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長
崎
県
佐
世
保
市
は
、
多
彩
な
顔
を
持
つ
都
市

だ
。
か
つ
て
は
軍
港
の
町
と
し
て
発
展
し
、
現
在

で
も
海
上
自
衛
隊
や
米
海
軍
の
基
地
が
所
在
し
て

い
る
。
そ
の
一
方
で
、
湾
に
無
数
の
島
が
散
り
ば

め
ら
れ
て
い
る
九く

じ
ゅ
う
く
し
ま

十
九
島
の
美
し
い
景
観
や
、
ア

ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト
パ
ー
ク
の
ハ
ウ
ス
テ
ン
ボ
ス
は

観
光
地
と
し
て
も
人
気
が
高
い
。
そ
ん
な
特
色
豊

か
な
土
地
で
の
保
健
活
動
に
つ
い
て
、
３
年
目
の

保
健
師
、
竹
下
明
里
さ
ん
に
伺
っ
た
。

　

佐
世
保
市
の
中
で
も
、
周
囲
に
田
ん
ぼ
が
広
が

る
、
自
然
豊
か
な
土
地
で
生
ま
れ
育
っ
た
竹
下
さ

ん
。
小
学
校
の
授
業
で
は
、
田
植
え
体
験
や
泥
ん

こ
遊
び
な
ど
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。

　

子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
、
将
来
は
医
療
関
係
の
仕

事
に
就
き
た
い
と
い
う
思
い
を
持
っ
て
い
た
が
、

い
ち
ば
ん
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
、
小
学
校

高
学
年
の
と
き
に
、
お
祖
父
さ
ん
が
脳
梗
塞
で
倒

れ
た
こ
と
だ
っ
た
そ
う
だ
。

 

「
元
々
は
、
か
く
し
ゃ
く
と
し
た
祖
父
で
し
た
が
、

あ
る
日
突
然
に
寝
た
き
り
に
な
り
、
入
退
院
を
繰

り
返
し
た
の
ち
に
、亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

高
血
圧
で
し
た
が
、
味
付
が
濃
い
料
理
や
お
酒
が

好
き
な
食
生
活
が
よ
く
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
そ
ん
な
祖
父
と
、
生
前
に
も
っ
と
話
せ
た

ら
よ
か
っ
た
と
思
う
に
つ
け
、
重
篤
な
状
態
に
な

る
前
に
ケ
ア
で
き
る
仕
事
が
し
た
い
と
い
う
気
持

ち
が
大
き
く
な
り
ま
し
た
」

　

以
来
、
中
学
、
高
校
と
、
い
ず
れ
は
看
護
師
か

保
健
師
に
な
る
こ
と
を
見
据
え
て
過
ご
し
た
竹
下

さ
ん
。
大
学
受
験
に
あ
た
り
、
担
任
の
先
生
に
ど

の
大
学
に
進
学
し
た
ら
い
い
か
相
談
し
た
と
こ

ろ
、「
単
一
学
科
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
医
療

学
科
が
あ
る
大
学
の
ほ
う
が
視
野
が
広
が
っ
て
い

い
」
と
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
た
そ
う
だ
。
そ
の
言

葉
に
従
っ
て
、
長
崎
大
学
医
学
部
保
健
学
科
看
護

学
専
攻
課
程
へ
入
学
す
る
こ
と
に
し
た
。
卒
業
時

に
は
看
護
師
と
保
健
師
の
両
方
の
受
験
資
格
を
得

ら
れ
る
こ
と
も
決
め
手
と
な
っ
た
。

 

「
大
学
に
は
、
医
学
部
だ
け
で
な
く
、
歯
学
部
や

薬
学
部
も
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
同
じ
医
学
部
内

で
も
、
作
業
療
法
や
理
学
療
法
な
ど
の
学
科
も
あ

り
、
共
通
の
授
業
で
は
与
え
ら
れ
た
テ
ー
マ
に
対

し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ

て
良
い
経
験
に
な
り
ま
し
た
。
部
活
は
バ
ド
ミ
ン

ト
ン
部
に
所
属
し
て
い
た
の
で
す
が
、
当
時
の
友

達
と
は
い
ま
も
交
流
が
あ
り
、
保
健
師
の
仕
事
で

困
っ
た
と
き
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
医
療
職
の
観
点
か

ら
相
談
に
乗
っ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
」

　

大
学
で
専
門
的
な
勉
強
を
し
て
い
く
中
で
、
一

時
は
「
看
護
師
に
な
る
の
も
い
い
か
も
」
と
考
え

た
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。し
か
し
、４
年
生
に
な
っ

て
看
護
師
と
保
健
師
の
双
方
の
実
習
を
受
け
、
将

来
へ
の
道
標
が
は
っ
き
り
と
見
え
る
よ
う
に
な
っ

て
き
た
そ
う
だ
。

 

「
看
護
実
習
で
は
、
何
度
も
入
退
院
を
繰
り
返
す

精
神
患
者
さ
ん
や
、
糖
尿
病
か
ら
透
析
に
至
っ
た

患
者
さ
ん
に
出
会
い
、『
こ
う
な
る
前
に
で
き
る

こ
と
は
な
か
っ
た
の
か
』
と
強
く
思
う
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
保
健
師
の
実
習
は
、
現
在

の
職
場
の
佐
世
保
市
に
行
っ
た
の
で
す
が
、
特
定

保
健
指
導
、
健
康
教
育
、
訪
問
な
ど
の
実
際
を
知

る
こ
と
が
で
き
、
予
防
の
視
点
で
市
民
と
関
わ
れ

る
保
健
師
を
目
指
そ
う
と
決
心
し
た
の
で
す
」

　

当
時
は
な
か
な
か
保
健
師
の
就
職
が
難
し
い
状

況
下
だ
っ
た
が
、
竹
下
さ
ん
は
第
一
希
望
の
佐
世

保
市
に
入
職
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
念
願
の
保
健

ステッ
プ ジャン

プ！
ホップ★ ★

ひよこ

住
民
に
寄
り
添
う
支
援
を
心
が
け
、

誰
か
ら
も
安
心
し
て
頼
っ
て
も
ら
え
る

保
健
師
に
な
り
た
い

竹
下
明
里
さ
ん
●
佐
世
保
市
　
子
ど
も
未
来
部
　
子
ど
も
保
健
課

た
け
し
た
・
あ
か
り

文：白井美樹　写真：豊田哲也

職場から徒歩５分。長いアーケードで知られる三ヶ町商店街の中に子ども発達センター
があり、利用しやすい便利な場所で市民にも親しまれているという

大
学
で
幅
広
い
視
点
を
身
に
つ
け

保
健
師
に
な
る
こ
と
を
決
意

初
め
て
出
会
っ
た
困
難
な
ケ
ー
ス

で
寄
り
添
う
支
援
を
学
ぶ

長崎県

佐世保市

お
祖
父
さ
ん
の
脳
梗
塞
を
き
っ
か

け
に
看
護
師
か
保
健
師
に
な
る
こ

と
を
目
指
す

お昼休みに佐世保市保健師の皆さんと。何か困ったことがあると先輩が親身になって相談
に乗ってくれる。竹下さんはその先輩たちの背中を見ながら日々成長している
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特
集
１

22 日本版CDCの必要性
◎岡部信彦（川崎市健康安全研究所）

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

8 【オンライン座談会】
地域の健康危機管理能力を高める
─保健所、保健師の課題から見えてくるもの

健康危機管理能力
を高める

（出席者）

◎中板育美さん
（武蔵野大学看護学部）
＝司会

◎清田啓子さん
（全国保健師長会、北
九州市子ども家庭局子
ども家庭部）

◎内田勝彦さん
（全国保健所長会、
大分県東部保健所）

◎二宮博文さん
（港区みなと保健所）

新型コロナ対策を中心に

　新型コロナウイルスの感染拡大は、わが国の健康危機管理体制の脆弱
性を浮き彫りにした。特に地域の健康危機管理の拠点である保健所では、
コロナ対応で深刻なマンパワー不足に陥り、疲弊しているスタッフの様
子がたびたび報道された。多くの保健所では業務の外注や都道府県から
の人的支援などでしのいでいるが、既に第 3 波も発生し、状況は予断
を許さない。保健所の危機を招いた背景には、長年にわたる感染症に対
する危機意識の低下や市町村への権限移譲による保健所統廃合などがあ
るが、現場では国の制度改正を待つわけにはいかない。　
　特集では、国の健康危機管理の在り方を論じるとともに、座談会で地
域における健康危機管理能力を高める方策を考える。
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コロナ禍と
メンタルヘルス

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
が
続
く

中
、「
コ
ロ
ナ
う
つ
」（
※
）
が
増
え
、
自
殺
者

数
の
増
加
も
み
ら
れ
る
。
背
景
に
は
倒
産
や
失

業
な
ど
の
経
済
的
要
因
の
ほ
か
、
平
時
に
は
さ

ま
ざ
ま
な
支
援
で
よ
う
や
く
心
の
バ
ラ
ン
ス
を

保
っ
て
い
た
人
た
ち
が
、
三
密
を
避
け
る
な
ど

の
新
し
い
生
活
様
式
の
実
践
で
支
援
が
届
か
な

く
な
り
、
孤
立
を
深
め
て
し
ま
う
な
ど
の
事
情

が
あ
る
。
コ
ロ
ナ
禍
に
端
を
発
す
る
メ
ン
タ
ル

ヘ
ル
ス
の
問
題
に
対
し
て
、
行
政
と
し
て
は
ど

の
よ
う
な
打
開
策
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

※
「
コ
ロ
ナ
う
つ
」
は
医
学
用
語
で
は
な
く
マ
ス
コ
ミ
用
語

32「コロナうつ・コロナ不安」を防ぐ
◎影山隆之（大分県立看護科学大学）

40 コロナ禍における地域の自殺対策
◎本橋 豊、木津喜 雅、吉野さやか（いのち支える自殺対策推進センター）

36 コロナ下のメンタルヘルスと支援者支援
◎大塚耕太郎、赤平美津子、三條克巳（岩手医科大学医学部）

44 長野モデルにおける産後うつ支援とコロナ禍での母子支援活動
◎長野市保健所健康課母子保健担当

48 市民の心を支える保健センターの存在
◎高岡恵津子（香芝市保健センター）

コ
ロ
ナ
う
つ
を
中
心
に

特
集
２
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「
勉
強
を
進
ん
で
や
ら
な
い
子
ど
も
た
ち
に
、
ど

う
す
れ
ば
楽
し
く
学
ん
で
も
ら
え
る
か
、
ど
う
す

れ
ば
振
り
向
い
て
も
ら
え
る
か
を
ず
っ
と
考
え
て

き
ま
し
た
。
ゲ
ー
ム
を
学
習
に
取
り
入
れ
る
と
と

て
も
効
果
的
だ
と
い
う
こ
と
は
ず
っ
と
感
じ
て
い

た
ん
で
す
。
ゲ
ー
ム
は
自
分
が
プ
レ
イ
ヤ
ー
に

な
っ
て
展
開
す
る
構
造
を
持
つ
の
で
受
け
身
で
は

い
ら
れ
な
い
。
必
然
的
に
主
体
的
に
な
ら
ざ
る
を

得
ま
せ
ん
。
自
然
に
楽
し
み
な
が
ら
能
動
的
に
考

え
、
行
動
し
、
試
行
錯
誤
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
に
大
き
な
可
能
性
を
感
じ
て
い
ま
す
」

　

門
川
さ
ん
が
教
育
に
興
味
を
持
っ
た
き
っ
か
け

は
学
生
時
代
、
ゼ
ミ
で
教
育
法
を
選
び
不
登
校
支

援
の
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て

飛
び
込
ん
だ
こ
と
だ
っ
た
。

 

「
そ
こ
で
出
会
っ
た
子
ど
も
た
ち
は
、
学
校
に
は

行
け
な
く
て
も
、
自
由
闊
達
に
話
を
す
る
し
、
学

習
意
欲
も
あ
る
子
も
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
子
ど

も
た
ち
が
何
を
き
っ
か
け
に
学
校
に
行
か
な
く

な
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
疑
問
に
思
い
ま
し
た
」

　

学
生
時
代
は
法
学
部
。
教
員
免
許
も
取
得
し
て

お
ら
ず
心
理
学
系
の
大
学
院
進
学
も
検
討
し
て
い

た
が
、
大
学
卒
業
後
は
ベ
ネ
ッ
セ
コ
ー
ポ
レ
ー

シ
ョ
ン
に
就
職
。
教
材
開
発
や
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ

な
ど
に
携
わ
っ
た
。
公
教
育
と
連
携
し
て
社
会
貢

献
も
し
て
い
る
と
い
う
手
応
え
が
あ
り
面
白
か
っ

た
が
、
子
ど
も
た
ち
の
課
題
な
ど
を
理
解
で
き
て

い
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
を
抱
き
、
10
年
を
節

目
と
し
て
退
職
。
通
信
制
大
学
で
学
び
教
員
免
許

を
取
得
し
東
京
都
の
小
学
校
教
員
と
な
っ
た
。

 

「
教
育
に
つ
い
て
き
ち
ん
と
勉
強
し
た
い
、
現
場

を
知
っ
て
お
き
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
強
か
っ
た

ん
で
す
ね
。
次
男
が
生
ま
れ
た
タ
イ
ミ
ン
グ
で
会

社
を
辞
め
、
１
年
半
を
勉
強
と
教
育
実
習
に
あ
て

ま
し
た
。
無
給
で
す
が
、
ち
ょ
う
ど
育
休
の
よ
う

な
期
間
に
も
な
り
ま
し
た
ね
（
笑
）」

　

民
間
の
通
信
教
育
と
公
立
の
小
学
校
教
員
と
い

う
異
な
る
二
つ
の
立
場
だ
が
、子
ど
も
た
ち
の「
学

び
」
へ
の
意
欲
を
ど
う
引
き
出
す
か
と
い
う
こ
と

に
、
常
に
心
を
砕
い
て
き
た
。

 

「
教
員
と
し
て
現
場
に
立
っ
た
の
は
２
年
間
。
大

変
だ
け
ど
面
白
か
っ
た
。
会
社
の
ス
パ
ン
は
１
年

く
ら
い
で
一
回
り
で
す
が
、
学
校
は
毎
日
Ｐ
Ｄ
Ｃ

Ａ
サ
イ
ク
ル
を
回
し
て
い
く
。
自
分
の
授
業
が
ダ

メ
だ
と
、
子
ど
も
た
ち
の
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
で
す
ぐ

に
分
か
る
。
学
校
で
の
体
験
と
教
員
に
な
る
た
め

の
勉
強
が
、
い
ま
で
も
大
事
な
ア
イ
デ
ア
の
素
と

し
て
と
て
も
役
立
っ
て
い
ま
す
」

　

門
川
さ
ん
が
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
に
出
会
っ
た
の
は
４
年

前
。
２
０
１
５
年
９
月
の
国
連
サ
ミ
ッ
ト
で
採
択

さ
れ
た
翌
年
の
こ
と
だ
っ
た
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
で
目
に

し
て
興
味
を
持
ち
調
べ
る
う
ち
に
、「
環
境
教
育

だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
こ
の
大
き
な
テ
ー
マ
を
子

ど
も
た
ち
に
伝
え
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
」

と
い
う
思
い
に
取
り
憑
か
れ
た
。

　

と
は
い
え
、
教
員
の
こ
ろ
を
振
り
返
る
と
仕
事

は
多
忙
の
極
み
だ
っ
た
。
授
業
で
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
を
分

か
り
や
す
く
展
開
す
る
の
は
か
な
り
難
し
い
と
い

う
現
場
感
覚
も
あ
っ
た
。

　

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
は
、
２
０
３
０
年
ま
で
に
持
続
可
能

で
よ
り
よ
い
世
界
を
目
指
す
国
際
目
標
、
17
の

ゴ
ー
ル
で
構
成
さ
れ
た
地
球
上
の
「
誰
一
人
取
り

残
さ
な
い
」誓
い
だ
。Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
目
標
に
は
、「
全

て
の
人
に
健
康
と
福
祉
を
」
と
い
う
保
健
分
野
に

関
わ
る
も
の
も
含
ま
れ
る
。
そ
の
他
に
も
、
貧
困

●ピープル ●

　

通
信
講
座
の
教
材
開
発
や
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
に
関
わ
っ
た
ス
キ
ル
、
小
学
校
教
員
と
し
て
子
ど
も
た
ち
と
関
わ
っ
た
実
績

を
生
か
し
て
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
（
持
続
可
能
な
開
発
目
標
）
を
楽
し
く
学
ぶ
カ
ー
ド
ゲ
ー
ム
「
ゲ
ッ
ト
・
ザ
・
ポ
イ
ン
ト
」
を
開
発
。

難
し
い
こ
と
を
子
ど
も
た
ち
に
ど
う
伝
え
る
か
に
心
を
砕
き
、
ゲ
ー
ム
や
漫
画
で
「
楽
し
み
な
が
ら
体
験
的
に
学
ぶ
」
こ
と

で
主
体
的
な
学
び
に
変
え
る
。
自
治
体
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
も
増
え
て
い
る
、
す
な
ば
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
門
川
さ

ん
に
お
話
を
伺
っ
た
。

楽
し
む
こ
と
で
興
味
関
心
は
動
き
出
す

子
ど
も
も
大
人
も
主
体
的
に
学
ぶ
仕
掛
け
は
同
じ

◉
す
な
ば
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社

　
代
表
取
締
役
社
長

門
川
良
平
さ
ん

写真：豊田哲也

● 

取
材
・
文 

…
…
…
… 

太
田
美
由
紀
（
ラ
イ
タ
ー
）

民
間
企
業
に
10
年
勤
務
後

教
職
を
と
り
小
学
校
教
員
へ

学
習
の
効
果
は

出
会
い
で
大
き
く
変
わ
る

●かどかわ・りょうへい●

1983年、京都府生まれ。大学卒業後、
株式会社ベネッセコーポレーションにて
教材開発・マーケティング・広告戦略を
担当。退職後、通信制大学にて小学校教
員免許を取得。東京都の公立小学校教員
として2年間の教員生活を経て出版社に
て学習事業のプロデューサーに。2019
年9月に独立し、すなばコーポレーショ
ン代表として学習ゲーム・ワークショッ
プ・学習マンガなどを開発。教育を軸に
自治体などともコラボレーションし、活
動の幅を広げている。
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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。

竹原真梨奈さん 、利田侑理さん（射水市保健センター）ひよこ、ホップ、ステップ、ジャンプ！

下  茉莉さん（かもみぃる　代表）ピープル

児童相談所と地域の関わり
─これからの社会的養育推進に生かす保健師の視点

特 集

◉社会的養育推進について保健師に知ってほしいこと】
　　　　　　　　　厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課

◉都道府県の事例〈三重県〉　三重県での社会的養育推進の取り組み
（三重県子ども・福祉部）　

◉中核市の事例〈明石市〉　明石こどもセンターの取り組み
　　　　　　　　　取材先：服部陽子さん／溝口和子さん（明石こどもセンター）　　

◉市町村の事例〈三沢市〉　「キッズセンターそらいえ」を活用した取り組み
　　　　　　　　　池田悦子／田鎖雅子（三沢市福祉部）

◉市町村の事例〈涌谷町〉　思いをひとつに「みんなで育てようわくやっ子」
　　　　　　　　　木村智香子（涌谷町子育て支援室）

◉特別区の事例〈江戸川区〉 江戸川区児童相談所はあとポートの取り組み　　　
　　　　　　　　　森岡喜久枝／吉田靖代（東京都江戸川区児童相談所）

◉特別養子縁組の民間との協働に　　　　　　　　森崎智恵子（一般社団法人ベアホープ）

◉フランスの児童虐待予防・社会的養育事情　　安發明子（フランス在住ライター）

◉座談会　児童相談所保健師の現場から
稲垣美登利さん（三重県中勢児童相談所）
小林幸恵さん（横須賀市児童相談所）
杉山眞澄さん（静岡県立大学）＝司会
義永直巳さん（京都府宇治児童相談所京田辺支所）

【出席者】
（五十音順)

榊原信子 （福井大学子どものこころの発達研究センター）

研究報告
　ー養育者支援によって子どもの虐待を低減するシステムの構築ー



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。

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。

2020 年 11 月号
特集「�コロナで進化・加速するオンライン＆

デジタル保健」
コロナ時代にあらゆる分野でオンライン化、デジタル
化が推進されつつある。地域保健領域におけるこれら
の潮流を概観する。

◉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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災害後も健やかな人生を送るための避難所づくりの要点がわかる！
避難所運営にかかわる自治体関係者、ボランティア団体、すべての人に役立つ必携本

１  ガイドライン
２  トイレ
３  衛生
４  肺炎
５  母子
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10  段ボールベッド
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18  海外の避難所
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災害の巨大化の中で、
避難所のあり方が厳しく問われている。

本書は、避難環境の改善と、
被災者の自立に向けての

強いメッセージになるに違いない。
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避難所づくりに活かす
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いのちと健康を守る
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好評発売中！
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