：ISSA-CKD研究

O-3-2-2 山末耕太郎 （横浜市立大学医学群健康社会医学ユニット）
家庭での尿量、塩分量、尿温度（深部体温）簡易
測定システムの開発とその応用

O-3-2-3 秋本万里奈 （九州大学大学院医学系学府医療経営管理学専攻）
問診による服薬状態の回答状況と医療費および血
管疾患発生率：LIFE Study

O-3-2-4 小川 俊夫 （摂南大学農学部食品栄養学科公衆衛生学教室）
レセプトを用いたがん精密検査受診者の推定と精
検受診率の算出

O-3-2-5 大澤 正樹 （盛岡つなぎ温泉病院）
日本高血圧学会2019年血圧値分類別の脳心血
管疾患罹患リスクの検討―女性の解析結果

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）

O-3-3-1 迎 恵美子 （大阪市立大学大学院医学研究科公衆衛生学）
大阪市民を対象とした子宮頸がん検診未受診者の
関連因子の検討：横断研究

O-3-3-2 山口 真寛 （全国健康保険協会兵庫支部）
事業主（社長）の健康状態と健康経営の取り組み
や業態との関連

O-3-3-3 築山 園美 （全国健康保険協会広島支部）
糖尿病治療中断者における背景及び効果的な再受
診を促す方法の検証について

O-3-3-4 石原 裕也 （藤田医科大学・医療科学部・予防医科学分野）
白血球SLC30A8遺伝子DNAメチル化率と糖
代謝指標との関連-Yakumo study-

O-3-3-5 相良 空美 （九州大学大学院医学研究院医療経営・管理学講
座）
特定保健指導の判定基準となる腹囲と心血管リス
ク評価の有用性：LIFE Study

座長：三浦 公嗣（慶應義塾大学病院臨床研究推進センター）

O-3-4-1 河野祐紀子 （全国健康保険協会長野支部）
コロナ禍における生活環境の変化が生活習慣に及
ぼす影響と支援の在り方

O-3-4-2 谷爲茉里奈 （東北大学大学院医学系研究科公衆衛生学分野）
乳製品摂取と甲状腺がん罹患リスクとの関連：2
つのコホート研究のプーリング解析

O-3-4-3 松元 浩一 （東北大学大学院医学系研究科公衆衛生学分野）
海藻摂取と前立腺がん罹患リスクに関する前向き
コホート研究：宮城県コホート研究

O-3-4-4 小嶋 雅代 （国立長寿医療研究センターフレイル研究部）
高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に向け
たフレイル予防の取り組み

O-3-4-5 福井 彩華 （順天堂大学医学部衛生学・公衆衛生学講座）
睡眠時間と肥満の関連に及ぼすストレスの影響

O-3-4-6 諸橋 萌 （順天堂大学医学部衛生学・公衆衛生学講座）
就寝時刻と脂質代謝の関連

座長：野田 愛（順天堂大学）

O-3-5-1 倉田 哲也 （大阪市健康局健康推進部健康づくり課）
骨粗しょう症検診精密検査未把握者の精密検査受
診関連要因-FRAX®による再勧奨を通して

O-3-5-2 木村奈穂子 （株式会社ヘルスケアシステムズ）
尿中インドキシル硫酸郵送検査「腸活チェック」
による腸内環境評価と関連要因の探索

O-3-5-3 鹿島 レナ （国立循環器病研究センター健診部）
心不全重症化予防事業における新しい健康増進の
取組み：健都循環器病予防プロジェクト

O-3-5-4 野坂 咲耶 （国立循環器病研究センター健診部）
心不全重症化予防事業における新しい保健指導：
健都循環器病予防プロジェクト

O-3-5-5 寺村 紗季 （筑波大学）
痛風、高尿酸血症発症の危険因子の検討：
CIRCS研究

O-3-5-6 高橋 鴻志 （朝日町立病院）
地方自治体の医療資源・財政状況・検診政策と、
がん検診受診率との関係について

第4分科会 保健行動・健康教育

座長：石川ひろの（帝京大学大学院公衆衛生学研究科）

O-4-1-1 竹内 寛貴 （千葉大学医学薬学府医科学専攻）
地域レベルのソーシャルキャピタルと喫煙率変
化：JAGES6年間の繰り返し横断研究

O-4-1-2 小池 城司 （福岡大学西新病院）
メディカルコールセンターを用いた遠隔禁煙外来
の評価

O-4-1-3 鈴木 知子 （国際医療福祉大学医学部公衆衛生学）
医療系大学生の生活習慣パターンとうつとの関連

O-4-1-4 杉村 嘉邦 （弘前大学大学院医学研究科フローラ健康科学講
座）
美容要素を加えた生活習慣行動変容プログラムの
効果1体型補正下着着用と運動の影響

O-4-1-5 立林 悟 （アツギ株式会社商品部技術開発グループ）
美容要素を加えた生活習慣行動変容プログラムの
効果2体型認知と体型イメージ

O-4-1-6 落合 裕子 （枚方市健康福祉部健康増進・介護予防担当）
枚方市における「糖尿病教室」の受講者および医
療機関へのアンケート調査について

第5分科会 親子保健・学校保健

座長：藤原 武男（東京医科歯科大学国際健康推進医学分野）

O-5-1-1 松島えり子 （日本大学医学部社会医学系公衆衛生学分野）
思春期における夜間頻尿と睡眠問題の関連：中高
一貫校の生徒を対象とした質問紙調査

O-5-1-2 塩田 勉 （静岡済生会総合病院小児科）
虐待予防とポジティブ育児を目指す座談会
「SUPPORTカフェ」の取り組み

O-5-1-3 中島 正夫 （椙山女学園大学教育学部）
小・中学校用教科書における「痩せ」に関連する
記載内容について

O-5-1-4 芳我ちより （香川大学医学系研究科看護学専攻）
アディポシティリバウンドは思春期の体格を予測
する指標となりうるか



１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２３

２４

EO

206 207

O-5-1-5 義永 直巳 （京都府宇治児童相談所京田辺支所）
児童福祉施設における性教育プラン応援事業につ
いての一考察

座長：渡會 睦子（東京医療保健大学医療保健学部）

O-5-2-1 乾 愛 （（株）ニッセイ基礎研究所）
妊娠間隔12か月未満における子どもの実態と母
親の育児負担感に関する研究

O-5-2-2 大塚美耶子 （国立成育医療研究センター研究所政策科学研究
部）
末子が未就学児の子どもを持つ父親の生活時間

O-5-2-3 可知 悠子 （北里大学医学部公衆衛生学）
父親の育児頻度と幼児の長時間のテレビ視聴との
関連：21世紀出生児縦断調査より

O-5-2-4 加藤 承彦 （国立研究開発法人国立成育医療研究センター）
幼少期の親の離婚が成人後の母親とその子どもの
メンタルヘルスに与える影響

O-5-2-5 西浜柚季子 （国立環境研究所環境リスク・健康領域）
妊娠女性の喫煙による母子の健康リスクの定量的
評価：エコチル調査データを用いた検討

O-5-2-6 川崎 良 （大阪大学大学院医学系研究科視覚情報制御学講
座）
学校保健統計における裸眼視力1.0未満者割合の
時系列分析

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）

O-5-3-1 佐藤 准子 （順天堂大学医学部衛生学・公衆衛生学講座）
小児におけるいびきと問題行動との関連

O-5-3-2 津野香奈美 （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）
コロナ禍における社会制限及びサポート喪失と産
後うつとの関連：JACSIS スタディ

O-5-3-3 上野 水緒 （順天堂大学医学部衛生学・公衆衛生学講座）
不妊治療中の女性患者における補完代替医療の利
用実態

O-5-3-4 佐藤 美樹 （国立保健医療科学院生涯健康研究部）
幼児を持つ親の家族エンパワメントに関する共分
散構造分析

O-5-3-5 星野 尚子 （八王子市医療保険部大横保健福祉センター）
障害のある子どもを支える地域支援の構築先進的
な自治体の取り組みから見えてきたこと

O-5-3-6 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）
思春期前期における慢性的な孤独感の予測要因：
思春期コホート研究からの知見

座長：中坪 直樹（東京都教育庁都立学校教育部）

O-5-4-1 堀内 清華 （山梨大学大学院附属出生コホート研究センター）
新型コロナウイルス流行下における子どもの
QOLと影響因子：エコチルやまなし追加調査

O-5-4-2 木村美也子 （聖マリアンナ医科大学予防医学教室）
幼い子への体罰－法改正に伴う母親の意識の変化
とコロナ禍の体罰及びその関連要因－

O-5-4-3 山崎 圭子 （宮崎大学医学部看護学科）
産後4か月までの母親の疲労感と抑うつとの関連

O-5-4-4 上野 昌江 （関西医科大学看護学部）
乳幼児健康診査未受診者等に対する取組に関する
研究（第1報）～市区町村の取組～

O-5-4-5 鑓溝 和子 （公益社団法人母子保健推進会議）
乳幼児健康診査未受診者等に対する取組に関する
研究（第2報）～都道府県の役割～

O-5-4-6 前田日登美 （北栄町教育総務課子育て世代包括支援センター）
望まない妊娠や虐待予防につなぐ保健・学校行政
協働型「生きるための力の教育」の推進

第6分科会 高齢者のQOLと介護予防

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）

O-6-1-1 陣内 裕成 （日本医科大学）
サルコペニア所見による身体的予備能喪失と状態
像の変化の推定：CIRCS研究

O-6-1-2 坪田 恵 （岩手医科大学衛生学公衆衛生学講座）
東日本大震災被災高齢者における不眠に対する感
覚機能障害の累積的影響

O-6-1-3 谷口 優 （国立環境研究所環境リスク・健康研究センター）
地域在宅高齢者における犬の飼育経験が自立喪失
及び総死亡に及ぼす影響

O-6-1-4 宮崎さおり （愛媛大学大学院農学研究科地域健康栄養学分野）
ガム咀嚼時唾液分泌量と軽度認知障害との関連：
東温スタディ

O-6-1-5 山崎 幸 （愛媛大学大学院農学研究科地域健康栄養学分野）
食事バランスガイド遵守・サービング数と軽度認
知障害との関連：東温スタディ

座長：新開 省二（女子栄養大学）

O-6-2-1 竹内 倫子 （岡山大学病院歯科・予防歯科部門）
自立高齢者における口腔機能、栄養状態および身
体的フレイルの関係 ～縦断調査～

O-6-2-2 安岡実佳子 （国立長寿医療研究センター研究所フレイル研究
部）
COVID-19流行拡大前後の関節リウマチ患者の
フレイル該当者割合の変化

O-6-2-3 田村由美子 （赤磐市地域包括支援センター）
“いきいき百歳体操の集い”の意味づけと今後の
運営支援を探る

O-6-2-4 松崎 英章 （福岡みらい病院）
基本チェックリストを用いた要介護認定リスクス
コアの開発と検証：8年間の前向き研究

O-6-2-5 前田 恵 （九州大学大学院医学研究院医療経営・管理学講
座）
一般介護予防事業における有効性評価に関する多
自治体研究：LIFE Study

座長：西脇 祐司（東邦大学医学部社会医学講座衛生学分野）

O-6-3-1 池田 晋平 （東京工科大学医療保健学部リハビリテーション
学科作業療法学専攻）
COVID-19の流行下における地域在住高齢者の
主観的健康感の実態と関連要因

O-6-3-2 矢野 朋子 （大手前大学国際看護学部）
地域在住高齢者における年代別体重減少の要因

O-6-3-3 坂本 和則 （千葉大学）
膝痛有訴者の社会的サポートと要支援・要介護認
定:JAGES 3年間の縦断研究

O-6-3-4 王 鶴群 （千葉大学）
高齢者の共食頻度と主観的幸福感との関連：
JAGES2016-2019縦断研究

O-6-3-5 清野 諭 （東京都健康長寿医療センター研究所）
高齢者の身体活動、多様な食品摂取、社会交流の
累積が介護予防に及ぼす影響

座長：柏木 聖代（東京医科歯科大学）

O-6-4-1 古畑 洋子 （佐久大学大学院看護学研究科）
介護予防・日常生活支援総合事業利用者における
要介護認定に関連する要因

O-6-4-2 朔 はるか （東京医科歯科大学医学部医学科）
高齢者の居住形態と転倒による怪我の発生に関連
する背景要因

O-6-4-3 木下 ゆり （東北生活文化大学短期大学部）
福島県の複合災害地域における高齢者の主観的幸
福感に関連する要因の検討

O-6-4-4 中野 皓介 （摂津市保健センター）
運動講座を手段とした男性の社会参加への挑戦～
大阪府摂津市での取り組み～

O-6-4-5 井村 聡仁 （あいち健康の森健康科学総合センター）
75歳以上に対する健康支援プログラムが後期高
齢者の質問票とフレイルに及ぼす影響

座長：岸 恵美子（東邦大学大学院看護学研究科）

O-6-5-1 菅野 大暉 （愛媛大学農学部地域健康栄養学分野）
歯の本数・噛み合わせと体重減少との関連：東温
スタディ

O-6-5-2 井上ゆりこ （福岡大学医学部看護学科）
サロン利用の世帯別による健常高齢者の生きがい
感とソーシャルサポートの実態

O-6-5-3 高橋 知也 （東京都健康長寿医療センター研究所社会参加と
地域保健研究チーム）
新型コロナウイルスへの恐怖心が高齢者ボラン
ティアの活動継続意志にもたらす影響

O-6-5-4 林 尊弘 （星城大学リハビリテーション学部）
COVID-19流行下における社会的フレイルと抑
うつとの関連および運動習慣による緩衝影響

O-6-5-5 神田 晃 （弘前大学大学院医学研究科健康と美医科学講座）
中高齢者における無気力と活動能力との関連

座長：山岸 良匡（筑波大学医学医療系社会健康医学）

O-6-6-1 小川 将 （東京都健康長寿医療センター研究所）
自治体共催の社会参加事業を通した絵本読み聞か
せ講座の認知機能への介入効果

O-6-6-2 寺村 晃 （大阪保健医療大学作業療法学専攻）
COVID-19が及ぼす地域在住高齢者の生活の変
化―通所型サービスにおける質的調査―

O-6-6-3 原 広司 （横浜市立大学国際商学部）
介護事業所の組織文化と利用者QOLの経年変化
との関連

O-6-6-4 田中 麻理 （大阪大学公衆衛生学）
中年期・前期高齢者のリスク因子と将来の要介護
認知症発症との関連

O-6-6-5 成田 美紀 （東京都健康長寿医療センター研究所）
運動習慣、食品摂取状況、孤立状況及びその変化
と二年後のフレイル改善との関連

座長：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地域
保健研究チーム）

O-6-7-1 落合 都 （枚方市健康福祉部健康増進・介護予防担当）
膝痛を有する市民への理学療法士の運動指導の効
果および1年後への影響

O-6-7-2 大倉 慶子 （福岡市社会福祉協議会地域福祉課地域福祉係）
福岡市のふれあいサロンの介護予防機能の検証

O-6-7-3 大渕 修一 （東京都健康長寿医療センター）
バランス機能の低下パターンと高齢期の社会的機
能の関係 お達者健診研究

O-6-7-4 大矢 寛子 （株式会社ヘルスケアシステムズ）
郵送検査「フレミーチェック」によるたんぱく質
摂取量の評価とフレイルとの関連

O-6-7-5 吉村 典子 （東京大学医学部附属病院22世紀医療センターロ
コモ予防学講座）
ロコモティブシンドロームの予後：ROADスタ
ディ6年の追跡

第7分科会 高齢者の医療と福祉

座長：石崎 達郎（東京都健康長寿医療センター研究所）

O-7-1-1 平石 達郎 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
奈良県における自宅死の現状について

O-7-1-2 永井 克彦 （筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分
野）
要介護認定前の特徴的な傷病の組み合わせ－ネッ
トワーク分析による探索

O-7-1-3 片倉 直子 （神戸市看護大学）
COVID-19第3波禍における訪問看護事業所管理
者の心理状況とその関連要因

O-7-1-4 野口 泰司 （国立長寿医療研究センター）
認知症者における行動心理症状と予後の関連：
NCGG-STORIES

O-7-1-5 次橋 幸男 （公益財団法人天理よろづ相談所）
医療・介護保険レセプトを用いた要介護状態の契
機となった入院主病名及び手術名の分析

座長：藤原 佳典（東京都健康長寿医療センター研究所）

O-7-2-1 森岡 典子 （東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科看護
ケア技術開発学）
COVID-19流行下における訪問介護事業所の感
染予防対策の実態－全国調査－

O-7-2-2 柏木 聖代 （東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科看護
ケア技術開発学分野）
訪問看護従事者に関する事故の発生状況と発生件
数に関連する要因－全国調査の二次解析

O-7-2-3 古賀 千絵 （千葉大学予防医学センター）
コロナ流行下の高齢者の行動減少と虐待の関連：
JAGES2020横断研究

O-7-2-4 本多由起子 （長崎大学大学院医歯薬学総合研究科地域医療学
分野）
離島の高齢者施設へのローカル5Gを用いたオン
ライン診療システム導入に関する研究

O-7-2-5 田村 元樹 （浜松医科大学健康社会医学講座）
かかりつけ薬局を持つ高齢者の特徴に関する研
究：JAGES2019横断データを用いた分析

座長：月野木ルミ（東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科地域保健
看護学分野）

O-7-3-1 尾島 俊之 （浜松医科大学健康社会医学講座）
老衰死亡の都道府県差の要因に関する研究

O-7-3-2 押領司賢二 （社会福祉法人章佑会和光市統合型地域包括支援
センター）
地域共生社会の実現に向けた「和光市統合型地域
包括支援センター」の実践

O-7-3-3 鈴木久美子 （国立国際医療研究センターAMR臨床リファレ
ンスセンター）
特別養護老人ホームにおける感染管理体制―
Point Prevalence Survey

O-7-3-4 中部 貴央 （東京大学医学部附属病院国立大学病院データ
ベースセンター）
デイサービス利用者と家族介護者のQOL、介護
負担感との関連

座長：近藤 克則（千葉大学予防医学センター／国立長寿医療研究セン
ター）

O-7-4-1 坂本 陽子 （岡山大学病院新医療研究開発センター）
医師の胃瘻造設に対する認識の違いは何に起因し
ているのか：関連因子の探索的研究

O-7-4-2 三浦 剛 （大阪市立大学大学院看護学研究科）
介護サービスの利用パターン分類とその特徴

O-7-4-3 出井 涼介 （地域ケア経営マネジメント研究所）
施設高齢者における直接生活介助行為（サービス
提供）測定尺度の開発

O-7-4-4 高橋 順一 （地域ケア経営マネジメント研究所）
施設高齢者における直接生活介助行為の提供の必
要性に関する識別モデルの開発
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第8分科会 地域社会と健康

座長：村山 洋史（東京都健康長寿医療センター研究所）

O-8-1-1 奥村 圭子 （認定栄養ケア・ステーション杉浦医院/はらぺこ
スパイス）
N地区炊き出し利用者の非感染性疾患 （NCDs）
の実態把握と栄養障害の要因：横断研究

O-8-1-2 金森万里子 （東京大学）
ジェンダー規範と精神的健康：日本老年学的評価
研究2019年調査データを用いた横断研究

O-8-1-3 西尾麻里沙 （MSc in Global Health, School of Social &
Political Sciences, University of Glasgow）
高齢期の社会参加は、幼少期の逆境体験の影響を
緩和させるか

O-8-1-4 辻 大士 （筑波大学）
地域づくりによる介護予防は地域間の健康格差を
是正するか？：8年間の連続横断研究

O-8-1-5 赤星 昂己 （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）
都市の社会経済環境交通指標と標準化死亡比の関
連性：健康都市指標開発研究（第1報）

座長：井上 和男（帝京大学ちば総合医療センター地域医療学）

O-8-2-1 相馬 優樹 （弘前大学教育学部）
青森県弘前市における住宅火災による人的及び経
済的損失の多い地域の「見える化」

O-8-2-2 田中 宏和 （三重大学大学院医学系研究科公衆衛生・産業医
学分野）
教育歴別死亡率格差の国際比較：日本と欧州13
カ国の人口動態データ分析 （2010－2015年）

O-8-2-3 西垣 美穂 （千葉大学予防医学センター）
高齢者のうつと水域への近接性の関連：JAGES
2016横断研究

O-8-2-4 渡邉 良太 （国立長寿医療研究センター研究所フレイル研究
部）
コロナ禍での通いの場参加者に対するフレイル進
行予防プログラム：実施可能性試験

O-8-2-5 濱口 詩帆 （大阪医科薬科大学大学院医学研究科社会・行動
科学教室）
配偶者の就業状況と自身の主観的健康感との関
連：国民生活基礎調査データより

座長：福田 吉治（帝京大学大学院公衆衛生学研究科）

O-8-3-1 柳田 学 （滋賀県健康医療福祉部）
滋賀県民の主観的健康寿命に関連する要因分析

O-8-3-2 森田 彩子 （東京医科歯科大学国際健康推進医学分野）
地域在住高齢者の親密な社会ネットワークにおけ
る認知機能のホモフィリー現象

O-8-3-3 桜井 良太 （東京都健康長寿医療センター研究所）
社会経済的要因と被援助志向性の関連における社
会的孤立の媒介

O-8-3-4 矢吹 友哉 （愛媛大学農学部地域健康栄養学分野）
一次産業従事者の健康関連QOLの推移に関する
探索的疫学研究：東温スタディ

O-8-3-5 吉川美佳子 （京都大学医学部）
全国諸地域の健康余命の関連因子：認知症高齢者
の生活自立度を用いた健康余命の解析

座長：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）

O-8-4-1 井手 一茂 （千葉大学）
高齢者の社会経済階層に着目したデジタルデバイ
ドの変化：JAGESマルチレベル分析

O-8-4-2 伊藤 ゆり （大阪医科薬科大学研究支援センター医療統計室）
住民による自主的な運動グループ拠点数・活動頻
度と要介護認定割合の関係

O-8-4-3 後藤 悦 （京都大学大学院医学研究科医療経済学分野）
認知症高齢者の日常生活自立度を用いた健康余命
の全国諸地域での算出

O-8-4-4 木野 志保 （京都大学医学研究科社会疫学分野）
生活保護制度の利用を開始または終了したことに
よる社会関係の変化：JAGES縦断研究

第9分科会 難病・障害の医療と福祉

座長：武村 真治（国立保健医療科学院政策技術評価研究部）

O-9-1-1 大久保 豪 （株式会社BMS横浜）
意思疎通に困難を抱える人にとっての成年後見制
度：愛媛県の介護保険事業計画の分析

O-9-1-2 丸谷 美紀 （国立保健医療科学院）
患者・家族・地域全体を捉えた＜難病地域ケアシ
ステム経年情報整理ツール＞の開発

O-9-1-3 北澤 一樹 （長野保健医療大学）
「全国在宅障害児・者等実態調査」予備調査結果
の概要

第10分科会 精神保健福祉

座長：堤 明純（北里大学医学部公衆衛生学単位）

O-10-1-1 柴田 舞欧 （九州大学大学院医学研究院衛生・公衆衛生学分
野）
地域一般住民における慢性 痛の有症率と定義の
検討：久山町研究

O-10-1-2 柳 尚夫 （兵庫県豊岡保健所）
兵庫県但馬圏域における精神障害者地域移行の6
年間の成果の分析

O-10-1-3 長澤 史 （九州大学大学院医学研究院衛生・公衆衛生学分
野）
地域一般住民における家族機能レベルと抑うつ症
状の関連：久山町研究

O-10-1-4 後迫 由衣 （広島県東部保健所福山支所保健課）
精神障害による措置入院患者の退院後支援におけ
る保健所保健師の支援内容

O-10-1-5 端谷 毅 （はしたにクリニック）
マインドフルネス（MF）の効果に関する呼吸の
意義（文献からの考察）

座長：蔭山 正子（大阪大学高等共創研究院）

O-10-2-1 田上 貢 （大阪府こころの健康総合センター）
大阪府ひきこもり地域支援センターの後方支援に
おけるコンサルテーションの取組み

O-10-2-2 三神 恭子 （山梨県立精神保健福祉センター）
高校教員のSOSの出し方教育の認識に関する検
討

O-10-2-3 本保 善樹 （新久喜総合病院）
国連の障害者権利条約（CRPD）に基づくWHO
の「ガイダンス（2021年）」

O-10-2-4 野田 龍也 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
カジノ設置予定地域におけるギャンブル障害有病
率

O-10-2-5 瀬川 裕美 （京都大学大学院医学研究科医療経済学分野）
未就学児と同居している女性のCOVID-19によ
る精神的健康状態と日常生活への影響

座長：金子 善博（労働者健康安全機構本部）

O-10-3-1 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）
高校生における援助希求行動の関連要因：自己肯
定感情を踏まえたパス解析

O-10-3-2 海老原真優 （秋田大学医学部医学科）
2017年協会けんぽ秋田支部被保険者男女労働
者66109名における業種とうつの関連

O-10-3-3 渡邉 美貴 （名古屋市立大学大学院医学研究科公衆衛生学分
野）
COVID-19が流行した2020年の自殺者数の増
加

O-10-3-4 佐藤 圭 （久留米大学医学部環境医学講座）
メンタルヘルス関連疾患患者の初回受診時のレジ
リエンスの傾向

O-10-3-5 大友 美恵 （東北文化学園大学医療福祉学部看護学科）
市町村統括保健師が抱える役割遂行上の困難と対
処

第11分科会 口腔保健

座長：相田 潤（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）

O-11-1-1 佐藤美寿々 （東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻
臨床疫学・経済学分野）
抜歯処置に対する予防的抗菌薬の使用状況の年次
推移：レセプトデータベース研究

O-11-1-2 辻本 雄大 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
後期高齢者の口腔環境と死亡割合と医療費に与え
る影響：奈良県をモデルに

O-11-1-3 中澤 典子 （東北大学大学院歯学研究科国際歯科保健学分野）
日本の高齢者における歯周病の健康格差の評価：
JAGES2019横断研究

O-11-1-4 原田真奈実 （東北大学大学院国際歯科保健学分野）
多数歯欠損の高齢者の所得と義歯不使用の関連は
医療費自己負担割合により異なるか

O-11-1-5 石丸 美穂 （筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分
野）
NDBを用いた全国民の性・年齢・都道府県別の
一年間歯科受診割合と残存歯数の実態

第12分科会 感染症

座長：大角 晃弘（（公財）結核予防会結核研究所臨床・疫学部）

O-12-1-1 小向 潤 （大阪市保健所）
大阪市における日本語教育機関への結核対策に関
するアンケート調査

O-12-1-2 冨田 直明 （愛媛県南予地方局健康福祉環境部（宇和島保健
所））
A病院のインフルエンザA型集団発生に伴う抗
インフルエンザウイルス薬耐性株の検出

O-12-1-3 横道 洋司 （山梨大学医学部社会医学講座）
インフルエンザ感染歴がある小児に対するインフ
ルエンザワクチンの効果：エコチル調査

O-12-1-4 有馬 和代 （太成学院大学看護学部）
行政保健師における地域DOTS実践の質の評価
と個人要因・組織要因との関連

O-12-1-5 大角 晃弘 （（公財）結核予防会結核研究所臨床・疫学部、入
国前結核スクリーニング精度管理センター）
外国生まれ結核患者が帰国後も治療を継続するた
めの支援が困難であった事例の検討

座長：白井 千香（枚方市保健所所長）

O-12-2-1 岡本左和子 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
リスク情報に伴う妊婦のインフルエンザ予防接種
意向の変化とワクチン忌避

O-12-2-2 柳生 善彦 （奈良県吉野保健所）
保健所の感染症対策の re-balance のための宿主
生体防御に着目したReminder 提示

O-12-2-3 佐々木佳恵 （大阪市保健所）
高齢者入所施設における結核の早期発見をめざし
て～アンケート調査より～

O-12-2-4 岡田 麻友 （東京都健康安全研究センター）
東京都実地疫学調査チームで関わった医療機関で
のＣＯＶＩＤ－19集団感染事例の考察

O-12-2-5 八木 麻未 （大阪大学大学院医学系研究科産科学婦人科学）
接種の意思決定における同調効果：HPVワクチ
ンと新型コロナウイルスワクチンの比較

座長：貞升 健志（東京都健康安全研究センター）

O-12-3-1 岩谷美恵子 （島根県立わかたけ学園）
児童自立支援施設での予防接種キャッチアップ
児童入所施設措置費等国庫負担金の活用

O-12-3-2 関 奈緒 （新潟大学医学部保健学科）
児童における予防行動とインフルエンザ発症の関
連～2019/20シーズン～

O-12-3-3 座間 智子 （公益財団法人結核研究所）
外国出生結核患者の療養を支える通訳者の役割分
析

O-12-3-4 山本 香織 （大阪健康安全基盤研究所）
高齢者における結核の感染伝播の検討

第13分科会 健康危機管理

座長：市川 学（芝浦工業大学）

O-13-1-1 種村菜奈枝 （国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所）
ベネフィットリスクの提示方法の違いがメッセー
ジ送り手への信頼度に与える影響の検討

O-13-1-2 山中 美奈 （名古屋市保健所中保健センター）
新興感染症流行期における効果的な知識普及活動
について
データ活用した保健事業展開

O-13-1-3 高杉 友 （浜松医科大学）
個人・地域レベルのソーシャル・キャピタルと避
難訓練参加の関連：JAGES 2019横断研究

O-13-1-4 孫 智超 （大阪大学医学系研究科社会医学講座公衆衛生学
教室）
東日本大震災後福島県住民の避難状況の変化と生
活習慣病との関連：福島県県民健康調査

O-13-1-5 渡邉 直行 （神奈川県小田原保健福祉事務所足柄上センター）
安定ヨウ素剤予防服用体制の構築のための有害事
象を考慮した放射線リスク低減分析

座長：奥田 博子（国立保健医療科学院健康危機管理研究部）

O-13-2-1 藤巻 大亮 （岩手医科大学衛生学公衆衛生学講座）
東日本大震災被災3年後の小児における心理的苦
痛とその関連要因:The RIAS Study

O-13-2-2 櫻井 好枝 （鋸南町保健福祉課地域包括支援センター）
直営地域包括支援センターにおける被災時の対応
と減災への自助共助の地域づくり

O-13-2-3 小林 良清 （長野市保健所）
令和元年東日本台風災害における県・市保健所共
同の保健医療福祉活動調整会議の取組

O-13-2-4 服部希世子 （熊本県人吉保健所）
令和2年7月豪雨災害におけるDHEAT活動の現
状と今後の課題

O-13-2-5 李 祥任 （公益財団法人結核予防会結核研究所臨床疫学部）
在住ベトナム人を対象にした結核・COVID-19
リスクコミュニケーションの質的検討

座長：冨尾 淳（国立保健医療科学院健康危機管理研究部）

O-13-3-1 建部 壮 （国際医療福祉大学成田病院救急科）
心肺停止者に対する一次救命処置に関する目撃者
種別と都道府県人口密度との関係

O-13-3-2 灘岡 咲希 （芝浦工業大学理工学研究科システム理工学専攻）
災害時の生活変化に伴う災害関連死の要因に関す
る調査

O-13-3-3 駒澤 牧子 （国際協力機構緒方研究所）
病院におけるCOVID-19クラスター発生の原因
と対策：3病院における事例研究
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O-13-3-4 川村 太一 （神奈川県健康医療局医療危機対策本部室災害医
療グループ）
新型コロナウイルス感染症の第三波における神奈
川県の入院患者の特性について

第14分科会 医療制度・医療政策

座長：長谷川友紀（東邦大学医学部社会医学講座医療政策・経営科学分
野）

O-14-1-1 今村 知明 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
奈良県のＫＤＢ7年間データを用いた時系列分析
と医療内容の変化

O-14-1-2 西岡 大輔 （大阪医科薬科大学研究支援センター医療統計室）
生活保護利用世帯への給付額減少が世帯医療費に
与える影響：準実験研究

O-14-1-3 石田 武浩 （帝京大学大学院公衆衛生学研究科）
国内ポリファーマシー抑制政策の効果測定
＜NDBオープンデータを用いた観察研究＞

O-14-1-4 森田 雅士 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
タスクシフトを見据えた診療放射線技師の需給推
計

O-14-1-5 川端 潤 （久留米大学病院高度救命救急センター）
認知症ケア加算の効果検証：LIFE Study

座長：高橋 理（聖路加国際大学公衆衛生学研究科）

O-14-2-1 川田 裕美 （日本医用アイソトープ株式会社）
α内用療法への期待

O-14-2-2 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）
医師・歯科医師・薬剤師調査の中間年における都
道府県別医師数の推計に関する検討

O-14-2-3 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）
医師確保計画で設定された各都道府県の医師少数
スポットに関する研究

O-14-2-4 相田 直樹 （慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科政
策・メディア専攻）
薬価制度改革の政策評価に関する定量的研究

O-14-2-5 新藤 琢磨 （山梨大学大学院社会医学教室）
病院勤務医による救急受診相談電話対応の検証

第15分科会 公衆衛生従事者育成

座長：麻原きよみ（聖路加国際大学）

O-15-1-1 南部 泰士 （駒沢女子大学看護学部地域・在宅看護学）
コロナ禍早期に公衆衛生学を学ぶ意義－A看護大
学生の記述から考察する－

O-15-1-2 蒸野 寿紀 （和歌山県立医科大学地域医療支援センター）
コロナ禍での地域枠医学生を対象とした保健所・
地域病院実習実現までの経緯と一考察

O-15-1-3 平本 恵子 （広島市南区厚生部／南保健センター）
ひろしま社会医学系専門医プログラムの研修実績
の考察と方向性

第16分科会 保健所・衛生行政・地域保健

座長：成田 友代（東京都福祉保健局）

O-16-1-1 佐藤 康仁 （静岡社会健康医学大学院大学）
静岡県における健康状況の地域差に影響する因子
の分析

O-16-1-2 飯島佐知子 （順天堂大学大学院医療看護学研究科）
市町村の女性の健康支援の取り組み状況および健
康指標との関連の検討

O-16-1-3 大木元 繁 （徳島県三好保健所）
所掌業務と機能強化及び市町村との関係性 ～保
健所の役割の明確化に向けた研究～

O-16-1-4 白井 千香 （枚方市保健所）
健康危機管理に関する現状と今後 ～保健所の役
割の明確化に向けた研究～

O-16-1-5 福永 一郎 （高知県安芸福祉保健所）
調査研究機能の早急な整備の必要性 ～保健所の
役割の明確化に向けた研究～

座長：尾島 俊之（浜松医科大学健康社会医学講座）

O-16-2-1 赤松 友梨 （浜松医科大学健康社会医学講座）
常勤保健師数と精神保健福祉・難病相談活動実績
数との関連の検討

O-16-2-2 川南 公代 （武蔵野大学看護学部）
卒後1年目の新人保健師の実践力UP事例検討会
を経験しての実態

O-16-2-3 渡井いずみ （浜松医科大学地域看護学講座）
地域職域連携モデル事業の検討～静岡県の取り組
みより～

O-16-2-4 坂元 昭裕 （宮崎県高千穂保健所）
3公立病院の統合再編に向けた検討と保健所の関
わり

O-16-2-5 岡田 隆志 （福井県立大学看護福祉学部社会福祉学科）
県型保健所から市町村に行う技術支援の構成要素
-全国調査による探索的因子分析から-

座長：曽根 智史（国立保健医療科学院）

O-16-3-1 姜 英 （産業医科大学産業生態科学研究所健康開発科学
研究室）
改正健康増進法による地方公共団体の建物内・敷
地内禁煙化

O-16-3-2 三浦 千裕 （東京都南多摩保健所）
大学ネットワークを活用した学生寮における新型
コロナウイルス感染症対策の推進

O-16-3-3 吉田真梨子 （福井県嶺南振興局若狭健康福祉センター）
市町の新型コロナワクチン集団接種（計画・実施）
に対する保健所による支援の一考察

O-16-3-4 寺村 一成 （厚生労働省健康局総務課）
原子爆弾被爆者に対する援護措置の取り纏め～
2021年

O-16-3-5 柳 奈津代 （東京大学大学院薬学系研究科育薬学講座）
保育所内与薬の実態と保育士の与薬に対する意識
を薬剤師はどの程度認識しているか

第17分科会 公衆栄養

座長：西 信雄（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）

O-17-1-1 橘 拓希 （静岡県立大学食品栄養科学部公衆衛生学研究室）
血糖調節指標に対する血糖値の調節に関わる遺伝
的要因と栄養素摂取量の横断的検討

O-17-1-2 伊東 葵 （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）
血糖値に対する緑茶・カテキン摂取量と腸内細菌
叢の関連についての横断的検討

O-17-1-3 川島 晃子 （静岡県立大学食品栄養科学部公衆衛生学研究室）
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：四季食事調査の横断的検討

O-17-1-4 川畑 春佳 （静岡県立大学食品栄養科学部公衆衛生学研究室）
内臓脂肪面積に対する脂肪酸摂取量と赤血球膜脂
肪酸構成割合、遺伝的要因の横断的検討

O-17-1-5 古郡かすみ （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）
肥満に対するアルコールの摂取量と代謝酵素遺伝
子多型の関連、季節の関連

座長：大塚 礼（国立長寿医療研究センター）

O-17-2-1 池田 奈由 （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国際保健統計研究室）
我が国における対人の栄養指導の効果に関するス
コーピングレビュー

O-17-2-2 松崎 有紗 （愛媛大学大学院農学研究科地域健康栄養分野）
インターネット上の口コミデータにみるダイエッ
ト食品形態と体重変化との関連

O-17-2-3 原 里紗子 （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COVID-19感染拡大後の外出自粛
と体重増加との関連：JACSIS 研究

O-17-2-4 久保田佑子 （山梨県富士・東部保健福祉事務所）
富士・東部保健所管内の特定給食施設等への効果
的な栄養管理指導に関する検討

O-17-2-5 竹村 香織 （介護老人保健施設鬼石）
効果的な食事支援のための、通所リハビリテー
ション利用者の朝食摂取に関する実態調査

座長：久保 彰子（女子栄養大学）

O-17-3-1 黒田 久恵 （甲子園大学栄養学部フードデザイン学科）
トランスセオレティカルモデルにおける行動変容
ステージと食品の摂取状況の関連

O-17-3-2 古田 千恵 （味の素株式会社食品研究所）
日本版メニュー用Nutrient Profiling System
の新規開発

O-17-3-3 酒元 誠治 （広島修道大学健康科学部健康栄養学科）
日本食品標準成分表の改訂が及ぼす影響1（エネ
ルギー及びエネルギー産生栄養素）

O-17-3-4 辻 雅子 （東京家政学院大学人間栄養学部人間栄養学科）
日本食品標準成分表の改訂が及ぼす影響2（PFC
比に及ぼす影響）

座長：中村美詠子（浜松医科大学健康社会医学講座）

O-17-4-1 野村 美帆 （神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部栄養学科）
多価不飽和脂肪酸と神経性食欲不振症との関連：
Mendelian randomization による研究

O-17-4-2 大南 香葉 （静岡県立大学食品栄養科学部公衆栄養学研究室）
野菜摂取の多様性を把握する尺度開発のための項
目分析

O-17-4-3 西 太郎 （大阪市立大学生活科学研究科）
児童生徒における朝食欠食と朝食の共食、朝食内
容、生活習慣との関連

O-17-4-4 中川利津代 （徳島文理大・人間生活学部食物栄養学科）
食品販売業者において栄養成分表示の義務化が加
工食品の仕入れや販売等に与えた影響

第18分科会 健康運動指導

座長：李 廷秀（東京医療保健大学）

O-18-1-1 吉川 綾 （東邦大学医学部社会医学講座衛生学分野）
小学生の体力テスト結果と関連する体格・生活因
子の検討

O-18-1-2 森山 信彰 （福島県立医科大学医学部公衆衛生学講座）
東日本大震災発生後の高齢者における知覚された
環境と身体活動量の関連

O-18-1-3 安田 友香 （桑名市役所保健福祉部保健医療課）
「桑名いきいき体操」の継続実施がもたらす下肢
筋力向上効果

第20分科会 産業保健

座長：柳澤 裕之（東京慈恵会医科大学）

O-20-1-1 大山 篤 （（株）神戸製鋼所東京本社健康管理センター）
正規／非正規雇用労働者における食習慣や食行動
の違いに関するWeb調査

O-20-1-2 佐藤 高輝 （NPO法人フォレシア）
不妊治療経験の有無による労働環境に対する認識
の差異

O-20-1-3 高田 理浩 （味の素株式会社バイオ・ファイン研究所）
企業労働生産性視点から考えるアミノ酸濃度バラ
ンス検査のがん種別有用性に対する考察

O-20-1-4 山内 貴史 （東京慈恵会医科大学環境保健医学講座）
中小企業における治療と仕事の両立支援の申出意
図と協働的風土：従業員規模別の分析

O-20-1-5 宮地 貴士 （秋田大学医学部医学科）
我が国のトラック運転手における不眠症の有病率
とその関連因子

座長：吉川 徹（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）

O-20-2-1 菅野 勇太 （秋田大学医学部医学科）
トラック運転手における不眠症と空腹時血糖障害
の関連

O-20-2-2 小澤 征紀 （東京医科歯科大学医学部医学科）
医療専門職におけるヒヤリハットと長時間労働の
関連：直接効果と間接効果

O-20-2-3 藤田 望 （秋田大学医学部医学科）
大学病院に勤務する女性看護師における精神的・
肉体的労働負荷がPMSに及ぼす影響

O-20-2-4 植田 結人 （順天堂大学大学院医学研究科衛生学・公衆衛生
学講座）
就労中の不妊治療患者における職場での不妊治療
に関するハラスメントの検討

O-20-2-5 田中 将之 （京都大学超高齢社会デザイン価値創造ユニット）
地方沿岸地域の中小企業等経営における健康づく
り対策の実態とニーズの可視化

O-20-2-6 太田 友 （秋田大学医学部医学科）
大学病院に勤務する女性看護師における性周期に
伴う身体不定愁訴の離職意向への影響

座長：和田 裕雄（順天堂大学大学院医学研究科・公衆衛生学講座）

O-20-3-1 佐藤 孝一 （順天堂大学医学部衛生学・公衆衛生学講座）
某大手企業社員における腰痛の年代別の要因

O-20-3-2 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）
産官学連携による中小企業の健康経営支援スキー
ムの実現可能性：Y-Link プロジェクト

O-20-3-3 高士 直己 （公益財団法人明治安田厚生事業団体力医学研究
所）
質的研究による中小企業の健康経営支援における
成功要因の探索：Y-Link プロジェクト

O-20-3-4 藤井 悠也 （公益財団法人明治安田厚生事業団体力医学研究
所）
健康経営を支援する「リンクワーカー」の養成に
関する検討：Y-Link プロジェクト

O-20-3-5 山路 英 （順天堂大学医学部公衆衛生学講座）
ワーク・エンゲイジメントと健康的な生活習慣と
の関連

O-20-3-6 細田 武伸 （鳥取看護大学）
消防職員の世代間コミュニケーションと職業性ス
トレスの関連についての研究

第21分科会 環境保健

座長：石川 俊平（東京大学医学部・大学院医学系研究科衛生学教室）

O-21-1-1 小林 周平 （千葉大学）
生鮮食料品店が近くにできた高齢者の歩行時間は
増えるのか:JAGES2016-2019縦断研究

O-21-1-2 森 優太 （千葉大学大学院医学薬学府先進予防医学共同専
攻）
個人・地域レベルの建造環境とフレイル発症の関
連：3年間の JAGES縦断研究
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O-21-1-3 原田 浩二 （京都大学医学研究科環境衛生学分野）
福島県浜通り地域の林業従事者における放射線外
部被ばくの実態調査

O-21-1-4 久保 龍征 （京都大学大学院工学研究科都市環境工学専攻）
大気汚染物質による暑熱関連死亡への修飾効果

O-21-1-5 梅村 朋弘 （愛知医科大学医学部衛生学講座）
浴室からの救急搬送に関する都道府県別の傾向調
査

O-21-1-6 石坂 閣啓 （愛媛大学大学院農学研究科環境産業科学研究室）
愛媛県における学校環境の室内空気調査

第22分科会 国際保健

座長：山本 秀樹（帝京大学薬学部環境衛生学研究室）

O-22-1-1 杉下 智彦 （東京女子医科大学医学部国際環境・熱帯医学講
座）
ウィズウイルス時代の新しい社会の脆弱性とグ
ローバルヘルスの方向性

O-22-1-2 武智 浩之 （群馬県利根沼田保健福祉事務所）
群馬県職員として世界保健機関（WHO）で勤務
した経験（第2報）－帰国後の業務展開－

O-22-1-3 森 朋有 （産業医科大学病院）
日本に在留する高度外国人材が受診時に感じる困
難さと希求するサポート

座長：橋爪 真弘（東京大学大学院医学系研究科国際保健政策学）

O-22-2-1 浦部 大策 （聖マリア病院国際事業部）
マラウィ・ムジンバにおける住民の食習慣と食環
境

O-22-2-2 野田 博之 （大阪大学大学院医学系研究科）
日本における入国者数とマラリアの報告数との関
係

O-22-2-3 宮野 真輔 （国立国際医療研究センター国際医療協力局）
ラオスにおける麻疹および風疹の抗体保有率の推
定による予防接種プログラムの評価

O-22-2-4 牧本 小枝 （独立行政法人国際協力機構緒方貞子平和開発研
究所）
「日本のCOVID-19対策の経験」ウェビナーの
海外参加者は日本に何を求めたか

第23分科会 保健医療介護サービス研究

座長：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）

O-23-1-1 東 尚弘 （国立がん研究センターがん対策情報センターが
ん臨床情報部）
全国患者体験調査にみるがん療養体験の男女差

O-23-1-2 金 雪瑩 （筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分
野）
市町村別に見た介護保険サービス費の地域差分析

O-23-1-3 山岡 巧弥 （筑波大学大学院人間総合科学研究群）
後期高齢者医療費自己負担割合と糖尿病診療の質
との関連：レセプトデータを用いた分析

O-23-1-4 太田 奈歩 （秋田大学医学部公衆衛生学講座）
かかりつけ医による患者の社会的処方に向けた評
価方法の検討

O-23-1-5 小宮山 潤 （筑波大学大学院人間総合科学学術院）
医療機関における急性心筋 塞術後の心臓リハビ
リテーション実施の不均等と関連要因

O-23-1-6 藤田 楓 （芝浦工業大学システム理工学専攻）
地域包括ケア指数の開発

第24分科会 新型コロナウイルス感染症

座長：齋藤 智也（国立感染症研究所）

O-24-1-1 須賀 万智 （東京慈恵会医科大学）
新型コロナウイルス感染症流行が一般市民の健康
意識に与えた影響

O-24-1-2 石川 浩二 （厚生労働省成田空港検疫所検疫課）
成田空港検疫所における新型コロナウイルス感染
症に対する水際対策の変遷

O-24-1-3 半澤かおり （大東文化大学スポーツ・健康科学部看護学科）
埼玉県における新型コロナウイルス感染症の疫学
的特徴と医療体制の拡充を目指した分析

O-24-1-4 西浦 博 （京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻）
COVID-19の実効再生産数に関する時系列デー
タからの異常検出

O-24-1-5 植田 英也 （大阪市保健所）
大阪市の病院・社会福祉施設における新型コロナ
ウイルス感染症クラスターの分析

座長：和田 耕治（国際医療福祉大学医学部公衆衛生学）

O-24-2-1 中西 康裕 （国立保健医療科学院医療・福祉サービス研究部）
緊急事態宣言下における医療機関受診に関する意
識調査：WEB質問紙調査による横断研究

O-24-2-2 北村 知穂 （仙台市健康福祉局保健所）
チェックリストを用いた新型コロナウイルス感染
症の院内感染対策状況の確認

O-24-2-3 大林 航 （佐賀県唐津保健所）
離島での新型コロナウイルス感染症（COVID-
19）の概要と抗原キットを用いた保健所の対応

O-24-2-4 森屋 一雄 （佐賀県健康福祉部健康増進課）
離島での新型コロナウイルス感染症（COVID-
19）に係る防災ヘリを用いた県対策本部の対応

O-24-2-5 宇野 春日 （名古屋市保健所中保健センター）
COVID-19患者への在宅酸素療法を用いた早期
医療介入に関する中保健センターの取り組み

座長：前田 秀雄（東京都北区保健所）

O-24-3-1 池田 史朗 （川崎市健康安全研究所感染症情報センター担当）
川崎市における新型コロナウイルス感染症の流行
時期別発生状況に関する検討

O-24-3-2 鈴木 花津 （仙台市健康福祉局保健所）
仙台市の新型コロナウイルス感染症患者発生の状
況と感染拡大防止に向けた取り組み

O-24-3-3 森 喜郎 （香川大学医学部衛生学教室）
テキストマイニングを用いたCOVID-19ワクチ
ン接種に対する医療従事者の意識調査

O-24-3-4 湊 健太 （京都大学大学院医学研究科医療経済学分野）
新型コロナウイルス感染症第1波が高齢者脆弱性
骨折に与えた影響

O-24-3-5 四方 哲 （京都府山城北保健所）
COVID-19感染症：同居家族の陽性率とその推
移

座長：杉下 由行（東京都福祉保健局感染症対策部）

O-24-4-1 瀬戸 順次 （山形県衛生研究所微生物部）
時空間三次元地図を用いたCOVID-19流行の可
視化

O-24-4-2 木下 真里 （高知県立大学看護学部）
感染症パンデミックに対する地域の医療・介護・
福祉・教育従事者の反応について

O-24-4-3 鈴木 まき （三重県伊勢保健所）
県型保健所と管轄市が連携し新型コロナウイルス
感染症対応した1事例

O-24-4-4 堀切 将 （福島県相双保健福祉事務所）
新型コロナウイルス感染症検査における自治体と
保健所の連携体制

O-24-4-5 島田 裕平 （東京大学大学院医学系研究科）
新型コロナウイルス感染症の入院病床確保政策の
効果：公立・公的・民間病院別の分析

座長：吉村 和久（東京都健康安全研究センター）

O-24-5-1 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）
新型コロナ流行前後で救急往診サービスを利用し
た発熱・感冒の患者割合と重症度変化

O-24-5-2 岡本 悦司 （福知山公立大学）
新型コロナの医療費推計：協会けんぽデータによ
る分析

O-24-5-3 渡邊 周介 （京都大学大学院医学研究科医療経済学分野）
冠動脈カテーテルインターベンションの実施への
新型コロナウイルス感染症の流行の影響

O-24-5-4 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）
新型コロナウイルス感染症退院後の新規発症疾患
に関する検討：-LIFE Study-

O-24-5-5 水越 厚史 （近畿大学医学部環境医学・行動科学教室）
オフィス環境におけるCOVID-19のクラスター
発生に関するシミュレーション

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）

O-24-6-1 白川 康一 （京都大学東南アジア地域研究研究所環境共生研
究部門）
ウイルス株の変遷とCOVID-19感染症の患者動
態変化に対する波形解析について

O-24-6-2 佐久間信行 （日高振興局保健環境部保健行政室（北海道浦河
保健所））
新型コロナ患者急増時の対応

O-24-6-3 市川 守佑 （三重県庁医療保健部医療介護人材課）
へき地医療機関にて経験した新型コロナウイルス
感染症クラスター事例

O-24-6-4 林 慧茹 （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）
COVID-19パンデミック下の介護施設から急性
期病院へ入院の分割時系列解析

O-24-6-5 中野 政之 （高知学園大学健康科学部管理栄養学科）
新型コロナウイルスによる感染者が少ない地域で
の食生活の変容に関する基礎的研究

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）

O-24-7-1 小室 慶子 （茨城県衛生研究所）
茨城県衛生研究所におけるSARS-CoV-2の検査
状況について

O-24-7-2 松本 良二 （千葉県夷隅保健所）
地域で防いだ高校での新型コロナウイルス感染爆
発：社会関係資本の重要性

O-24-7-3 窪 優太 （星城大学リハビリテーション学部）
COVID-19禍における地域在住高齢者の孤食と
体重変動に関する縦断研究

O-24-7-4 川村 太一 （神奈川県健康医療局医療危機対策本部）
神奈川県で行った新型コロナウイルス感染症の宿
泊・自宅療養者向けアンケート調査結果

O-24-7-5 松岡 裕之 （長野県飯田保健所）
市販されている新型コロナウイルス抗原定性検査
キットの感度比較

座長：小竹 桃子（東京都福祉保健局医療政策部）

O-24-8-1 黒澤 克樹 （国立感染症研究所実地疫学専門家養成コース）
食品加工工場の外国人労働者に対するCOVID-
19対策についてのアンケート調査

O-24-8-2 土方 奈々 （豊島区池袋保健所）
豊島区池袋保健所の新型コロナウイルス感染症流
行期における業務の逼迫

O-24-8-3 原 康之 （三重県医療保健部感染症情報プロジェクトチー
ム）
精神科病院における新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）クラスター事例と対応

O-24-8-4 羽山 実奈 （八尾市保健所）
外国人居住地域COVID-19感染の収束に至る外
国人会、地域医療、行政多部局連携

O-24-8-5 武藤 剛 （北里大学医学部衛生学単位）
新型コロナウイルス感染予防対策コンサルテー
ション連携：室内クラスター化の阻止

座長：近藤 久禎（国立病院機構本部DMAT事務局）

O-24-9-1 伊藤 龍 （一橋大学経済学部）
ＣＯＶＩＤ－19業種別ガイドラインに学ぶガイ
ドライン運用のあり方

O-24-9-2 伊藤ゆかり （大阪府立大学）
新型コロナウイルス感染症の子どもへの影響と支
援方策

O-24-9-3 山野 則子 （大阪府立大学）
新型コロナウイルス感染症の機関調査から見える
子どもたちへの影響と支援方策

O-24-9-4 前田 知穂 （吹田市健康医療部地域保健課）
感染管理認定看護師と保健所による高齢者施設等
に対する感染対策支援

O-24-9-5 三橋 利晴 （岡山大学病院新医療研究開発センター）
COVID-19に対応した看護師の不安・看護上の
課題の計量テキスト分析による探索

English Session/Oral

Chair：Nakamura Keiko（Tokyo Medical and Dental University）

O-E-1-1 Koyama Yohei
（Fukushima Medical University Center for
Intergrated Science and Humanity）
An ethnographic approach to the subjec-
tive well-being of Fukushima residents

O-E-1-2 Nsah Ayuk Nelly Laetia
（Department of Bioscience, Graduate
School of Agriculture, Ehime University）
Salivary alpha amylase, social factors and
food intake: Toon health study

O-E-1-3 Ando Tomoka
（Department of Medicine, Akita University
Graduate School of Medicine, Akita, Ja-
pan.）
Insomnia and lifestyle-related diseases
among Japanese male truck drivers

Chair：Wada Hiroo（Graduate School of Medicine, Juntendo
University）

O-E-2-1 Wakui Tomoko
（Tokyo Metropolitan Institute of Gerontol-
ogy）
Sleep Patterns in Caregivers: Examining
Between-and Within-person Associations

O-E-2-2 Ehara Akira（Department of Health Services Manage-
ment, Hiroshima International University）
Distance enabling inter-municipal coopera-
tion in daycare for mildly ill children

O-E-2-3 Yamada Masaaki
（University of Toyama, Epidemiology and
Health Policy）
Multilevel analysis of screen time and
school-level proportion of family rules

O-E-2-4 Lu Yukai （Division of Epidemiology, School of Public
Health, Tohoku University Graduate School
of Medicine）
Sleep Duration and Disability-free Life Ex-
pectancy: the Ohsaki Cohort 2006 Study
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O-E-2-5 Thonglor Romnalin
（Department of Global Health Entrepre-
neurship, Division of Public Health, Tokyo
Medical and Dental University）
Good perception on health and well-being
among Thai older people living alone

Chair：Kitajima Tsutomu（Faculty of Social Sciences, Kyorin
University）

O-E-3-1 Shan Yifan （Department of Public Health, Faculty of
Medicine and Graduate School of Medi-
cine, Hokkaido University, Kita 15 Jo Nishi
7 Chome, Kita-ku, Sapporo, 060-8638,
Japan）
Changes in behavioral activities and de-
pression improvement in community eld-
erly

O-E-3-2 Delizo Anna Katrina
（Research Institute of Community Care
Management）
Predicting Falls and Fall Injuries Among
Older Adults in Residential Care

O-E-3-3 Li Yaya （Graduate School of Medicine, Osaka Uni-
versity）
Interaction Effect of ICT use and Loneli-
ness on Cognitive Decline under COVID-
19

O-E-3-4 Matsubara Yuri
（Division of Public Health, Center for Com-
munity Medicine, Jichi Medical University）
Effective support for the siblings of chil-
dren with autism spectrum disorder

O-E-3-5 Imahashi Mayumi
（Nagoya Medical Center, Clinical Re-
search Center, Department of Infectious
Diseases & Immunology）
iTesting: The anonymous free-of-charge
HIV/STI testing preventing COVID-19

Chair：Iwagami Masao（Department of Health Services Re-
search, University of Tsukuba）

O-E-4-1 Ota Masaki （Research Institute of Tuberculosis, Ja-
pan Anti-Tuberculosis Association）
Analysis of 605 tuberculosis outbreaks,
Japan, 1993-2015: time, place, and site.

O-E-4-2 Suzuki Tomoya
（Department of Environmental Health Sci-
ence and Public Health, Akita University
Graduate School of Medicine）
Gender Differences in Factors Affecting
Human Papillomavirus Vaccines Behavior

O-E-4-3 Hirao Susumu
（Research Institute of Tuberculosis, Ja-
pan Anti-Tuberculosis Association）
QFT positivity among students from tuber-
culosis high burden countries in Shibuya

O-E-4-4 Huang Wei-Min
（National Chung Cheng University）
Intentional Behaviors of Healthcare Con-
sumers in a Telehealthcare System

Chair：Yoo Byung-Kwang（Kanagawa University of Human
Services）

O-E-5-1 Takemura Shigeki
（Department of Hygiene, School of Medi-
cine, Wakayama Medical University）
Hypertension-associated factors among
vibrating tool operators in public service

O-E-5-2 Bahrami Zeinab
（Department Environmental Engineering,
Graduate of engineering, Kyoto University,
Japan）
Health risk perception and Awareness of
air pollution: Scoping review

O-E-5-3 Wahida Musarrat Anita
（GSGES, Kyoto University）
Developing a risk function of PM2.5 and
Under 5 Child Mortality: A Review.

Chair：Inoue Mariko（School of Public Health, Teikyo Univer-
sity）

O-E-6-1 Onishi Kazunari
（Division of Environmental Health, Gradu-
ate School of Public Health, St.Luke's In-
ternational University）
Prediction of health effects of Asian dust
using aerosol forecast model in Japan

O-E-6-2 Sato Hideko（Tokyo Medical and Dental University）
Supportive messages and trust to help
patients in rural Tanzania to manage
NCDs

O-E-6-3 Miyashita Ayano
（Tokyo Medical and Dental University）
Developing mHealth protocol to support
NCD patients in rural Tanzania

O-E-6-4 Ohmachi Mayumi
（Japan International Cooperation Agency）
Major findings of the End-line survey of
Ghana MCH RB Project 1. MCH

O-E-6-5 Sakurai Kyoko
（Japan International Cooperation Agency
（JICA））
Major findings of the End-line survey of
Ghana MCH RB Project 2. Nutrition

Chair：Ichikawa Masao（Faculty of Medicine, University of
Tsukuba）

O-E-7-1 Ueno Satomi（Faculty of Nursing, Seisen Jogakuin Col-
lege）
Association between Dietary Habits and
Type 2 Diabetes in Yangon Myanmar

O-E-7-2 Khatoun Abbas
（Kyoto University, Graduate School of
Medicine, Department of Healthcare Eco-
nomics and Quality Management）
Quantitative Evaluation of Broad-Spec-
trum Antibiotic Use at Hospital Level

O-E-7-3 Kobayashi Hideyuki
（National Institute of Occupational Safety
and Health, Japan）
Capability-based well-being evaluation for
general aged inhabitants

O-E-7-4 Ito Norihiko（Hokkaido Esashi public health center）
COVID-19 patients transport on Okushiri
Island, from April 21 to Dec. 9 of 2020

Chair：Goto Aya（Center for Integrated Science and Humani-
ties, Fukushima Medical University）

O-E-8-1 Iwai Hilomi（Teikyo Unibersity, Faculty of Pharma-Sci-
ence Laboratory of Environmental Health
and Global Health）
Estimating the extent of COVID-19 fatal
risk of dialysis with published data

O-E-8-2 Yamamoto Yumiko
（Yamamoto Junkankinaika-Ganka Clinic）
Survey of side effects and mental change
after COVID-19 vaccination

O-E-8-3 Paudel Sushila
（University of Kochi）
An experience report of a Foreign Nurse at
Vaccination Center in Japan

O-E-8-4 Ozawa Shun（School of Medicine, Hokkaido University）
Real-time data collection, analysis and
sharing for COVID-19 in Sapporo City

O-E-8-5 Tran Hue （Japan Foundation of AIDS Prevention）
COVID-19 related risk factors for mental
health, QOL among Vietnamese migrants

O-E-8-6 Matsudaira Kei
（Oshima Branch Office of Tokyo Island
Public Health Center, Bureau of Social
Welfare and Public Health, Tokyo Metro-
politan Government）
COVID-19 cluster at workers' dormitory in
Tokyo Islands


