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●特集

コロナで進化・加速する
オンライン＆デジタル保健



地域保健 &オンライン市役所 コラボイベント
オンライン市役所に
「保健師とつながろう課」ができました！

（株）東京法規出版　地域保健編集部　
TEL:03-5977-0353 ／ FAX:03-5977-0385
E-mail:chiikihoken@tkhs.co.jp
地域保健公式WEB：https://www.chiikihoken.net/
Facebook ページ：https://www.facebook.com/chiikihoken

イベントに関する最新のお
知らせは地域保健WEBや
FBページをご覧ください

お申し込み・お問い合わせ先

オンライン市役所とは
　オンライン市役所とは、地域や職場を超えて他の自治体
の方と同じ悩みや不安を共有、相談したり、積み重ねてき
た貴重なノウハウを共有、引き継ぐことができるオンライ
ンプラットフォームです。
　「国家公務員・地方公務員」問わず、現役の公務員であ
れば、どなたでも参加可能です。

https://online-shiyakusho.jp

　地域保健 11 月号の特集では、オンライン市
役所に入庁した行政保健師さんたちに実際の活
動の様子を座談会（P.8）で語ってもらいました！
　座談会では語り切れなかった熱い気持ちや、
この座談会がきっかけで生まれた「保健師とつ
ながろう課」のその後について、誌面の枠を飛
び出しオンラインで全国の保健師さんとつなが
るイベントを企画しました。人と地域を動かすに
はまず自分から！
　皆さまのご参加をお待ちしています。

11月号をお手元に
ご用意の上

ご参加いただけると
より楽しめます

発足記念  オンライン交流会

※お申し込みの方に後日 
　Zoom アドレスを送ります。

●日時…………2020年11月29日（日）14時～16時
●参加費………無料
●参加資格……保健師活動にご興味のある方なら
　　　　　　　どなたでも（公務員以外でも参加可）
●定員…………50名（先着順）

●お申し込みについて、詳しくは下記ご参照ください

https://www.chiikihoken.net
/event/2020/10/19/8218
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松岡典子さんピープル▶74 （NPO法人ＭＣサポートセンターみっくみえ代表）

山下 遼さんひよこ、ホップ、ステップ、ジャンプ！▶2 （磐田市健康福祉部健康増進課）

【座談会】オンライン市役所のつながりを保健師活動に生かす8

◎黒濵　綾子さん （鳴門市健康福祉部長寿介護課、保健師）
◎島川　智香さん （草津市子ども未来部子育て相談センター、保健師）
◎永岡加寿子さん （富田林市健康推進部高齢介護課、保健師）
◎納　翔一郎さん （富田林市市長公室都市魅力課）＝司会
◎脇　雅昭さん （神奈川県政策局未来創生担当部）

◉出席者  （五十音順）

介護予防を目的としたスマートフォンアプリケーション　オンライン通いの場アプリ 18
島田裕之（国立長寿医療研究センター）

LINE アプリでDV・妊娠 SOS・性暴力相談22
取材先：西﨑水泉さん（三重県子ども・福祉部）

母子手帳アプリ「おぶいく」の活用26 取材先：稲垣あや菜さん（大府市健康文化部）

乳幼児健診情報について50 中板育美（武蔵野大学看護学部）

緊急事態宣言下に立ち上げた 24時間相談　オンラインまちの赤ちゃん保健室30
榊原久子（新渡戸文化短期大学）

AI「KIBITⓇ」を用いた児童虐待早期発見に向けた取り組み36
山本麻里（株式会社 FRONTEO）

「オンライン資格確認」で医療・保健が変わる40
取材先：山下 護さん（厚生労働省保険局医療介護連携政策課）

医療的ケア児等医療情報共有システム（MEIS）について46
取材先：厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課

神保宏子（杉並区高井戸保健センター）

NPO法人みかんぐみとの協働提案事業
重症心身障害児・医療的ケア児（未就学児）のピア相談

活動報告▶54



2地域保健  2020.11

　

静
岡
県
磐
田
市
に
は
、「
バ
リ
ス
タ
保
健
師
」

と
呼
ば
れ
る
男
性
保
健
師
が
い
る
。
磐
田
市
役
所

に
入
庁
し
て
４
年
目
と
な
る
山
下
遼
さ
ん
は
、
磐

田
市
で
は
３
人
目
の
男
性
保
健
師
だ
。

　

写
真
撮
影
日
、
マ
イ
ポ
ッ
ト
を
持
参
し
て
さ
っ

そ
う
と
現
れ
、
接
客
で
身
に
つ
い
た
美
し
い
姿
勢

と
と
び
き
り
の
笑
顔
を
披
露
し
て
く
れ
た
。

 

「
バ
リ
ス
タ
保
健
師
」
の
秘
密
は
、
そ
の
異
色
の

経
歴
に
あ
る
よ
う
だ
が
│
│
│
│
。

 

「
高
校
２
年
生
で
進
路
を
考
え
た
と
き
、
興
味
が

あ
り
、
か
つ
、
自
分
の
た
め
に
も
人
の
た
め
に
も

な
る
仕
事
を
選
ぼ
う
と
思
い
ま
し
た
。
浮
か
ん
だ

の
は
ジ
ャ
ン
ル
の
異
な
る
４
つ
の
職
業
、
ア
パ
レ

ステッ
プ ジャン

プ！
ホップ★ ★

ひよこ

多
様
な
価
値
観
を
持
つ
海
外
の
方
た
ち
へ
の
対
応
に
も

自
分
の
経
験
を
生
か
し
て
い
き
た
い

山
下  

遼
さ
ん
●
磐
田
市 

健
康
福
祉
部 

健
康
増
進
課

や
ま
し
た
・
り
ょ
う

文：太田美由紀　写真：内藤昭太

職場から歩いてすぐの場所にある遠江国分寺史跡公園にて。大木がしっかりと根を
張り、太い枝葉を伸ばしていくように、山下さんの多彩な経験が現在に生きている
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特
集

　新型コロナ感染症の拡大は社会の在り方を大きく変えようとしている。
ソーシャルディスタンスを保つため、多くの分野でオンライン化、デジ
タル化が推進されつつある。今月号では、地域保健分野においてオンラ
イン化、デジタル化を進めている潮流を特集する。

8 【座談会】
オンライン市役所のつながりを保健師活動に生かす

◎黒濵　綾子さん（鳴門市健康福祉部長寿介護課、保健師）
◎島川　智香さん（草津市子ども未来部子育て相談センター、保健師）
◎永岡加寿子さん（富田林市健康推進部高齢介護課、保健師）
◎納　翔一郎さん（富田林市市長公室都市魅力課）＝司会
◎脇　雅昭さん　　（神奈川県政策局未来創生担当部）

26 母子手帳アプリ「おぶいく」の活用
◎取材先：稲垣あや菜さん（大府市健康文化部）

18 介護予防を目的としたスマートフォンアプリケーション
オンライン通いの場アプリ 　

◎島田裕之（国立長寿医療研究センター）

30 緊急事態宣言下に立ち上げた 24時間相談
オンラインまちの赤ちゃん保健室

◎榊原久子（新渡戸文化短期大学）

40「オンライン資格確認」で医療・保健が変わる　
◎取材先：山下 護さん（厚生労働省保険局医療介護連携政策課）

36 AI「KIBIT
®」を用いた児童虐待早期発見に向けた取り組み

◎山本麻里（株式会社 FRONTEO）

46 医療的ケア児等医療情報共有システム (MEIS) について
◎取材先：厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課

50 乳幼児健診情報システムについて
◎中板育美（武蔵野大学看護学部）

22 LINE アプリでDV・妊娠 SOS・性暴力相談
◎取材先：西﨑水泉さん（三重県子ども・福祉部）

コロナで
進化・加速する
オンライン＆
デジタル保健

（出席者）
※五十音順
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バックナンバー紹介

2019 年 9 月号
特集「 性暴力被害者支援　─現状と課題」
これまであまり深く語られることがなかった性暴力の
被害者支援について、トラウマケア、感染症や妊娠・
出産、児童虐待、DVなど、保健師が深く関わる部分
を中心に取り上げる。

2019 年 11 月号
特集「 高齢者の保健事業と介護予防の一体的

実施に向けて」
高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の全体像と
ともに、通いの場、国保データベース、フレイルの概
念などのトピックを解説。自治体や後期高齢者医療広
域連合の好事例も紹介する。座談会では一体的実施に
おける保健師の役割を中心に考える。

2020 年 5 月号
特集「 健康経営を地域と企業のコラボレー

ションで」
健康経営とは従業員の健康管理を経営的な視点から戦
略的に実践すること。健康経営の本質を考え、地域・
職域連携による健康経営の具体的な姿を探っていく。

2019 年 7 月号
特集「 災害時に配慮を要する在宅療養者への支援

  ─ 難病等で医療的ケアが必要な人を中心に」
地震や豪雨などの自然災害が頻発している。災害時に
医療的ケアが必要な人に保健師がどのような支援をす
ればよいかをまとめた。

2020 年 7 月号
特集「 どこからが体罰か

  ─ 体罰等によらない子育て推進における母子保健の役割」
「体罰等によらない子育て推進」ガイドラインの解説、
逆境的小児期体験の心身への影響、虐待予防最前線と
して母子保健に期待される役割などをまとめる。

◉年6回、隔月〔奇数月〕1日発行
◉Ｂ5判、総100頁（本文96頁、表紙4頁）
◉価　格 1冊あたり　1,370円+税、送料154円
 年間購読　　《公費前納および個人》8,137円（税込、送料弊社負担）
 年間購読　　《公費後納》9,042円（税込、送料弊社負担）
 ※書店の方は下記にお問い合わせください。

　電話　03-5977-0300　FAX  03-5977-0385　ウェブ　http://www.tkhs.co.jp
お申し込み

（2016年 3月号まで） 857 円 +税＋送料 154円 （2016年 5月号から）1,370 円 +税＋送料 154円
※バックナンバーの価格 

（株）東京法規出版　地域保健編集部
 FAX：03－5977－0385

2020 年 9 月号
特集「 コロナ時代の災害支援」
近年多発する地震、豪雨などの自然災害時におけるコ
ロナ対策のあり方についてまとめる。

  ─ ウイルスと共存する社会の健康づくり」
座談会「コロナ時代の保健活動

ソーシャルディスタンスを保つなど、新しい生活様式
を定着させる中で、住民の健康を守る保健師の活動を
継続する方法などについて話し合う。

2020 年 1 月号
新春座談会「保健師の業務を効果的・効率的に進める

保健師の業務を効果的・効率的に進めるために、行政
経営の視点などを参考に、統括保健師の果すべき役割
を考える。

特集「子どもの自殺を防ぐ─10代を中心に」
全体の自殺者数が減る中で 10代は横ばいもしくは増
えている。その実態と対策。

─統括保健師は何をすべきか」

─気づき、抱負、今後のビジョン」

2020 年 3 月号
特集「 認知症施策推進大綱で保健師の地域活

動はどう変わる？」
共生と予防を車の両輪とする「認知症施策推進大綱」。
座談会や事例などを通して、大綱が保健師の役割にど
んな影響があるのか読み解いていく。

特別座談会「厚生労働省での学びを地域に

全国の自治体から出向や研修派遣で厚生労働省に来て
いる保健師たちが集い、仕事のやりがいや新しく学ん
だことなどを自由に語り合う。

お申し込みは
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※変更になる場合がございますので、ご了承ください。

竹下明里さん（佐世保市子ども未来部子ども保健課）ひよこ、ホップ、ステップ、ジャンプ！

日高庸晴（宝塚大学看護学部）新連載 保健師に求められる LGBTs の知識と支援の在り方

八木知美（ 葉善〈HAZEN〉、保健師）新連載 保健師のセルフケアに生かすバッチフラワー

門川良平さん（すなばコーポレーション株式会社 代表）ピープル

特集 1 健康危機管理能力を高める─新型コロナ対策を中心に

特集 2 コロナ禍とメンタルヘルス─コロナうつを中心に

◎日本版CDCの必要性  岡部信彦（川崎市健康安全研究所）

◎新型インフルエンザ等対策特別措置法の問題点
 齋藤智也（国立保健医療科学院健康危機管理研究部）

◎座談会「地域の健康危機管理能力を高める」
　　　　　　～保健師が望むこと、保健師にできること～
　【出席者】中板育美さん（武蔵野大学）＝司会 /内田勝彦さん（全国保健所長会）/
　　　　　　清田啓子さん（全国保健師長会）/二宮博文さん（港区みなと保健所）

◎コロナうつを防ぐ 影山隆之（大分県立看護科学大学）

◎コロナうつと支援者支援 大塚耕太郎（岩手医科大学医学部）

◎コロナ禍における地域の自殺対策 本橋 豊（いのち支える自殺対策推進センター）
◎長野モデルにみる産後うつ、コロナうつの予防
 町田和世（長野市保健所）

◎香芝市保健センターの取り組み 高岡恵津子（香芝市保健センター）
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