
令和4年1月1日発行　第53巻  第1号　隔月（奇数月）1回1日発行　昭和46年1月27日第3種郵便物認可　ISSN  2424-0826 令和4年1月1日発行　第53巻  第1号　隔月（奇数月）1回1日発行　昭和46年1月27日第3種郵便物認可

●
新
春
座
談
会
　
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
統
括
保
健
師
の
役
割
　
●
特
集 

「
高
齢
者
の
保
健
事
業
と
介
護
予
防
の
一
体
的
実
施
」の
推
進

2022

2
0
2
2

1

1

●新春座談会

コロナ禍における統括保健師の役割

東
京
法
規
出
版

株
式
会
社 

東
京
法
規
出
版

定
価
１
５
０
７
円
（
本
体
１
３
７
０
+
税
１０
％
）

〒
１
１
３
│
０
０
２
１

東
京
都
文
京
区
本
駒
込
２
│
29
│
22

─不安と混迷の時代に
●特集

「高齢者の保健事業と介護予防の一体的
　実施」の推進
─コロナ禍でいかに進めるか



1 地域保健  2022.1

C O N T E N T S
The Japanese Journal of Community Health Care

2 0 2 2 月

コロナ禍における統括保健師の役割 
─不安と混迷の時代に

情 報 Ｂ Ｏ Ｘ96 次号予告／奥付102

連 載

68 オンライン市役所だより 《第 5 回》  
　　　　　　　　　　　　／保健師とつながろう課

56 東京保健師ものがたり《第 5 回》／和泉慶子 80  短期連載　新型コロナ対策における地元大学教員の　　　　　　　
　　　　　　      保健所支援　 《 第4 回 最終回》  ／渥美綾子ほか

78 ESSAY 国際保健《第 47 回》／松田正己
88 保健師のための閑話ケア《第 98 回》／藤本裕明

中臣さんの環境衛生ウオッチング《第 83 回》／中臣昌広92

【新春座談会】
6

「高齢者の保健事業と介護予防の一体
 的実施」の推進

【特集】
26

─コロナ禍でいかに進めるか

イラストレーター・
スズキトモコ

新しい１年の始まりは
軽やかに、真っ白な世
界に飛び込むように滑
り出していきたいで
す。

http://www.
tomo-com.com

【Vol.53.No.1】 1

萩原美由紀さんピ ー プ ル ▶84 （アール・ド・ヴィーヴル）

田中千尋さん ひよこ、ホップ、ステップ、ジャンプ！▶2 （宇部市こども・若者応援課）

「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施」の推進について28
宇野 薫 （厚生労働省保険局高齢者医療課）

《事例　北海道恵庭市》    垣根を超えた相互理解から生まれる協力体制　36
桑原あゆみ、福井美奈子、中野 杏、菅原宏輔 （恵庭市保健福祉部）

《事例　大阪府藤井寺市》 生活習慣病予防を重視、コロナ禍のポピュレーション
アプローチに工夫

42
濱口紀子 （藤井寺市健康福祉部）

《事例　鹿児島県日置市》多職種連携・人材育成を力に46
松村千代実 （日置市市民福祉部）

《事例　兵庫県淡路市》   「まちぐるみ健診」会場で健診・相談・指導を一体的に51
水田明子 （淡路市健康福祉部）

コロナ禍における高齢者の機能低下とその予防  
─保健事業と介護予防の一体的実施を中心に 

32
津下一代 （女子栄養大学）

春山早苗さん （自治医科大学看護学部）＝司会

河西あかねさん（東京都多摩府中保健所）

山崎初美さん （神戸市健康局）　

（出席者）

心を守るための、心の取り扱い説明書Close Up ▶70 三宅 琢（株式会社 Studio Gift Hands 、産業医）

コロナ禍の行政保健師活動─文献検討で明らかになった悩みと課題、対策と成果研 究 報 告 ▶74
氏原将奈（淑徳大学看護栄養学部看護学科）、川島菜々子（淑徳大学看護栄養学部看護学科）、
井出浩一（埼玉県保健医療部健康長寿課）、佐藤太地（日本赤十字看護大学大学院看護学研究科）

福原 円さん（小山市保健福祉部）

鈴木秀洋さん（日本大学危機管理学部）



2地域保健  2022.13 地域保健  2022.1

　

山
口
県
の
西
南
部
に
位
置
し
、
瀬
戸
内
海
に
面

す
る
宇
部
市
。
工
業
都
市
の
イ
メ
ー
ジ
も
強
い

が
、
海
、
湖
、
山
と
美
し
い
景
観
に
恵
ま
れ
、
街

の
各
所
に
彫
刻
の
作
品
が
置
か
れ
る
な
ど
自
然
や

文
化
も
魅
力
と
な
っ
て
い
る
。
昨
年
は
市
制
施
行

１
０
０
周
年
を
迎
え
、
ま
す
ま
す
希
望
に
あ
ふ
れ

る
街
づ
く
り
へ
の
気
運
が
高
ま
っ
て
い
る
よ
う

だ
。
そ
う
し
た
中
、
２
年
目
の
保
健
師
田
中
千
尋

さ
ん
は
ど
ん
な
未
来
を
見
据
え
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。

　

宇
部
市
の
隣
、
山
口
市
で
生
ま
れ
育
っ
た
田
中

さ
ん
。
幼
少
期
は
屋
外
で
ア
ク
テ
ィ
ブ
に
遊
ぶ
の

が
好
き
だ
っ
た
と
い
う
。
習
い
事
に
対
し
て
も
熱

心
で
、
週
に
３
回
は
柔
道
に
、
そ
の
ほ
か
ピ
ア
ノ

教
室
や
塾
に
も
通
っ
て
い
た
た
め
、
ほ
と
ん
ど
休

み
の
な
い
毎
日
を
送
っ
て
い
た
そ
う
だ
。

 

「
柔
道
は
、『
心
を
強
く
さ
せ
た
い
』
と
い
う
母

の
勧
め
も
あ
っ
て
始
め
ま
し
た
。
私
自
身
も
好
奇

心
旺
盛
で
、
何
で
も
挑
戦
し
た
い
子
ど
も
だ
っ
た

の
で
、
い
ろ
い
ろ
な
習
い
事
を
貪
欲
に
頑
張
っ
て

続
け
て
い
ま
し
た
」

　

田
中
さ
ん
は
小
学
校
に
入
学
し
て
す
ぐ
に
、
将

来
な
り
た
い
と
思
え
る
職
業
と
し
て
養
護
教
諭
を

見
つ
け
る
。

 

「
い
つ
で
も
親
身
に
な
っ
て
話
を
聞
い
て
く
れ
る

と
て
も
優
し
い
先
生
で
、
保
健
室
は
み
ん
な
に

と
っ
て
癒
さ
れ
、
安
心
で
き
る
場
所
で
し
た
。
そ

の
先
生
に
憧
れ
、
で
き
れ
ば
看
護
師
免
許
を
持
っ

た
養
護
教
諭
に
な
り
た
い
と
思
い
ま
し
た
」

　

小
学
生
で
看
護
師
免
許
の
取
得
ま
で
考
え
た
の

は
、
田
中
さ
ん
の
お
母
さ
ん
が
看
護
師
だ
っ
た
こ

と
も
大
き
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。と
は
い
え「
保

健
室
で
は
け
が
の
処
置
な
ど
も
一
人
で
行
う
の

で
、
そ
の
知
識
が
あ
っ
た
ほ
う
が
い
い
か
ら
」
と

聞
く
と
、
当
時
か
ら
並
外
れ
た
判
断
力
の
持
ち
主

だ
っ
た
の
で
は
と
感
じ
た
。

　

田
中
さ
ん
は
そ
の
夢
と
と
も
に
中
学
、
高
校
時

代
を
過
ご
し
、
島
根
県
立
大
学
看
護
栄
養
学
部
看

護
学
科
に
進
学
す
る
。

 

「
看
護
師
免
許
を
取
り
養
護
教
諭
に
な
る
た
め
に

い
い
大
学
だ
と
思
い
ま
し
た
。
で
も
、
途
中
で
保

健
師
に
な
る
た
め
の
選
抜
試
験
が
あ
り
、
合
格
し

て
保
健
師
の
勉
強
も
す
る
こ
と
に
な
る
と
、
将
来

へ
の
思
い
は
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
」

　

田
中
さ
ん
が
保
健
師
の
道
に
進
も
う
と
方
向
転

換
し
た
の
は
、
実
習
体
験
が
影
響
し
た
と
い
う
。

 

「
看
護
実
習
で
は
、
生
活
習
慣
が
異
な
る
と
同
じ

疾
患
で
も
治
療
の
効
果
や
そ
の
後
の
回
復
が
異
な

る
こ
と
を
実
感
し
、
予
防
医
療
の
大
切
さ
を
学
び

ま
し
た
。
ま
た
、
養
護
教
諭
は
対
象
が
学
生
に
限

ら
れ
ま
す
が
、
保
健
師
な
ら
幅
広
い
世
代
に
関
わ

れ
、
組
織
で
対
応
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
魅
力
を

感
じ
ま
し
た
」

　

さ
て
、
保
健
師
に
な
る
こ
と
を
決
め
た
田
中
さ

ん
は
、
地
元
山
口
市
で
は
な
く
、
隣
接
す
る
宇
部

市
を
職
場
と
し
て
選
択
す
る
こ
と
に
な
る
。

 

「
山
口
市
に
は
、
父
が
事
務
職
で
勤
務
し
て
い
ま

し
た
。
同
じ
職
場
で
お
互
い
に
気
を
遣
い
な
が
ら

働
く
の
は
や
り
に
く
い
だ
ろ
う
と
思
っ
た
の
で

す
。
ま
た
、
在
学
中
に
参
加
し
た
公
衆
衛
生
看
護

学
会
で
、
宇
部
市
の
取
り
組
み
を
聞
い
て
強
く
共

感
し
ま
し
た
。
未
来
を
担
う
子
ど
も
の
支
援
に
重

き
を
置
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
か
ら
で
す
」

　

２
０
２
０
年
４
月
に
入
職
し
配
属
さ
れ
た
先

は
、「
こ
ど
も
・
若
者
応
援
課
」
だ
っ
た
。

　

宇
部
市
の
場
合
、
保
健
師
は
地
区
担
当
と
業
務

担
当
に
は
っ
き
り
分
業
さ
れ
て
い
る
。
最
初
は
よ

り
市
民
に
近
い
と
こ
ろ
で
、
幅
広
い
世
代
に
関
わ

り
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
地
区
担
当
を
希
望
し
て

ステッ
プ ジャン

プ！
ホップ★ ★

ひよこ

ど
の
世
代
か
ら
も
健
康
の
こ
と
な
ら

私
に
聞
い
て
も
ら
え
る
よ
う
な

信
頼
し
て
も
ら
え
る
保
健
師
に
な
り
た
い

田
中
千
尋
さ
ん
●
宇
部
市
こ
ど
も
・
若
者
応
援
課

た
な
か
・
ち
ひ
ろ

文：白井美樹　　写真：中村雅己

学生時代に参加した公衆衛生看護学会が開催された宇部市渡辺翁記念会館の前で

看
護
師
免
許
を
持
つ

養
護
教
諭
に
な
る
の
が
夢
だ
っ
た

実
習
で
予
防
医
療
の
大
切
さ
を
学

び
保
健
師
に
な
る
こ
と
を
決
意

宇
部
市
に
入
職
し
「
こ
ど
も
・

若
者
応
援
課
」
に
配
属
さ
れ
る

宇部市
山口県

N
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
は
依
然
と
し
て
予

断
を
許
さ
な
い
状
況
だ
。
コ
ロ
ナ
以
外
の
感
染
症
が
広
が
る

リ
ス
ク
も
指
摘
さ
れ
る
な
ど
、
一
昨
年
か
ら
は
非
常
時
が
常

態
化
す
る
時
代
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

保
健
師
は
公
衆
衛
生
行
政
の
最
前
線
で
コ
ロ
ナ
対
応
な
ど

に
当
た
っ
た
が
、
過
酷
な
勤
務
状
況
が
続
い
た
結
果
、
体
調

を
崩
し
た
り
メ
ン
タ
ル
不
調
に
陥
っ
た
り
す
る
こ
と
も
少
な

く
な
か
っ
た
。
一
方
、
長
び
く
自
粛
生
活
な
ど
の
影
響
で
、

住
民
の
健
康
へ
の
悪
影
響
も
懸
念
さ
れ
、
保
健
師
は
こ
れ
ら

の
課
題
へ
の
対
応
も
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

非
常
時
と
日
常
が
混
在
す
る
中
で
、
自
治
体
保
健
師
の
取

り
ま
と
め
役
で
あ
る
統
括

保
健
師
が
果
た
す
べ
き
役

割
は
何
か
。
新
春
座
談
会

で
は
、
都
道
府
県
（
保
健

所
）、
保
健
所
設
置
市
、

一
般
市
の
各
統
括
保
健
師

と
危
機
管
理
の
専
門
家
が

集
ま
り
、
混
迷
の
時
代
に

お
け
る
統
括
保
健
師
の
役

割
に
つ
い
て
考
え
る
。

写真：神保 誠

河西あかねさん

◆東京都多摩府中保健所

福原 円さん

◆小山市保健福祉部

山崎初美さん

◆神戸市健康局

鈴木秀洋さん

◆日本大学危機管理学部

コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る

統
括
保
健
師

の
役
割

─
不
安
と
混
迷
の
時
代
に

春山早苗さん

◆自治医科大学看護学部
司会

新
春
座
談
会
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コ
ロ
ナ
禍
で
い
か
に
進
め
る
か

 

「
高
齢
者
の
保
健
事
業
と
介
護
予
防
の
一
体
的
実
施
」
が
ス
タ
ー
ト
し
た
の
は
、

日
本
列
島
が
コ
ロ
ナ
禍
の
第
一
波
に
襲
わ
れ
た
令
和
２
年
４
月
。
い
き
な
り
ソ
ー

シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
を
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、住
民
主
体
の
「
通
い
の
場
」

な
ど
対
面
交
流
を
中
心
に
事
業
の
実
施
が
難
し
く
な
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
一

方
、
長
引
く
自
粛
生
活
は
高
齢
者
の
心
身
の
機
能
を
低
下
さ
せ
る
た
め
、
こ
う
い

う
と
き
こ
そ
高
齢
者
の
保
健
事
業
・
介
護
予
防
の
取
り
組
み
が
強
く
求
め
ら
れ
る
。

　
特
集
で
は
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
高
齢
者
の
健
康
づ
く
り
を
保
健
事
業
と
介
護

予
防
の
一
体
的
実
施
の
立
場
か
ら
整
理
す
る
と
と
も
に
、
自
治
体
の
好
事
例
を
紹

介
す
る
。

介
護
予
防
の
一
体
的
実
施
」の
推
進

「
高
齢
者
の
保
健
事
業
と

特
集

コロナ禍における高齢者の機能低下とその予防
　─ 保健事業と介護予防の一体的実施を中心に

◎津下一代（女子栄養大学）

32

36 【事例 北海道恵庭市】
垣根を超えた相互理解から生まれる協力体制　
　 ◎桑原あゆみ、福井美奈子、中野 杏、菅原宏輔（恵庭市保健福祉部）

42 【事例 大阪府藤井寺市】
生活習慣病予防を重視、コロナ禍のポピュレーション
アプローチに工夫　

◎濱口紀子（藤井寺市健康福祉部）

46 【事例 鹿児島県日置市】
多職種連携・人材育成を力に　
　 ◎松村千代実（日置市市民福祉部）

51 【事例 兵庫県淡路市】
「まちぐるみ健診」会場で健診・相談・指導を一体的に　
　 ◎水田明子（淡路市健康福祉部）

28 「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施」の推進に
ついて

◎宇野 薫（厚生労働省保険局高齢者医療課）



84地域保健  2022.185 地域保健  2022.1

　

小
田
原
市
に
、
笑
顔
と
笑
い
声
の
あ
ふ
れ
る
ア

ト
リ
エ
が
あ
る
。
日
曜
日
は
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が

行
わ
れ
て
お
り
、
10
時
ご
ろ
に
な
る
と
障
害
の
あ

る
幼
児
か
ら
大
人
ま
で
、
参
加
者
が
少
し
ず
つ
集

ま
っ
て
く
る
。

　

取
材
日
は
ア
ー
ト
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
の
中
津
川
浩

章
さ
ん
の
ア
ー
ト
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
日
。
自
分

の
好
き
な
場
所
に
座
り
、
好
き
な
サ
イ
ズ
の
紙
、

筆
や
ク
レ
ヨ
ン
、
鉛
筆
な
ど
、
画
材
を
自
由
に
選

び
、
描
き
た
い
も
の
を
自
由
に
描
く
。

　

絵
が
描
き
上
が
る
と
、
そ
の
人
が
作
品
に
表
現

し
た
思
い
を
中
津
川
さ
ん
が
言
葉
に
し
て
確
認

し
、
参
加
し
て
い
る
み
ん
な
に
伝
え
る
。
そ
の
人

だ
け
の
大
切
な
表
現
を
み
ん
な
で
共
有
し
、
そ
れ

ぞ
れ
が
ま
た
次
の
作
品
に
向
か
う
。

　

笑
顔
や
笑
い
声
が
あ
ふ
れ
る
時
間
だ
。

　

平
日
は
、
萩
原
美
由
紀
さ
ん
が
施
設
長
を
務
め

る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
「
ア
ー
ル
・
ド
・

ヴ
ィ
ー
ヴ
ル
」
と
な
り
、
利
用
者
は
絵
画
以
外
に

も
ク
ラ
フ
ト
、
織
物
、
農
作
業
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
活
動
を
通
し
て
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
を
見
つ

け
、
自
分
の
ペ
ー
ス
で
取
り
組
ん
で
い
る
。

　

前
身
は
、
あ
る
保
健
師
が
１
９
９
０
年
に
立
ち

上
げ
た
、ダ
ウ
ン
症
児
の
家
族
が
集
う
た
め
の「
ひ

よ
こ
の
会
」だ
っ
た
。
萩
原
さ
ん
は
そ
の
６
年
後
、

第
一
子
と
し
て
ダ
ウ
ン
症
児
を
出
産
す
る
。

 

「
息
子
が
ダ
ウ
ン
症
だ
と
知
っ
た
の
は
生
後
２
か

月
の
頃
で
す
。
１
か
月
の
頃
に
検
査
を
し
て
、
結

果
が
出
る
ま
で
に
１
か
月
か
か
り
ま
し
た
。
そ
の

期
間
が
一
番
苦
し
か
っ
た
。
そ
の
と
き
、
お
世
話

に
な
っ
た
の
が
小
児
科
医
の
横
田
俊
一
郎
先
生
。

今
も
、
私
た
ち
の
団
体
の
理
事
と
な
り
支
え
て
く

だ
さ
っ
て
い
ま
す
」

　

萩
原
さ
ん
は
そ
れ
ま
で
、
障
害
の
あ
る
人
と
接

し
た
経
験
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。「
ダ
ウ
ン
症
」

だ
と
横
田
医
師
か
ら
聞
か
さ
れ
た
と
き
、「
こ
の

病
気
、
治
る
ん
で
す
か
？
」
と
尋
ね
た
と
言
う
。

横
田
医
師
は
、そ
ん
な
萩
原
さ
ん
に
こ
う
答
え
た
。

 

「
こ
れ
は
、
こ
の
子
が
持
っ
て
生
ま
れ
た
個
性
で

あ
り
特
性
な
ん
で
す
よ
。
１
０
０
０
人
に
１
人
、

ど
こ
か
の
ご
家
庭
に
必
ず
生
ま
れ
る
ん
で
す
」

　

萩
原
さ
ん
は
納
得
で
き
な
か
っ
た
。

 

「
な
ん
で
う
ち
に
生
ま
れ
た
ん
だ
ろ
う
。
奈
落
の

底
と
は
こ
の
こ
と
だ
。
そ
う
思
っ
て
い
る
う
ち
に

ス
ー
ッ
と
記
憶
が
消
え
て
、
気
が
つ
く
と
夫
に
連

れ
ら
れ
て
家
に
帰
っ
て
い
ま
し
た
」

　

三
重
県
で
生
ま
れ
育
ち
、
出
産
前
は
東
京
で
仕

事
を
し
て
い
た
萩
原
さ
ん
は
、
結
婚
し
て
住
み
始

め
た
小
田
原
に
知
人
も
友
人
も
い
な
か
っ
た
。
日

中
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
７
階
で
ひ
と
り
で
子
育
て
を

す
る
萩
原
さ
ん
を
心
配
し
、
夫
は
妻
が
生
き
て
い

る
か
ど
う
か
確
認
の
電
話
を
す
る
日
が
続
い
た
。

　

そ
ん
な
中
、
萩
原
さ
ん
は
、
横
田
医
師
か
ら
紹

介
さ
れ
た
月
に
一
度
の
「
ひ
よ
こ
の
会
」
に
参
加

す
る
よ
う
に
な
る
。
神
奈
川
県
内
で
ダ
ウ
ン
症
児

の
い
る
家
庭
を
訪
問
し
て
い
た
担
当
保
健
師
が
立

ち
上
げ
た
会
だ
っ
た
。
そ
こ
で
初
め
て
母
親
の
知

り
合
い
が
で
き
、「
ダ
ウ
ン
症
の
子
ど
も
た
ち
は

面
白
く
て
か
わ
い
く
て
、と
て
も
フ
レ
ン
ド
リ
ー
」

だ
と
知
っ
て
、
子
育
て
を
楽
し
め
る
よ
う
に
な
っ

て
い
っ
た
と
い
う
。

　

そ
れ
か
ら
１
年
半
ほ
ど
た
っ
た
あ
る
日
、
思
い

が
け
な
い
出
来
事
が
あ
っ
た
。

 

「
ひ
よ
こ
の
会
の
親
子
の
団
体
で
フ
ァ
ミ
レ
ス
に

行
っ
た
ら
、
す
れ
違
っ
た
親
子
が
『
う
わ
！　

気

●ピープル ●

 

「
ア
ー
ル
・
ド
・
ヴ
ィ
ー
ヴ
ル
」
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
「
自
分
ら
し
く
生
き
る
」
こ
と
と
し
て
使
わ
れ
る
言
葉
。
神
奈
川

県
小
田
原
市
に
あ
る
ア
ー
ル
・
ド
・
ヴ
ィ
ー
ヴ
ル
の
ア
ト
リ
エ
で
は
、
障
害
の
あ
る
人
が
自
分
の
で
き
る
こ
と
や
得
意
な
こ

と
を
生
か
し
て
い
き
い
き
と
活
動
し
て
い
る
。
障
害
が
あ
る
人
の
「
や
っ
て
み
た
い
」
を
実
現
し
た
い
。
言
葉
に
な
ら
な
い

思
い
を
表
現
す
る
手
段
を
手
に
し
て
ほ
し
い
。
そ
ん
な
思
い
が
、
萩
原
さ
ん
を
動
か
し
て
い
る
。

障
害
が
あ
っ
て
も
な
く
て
も
、
誰
も
が
自
分
ら
し
く

生
き
が
い
を
感
じ
、
豊
か
に
生
き
ら
れ
る
社
会
に

◉
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ア
ー
ル
・
ド
・
ヴ
ィ
ー
ヴ
ル　
理
事
長

写真：藤田浩司

● 

取
材・文 

…
…
…
… 

太
田
美
由
紀（
ラ
イ
タ
ー
）

●はぎわら・みゆき●

1965年、三重県生まれ。1996年、第
一子としてダウン症の赤ちゃんを授か
る。2002年から13年間、日本ダウン
症協会神奈川小田原支部ひよこの会会長
に就任。2011年より8年間小田原市教
育委員を務める。2013年NPO法人アー
ル・ド・ヴィーヴル設立。2016年就労
継続支援B型事業所、2021年生活介護
事業を増設。アート作品の展覧会、リー
スや販売、作品を生かしたグッズやデザ
インによりさまざまな仕事を生み出して
いる。

「
障
害
」
と
い
う
言
葉
さ
え

縁
の
な
い
生
活
だ
っ
た

「
気
持
ち
悪
い
」
と
言
わ
れ

怒
り
に
包
ま
れ
た
あ
の
日

萩
原
美
由
紀
さ
ん
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2022 年 2月中旬
発売予定

雑誌『地域保健』2019 年5 月号から２年
にわたる連載12回分を収録。発行にあた
り、地域精神科医である著者の立場から母
子保健に携わる保健師への期待を書き下ろ
しで大幅追加。保健師だけでなく、虐待予
防に関わる方にも読んでほしい一冊。

CONTENTS
第 １ 回 児童虐待を予防するための母子保健

第 ２ 回 家族機能不全と保健師活動

第 ３ 回 虐待を予防する援助関係と保健師の訪問

第 ４ 回 ＜事例紹介＞国分寺市の母子保健の取り組み
   虐待予防の３つの視点に基づく母子保健事業

第 ５ 回 虐待ハイリスクの親を支援するグループ

第 ６ 回 虐待の世代間連鎖を予防する保健師活動

第 ７ 回 「このままの私でやっていく」ことを支える保健師活動

第 ８ 回 母子保健の虐待予防における援助関係形成に求められるもの

第 ９ 回 新型コロナウイルス問題化での虐待予防「取り締まり」か「援助」か

第 10 回 子どもの虐待予防と母子・精神保健

第 11 回 子どもの虐待死亡を防ぐ保健師活動

第 12 回 虐待予防の「いま」と「これから」

あとがき／参考文献（133本 abc順）

虐待予防は母子保健から
指導ではなく支援

善意はしばしば有害であり
熱意は非常に危険である
さらに正義はもっと危険
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