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1. 組織と分野 

1-1. 組織図（2023 年 4 月現在） 

【医学部保健学科組織図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【大学院医学系研究科保健学専攻組織図】 
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1-2. 分野紹介  

研究分野名 看護技術開発学分野 

1. 分野構成（2023 年 4 月 1 日時点） 

教授：菅野恵美、講師：丹野寛大、助手：佐藤佑樹 
大学院（博士課程） 3 名、大学院（修士課程） 4 名、卒業研究生 11 名 

2. 主な研究テーマ 

看護技術開発学分野では、看護の対象となる人々への適切な日常生活援助を行うために必要なアセス
メントの方法、さらに科学的根拠に基づく看護援助技術の開発およびその検証を行うことを目的とし
ています。 
【主な研究テーマ】 
1. 創傷治癒促進物質の探索 (乳酸菌、海綿など天然由来物質の活用) 
2. ナチュラルキラーT細胞による創傷治癒促進機構に関する免疫学的解析 
3. 宿主由来のダメージ関連分子パターン (DAMPs) が創傷治癒に与える影響 
4. ヒト難治性皮膚潰瘍における Biofilm と細胞死の関連 

3. 主な研究業績（2008 年 4 月以降） 

【主な研究論文】 
� Tanno H, Kanno E, Kurosaka S, Oikawa Y, et al. Topical administration of heat-killed Enterococcus faecalis 

strain KH2 promotes re-epithelialization and granulation tissue formation during skin wound-healing. 
Biomedicines, 2021; 9(11), 1520. doi: 10.3390/biomedicines9111520. 

� Tanno H, Kanno E, Sato S, Asao Y,et al. Contribution of invariant natural killer T cells to the clearance of 
Pseudomonas aeruginosa from skin wounds. Int J Mol Sci. 2021; 10;22(8):3931. doi: 10.3390/ijms22083931. 

� Yamaguchi K, Kanno E, Tanno H, Sasaki A, Kitai Y, Miura T, et al. Distinct roles for Dectin-1 and Dectin-2 in 
skin wound healing and neutrophilic inflammatory responses. J Invest Dermatol. 2021; 141: 164-176, doi: 
10.1016/j.jid.2020.04.030. 

� Sato Y, Sato K, Yamamoto H, Kasamatsu J, Miyasaka T, Tanno D, et al. Limited role of Mincle in the host 
defense against infection with Cryptococcus deneoformans. Infenct Immun. 2020; 88(11): doi: 
10.1128/IAI.00400-20. 

� Miura T, Kawakami K, Kanno E, Tanno H, Tada H, Sato N, et al. Dectin-2-mediated signaling leads to delayed 
skin wound healing through enhanced neutrophilic inflammatory response and neutrophil extracellular traps 
formation. J Invest Dermatol. 2019; 139(3): 702-711. 

� Kanno E, Tanno H, Masaki A, Sasaki A, Sato N, Goto M,et al. Defect of interferon γ leads to impaired wound 
healing through prolonged neutrophilic inflammatory response and enhanced MMP-2 activation. Int J Mol Sci. 
2019; 20(22).pii: E5657. 

� Tanno H, Kawakami K, Kanno E, Suzuki A, Takagi N, Yamamoto H, et al. Invariant NKT cells promote skin 
wound healing by preventing a prolonged neutrophilic inflammatory response. Wound Repair Regen. 
2017;25(5):805-815. 

【主な著書】 
� 丹野寛大，菅野恵美. 創傷における感染防御機構, 影響を与える要因. 菅野恵美 企画編集, WOC 

Nursing. 医学出版. 2021; 9(4): 4-11. 
� 菅野恵美，丹野寛大. Wound hygiene (ウンドハイジーン) の概念. 菅野恵美 企画編集, WOC Nursing. 
医学出版, 2021; 9(4): 12-17.  

� 菅野恵美 : 術後創傷に対する創傷処置 , ナース専科 , オンライン記事  (https://knowledge.nurse-
senka.jp/5001656 ), 2021. 

� 渡辺皓, 菅野恵美: Chapter11 感覚器系. 渡辺皓編著, ワンポイント問題集 解剖学. サイオ出版, 121-
134, 2021. 

【主な受賞】 
� 丹野寛大, 菅野恵美, 佐々木綾子, 黒坂志歩, 及川ゆかり, 石井恵子, 川上和義, 館正弘: Dectin-2 シ
グナルを介した皮膚創傷治癒への Natural Killer T細胞欠損の影響. 第 50回日本創傷治癒学会, 2020, 
Nov 9-10, Web (研究奨励賞受賞) 
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研究分野名 看護管理学分野 

1. 分野構成（2023 年 4 月 1 日時点） 

教授：朝倉京子、助教：高田望、杉山祥子 
大学院（博士課程） 3 名、大学院（修士課程） 5 名、研究生 2 名、卒業研究生 14 名 

2. 主な研究テーマ 

1. 看護職の専門性、専門職性に関する研究 
2. 看護職の職業移動と心理社会的労働環境に関する研究 
3. 看護職に与えるジェンダーの影響に関する研究 
4. 新コロナウイルス感染症流行が看護職に与える影響に関する研究 

3. 主な研究業績（2008 年 4 月以降） 

【主な研究論文】 
  Yamada M, Asakura K, Takada N, Hara Y, Sugiyama S. (2022). Psychometric properties of the Japanese 

version of the career competencies questionnaire for nurses: a cross-sectional study. BMC Nursing, 21(1); 
263. 

  Nihei Y, Asakura K, Sugiyama S, Takada N. (2022). A concept analysis of shame in the field of nursing. 
NURSING FORUM, 57(6); 1529-1535. 

  Zeng D, Takada N, Hara Y, Sugiyama S, Ito Y, Nihei Y, Asakura K. (2022). Impact of Intrinsic and Extrinsic 
Motivation on Work Engagement: A Cross-Sectional Study of Nurses Working in Long-Term Care Facilities. 
International Journal of Environmental Research and Public Health 2022; 19(3), 1284, 

  Hara Y, Asakura K. Concept Analysis of Nurses’ Work Values. Nurs Forum, 2021; 56(4):1029-1037. 
  Hara Y, Asakura K, Sugiyama S, Takada N, Ito Y, Nihei Y. Nurses Working in Nursing Homes: A Mediation 

Model for Work Engagement Based on Job Demands-Resources Theory. Healthcare, 2021; 9(3), 316. 
  Takada N, Asakura K, Sugiyama S. Developing and validating the Japanese version of professional attitude 

scale for nurses. Int Nurs Rev, 2021; 68(1): 24-33. 
  Sugiyama S, Asakura K, Takada N. Japanese nurse practitioners’ legal liability ambiguity regarding their 

medical practice: a qualitative study. BMC Nurs, 2020; Jul 9; 19:62. 
  Hara Y, Asakura K, Asakura T. The Impact of Changes in Professional Autonomy and Occupational 

Commitment on Nurses’ Intention to Leave: A Two-Wave Longitudinal Study in Japan. Int J Environ Res 
Public Health, 2020; 17(17): 6120. 

  Asakura K, Asakura T, Satoh M, Watanabe I, Hara Y. Health Indicators as Moderators of 
Occupational Commitment and Nurses’Intention to Leave. Jpn J Nurs Sci. 2020; 17(1), e12277 

  Asakura K, Satoh M, Watanabe I. The Development of the Attitude Toward Professional Autonomy Scale for 

Nurses in Japan. Psychol Rep. 2016; 119(3):761-782. 

  Satoh M, Watanabe I, Asakura K. Occupational commitment and job satisfaction mediate effort-reward 

imbalance and the intention to continue nursing. Jpn J Nurs Sci. 2016; 14(1):49-60. 
  Asakura K, Watanabe I. The Survival Strategy of Male Nurses in Rural Areas of Japan. Jpn J 

Nurs Sci. 2011;8(2):194-202. 
【主な受賞】 
  Asakura K, et al. Health Indicators as Moderators of Occupational Commitment and Nurses’

Intention to Leave. Jpn J Nurs Sci, International Academy of Nursing Editors 2020 代表論文 
  Asakura K, et al. The Survival Strategy of Male Nurses in Rural Areas of Japan. Jpn J Nurs Sci. 

2011;8(2):194-202.（平成 23 年度東北大学男女共同参画奨励賞（沢柳賞）研究部門賞受賞） 
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1. 分野構成（2023 年 4 月 1 日時点） 

教授：尾崎章子、講師：清水恵、助教：中本五鈴 
大学院（博士課程） 3 名、大学院（修士課程） 3 名、卒業研究生 15 名 

2. 主な研究テーマ 

老年・在宅看護学分野では、超高齢社会を迎え、地域包括ケアが推進される中、人々が住み慣れた環境で

ある在宅・施設・地域など、”生活の場”での看護を重視し、生活の場を志向した実践知の創出に取り組んで

います。 
【主な研究テーマ】 
1. 家族介護者の就労と睡眠および生活の質に関する研究 
2. 看護小規模多機能型居宅介護施設における看取りと高齢者遺族への支援に関する研究 
3. 高齢者施設の夜勤勤務者の睡眠と健康に関する研究 
4. 日本で働くインドネシア人看護師・介護福祉士における認知症ケア実践に関する研究 

3. 主な研究業績（2008 年 1 月以降） 

【主な研究論文】 
� Tsurumi Y, Nishimura K, Shimizu M, Imai Y, Igarashi K. Pilot study of factors contributing to canine 

impaction after secondary alveolar bone grafting in unilateral cleft lip and palate patients. Sci Rep. 
2022;12(1):8558. 

� Ohashi Y, Ozaki A, Kawamura S, Nishida Y, Hirabayashi M. Developing a Nursing Protocol for Remote 
Verification of Expected Death using Information and Communication Technology at Patients` Homes. Int J 
Palliat Nurs. 2021;27(1):58-63. 

� Chiba R, Ohashi Y, Ozaki A. Sleep disturbances in adults with frailty and sarcopenia. Qual Ageing Older 
Adults. 2020;21(2):89-107. 

� Ohashi Y, Sugawara S, Muraoka K, Ozaki A. Health maintenance of Japanese rural small enterprise 
shopkeepers. Qual Aging Older Adults. 2019;20(3):110-19. 

� Ohashi Y, Taguchi A, Omori J, Ozaki A. Cultural Capital: A Concept Analysis. Public health nursing. 
2017;34(4):380-87. 

� 尾﨑章子, 大橋由基, 浦山美輪, 松浦千春, 苛原志保. 大学法人が設置する訪問看護ステーションの
機能に関する検討. 日本在宅看護学会誌. 2022; 10(2): 76-83. 

� 清水恵, 河田萌生, 大橋由基, 原田祐輔, 鈴木優喜子, 久篠奈苗, 下田信明, 尾﨑章子: 在宅療養およ
び施設入居要介護高齢者への栄養士の個別訪問を含む多職種による栄養サポートの効果: システマ

ティックレビューとメタアナリシス. 日本在宅ケア学会誌. 2021; 24(2): 42-51. 
【主な著書】 
� 尾﨑章子, 佐野けさ美(編). 地域・在宅看護論. 東京: 医歯薬出版; 2021. 337p. 
� 尾﨑章子(編). 地域・在宅看護実習ハンドブック. 東京: 中央法規出版; 2021. 177p. 
� 尾﨑章子. 睡眠. In: 宮下光令(編). 緩和ケア・がん看護 臨床評価ツール大全. 東京: 青海社; 2020. 

p.136-143. 
� 尾﨑章子. 看護学教育における現状と課題. In: 日本睡眠学会(編). 睡眠学 第 2版. 東京: 朝倉書店; 

2020. 666p. 
� 尾﨑章子. 老年看護における地域・在宅とは. In: 亀井智子(編). 老年看護学概論／老年保健. 東京: 
メヂカルフレンド社; 2020. p. 202-203. 

【主な学会発表】 
� Weni W.M, Shimizu M, Ando C, Ohashi Y, Ozaki A. Psychometric Evaluation of the Indonesian Version of 

the Person-Centered Care Assessment Tool. 7th International Nursing Research Conference of World Academy 
of Nursing Science; 2022 Oct 18-19; Taipei. 

  

研究分野名 老年・在宅看護学分野 
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1. 分野構成（2023 年 4 月 1 日時点） 

教授：大森純子、助教：松永篤志、中野久美子、原ゆかり、岩本萌、事務職員 1 名 
大学院（博士課程） 1 名、大学院（修士課程） 10 名、卒業研究生 23 名 

2. 主な研究テーマ 

Community Based Participatory Research（CBPR）や Dissemination＆Implementation（D&I）の研究手法を
用い、自治体の保健師や行政職、住民の方々と共に個人変容と社会変容に参画しています。 
【主な研究テーマ】 
1.文化と健康・ヘルスプロモーション 2.地域への愛着を育むプログラムとメソッド開発 3.ソーシャル
インクルージョンを活動原理とした保健師教育・実践 4.災害保健 5.産業保健 6.国際保健・プラネタ
リーヘルス 7.AI を用いた看護職の人材確保 8.地域包括ケアシステム 9.子育て支援 

3. 主な研究業績（2014 年 1 月以降） ※2014 年 1 月に分野新設のため 

【主な研究論文】 
� 大森純子, 三森寧子, 小林真朝, 他 6 名. 公衆衛生看護のための“地域への愛着”の概念分析. 日本
公衆衛生看護学会誌. 2014; 3(1):40-48. 

� 大森純子, 川崎千恵, 中野久美子, 他 2 名. 原子力災害に備える保健活動に関するエスノグラフィー
─原子力発電所立地区域の市町村保健師の内情の開示─. 日本地域看護学会誌．2021; 24(1):4-12． 

� Nakano K, Nakamura Shimizu A. Mohamed Exploring roles and capacity development of village midwives in 
Sudanese communities. Rural Remote Health. 2018;18(4). 

� Hara Y, Asakura K, Yamada M, Takada N, Sugiyama S. Development and psychometric evaluation of the 
nurses' Work Values Scale. Nurs Open. 2023;10(10):6957-71. 

� Hara Y, Yamada M, Takada N, Sugiyama S, Asakura K. The moderating role of work-to-family spillover in the 
association between nurses' work values and work engagement: A cross-sectional study. Jpn J Nurs Sci. 2023: 
e12554. 

� Hara Y, Hirayama H, Takada N, Sugiyama S, Yamada M, Takahashi M, et al. Classification by Nurses’ Work 
Values and Their Characteristics: Latent Profile Analysis of Nurses Working in Japanese Hospitals. Nursing 
Reports. 2023;13(2):877-89. 

� Iwamoto M, Watai I. Post-earthquake support activities provided by dispatched public health nurses after large-
scale earthquakes in Japan: A qualitative study. Health Emergency and Disaster Nursing 2023(10):18-28 

【主な著書】 
� 大森純子. 公衆衛生看護学テキスト第 1巻公衆衛生看護学原論（第 2版）. 第 2章 公衆衛生看護の
対象. 東京. 医歯薬出版; 2022. 23-54. 

【主な学会発表】 
� 岩本萌, 佐藤美沙, 藤﨑万裕, 松永篤志, 竹田香織, 中野久美子, 川口夏樹, 大森純子．「Social 

Inclusion]の概念分析 社会的包摂を志向する公衆衛生看護活動の定着に向けて. 第 9 回日本公衆衛
生看護学会学術集会; 2020 Dec 25 - Jun24; オンライン開催, 東京 

� Matsunaga A, Yamamoto-Mitani N, Nagata S, Kobayashi S. Broken away from my life-world: Qualitative 
exploration on the experience of seniors in the Great East Japan Earthquake. EAFONS; 2018.1; Seoul 2018. 

� Ozawa R, Omori J. Qualitative research on the well-being of new female farmers. EAFONS; 2021.4; Manila. 
Philippines 2021. 

� Konno H, Omori J. The recovery experience of people with schizophrenia residing in the community. 
EAFONS; 2022.4; Taipei 2022.  

� Hara Y, Hirayama H, Takada N, Sugiyama S, Yamada M, Takahashi M, et al. Classification of clusters using 
nurses’ work values and examination of their characteristics. EAFONS; 2023.3; Tokyo2023. 

� Nakano K, Omori J. Generating a theory-based evaluation model from multiple cases study of health program 
evaluators for Japan’s Official Development Assistance (ODA) EAFONS; 2023.3; Tokyo2023. 

� Morita S, Omori J. Development of a Theory of the Process of Discretion Use by Japanese Public Health 
Nurses: Qualitative Research. EAFONS; 2023.3; Tokyo2023. 

  

研究分野名 公衆衛生看護学分野 
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研究分野名 成人看護学分野 

 

1. 分野構成（2023 年 4 月 1 日時点） 

教授：今谷晃 
大学院（博士課程） 0 名、大学院（修士課程） 0 名、卒業研究生 0 名 

 

2. 主な研究テーマ 

1. 胃粘膜上皮細胞の分化制御と胃癌に関する研究 
2. Helicobacter pylori に対する免疫応答に関する研究 
3. 粘膜免疫応答による上皮細胞の細胞内シグナル伝達機構の解明 
4. 上部消化管疾患と遺伝子多型に関する研究 
5. 緩和ケア病棟における終末期患者のリハビリテーションに関する研究 
6. 終末期リハビリテーションと患者・家族感情との関連に関する質的研究 
7. 終末期リハビリテーションにおける看護職とリハビリテーション職の協働に関する研究 
8. 循環器系疾患患者の終末期ケアに関する研究 
9. 在宅看取りでの看護師による死亡確認時の理念および技術の教育実践プログラムの開発 

 

3. 主な研究業績 

【主な受賞】 
・佐藤典子, 佐藤しのぶ, 菊地淳子, 齋藤明美, 菊池愛, 佐々木知子, 菊地史子. 緩和ケア病棟で終末
期リハを行っている患者に関わる家族の思い.第 15回東北緩和医療研究会青森大会; 2011 Sept 23; 
青森. （ベストプレゼンテーション賞） 

・佐藤しのぶ，穀田知秋，菊池愛，吉野恵美子，佐藤典子，齋藤明美，畠山里恵，菊地史子. 緩和ケア
病棟で終末期患者と家族に関わる看護師とリハビリテーションスタッフとの協働を考える，第 18 回東北緩和医療研
究会秋田大会；2014Oug10；秋田（研究奨励賞） 
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研究分野名 がん看護学分野 

 

1. 分野構成（2023 年 4 月 1 日時点） 

教授（兼任）：宮下光令、助教：佐々木康之輔、吉田詩織 
大学院（博士課程） 0 名、大学院（修士課程） 0 名、卒業研究生 11 名 

2. 主な研究テーマ 

がん看護学分野では、がん患者およびその家族の苦痛軽減や療養生活の質向上を目標に掲げ、QOL 
を高めるための新たなケアの開発に取り組んでいます。同時に、大動脈疾患や心疾患を有する患者 
に対し、生理学的指標を活用しながらケアの質向上を目指す研究も行っています。 
【主な研究テーマ】 
1. 進行がん患者のオピオイド服薬セルフマネジメントを促進する遠隔看護システムに関する研究 
2. がん患者および家族を対象とした QOL関連の調査・研究 
3. 心臓血管外科患者/補助人工心臓装着患者の術後合併症発症リスク因子の探索と予防に関する研究 
4. 心拍変動解析による自律神経活動評価を活用した看護ケアの評価 

3. 主な研究業績 

【主な研究論文】 
・Yoshida S, Sato F, Tagami K, Sasaki R, Takahashi C, Sasaki K, Takahashi S.Development of 

the Opioid Self-Management Scale for Advanced Cancer Patients with Pain and Examination 
of Its Validity and Reliability. BMC Palliative Care. 2022; 21(1):102. 

・Takahashi C, Sato F, Yoshida S. Development of the Quality of Life of Family Caregivers of 
Advanced Cancer Patients Scale (QFCS) in Japan: Psychometric Properties. Asia-Pacific 
Journal of Oncology Nursing. 2022; 9(8):100077. 

・Yoshida S, Sato F, Tagami K, Takahashi S. Clinical Protocol :Randomized Controlled Trial of 
Cancer Pain Monitoring System (CAPAMOS) in Patients with Advanced Cancer. Open Journal 
of Nursing. 2022;12:113-124. 

・Takahara S, Sasaki K, Saito T, Sakuma K, Fujiwara H, Yoshioka I, Kumagai K, Sun W, Takase 
K, Saiki Y. Clinical assessment of efficacy of poly-L-lactide sternal pin on sternal stability and 
post-operative pain: a prospective randomized trial in cardiovascular surgery. J Thorac Dis. 
2022;14(1):76-89. 

・Hoshi J, Sasaki K, Maruyama R. Listening to J.S. Bach's "Brandenburg Concerto No. 4 in G 
Major" May Suppress the Sympathetic Nervous Activity. TJEM. 2022;259(1):85-91. 

・吉田詩織, 佐藤冨美子, 高橋千賀子, 井上水絵, 富澤あゆみ. 在宅進行がん患者のがん疼痛緩和に

向けたオピオイド服薬セルフマネジメントの試み, 日本がん看護学会誌. 2021;35:254-260. 
・吉田詩織, 佐藤冨美子, 田上恵太, 霜山真, 高橋信. 遠隔看護によるがん疼痛モニタリングシステ

ムのパイロットユーザビリティ評価, Palliative Care Research. 2021;16(1):99-108. 
・Naganuma M, Akiyama M, Sasaki K, Maeda K, Ito K, Suzuki T, Katahira S, Suzuki Y, Saiki Y. 

Aortic Insufficiency Causes Symptomatic Heart Failure during Left Ventricular Assist Device 
Support. TJEM. 2021;255(3):229-237. 

【主な受賞】 
・佐々木康之輔 ,桵澤邦男 ,板垣皓大 ,大谷将之 ,武富龍一 ,吉田詩織ほか：本邦における急性

uncomplicated B 型大動脈解離発症高齢患者の DPC データベースに基づいた早期成績と退院時

ADL の実態. 第 86回日本循環器学会学術集会;2022 March 11-13;神戸（コメディカル賞） 
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1. 分野構成（2023 年 4 月 1 日時点） 

教授：宮下光令、講師：青山真帆、助教：升川研人、技術補佐員 2 名、 
大学院（博士課程） 9 名、大学院（修士課程） 9 名、研究生 11 名、卒業研究生 12 名 

2. 主な研究テーマ 

緩和ケア看護学分野は、生命脅かす疾患に罹患し、身体的・心理的・社会的・スピリチュアルな苦痛
を抱える患者さまやご家族の QOL (Quality of Life：生活の質) を維持し向上させることにより、患者
さまやご家族が苦痛なく安心して生活することを支えるための看護の提供を目的に研究に取り組ん

でいます。 
【主な研究テーマ】 
・がん・非がん患者・家族/遺族に対する緩和ケアに関する研究 
・終末期ケアに関する研究 
・緩和ケアの質の評価に関する研究 
・緩和ケアにおける Patient Reported Outcome の活用に関する研究 
・緩和ケアにおける自然言語処理・AI・ビッグデータの活用に関する研究 

3. 主な研究業績 

【主な研究論文】 
・Aoyama M, Miyashita M, Masukawa K, Morita T, Kizawa Y, Tsuneto S, Shima Y, Akechi T. Factors related to 

suicidal ideation among bereaved family members of patients with cancer: Results from a nationwide 
bereavement survey in Japan. J Affect Disord. 2022 1;316:91–8. 

・Masukawa K, Aoyama M, Yokota S, Nakamura J, Ishida R, Nakayama M, Miyashita M. Machine learning 
models to detect social distress, spiritual pain, and severe physical psychological symptoms in terminally ill 
patients with cancer from unstructured text data in electronic medical records. Palliat Med. 2022;36(8):1207–
16. 

・Tanaka Y, Kato A, Ito K, Igarashi Y, Kinoshita S, Kizawa Y, Miyashita M. Attitudes of Physicians toward 
Palliative Care in Intensive Care Units: A Nationwide Cross-Sectional Survey in Japan. J Pain Symptom 
Manage. 2022;63(3):440–8. 

・Aoyama M, Sakaguchi Y, Fujisawa D, Morita T, Ogawa A, Kizawa Y, Tsuneto S, Shima Y, Miyashita M. 
Insomnia and changes in alcohol consumption: Relation between possible complicated grief and depression 
among bereaved family caregivers. Journal of Affective Disorders. 2020;275:1-6. 

・Aoyama M, Sakaguchi Y, Morita T, Ogawa A, Fujisawa D, Kizawa Y, Tsuneto S, Shima Y, Miyashita M. Factors 
associated with possible complicated grief and major depressive disorders. Psycho-oncology. 2018;27(3):915-
21. 

・Masukawa K, Aoyama M, Morita T, Kizawa Y, Tsuneto S, Shima Y, Miyashita M. The Japan hospice and 
palliative evaluation study 4: a cross-sectional questionnaire survey. BMC Palliat Care. 2018; 17(1): 66 

・Sato Y, Miyashita M, Sato K, Fujimori K, Ishikawa KB, Horiguchi H, Fushimi K, Ishioka C. End-of-life care 
for cancer patients in Japanese acute care hospitals: A nationwide retrospective administrative database survey. 
Jpn J Clin Oncol. 2018; 48(10): 877-83. 

【主な著書】 
・宮下光令, et al. In宮下光令（編）. ナーシング・グラフィカ 成人看護学（6）：緩和ケア 第 2版. 大
阪: メディカ出版; 2016. 310  

【主な受賞】 
・田中雄太, 加藤茜, 伊藤香, 五十嵐佑子, 木下里美, 木澤義之, 宮下光令. 救急・集中治療領域におけ
る医師の緩和ケアに対する認識と障壁:ICU および救命救急センターに対する自記式質問紙調査の自
由記述データの内容分析. 第 27 回日本緩和医療学会学術大会, 2022 Jul 1-2, 神戸&Web. (最優秀演
題) 

・青山真帆. 日本緩和医療学会 査読功労賞 第 1 位. 2020 Aug. 
 

研究分野名 緩和ケア看護学分野 
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1. 分野構成（2023 年 4 月 1 日時点） 

教授：塩飽仁、助教：入江亘、助手：菅原明子、 
大学院（博士課程） 6 名、大学院（修士課程） 3 名、卒業研究生 13 名 

2. 主な研究テーマ 

小児看護学分野は、子供と家族を発達上のライフイベントに応じて支援する看護を追求している分野
です。特に子供と家族を心理・社会的に支える看護の研究、教育、実践に力点を置いています。おも

な研究テーマは、１．神経症や発達障害の子どもの療育支援と家族へのメンタルヘルスケア、２．小
児がんの子どもと家族のトータルケア、３．慢性疾患をもつ子どもと家族の移行期支援、４．小児緩
和ケア、５．そのほか，子どもと家族を心理・社会的に支える看護支援の開発です。 

3. 主な研究業績 

【主な研究論文】 
・Irie W, Shiwaku H, Taku K, Suzuki Y, Inoue Y. Roles of Reexamination of Core Beliefs and Rumination in 

Posttraumatic Growth Among Parents of Children with Cancer: Comparisons with Parents of Children With 
Chronic Disease. Cancer Nurs. 2021;44(1):20-28. 

・Nagoya Y, Miyashita M, Irie W, Yotani N, Shiwaku H. Development of a Proxy Quality-of-Life Rating Scale 
for the End-of-Life Care of Pediatric Cancer Patients, Evaluated from a Nurse’s Perspective. J Palliat Med. 
2020;23(1):82-89. doi: 10.1089/jpm.2018.0598. 

・Nagoya Y, Miyashita M, Shiwaku H.:Pediatric Cancer Patients’ Important End-of-Life Issues, Including 
Quality of Life: A Survey of Pediatric Oncologists and Nurses in Japan.J Palliat Med. 2017;20(5):487-493. 

・石田彩花, 入江 亘, 菅原明子, 塩飽 仁．母子家庭の子どもの家庭経験の実際についての質問紙

調査，小児保健研究, 2022; 81(4): 323-331. 
・笠井菜々子, 入江 亘, 菅原明子, 塩飽 仁．大学生における自身の病気や怪我の経験と現在のヘ

ルスリテラシーの関連，小児保健研究, 2022; 81(3): 300-310. 
・入江 亘，菅原明子，塩飽 仁．遠隔授業による小児看護学実習の教育実践．日本看護研究学会雑

誌 2021; 44(5): 697-706. 
・橘 ゆり, 入江 亘, 菅原 明子, 名古屋 祐子, 林原 健治, 塩飽 仁： 医療的ケアが必要な在宅重症

心身障害児を亡くした親の体験 ．日本小児看護学会誌，2021; 30: 9-16． 
・入江 亘，塩飽 仁．慢性疾患を抱える子どもをもつ家族の夫婦サブシステムにおける PTG と

PTSS の関連．家族看護学研究 2021; 26(2): 141-150. 
・名古屋祐子，宮下光令，入江 亘，余谷暢之，塩飽 仁. 終末期にある小児がん患者の QoL と関連

要因-看護師による QoL代理評価尺度を用いて-. Palliative Care Research 2020; 53: 53-64. 
・入江 亘，小川恵理子，大川智子，山本光映，塩飽 仁，小澤美和．小児がんで入院している子ども

の父親が抱く入院生活の中での関心事．小児保健研究 2020; 79(1): 66-73． 
・佐藤幸子，塩飽 仁，遠藤芳子，今田志保．心身症・神経症児が困難と感じる「症状や受診に関連

した学校場面」への対応方法．北日本看護学会誌 2020; 22(2): 9-16． 
【主な著書】 
・入江 亘．第 1章 小児の特徴と成長・発達，第 4章 幼児期の成長・発達に応じた看護． In 小児看護学①小

児看護学概論/小児保健，小林京子，高橋孝雄 編，第 7版，メヂカルフレンド社，2022，pp182-189. 
・塩飽 仁，井上由紀子．第 18章 精神疾患と看護「看護総論」，「疾患をもった小児の看護」．In 系統看護学講

座 専門分野Ⅱ 小児看護学２， 奈良間美保，丸 光惠 編，第 14版，医学書院，486-496，510-518，2020 
【主な受賞】 
・五十嵐大地，入江 亘，菅原明子，塩飽 仁．第 24 回北日本看護学会学術集 優秀演題賞 
・名古屋祐子，入江 亘，入江千恵，吉本裕子，岩崎光子.日本小児がん看護学会 令和 2 年度研究奨励賞 

  

研究分野名 小児看護学分野 
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研究分野名 精神看護学分野 

 

1. 分野構成（2023 年 4 月 1 日時点） 

教授：吉井初美、准教授：中西三春、助教：坂井舞 
大学院（修士課程）  3 名、 （博士課程） 1 名、卒業研究生  14 名 

 

2. 主な研究テーマ 

精神看護学分野は、精神疾患を有する人々を支援することを目的とした研究に取り組み、精神疾患の
発症やスティグマなどの研究、そして、認知症に関する研究を行っています。 
【主な研究テーマ】 

1.モデルマウスを用いたうつ病の分子機構解明 
2.認知症看護・介護における心理社会的ケアの推進 
3.精神障害者に関するスティグマ研究 

 

3. 主な研究業績 

【主な研究論文】 
・ Nakanishi M, Igarashi A, Ueda K, Brnabic AJM, Matsumura T, meguro K, Yamada M, Mimura M, Arai H, 

Treuer T. Costs and resource use of community dwelling patients with Alzheimer’s disease in Japan: 18-
month results from the GERAS-J study. Curr Med Res Opin 2021;37(8):1331-39. 

・ Nakanishi M, Shibasaki R, Yamasaki S, Miyazawa S, Usami S, Nishiura H, Nishida A. COVID-19 and on-
site dining in Tokyo: A time-series analysis using mobile phone location data. JMIR mHealth uHealth 
2021;9(5):e27342. 

・ Nakanishi M, Yamasaki S, Endo K, Ziylan C, Bakker T, Granvik E, Nägga K, Nishida A. E-learning and 
web-based tool for psychosocial interventions to neuropsychiatric symptoms of dementia: quasi-
experimental study assessing feasibility and efficacy. JMIR Med Educ 2021; 7(4):e30652. 

・ Nakanishi M, Ziylan C, Bakker TJ, Granvik E, Nägga K, Nishida A. Facilitators and barriers associated with 
the implementation of a Swedish psychosocial dementia care programme in Japan: A secondary analysis of 
qualitative and quantitative data. Scand J Caring Sci 2021;35(2):430-41. 

・ Sakai M, Yu Z, Hirayama R, Nakasato M, Kikuchi Y, Ono C, Komatsu H, Nakanishi M, Yoshii 
H, Stellwagen D, Furuyashiki T, Komatsu M, Tomita H. Deficient autophagy in microglia 
aggravates repeated social defeat stress-induced social avoidance. Neural Plasticity 
2022;2022:7503553. 

・ Sakai M, Nakanishi M, Yu Z, Takagi G, Toshi K, Wakashima K, Yoshii H. Depression and 
anxiety among college students during the COVID-19 pandemic in Tohoku region, Japan: a 
cross-sectional survey. Jpn J Nurs Sci 2022;19(3):e12483. 

・ Yoshii H, Kitamura N, Akazawa K, Saito H. Effects of an educational intervention on oral 
hygiene and self-care among people with mental illness in Japan: a longitudinal study.BMC 
Oral Health2017,１17-1 

・ Yoshii H,et al. Effect of an educationprogram on improving knowledge of schizophrenia among 
parents of junior and senior high school students in Japan. BMC Public Health. 2011, 11: 323. 

・ Yoshii H, et al. Stigma toward schizophrenia among parents of junior and senior high school 
students in Japan. BMC Res Notes. 2011, 4: 558. 
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1. 分野構成（2023 年 4 月 1 日時点） 

教授(兼任)：塩飽仁、准教授：中村康香、吉田美香子、助教：武石陽子、川尻舞衣子 
事務補佐員 1 名、大学院（博士後期課程）1 名, 大学院（博士前期課程）3 名, 卒業研究生 20 名 

2. 主な研究テーマ 

すべての女性が耀くことができるように, 出産・育児やライフデザイン, 一生涯にわたる女性の体を整えること

を, 次世代テクノロジーを取り入れながら支えていけるような研究に取り組んでいます.   
【主な研究テーマ】 
1. ライフデザインを支える：育児と介護に関するケア力 リプロダクティブライフプラン 妊孕力の認識 
2. 出産・育児を支える：コペアレンティング 妊娠期の身体活動 就労妊婦 周産期メンタルヘルス 
3. 体を整えることを支える：排せつ支援 骨盤底リハビリテーション 更年期症状への支援 骨粗鬆症予防 
4. 次世代テクノロジーの開発：看護工学を用いた助産・育児支援技術 

3. 主な研究業績 

【主な研究論文】 
・ Kawajiri M, Nakamura Y, Yoshida M, Takeishi Y, Ito N, Atogami F, Yoshizawa T. Changes in 

sedentary behavior during pregnancy depending on employment status. Journal of Nursing 
Science and Engineering. 2021;8:151-61. 

・ Nakamura Y, Tsuno Y.S, Wada A, Nagasaka K, Kawajiri M, Takeishi Y, Yoshida M, Yoshizawa 
T. Occupational stress is associated with job performance among pregnant women in Japan: 
comparison with similar age group of women. BMC Pregnancy Childbirth. 2022:22(1);749. doi: 
10.1186/s12884-022-05082-3. 

・ Saito H, Kahaer D, Kuwana K, Matsunaga A, Kawajiri M, Takeishi Y, Nakamura Y, 
Yoshizawa T, Yoshida M. Development of a method using transperineal ultrasound movies for 
automatic evaluation of the contraction of pelvic floor muscles in men after radical 
prostatectomy. Journal of Nursing Science and Engineering. 2022;9:242-52. 

・ Takeishi Y, Nakamura Y, Yoshida M, Kawajiri M, Atogami F, Yoshizawa T. Associations 
between Coparenting Relationships and Maternal Depressive Symptoms and Negative 
Bonding to Infant. Healthcare. 2021;9(4):375. 

・ Yoshida A, Yoshida M, Kawajiri M, Takeishi Y, Nakamura Y, Yoshizawa T. Prevalence of 
urinary retention after vaginal delivery: a systematic review and meta- analysis. Int 
Urogynecol J. 2022;33(12):3307-23. doi: 10.1007/s00192-022-05256-9. 

【主な著書】 
・ 吉田美香子. 排泄自立支援. 後藤百万, 本間之夫, 前田耕太郎, 味村俊樹（編）. 排泄リハビリテー

ション 改訂第 2版 理論と臨床. 東京:中山書店;2022.p 326-33. 
・ 吉沢豊予子. 第三章育む命 生死を考える. 大学と教養 5東北大学教養教育院叢著. 2022.p 53-74. 
【主な受賞】 
・ 吉田美香子. 第 20回日本看護科学学会学術論文優秀賞 2021 年 12 月 
・ 吉沢豊予子 . リンパ浮腫管理の研究と実績  論文賞 .「Japanese Version of Quality of Life 

Measurement for Limb Lymphedema(leg)(J-LYMQOL-l):its Reliability and Validity」 

  

研究分野名 ウィメンズヘルス・周産期看護学分野 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jnse/9/0/9_242/_article/-char/ja
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jnse/9/0/9_242/_article/-char/ja
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jnse/9/0/9_242/_article/-char/ja
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2. カリキュラム 

2-1. 学部カリキュラム 

【令和 4 年度 看護学専攻専門教育科目】 

※令和 3 年度以前入学学生用 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8
医療解剖学 2 60 30 30
生体機能学Ⅰ 1 30 30
生体機能学Ⅱ 1 30 30
代謝学 2 30 30
遺伝情報学　※１ 1 15 15
免疫学 2 30 30
発達心理学 1 15 15
生命倫理 1 15 15
病理学 2 30 30
病原微生物学 1 30 30
臨床薬理学 2 30 30
家族関係論 1 15 15
公衆衛生学 1 30 30
保健医療福祉行政論 2 30 30
国際保健学 1 15 15
食生活論 1 15 15
運動生活論 1 15 15
リハビリテーション学 1 15 15
看護情報演習 1 30 30
医療経済学 1 15 15
看護管理・政策論 2 30 30
看護教育学 1 15 15
放射線リスク科学 1 15 15
看護学原論Ⅰ 1 15 15
看護学原論Ⅱ 1 15 15
看護技術論Ⅰ 1 30 30
看護技術論Ⅱ 2 60 30 30
看護技術論Ⅲ 1 30 30
看護技術論Ⅳ 1 30 30
看護研究原論 1 30
基礎看護学実習Ⅰ 1 45 45
基礎看護学実習Ⅱ 2 90 90
成人看護学原論 1 15 15
成人看護方法論Ⅰ 2 60 60
成人看護方法論Ⅱ 2 60 60
成人看護学実習Ⅰ 3 135
成人看護学実習Ⅱ 3 135
老年看護学原論 1 15 15
老年看護方法論 2 60 60
老年看護学実習 3 135
小児看護学原論 1 15 15
小児看護方法論 2 60 30 30
小児看護学実習 3 135
精神看護学原論 1 15 15
精神看護方法論 2 60 60
精神看護学実習 3 135
女性健康科学原論 1 15 15
母性看護方法論 2 60 60
母性看護学実習 3 135
地域看護学原論 1 15 15
地域看護方法論 2 45 45
地域看護学実習　　　　　　　　 1 45 45
在宅看護論               　　  1 30 30
緩和ケア看護論 1 15 15
助産学原論　※１ 1 15 15
助産診断学　※１ 2 60 60
助産技術学　※１ 3 90 30 60
助産管理論　※１ 1 15 15
新生児看護論　※１ 1 30 30
助産学実習　※１ 8 360 180 180
総合看護学実習 2 90
学術英語 1 15 15
チーム医療 1 15 15
卒業研究 4 120 120

看護展開科目

専
　
攻
　
専
　
門
　
科
　
目

助産師の国家試験受験
資格を希望する者は※
１の科目は必修とな
る。

135

90

健康の支援科目

２年次区　　分 授　業　科　目

単位数

時間
必修

30

135

総合科目

135

専
　
門
　
教
　
育
　
科
　
目

看護基幹科目

135

135

専
　
門
　
基
　
礎
　
科
　
目

135

備　　考

人間の理解科目

１年次 ３年次 ４年次

開設年次・セメスター・時間数

選択
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※令和 4 年度以降入学学生用 

 
  

1 2 3 4 5 6 7 8
医療解剖学 3 45
生体機能学Ⅰ 2 30 30
生体機能学Ⅱ 2 30 30
遺伝・ゲノム看護学 1 15 15
免疫学 1 15 15
生命倫理学 1 15 15
病理学 1 15 15
病原微生物学 1 15 15
臨床薬理学 2 30 30
公衆衛生学 2 30 30
保健医療福祉行政論 2 30 30
国際保健学 1 15 15
栄養学 1 15 15
リハビリテーション学 1 15 15
看護情報学 2 30 30
看護教育・管理学 1 15 15
放射線リスク科学 1 15 15
看護学概論 2 30 30
基礎看護方法論Ⅰ（生活援助技術） 2 30 30
基礎看護方法論Ⅱ（看護過程） 3 45 45
基礎看護方法論Ⅲ（診療に伴う援助技術） 3 45 45
フィジカル・アセスメント 2 30
看護研究 4 60
基礎看護学実習Ⅰ 1 30 30
基礎看護学実習Ⅱ 2 60 60
成人看護学Ⅰ（慢性期） 4 60
成人看護学Ⅱ（急性期） 4 60
成人看護学実習Ⅰ（慢性期） 3 90
成人看護学実習Ⅱ（急性期） 3 90
老年看護学　　 4 60
老年看護学実習 3 90
小児看護学 4 60
小児看護学実習 3 90
精神看護学 4 60
精神看護学実習 3 90
ウイメンズヘルス看護学 4 60
母性看護学実習 3 90
地域看護学 4 60 60
地域看護学実習 1 30 30
在宅看護学 2 30 30
基礎助産学　※ 1 15 15
助産診断学　※ 2 30 30
助産技術学　※ 3 45 45
助産管理学　※ 1 15 15
新生児・乳児看護学　※ 1 15 15
助産学実習　※ 8 240
総合看護学実習 2 60 60
学術英語 1 15 15
チーム医療 1 15 15
キャリア教育Ⅰ 1 15
キャリア教育Ⅱ 1 15
看護研究の最先端 2 30 30
卒業研究 4 120

60

90

7.5 7.5
7.5 7.5

90

90

90

90

90

30

助産師の国家試験受験

資格を希望する者は※

の科目は必修となる。

総合科目

45

60

60
60

120

240

専

　

門

　

教

　

育

　

科

　

目

専

　

門

　

基

　

礎

　

科

　

目

人間の理解科目

健康の支援科目

専

　

攻

　

専

　

門

　

科

　

目

看護基幹科目

備　　考
必修 選択

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

60

区　　分 授　業　科　目

単位数

時間

開設年次・セメスター・時間数

看護展開科目

60

60
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2-2. 大学院カリキュラム 

【令和 4 年度 保健学専攻博士課程（看護学コース、前期 2 年の課程）】 

 

   

必修 選択 必修 選択

医療倫理学 1 浅井 看護アセスメント学特論Ⅰ ２ 菅野

看護学研究方法論 ２ 吉沢 看護アセスメント学特論Ⅱ ２ 菅野

看護学研究のための統計学 2 宮下 看護アセスメント学セミナー ４ 菅野

看護倫理 2 朝倉 看護管理学特論Ⅰ ２ 朝倉

理論看護学アプローチ 2 朝倉 看護管理学特論Ⅱ ２ 朝倉

看護科学論Ⅰ ２ 朝倉 看護管理学セミナー ４ 朝倉

医療教育論 ２ 吉沢 老年・在宅看護学特論Ⅰ ２ 尾﨑

医療･看護政策論 ２ 大森 老年・在宅看護学特論Ⅱ ２ 尾﨑

がん科学 ２ 今谷 老年・在宅看護学セミナー ４ 尾﨑

がん診療トレーニング ２ 今谷 地域ケアシステム看護学特論Ⅰ ２ 大森

先端放射線科学概論 ２ 権田 公衆衛生看護学特論Ⅰ ２ 大森

検査医科学概論 ２ 鈴木（貴） 公衆衛生看護学特論Ⅱ ２ 大森

災害医学概論 ２ 張替 公衆衛生看護学セミナー ４ 大森

医用動物学 １ 三好 公衆衛生看護学原論 ２ 大森

分子・遺伝生物学Ⅰ １ 中山（啓） 公衆衛生看護学活動論Ⅰ ４ 大森

医学統計学入門 ２ 山口 公衆衛生看護学活動論Ⅱ ４ 大森

医学データ解析入門 ２ 山口 公衆衛生看護学演習Ⅰ ４ 大森

医学AI概論Ⅰ ２ 岩崎 公衆衛生看護学演習Ⅱ ４ 大森

医学AI概論Ⅱ ２ 岩崎 疫学 ２ 大森

Topics and Discussions Ⅰ ２ 堂浦 保健統計学 ２ 大森

Topics and Discussions Ⅱ ２ 堂浦 保健医療福祉行政特論 ３ 大森

Topics and Discussions Ⅲ ２ 堂浦 公衆衛生看護学実習Ⅰ ５ 大森

Topics and Discussions Ⅳ ２ 堂浦 公衆衛生看護学実習Ⅱ ５ 大森

国際学会参加成果評価 １ 各指導教授 公共哲学 ２ 菅原（真）

論文研究 １０ 各指導教授 社会システム論 ２ 徳川

課題研究 ５ 各指導教員 環境保健論 ２ 大森

災害メンタルヘルス論 ２ 富田[災害]

必修 選択 必修 選択

コンサルテーション論 ２ 塩飽 精神看護学特論Ⅰ ２ 吉井

臨床薬理学 ２ 今谷 精神看護学特論Ⅱ ２ 吉井

フィジカルアセスメント ２ 宮下 家族のメンタルヘルス論 ２ 吉井

病態生理学 ２ 塩飽 精神看護学セミナーⅠ ２ 吉井

がん看護学特論Ⅰ ２ 宮下 精神看護学セミナーⅡ ２ 吉井

がん看護学特論Ⅱ ２ 宮下 精神看護学セミナーⅢ ２ 吉井

がん看護学セミナーⅠ ２ 宮下 精神看護学セミナーⅣ ２ 吉井

がん看護学セミナーⅡ ２ 宮下 救急・急性期精神看護 ２ 吉井

緩和ケア看護学特論Ⅰ ２ 宮下 精神専門看護学実習Ⅰ １ 吉井

緩和ケア看護学特論Ⅱ ２ 宮下 精神専門看護学実習Ⅱ ２ 吉井

緩和ケアトレーニング １ 宮下 精神専門看護学実習Ⅲ ４ 吉井

緩和ケア看護学セミナーⅠ ２ 宮下 精神専門看護学実習Ⅳ ２ 吉井

緩和ケア看護学セミナーⅡ ２ 宮下 精神専門看護学実習Ⅴ １ 吉井

がん看護専門看護学実習Ⅰ ２ 宮下 ウィメンズヘルス・周産期看護学特論Ⅰ ２ 吉沢

がん看護専門看護学実習Ⅱ ６ 宮下 ウィメンズヘルス・周産期看護学特論Ⅱ ２ 吉沢

がん看護専門看護学実習Ⅲ ２ 宮下 ウィメンズヘルス・周産期看護学セミナー ４ 吉沢

小児看護学特論Ⅰ ２ 塩飽

小児看護学特論Ⅱ ２ 塩飽

小児看護学セミナーⅠ ４ 塩飽

小児看護学セミナーⅡ ２ 塩飽

小児看護学セミナーⅢ ２ 塩飽

小児専門看護学実習Ⅰ ２ 塩飽

小児専門看護学実習Ⅱ ８ 塩飽

家

族

支

援

看

護

学

領

域

科目区分

一般コース

一般コース
授業科目

授業科目 代表教員

代表教員

専

門

科

目

看

護

学

コ

!

ス

特別研究科目

科目区分

代表教員

授業科目
一般コース

共

通

選

択

科

目

科目区分 代表教員

一般コース
科目区分 授業科目

専

門

科

目

看

護

学

コ

!

ス

家

族

支

援

看

護

学

領

域

専

門

科

目

看

護

学

コ

!

ス

基

礎

・

健

康

開

発

看

護

学

領

域

"

保

健

師

必

修

科

目

#

"

保

健

師

選

択

科

目

#
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【令和 4 年度 保健学専攻博士課程（看護学コース、後期 3 年の課程）】 

 

  

授業科目 必修 選択 代表教員 授業科目 必修 選択 代表教員

高橋 基礎・健康開発看護学セミナーⅠ ２ 朝倉

吉井 基礎・健康開発看護学セミナーⅡ ２ 尾﨑

武田 家族支援看護学セミナーⅠ ２ 塩飽

看護科学論Ⅱ ２ 朝倉 家族支援看護学セミナーⅡ ２ 吉沢

看護科学論Ⅲ ２ 吉沢 基礎・健康開発看護学特論 ２ 大森

分子医科学 ２ 高橋 家族支援看護学特論 ２ 塩飽

社会・環境医学 ２ 藤森 医用情報技術科学セミナーⅠ ２ 本間

医学AI特論Ⅰ ２ 岩崎 医用情報技術科学セミナーⅡ ２ 本間

医学AI特論Ⅱ ２ 岩崎 生体応用技術科学セミナーⅠ ２ 金田

Topics and Discussions Ⅰ ２ 堂浦 生体応用技術科学セミナーⅡ ２ 金田

Topics and Discussions Ⅱ ２ 堂浦 医用情報技術科学特論 ２ 本間

Topics and Discussions Ⅲ ２ 堂浦 生体応用技術科学特論 ２ 植田

Topics and Discussions Ⅳ ２ 堂浦 基礎検査医科学セミナーⅠ ２ 高橋

国際学会参加成果評価 １ 各指導教授 基礎検査医科学セミナーⅡ ２ 高橋

保健学論文研究 ８ 各指導教授 臨床検査医科学セミナーⅠ ２ 鈴木（貴）

臨床検査医科学セミナーⅡ ２ 鈴木（貴）

※次の各号により、16単位以上を修得すること。 検査医科学特論 ２ 高橋

１．共通科目のうちから、指導教員の指示により、2単位以上。

２．領域別の専門科目から、指導教員の指示により、4単位以上。

３．保健学論文研究8単位。

放

射

線

技

術

科

学

コ

!

ス

専

門

科

目

特別研究科目

科目区分 科目区分

健康科学論 ２ 看

護

学

コ

!

ス

共

通

科

目

共

通

選

択

科

目

検

査

技

術

科

学

コ

!

ス
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3. 教員一覧（2023 年 4 月現在） 

 

【基礎・健康開発看護学領域】 

看護技術開発学    

教授   菅野恵美  （看護師・保健師、博士（医学）） 

講師   丹野寛大  （看護師・保健師、博士（医学）） 

助手   佐藤佑樹  （看護師、修士（保健学）） 

看護管理学    

教授   朝倉京子  （看護師・保健師、博士（看護学）） 

助教   高田望   （看護師、博士（看護学）） 

助教   杉山祥子  （看護師・保健師、博士（看護学）） 

老年・在宅看護学    

教授   尾崎章子  （看護師・保健師、博士（看護学）） 

講師   清水恵   （看護師・保健師、博士（看護学）） 

助教   中本五鈴  （看護師・保健師、博士（人間健康科学）） 

公衆衛生看護学     

教授   大森純子  （看護師・保健師、博士（看護学）） 

助教   松永篤志  （看護師・保健師、博士（保健学）） 

助教   原ゆかり  （看護師・保健師、博士（看護学）） 

助教   中野久美子 （看護師・保健師、博士（看護学）） 

助教   岩本萌   （看護師・保健師、博士（看護学）） 

 

【家族支援看護学領域】 

成人看護学    

教授   今谷晃   （医師、博士（医学）） 

がん看護学    

教授（兼）宮下光令  （看護師・保健師、博士（保健学）） 

助教   佐々木康之輔（看護師・保健師、博士（看護学）） 

助教   吉田詩織  （看護師・保健師、博士（看護学）） 

緩和ケア看護学    

教授   宮下光令  （看護師・保健師、博士（保健学）） 

講師   青山真帆  （看護師・保健師、助産師、博士（看護学）） 

助教   升川研人  （看護師・保健師、博士（看護学）） 

小児看護学    

教授   塩飽仁   （看護師・保健師、博士（医学）） 

助教   入江亘   （看護師・保健師、博士（看護学）） 

助手   菅原明子  （看護師・保健師、修士（看護学）） 
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精神看護学    

教授   吉井初美  （看護師・精神保健福祉士、博士（医学）） 

准教授  中西三春  （看護師・保健師・精神保健福祉士、博士（保健学）） 

助教   坂井舞   （看護師・保健師、博士（医学）） 

ウィメンズヘルス・周産期看護学   

教授（兼）塩飽仁   （看護師・保健師、博士（医学）） 

准教授  中村康香  （看護師・助産師・保健師、博士（看護学）） 

准教授  吉田美香子 （看護師・助産師・保健師、博士（保健学）） 

助教   武石陽子  （看護師・助産師・保健師、博士（看護学）） 

助教   川尻舞衣子 （看護師・助産師・保健師、博士（看護学）） 

 

 

※学位の記載形式は、「学位（専攻分野）」で統一した 

（例えば、実際に授与された学位は「博士（医学）」ではなく「医学博士」である場合がある） 
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4. 各種データ 

4-1. 学部入試情報 

【一般入試倍率・入学率】 

 募集人員 志願者 倍率 合格者 入学者 

平成 16 年度入学試験（前期） 50 130 2.6倍 54 51 

平成 16 年度入学試験（後期） 20 140 7.0倍 20 (1) 18 

平成 17 年度入学試験（前期） 50 120 2.4倍 56 53 

平成 17 年度入学試験（後期） 20 110 5.5倍 22 19 

平成 18 年度入学試験（前期） 50 91 1.8倍 56 51 

平成 18 年度入学試験（後期） 20 108 5.4倍 24 (2) 19 

平成 19 年度入学試験（前期） 50 111 2.2倍 56 52 

平成 19 年度入学試験（後期） 20 88 4.4倍 25 (1) 17 

平成 20 年度入学試験 55 114 2.1倍 56 53 

平成 21 年度入学試験 55 123 2.2倍 57 54 

平成 22 年度入学試験 55 167 3.0倍 56 52 

平成 23 年度入学試験 55 156 2.8倍 58 57 

平成 24 年度入学試験 55 140 2.5倍 56 53 

平成 25 年度入学試験 55 134 2.4倍 58 52 

平成 26 年度入学試験 55 123 2.2 倍 60 55 

平成 27 年度入学試験 55 153 2.8倍 60 53 

平成 28 年度入学試験 54 126 2.3倍 58 55 

平成 29 年度入学試験 54 138 2.6倍 58 56 

平成 30 年度入学試験 50 147 2.9倍 53 51 

平成 31 年度入学試験 50 118 2.4倍 52 50 

令和 2 年度入学試験 50 121 2.4倍 57 53 

令和 3 年度入学試験 50 91 1.8倍 52 48 

令和 4 年度入学試験 50 134 2.7倍 55 50 

令和 5 年度入学試験 48 100 2.1倍 49 47 

※「合格者」は追加合格者の人数を含まない、（ ）内は追加合格者の人数を示す 
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【AO 入試倍率・入学率】 

＜AOⅢ期＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜AOⅡ期＞ ※平成 30 年度入学試験より開始 

 

 募集人員 志願者 倍率 合格者 入学者 

平成 20 年度入学試験（AO） 15 55 3.7倍 19 19 

平成 21 年度入学試験（AO） 15 43 2.9倍 17 17 

平成 22 年度入学試験（AO） 15 54 3.6倍 20 20 

平成 23 年度入学試験（AO） 15 49 3.3倍 17 17 

平成 24 年度入学試験（AO） 15 57 3.8倍 15 15 

平成 25 年度入学試験（AO） 15 35 2.3倍 16 16 

平成 26 年度入学試験（AO） 15 34 2.3倍 15 15 

平成 27 年度入学試験（AO） 15 40 2.7倍 16 16 

平成 28 年度入学試験（AO） 16 35 2.2倍 17 17 

平成 29 年度入学試験（AO） 16 30 1.9倍 16 16 

平成 30 年度入学試験（AOⅢ） 10 26 2.6倍 10 10 

平成 31 年度入学試験（AOⅢ） 10 24 2.4倍 10 10 

令和 2 年度入学試験（AOⅢ） 10 12 1.2倍 6 6 

令和 3 年度入学試験（AOⅢ） 10 37 3.7倍 12 12 

令和 4 年度入学試験（AOⅢ） 10 25 2.5倍 10 10 

令和 5 年度入学試験（AOⅢ） 10 23 2.3倍 14 14 

 募集人員 志願者 倍率 合格者 入学者 

平成 30 年度入学試験（AOⅡ） 10 34 3.4倍 10 10 

平成 31 年度入学試験（AOⅡ） 10 34 3.4倍 11 11 

令和 2 年度入学試験（AOⅡ） 10 40 4.0倍 10 10 

令和 3 年度入学試験（AOⅡ） 10 55 5.5倍 11 11 

令和 4 年度入学試験（AOⅡ） 10 36 3.6倍 10 10 

令和 5 年度入学試験（AOⅡ） 12 56 4.7倍 12 12 
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4-2. 大学院入試情報 

【修士課程入試倍率・入学者数（看護学専攻のみ）】 

 入学者 

 募集人員 志願者 倍率 合格者 全体 
保健師 

選択 

専門看護師 

コース 

平成 20 年度入学試験 24 21 0.9倍 17 17 ― 1 

平成 21 年度入学試験 24 13 0.5倍 11 10 ― 3 

平成 22 年度入学試験 24 21 0.9倍 16 14 ― 3 

平成 23 年度入学試験 24 15 0.6倍 13 13 ― 5 

平成 24 年度入学試験 24 13 0.5倍 12 11 ― 3 

平成 25 年度入学試験 24 11 0.5倍 9 9 ― 2 

平成 26 年度入学試験 24 15 0.6倍 11 11 1 4 

平成 27 年度入学試験 24 22 0.9倍 19 18 1 6 

平成 28 年度入学試験 24 23 1.0倍 13 13 5 1 

平成 29 年度入学試験 24 19 0.8倍 14 14 6 4 

平成 30 年度入学試験 32 14 0.4倍 12 12 2 3 

平成 31 年度入学試験 32 15 0.4倍 11 11 5 4 

令和 2 年度入学試験 32 17 0.5倍 13 13 5 4 

令和 3 年度入学試験 32 26 0.8倍 18 18 6 1 

令和 4 年度入学試験 32 28 0.8倍 20 18 4 3 

令和 5 年度入学試験 32 27 0.8倍 19 19 6 6 

※ 募集人員は、保健学専攻 3 コース（看護学、放射線技術科学、検査技術科学）全体での人数 

※ 倍率は、保健学専攻 3 コース全体での募集人員に対する看護学コース志願者の比 
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【博士課程入試倍率・入学者数（看護学専攻のみ）】 

 募集人員 志願者 倍率 合格者 入学者 

平成 22年度入学試験 10 4 0.4倍 4 4 

平成 23年度入学試験 10 5 0.5倍 4 4 

平成 24年度入学試験 10 9 0.9倍 7 7 

平成 25年度入学試験 10 12 1.2倍 10 8 

平成 26年度入学試験 10 6 0.6倍 4 3 

平成 27年度入学試験 10 13 1.3倍 10 10 

平成 28年度入学試験 10 9 0.9倍 7 7 

平成 29年度入学試験 10 10 1.0倍 9 9 

平成 30年度入学試験 10 14 1.4倍 9 9 

平成 31年度入学試験 10 6 0.6倍 6 6 

令和 2年度入学試験 10 7 0.7倍 7 7 

令和 3年度入学試験 12 10 0.8 倍 8 8 

令和 4 年度入学試験 12 9 0.8倍 7 7 

令和 5 年度入学試験 12 7 0.6倍 6 6(予定) 

※ 募集人員は、保健学専攻 3 コース（看護学、放射線技術科学、検査技術科学）全体での人数 

※ 倍率は、保健学専攻 3 コース全体での募集人員に対する看護学コース志願者の比 
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4-3. 学部卒業後の進路 

【国家試験受験資格取得状況（新卒者）】 

 保健師 助産師 看護師 

平成 19 年度卒業 73 20 63 

平成 20 年度卒業 76 15 66 

平成 21 年度卒業 73 15 63 

平成 22 年度卒業 80 16 70 

平成 23 年度卒業 69 13 66 

平成 24 年度卒業 73 15 71 

平成 25 年度卒業 69 13 69 

平成 26 年度卒業 76 13 76 

平成 27 年度卒業 － 13 64 

平成 28 年度卒業 － 13 64 

平成 29 年度卒業 － 9 68 

平成 30 年度卒業 － 12 68 

令和元年度卒業 － 7 69 

令和 2 年度卒業 － 12 69 

令和 3 年度卒業 － 12 68 

令和 4 年度卒業 － 10 66 

※ 助産師コースは選抜制 
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【国家試験合格状況（新卒者+既卒者）】 

 保健師 助産師 看護師 

受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率 

平成 19 年度施行 73 69 95% 20 19 95% 64 63 98% 

平成 20 年度施行 77 77 100% 16 16 100% 67 65 97% 

平成 21 年度施行 73 68 93% 15 8 53% 63 63 100% 

平成 22 年度施行 81 79 98% 19 19 100% 70 70 100% 

平成 23 年度施行 73 70 96% 13 13 100% 66 66 100% 

平成 24 年度施行 75 74 99% 16 15 94% 71 68 96% 

平成 25 年度施行 70 67 96% 14 12 86% 72 72 100% 

平成 26 年度施行 78 78 100% 14 14 100％ 76 75 99％ 

平成 27 年度施行 － － － 13 13 100% 66 65 99% 

平成 28 年度施行 － － － 13 13 100％ 66 65 99％ 

平成 29 年度施行 － － － 10 10 100% 69 69 100% 

平成 30 年度施行 － － － 12 12 100% 68 67 99% 

令和元年度施行 － － － 7 7 100% 70 68 97% 

令和 2 年度施行 － － － 12 12 100% 71 69 97% 

令和 3 年度施行 － － － 12 12 100% 70 70 100% 

令和 4 年度施行 － － － 10 10 100% 67 66 99% 
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【学部卒業後の進路】 

 就職 進学  

 卒業数 看護師 助産師 保健師 一般職 大学院 
各種学校 

・大学等 
その他 

平成 19 年度卒業 73 35 14 (1) 8 1 8 (1) 5 3 

平成 20 年度卒業 76 38 9 14 2 6 5 2 

平成 21 年度卒業 73 45 (1) 8 (1) 8 (1) 2 9 (1) 2 1 

平成 22 年度卒業 80 62 (11) 15 (11) 6 0 4 3 1 

平成 23 年度卒業 69 44 (4) 12 (4) 12 1 1 1 2 

平成 24 年度卒業 73 49 (3) 12 (3) 5 1 7 1 1 

平成 25 年度卒業 69 42 (1) 11 (1) 9 0 8 0 0 

平成 26 年度卒業 76 49 9 10 1 5 2 0 

平成 27 年度卒業 65 40 10 － 0 10 2 3 

平成 28 年度卒業 67 46 12 － － 6 2 1 

平成 29 年度卒業 68 52 9 － － 6 1 0 

平成 30 年度卒業 68 44 11 － 3 6 3 1 

令和元年度卒業 69 43 6 － 3 8 7 2 

令和 2 年度卒業 70 39 7 － 2 14 7 1 

令和 3 年度卒業 70 48 9 － 2 9 1 0 

令和 4 年度卒業 67 44 3 － 1 13 2 0 

※（ ）は、重複してカウントした人数 
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4-4. 大学院修了後の進路 

【修士課程】 

 
学位取得 

博士課程 

進学 
大学教員 

看護学校 

教員 

看護師・ 

助産師 
保健師 その他 

平成 21 年度修了 8 1 1 0 5 0 1 

平成 22 年度修了 10 1 1 0 6 2 0 

平成 23 年度修了 13 2 (1) 2 (1) 1 6 2 1 

平成 24 年度修了 16 2 0 0 11 1 2 

平成 25 年度修了 9 2 0 0 6 0 1 

平成 26 年度修了 11 0 2 0 7 0 1 

平成 27 年度修了 11 2(1) 2(1) 0 6 2 0 

平成 28 年度修了 19 2(2) 4(1) 0 11(1) 3 0 

平成 29 年度修了 12 1 0 0 5 5 1 

平成 30 年度修了 11 1 0 0 2 6 2 

令和元年度修了 14 1 1 0 4 6 2 

令和 2 年度修了 10 1 0 0 4 4 1 

令和 3 年度修了 16 5 0 0 4 4 1 

令和 4 年度修了 15 2 0 0 4 6 3 

※（ ）は、重複してカウントした数 

※ 社会人院生であった学生が博士課程に進学後も仕事を継続した場合は、就職者には含まなかった 
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【専門看護師取得状況】（認定数は 2023 年 3 月現在） 
 がん看護専門看護師 小児看護専門看護師 

修了数 認定数 修了数 認定数 

平成 21 年度修了 0 － － － 

平成 22 年度修了 2 2 (100%) － － 

平成 23 年度修了 1 0 (0%) － － 

平成 24 年度修了 2 2 (100%) 6 4 (67%) 

平成 25 年度修了 2 2 (100%) 1 1 (100%) 

平成 26 年度修了 0 － 2 2(100%) 

平成 27 年度修了 2 2(100%) 2 1(50%) 

平成 28 年度修了 3 3(100%) 2 2(100%) 

平成 29 年度修了 0 － 1 0(0%) 

平成 30 年度修了 0 － 1 1(100%) 

令和元年度修了 3 3 (100%) 0 － 

令和 2 年度修了 1 1(100%) 0 － 

令和 3 年度修了 0 － 2 1(50%) 

令和 4 年度修了 1 0(0％) 0 － 

※「修了者」は、専門看護師認定審査の受験資格を有する修了者の人数 

※「認定数」は、専門看護師の認定審査に合格したものの人数 

※ 専門看護師認定審査の有資格者のなかには、専門看護師の認定を希望しない者も含まれる 
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【博士課程】 
  教育機関・研究機関    
 

学位取得 大学教員 その他 看護師・ 
助産師 保健師 その他 

平成 24 年度修了 0 － － － － － 

平成 25 年度修了 2 1 1 0 0 0 

平成 26 年度修了 4 3 0 0 0 1 

平成 27 年度修了 4 3 0 1 0 0 

平成 28 年度修了 4 1 2 1 0 0 

平成 29 年度修了 3 1 0 1 0 1 

平成 30 年度修了 6 5 0 1 0 0 

令和元年度修了 4 3 0 1 0 0 

令和 2 年度修了 9 7 0 1 0 1 

令和 3 年度修了 9 8 0 1 0 0 

令和 4 年度修了 9 7 2 0 0 0 
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4-5. 大学院修了者の学位論文一覧 (2022 年度修了者まで) 

【修士課程】 

平成 21 年度（2009 年度） 

・ 鎌田美千代. 看護師の与薬業務における医療情報と医療行為の乖離の分析.（平野かよ子教授） 

・ 河村真人. 長野県佐久地域の 2008/09シーズンにおける季節性インフルエンザ流行時での医療機関受

診の検討.（丸山良子教授） 

・ 佐々木康之輔. Evaluation of respiratory pattern on human heart rate variability（心拍変動における呼吸の

評価）.（丸山良子教授） 

・ 庄司香織. エストロゲンと加齢が自律神経活動の調節に及ぼす影響.（丸山良子教授） 

・ 関智示. 褥婦に出現する産褥早期の下肢浮腫の経時的変化と弾性ストッキングの効果に関する検討.

（吉沢豊予子教授） 

・ 武石陽子. 妊娠期の快適性に関する尺度の開発.（吉沢豊予子教授） 

・ 武田晶子. 子どもの病気のイメージと「自分の病気について知ること」の意識および保護者の意識の

実態とそれらの関連.（塩飽仁教授） 

・ 松井憲子. 敗血症と全身性炎症反応症候群患者の自律神経活動の変化について.（丸山良子教授） 

 

平成 22 年度（2010 年度） 

・ 青木咲奈枝. がん患者の外来放射線治療による有害事象の苦痛度とクオリティ・オブ・ライフの関連.

（佐藤冨美子教授） 

・ 伊藤加奈子. 中堅保健師の OJT と実践コミュニティに関する研究.（末永カツ子教授） 

・ 桂田かおり. 死産・新生児死亡を経験した父親の「子どもの死の実感プロセス」.（佐藤喜根子教授） 

・ 鎌倉美穂. 貯血式自己血採血をモデルとした循環血液量減少が循環動態と自律神経活動に及ぼす影

響.（丸山良子教授） 

・ 坂村佐知. 妊娠先行型結婚夫婦の関係性が養育環境に及ぼす影響－早産児を出産した女性を対象に

して－.（吉沢豊予子教授） 

・ 佐々木理衣. 初発乳がん術後補助化学療法を受ける患者の気がかりとソーシャル・サポートの関連.

（佐藤冨美子教授） 

・ 千葉春香. 出生体重が循環動態と自律神経活動に及ぼす影響.（丸山良子教授） 

・ 永井瑞希. 女子長距離選手における月経異常が自律神経系・心血管系・運動パフォーマンスに及ぼす

影響.（丸山良子教授） 

・ 芳賀麻有. 睡眠時姿勢特性と自律神経活動および呼吸機能との関連性の検討.（丸山良子教授） 

・ 平尾由美子. 在宅療養高齢者の足爪白癬の罹患状況、管理の実態、および QOL への影響に関する研

究.（川原礼子教授） 

 

平成 23 年度（2011 年度） 

・ 荒屋敷純子. 東日本大震災発生から一週間の看護職の労働実態〜性別・婚姻が災害時の労働に与えた

影響〜.（吉沢豊予子教授） 
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・ 井上芙蓉子. がん診療に携わる看護師の緩和ケアに関する知識・困難感・実践の実態と関連要因－日

本の４地域全体を対象とした多施設調査－.（宮下光令教授） 

・ 岡野恵. 小児病棟に勤務するチャイルドライフスペシャリストの役割と機能に関する研究〜子ども

中心の医療を推進するスペシャリストとは〜.（平野かよ子教授） 

・ 菊池綾子. 第２子誕生後２か月経過した男性の家族に対する意識.（佐藤喜根子教授） 

・ 熊谷賀代. 正常新生児の生後１か月までの体重増減量と完全母乳育児継続の関連要因の明確化.（吉

沢豊予子教授） 

・ 小松恵. 高齢者の看取りにおいて、訪問看護師が「よい」あるいは「心残り」と感じた背景の研究.（川

原礼子教授） 

・ 佐々木久美子. 産業看護職における CSR（企業の社会的責任）の認識プロセス.（末永カツ子教授） 

・ 品川優理. 乳癌患者に対する喫煙の影響－乳癌細胞株とタバコ煙抽出物を用いた検討－.（丸山良子

教授） 

・ 高橋奈津子. 介護老人保健施設に入所している高齢者の下肢浮腫に関する調査―加齢、日常生活にお

ける影響因子、および利尿薬との関連性について―.（川原礼子教授） 

・ 竹内真帆 . Changes in the lower limb of patients before and after Gynecologic surgery including LND: 

implication for early lymphedema assessment（婦人科リンパ節廓清術後の下肢の変化―続発性リンパ浮

腫の早期発見に向けて―）.（吉沢豊予子教授） 

・ 丹治史也. Personality and All－cause, Cause－specific Mortality in Japan: the Miyagi Cohort Study（パーソ

ナリティと全死因、死因別死亡リスクに関する前向きコホート研究）.（南優子教授） 

・ 成沢香織. 外来で分子標的治療を受けているがん患者の症状体験と QOL の関連.（佐藤冨美子教授） 

・ 藪田歩. 統合失調症をもつ患者の家族心理教育の効果.（齋藤秀光教授） 

 

平成 24 年度（2012 年度） 

� 五十嵐美幸. がん患者の死亡場所に関連する要因 死亡票情報を用いた分析と都道府県別医療社会

的指標を用いた分析.（川原礼子教授） 

� 石川涼. 知的障害を伴わない発達障害をもつ子どもの発見から就学における関係者の役割および連

携に関する実態調査.（塩飽仁教授） 

� 烏日古木拉. 出生体重が血圧および自律神経活動に及ぼす影響 モンゴル族の若年成人を対象にし

た検証.（丸山良子教授） 

� 菅野雄介. 看護師による看取りのケアの質の評価尺度の信頼性・妥当性と関連要因の探索.（宮下光令

教授） 

� 菊池笑加. 震災前後に子どもが誕生した父親の生活と心身の健康状態 －東日本大震災から１年４

か月後の調査－.（佐藤喜根子教授） 

� 日下由利子. 看護師と患児および保護者が認識する病名と病状説明時における看護師の対応につい

ての実態調査.（塩飽仁教授） 

� 佐山恭子. 入院した子どものきょうだいと母親が評価するきょうだい自身の人格的成長に関する調

査研究.（塩飽仁教授） 

� 関貴子. 喫煙と肺がん罹患リスクに関する組織型別症例対照研究.（南優子教授） 
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� 高田望. 看護師の「集中治療室における積極的治療から看取りの医療」への意思決定参画に関する基

礎的研究.（平野かよ子教授） 

� 千葉みゆき. 化学療法を受ける転移再発大腸がん患者の心理的適応に関連する要因の検討.（佐藤冨

美子教授） 

� 名古屋祐子. 遺族と医療者への面接から得られた看取りの時期にある小児がんの子どもと家族に必

要な要素.（塩飽仁教授） 

� 納谷さくら. がん患者のオピオイドに対する懸念と疼痛コントロールの関連.（佐藤冨美子教授） 

� 真溪淳子. アクションラーニングによる地域看護管理者研修の意義.（末永カツ子教授） 

� 三谷綾子. 青年期以降の胆道閉鎖症患者の QOL とレジリエンスの特徴に関する調査研究.（塩飽仁教

授） 

� 門間典子. 大学病院に勤務する中高年看護師の仕事継続要因の分析.（平野かよ子教授） 

� 谷地舘千恵. 看護師が認識する子どものターミナルケアについてのインタビュー調査.（塩飽仁教授） 

 

平成 25 年度（2013 年度） 

� 菅野喜久子. 東日本大震災の被災沿岸地域の医療者へのインタビュー調査に基づく災害時における

がん緩和ケア・在宅医療の在り方に関する研究.（宮下光令教授） 

� 木村智一. 児童養護施設の福祉職, 施設長, 看護師がとらえている児童養護施設の看護師の現状と役

割の実態調査.（塩飽仁教授） 

� 日下裕子. リンパ浮腫発症の可能性に直面した時に感じる不本意さと不確かさ―婦人科がんサバイ

バーの経験から―.（吉沢豊予子教授） 

� 下條祐也. 妻・母親役割を担う看護職の職業継続意思に影響する要因の検討―両立支援的組織風土に

注目して―.（朝倉京子教授） 

� 長坂沙紀. 高機能広汎性発達障害当事者がセルフアドボカシー活動を行うまでの体験.（末永カツ子

教授） 

� 包薩日娜. Effect of low birth weight on inflammation biomarkers and autonomic function in healthy young 

adults（若年健常者における出生体重が炎症性マーカーおよび自律神経機能に及ぼす影響）.（丸山良

子教授） 

� 本田涼. 第２子が NICU に入院した母親の第１子への思いと対応.（佐藤喜根子教授） 

� 三滝亜弥. 産業看護職が体験するリアリティショックと対処に関する研究.（末永カツ子教授） 

� 横田則子. 外来で化学療法を受けるがん患者の埋め込み型中心静脈ポート留置部位と生活の支障と

の関連.（佐藤冨美子教授） 

 

平成 26 年度（2014 年度） 

� 岩淵正博. 終末期医療に関する意思決定者の実態と受ける医療や Quality of Life への影響.（宮下光令

教授） 

� 熊谷清美. メキシコにおける妊婦と子育て中の母親の愛着―接触行動との関連―.（佐藤喜根子教授） 

� 坂田あゆみ. 産後 4 カ月の母親のソーシャルサポートに対する認識-被災地域の子育て環境から-.（佐

藤喜根子教授） 
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� 佐藤遥. 側臥位と自律神経活動および循環動態の性差について.（丸山良子教授） 

� 鈴木千鶴. 食物アレルギーの子どもをもつ母親の困難感と対処行動.（塩飽仁教授） 

� 髙橋恵美子. 東日本大震災が不妊に悩む女性に及ぼした影響―ART を受けている女性の現状―.（佐

藤喜根子教授） 

� 長橋美榮子. 看護師免許を有する養護教諭と有しない養護教諭における業務上の困難感に関する研

究.（齋藤秀光教授） 

� 三浦恵美. 看護師長が認識する successful な部署運営に関する研究.（朝倉京子教授） 

� 柳本千景. 外来化学療法を受けているがん患者の倦怠感マネジメントバリアに影響する要因の検討.

（佐藤冨美子教授） 

� 吉田明莉. 無侵襲的出生前遺伝学的検査（NIPT）受検者が妊娠中に抱いた思い.（吉沢豊予子教授） 

� 横山千恵. 特別支援学校に勤務する看護師が役割を遂行するために必要な要素.（塩飽仁教授） 

 

平成 27 年度（2015 年度） 

� 菊池尚子. 切迫早産妊婦の安静治療による母児アウトカムへの影響. (吉沢豊予子教授) 

� 杉山育子. 原発性悪性脳腫瘍患者における終末期ケアの質の評価：ホスピス・緩和ケア病棟での多施

設遺族調査（宮下光令教授） 

� 杉山祥子. 看護師の自律的な臨床判断が磨かれるありよう（朝倉京子教授） 

� 青砥恵美. 東北地方における看護師が実施する認知行動療法の実態に関する研究（斎藤秀光教授） 

� 入江亘. 小児がんの子どもの親が Posttraumatic Growth に至るプロセス（塩飽仁教授） 

� 和田彩. 就労妊婦の特性と妊娠アウトカムとの関連―内的特性に着目して―（吉沢豊予子教授） 

� 佐藤恵. 帝王切開術で出産した女性の出産体験のとらえ方とそれに影響する要因―経腟分娩との比

較（佐藤喜根子教授） 

� 重野朋子. 宮城県内のがん診療連携拠点病院におけるがん疼痛に関する多施設調査―施設間差と疼

痛緩和が不十分な患者への対応の検討―（宮下光令教授） 

� 菅原明子. 健康問題を持つ子供に対して看護師が実践している心理的ケアのプロセス（塩飽仁教授） 

� 瀧澤洋子. Alcohol intake and breast cancer risk according to menopausal and hormone receptor status in 

Japanese women(日本人女性における飲酒と閉経状況・ホルモン受容体別乳がんリスクとの関連)（南

優子教授） 

� 根本裕美子. 東京電力福島第一原子力発電所事故における安定ヨウ素剤の国，県，市町村の対応の実

際と今後の備え（末永カツ子教授） 

 

平成 28 年度（2016 年度） 

・ 小野八千代. 中高年の女性看護師が職業を継続するために困難を乗り越えるプロセス（朝倉京子教授） 

・ 亀井ひとみ. "看護師が後輩看護師を育成する態度の形成プロセス―中期キャリアにある看護師に注

目して―"（朝倉京子教授） 

・ 橋本恵子. 若年女性労働者の困難から回復する力（レジリエンス）と心の健康の実態調査（齋藤秀光

教授） 
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・ 安部葉子. "助産師が捉えた特別養子縁組を選択し出産した女性－女性の理解と助産師の気持ちに焦

点を当てて－"（佐藤喜根子教授） 

・ 五十嵐尚子 . がん患者の遺族における複雑性悲嘆のスクリーニング尺度である Brief Greif 

Questionnaire (BGQ)と Inventory of Complicated Grief(ICG)の比較（宮下光令教授） 

・ 原ゆかり. 看護職の専門職的自律性に対する態度と職業コミットメントの経年変化が離職意向に及

ぼす影響の検討（朝倉京子教授） 

・ 及川真紀. 性・年齢階級別にみた家族との同居状況と心理的苦痛の関連：東北メディカル・メガバン

ク事業地域住民コホート調査（佐藤喜根子教授） 

・ 大泉千賀子. 治療期膵癌患者の家族が認知する患者の症状・治療及び療養状況と家族の QOL（佐藤

冨美子教授） 

・ 押切美佳. 臨床看護師の調査からみた小児集中治療室の看護の特徴と展望（塩飽仁教授） 

・ 川尻舞衣子. 妊娠期における身体活動量の縦断的調査-リストバンド型三軸加速度計を用いて-（吉沢

豊予子教授） 

・ 後藤清香. 小児がん患者の標準復学支援要領の試作と実行可能性の検証（塩飽仁教授） 

・ 齊藤恵里子. "多職種協働による自発的な母子支援活動の効果 －震災を契機に立ち上がった子育て

サロン活動から－"（佐藤喜根子教授） 

・ 高橋紀子. がんの痛みの看護ケア実践尺度の開発と信頼性・妥当性の検討（宮下光令教授） 

・ 千葉詩織. 進行がん患者のオピオイド服薬マネジメントと疼痛の関連（佐藤冨美子教授） 

・ 富澤あゆみ. 在宅療養支援診療所を利用する終末期がん患者の主介護者の介護負担感に関連する要

因の検討（佐藤冨美子教授） 

・ 樋渡麻衣. "東日本大震災年に誕生した子を持つ父親の震災 5 年目の心身の健康状態と影響を及ぼし

た要因"（佐藤喜根子教授） 

・ 柳澤萌美. "東日本大震災における 5 年間の心のケアニーズの変化―支援者から捉えた住まうことに

関連する心のケアニーズの変化パターン―"（大森純子教授） 

・ 吉澤彩. 看護拠点を立ち上げた看護師による地域におけるケアの特徴（大森純子教授） 

・ 吉田薫. がん家族歴と肺がん罹患リスクに関する組織型別症例対照研究（大森純子教授） 

 

平成 29 年度（2017 年度） 

・ 成田愛. 看護実践環境が看護師の能力開発に及ぼす影響に関する研究. （朝倉京子教授） 

・ 清水香織. 1型糖尿病をもつ学童前期児童の病気の理解と療養行動及び病気をもつ自分への思い. （塩

飽仁教授） 

・ 青木亜紀. 子どもの入院に付き添う母親の付き添い状況とストレス反応との関連. （吉沢豊予子教授） 

・ 井上史子. 地域の支援者が捉える認知症高齢者の家族介護者が抱くスティグマ. （大森純子教授） 

・ 熊谷知華. 難病ピアサポーター養成プログラムの作成. （大森純子教授） 

・ 佐藤日菜. 保育士による発達上「気になる子」の保護者への支援の実態と関連要因の探索. （大森純

子教授） 

・ 高嶋里会. 就労妊婦の職務ストレスと妊娠アウトカムとの関連. （吉沢豊予子教授） 
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・ 星純子 . 音楽聴取が自律神経活動と循環動態に及ぼす影響－モーツァルト  K448 とバッハ 

BWV1049 の比較－. （丸山良子教授） 

・ 望月瑞希. 青年期男性における被養育経験と愛着スタイルが育児準備状態に及ぼす影響. （吉沢豊予

子教授） 

・ 山崎菜穂子. 民生委員がとらえたセルフ・ネグレクトの徴候. （大森純子教授） 

・ 楊紅霞. 若年健康成人の日常生活における身体活動量が心拍数、血圧および自律神経活動に及ぼす影

響. （丸山良子教授） 

・ 和山郁美. 大学生集団における過剰飲酒を助長する要素・抑制する要素とその相互関係. （大森純子

教授） 

 

平成 30 年度（2018 年度） 

・ キビラ ジェマイマ ニャウィラ. Knowledge and Practice of Cancer Pain Management; A Regional Survey 

of Kenyan Nurses./ ケニアにおける看護師のがん性疼痛マネジメントに関する知識と実践について. 

（宮下光令教授） 

・ 千田絵美. 子どものいない女性看護師が妊娠期あるいは育児期にある看護師と共に働くことに折り

合いをつけようとするプロセス. （朝倉京子教授） 

・ 伊藤海. 農業地域における生活支援の担い手となる意向を持つ高齢者の特性の検討. （大森純子教授） 

・ 佐藤あかり. 産後 4 ヶ月間の母親が心理的葛藤を経て自分なりの生活リズムの獲得に向かう過程に

おける心理状態とその変化への影響要因. （大森純子教授） 

・ 佐藤ひかり. 認知症の人に対する態度の概念分析 -ハイブリッドモデルを用いて-. （大森純子教授） 

・ 島村紗綾. 中高生におけるヘルスリテラシーと生活習慣および関連要因の検討. （大森純子教授） 

・ 菅野史夏. 入院を繰り返す統合失調症患者の入院に至る経緯の明確化―大学病院の診療記録をもと

にした分析―. （大森純子教授） 

・ 橘ゆり. 医療的ケアが必要な在宅重症心身障害児を亡くした家族の体験と子供および家族への支援. 

（塩飽仁教授） 

・ 継田浩之. 終末期がん患者の悪心嘔吐に対する指圧の実施可能性・安全性に関する検討. （宮下光令

教授） 

・ 升川研人. 望ましい死の達成度尺度 Good Death Inventory は全般的な Good Death をどの程度捉えるこ

とができているのか？-全国多施設遺族調査より-. （佐藤冨美子教授） 

・ 劔持麻美. 父子家庭の父親の精神的健康と影響する要因の探索. （大森純子教授） 

 

令和元年度（2019 年度） 

・ 平塚良子. 緩和ケア病棟で死別したがん患者の遺族の家族機能とうつ・複雑性悲嘆との関連について

の横断調査. （宮下光令教授） 

・ 竹田理恵. 親の介護を担う就労中年期男性の介護ケア力に及ぼす男性性の特性. （吉沢豊予子教授） 

・ 福間美久. 中堅看護師が組織に対して抱く葛藤とそれを乗り越えようとするプロセス. （朝倉京子教

授） 

・ 李美玲. 終末期造血器腫瘍患者の死亡前在宅療養期間の関連因子. （宮下光令教授） 
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・ 作山佳菜子. 同種造血幹細胞移植後の就労と関連要因の検討. （佐藤冨美子教授） 

・ 曾 德容. 介護施設で働く看護職の入職動機がワーク・エンゲイジメントに及ぼす影響. （大森純子

教授） 

・ 孫 欣茹. 日常生活活動量が健康な若年成人の身体組成、心拍数、血圧および自律神経活動に与える

影響. （丸山良子教授） 

・ 高橋由香. 健康経営における「健康的な職場文化」に関する評価指標の検討. （大森純子教授） 

・ 武田至織. 産後の抑うつ傾向の経過に影響する要因の検討. （大森純子教授） 

・ 林英里香. 介護予防事業不参加者の支援の類型化による状態像の明確化 -80 歳以上独居高齢者への

訪問聞き取り調査より-. （大森純子教授） 

・ 引間千尋. 福祉避難所に関する研究-歴史的変遷と運営時の困難な状況への施設職員の対応に焦点を

当てて-. （大森純子教授） 

・ 備前真結. 10 年継続した介護予防自主グループのリーダーによる自主グループを参加者が通い続け

られる場とするための行動. （大森純子教授） 

・ 山家良太. 内分泌療法を受けている前立腺がん患者の男性更年期障害とセルフケアの関連. （佐藤冨

美子教授） 

・ 渡光子. 在宅認知症高齢者の家族介護者の介護負担感とレジリエンス及びソーシャルサポートの関

連. （大森純子教授） 

 

令和 2 年度（2020 年度） 

・ 荒科悠子. 日本の若年労働者における 2 年間の職場環境要因の変化と生活習慣の変化との関連―「働

き方とライフスタイルの変化に関する全国調査」データの二次分析－. （大森純子教授） 

・ 尾辻美沙. 子どもをもつがん患者が抱える子育ての気がかりに関する質的研究. （佐藤冨美子教授） 

・ 川口夏樹. 東北都市部の被災地における既存住民が災害公営住宅住民に抱く心境に関する質的記述

的研究―交流を持つ地域のリーダーに焦点を当てて－. （大森純子教授） 

・ 木村絵美. 東日本大震災の被災地における住民同士の気付き合いによる高齢者見守り活動の変遷. 

（大森純子教授） 

・ 佐藤祐里. 死亡診断書（死体検案書）情報より特定した原死因をゴールドスタンダードとした電子レ

セプトからの死因の同定方法に関する単施設 Validation 研究. （宮下光令教授） 

・ 田中雄太. クリティカルケア領域における医師の基本的緩和ケアの認識と専門的緩和ケアコンサル

テーションの実態：ICU（intensive care unit）および救命救急センターに対する自記式質問紙調査. （宮

下光令教授） 

・ 土谷瑠夏. 農業地域在住高齢者の生活支援の担い手となる意向および実施と認知機能の関連. （大森

純子教授） 

・ 服部千恵子. がん免疫療法を受けている肺がん患者の医療者の支援を必要とする体験. （佐藤冨美子

教授） 

・ 矢下美穂. 中小運送会社の長距離トラックドライバーにおけるワーク・ライフ・バランスとストレス

反応の関連. （大森純子教授） 
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・ 山田薫子. 日本語版キャリア・コンピテンシー尺度(the Japanese version of the Career Competencies 

Questionnaire ；CCQ-J)の信頼性および妥当性の検証. （朝倉京子教授） 

 

令和 3 年度（2021 年度） 

・ 関下慎一. 男性看護師が自らの男性性を捉え直す様相. （朝倉京子教授） 

・ 下山恵美子. 慢性疾患をもつ思春期の子どもの希望の認識と無気力および主体性の関連. （塩飽仁教

授） 

・ 豊川幸世. 糖尿病発症とオーラルフレイルに関する縦断的検討ー地域在住高齢者縦断調査データの

解析からー. （大森純子教授） 

・ 五十嵐大地. 自閉スペクトラム症を持つ子どもの育ちと暮らしにかかわる母親の情報活用について

の研究. （塩飽仁教授） 

・ 伊藤郁弥. 統合失調症患者の終末期医療実態調査 サンプリングデータセットを用いた後ろ向きコ

ホート研究. （宮下光令教授） 

・ WORO MUSTIKA WENI. Psychometric Evaluation of the Indonesian version of the Person-centered Care 

Assessment Tool (P-CAT)（インドネシア版 Person-centered Care Assessment Tool (P-CAT)  の作成およ

び信頼性と妥当性の検討）. （尾崎章子教授） 

・ 小西美希子. システムエンジニアにおける職業関連ウェルビーイングと肥満との関連. （大森純子教

授） 

・ 佐々木唯那. 在宅勤務をする未就学児の母親の困難とその対処に関する質的事例研究. （大森純子教

授） 

・ 佐藤仁美. 自主防災組織の活動に取り組む地域防災リーダーの防災哲学に関する質的記述的研究. 

（大森純子教授） 

・ 髙橋咲都. 建設技能者の働きがい：フォーカス・グループ・インタビュー. （大森純子教授） 

・ 髙山温子. The Japanese version of Pediatric Intensive Care Unit-Quality of Dying and Death; PICU-QODD-J

（日本語版小児集中治療における終末期の質の評価尺度）の開発. （塩飽仁教授） 

・ QIANYUNZHANG. 看護小規模多機能型居宅介護において看護職と介護職の連携・協働を可能にし

た背景に関する質的研究. （大森純子教授） 

・ 篩惠太. 精神科急性期病棟に入院し、退院した統合失調症を持つ患者のセルフスティグマの推移に関

する前向き観察研究. （吉井初美教授） 

・ 平山英幸. 患者報告型アウトカムを用いた緩和ケアチーム介入の実態と症状改善の評価：多施設前向

き観察研究. （宮下光令教授） 

・ 安野さゆり. 妊娠期のレジリエンス特性とコーピングによる産後１か月時の母親のうつ症状の予測

検証. （吉沢豊子教授） 

・ 山口桐葉. COVID-19流行下での地区サロン活動実施の促進要因と阻害要因. （大森純子教授） 

 

令和 4 年度（2022 年度） 

� 石田涼華. 我が国における 2060 年までの死亡場所推移予測と看取り可能数の検討. （宮下光令） 

� 磯谷明音. 患者が心地よいと捉える看護師の援助. （朝倉京子） 
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� 岡部希美. COVID-19感染流行禍における周産期医療サービスと産後うつ病の関連ー産後３か月まで

の女性を対象としてー. （吉沢豊子） 

� 押切友果. 初めて親になる男性の妊娠期における肯定的体験と親になる心構えの関連. （吉沢豊子） 

� 佐竹智子. 高齢期の就業継続においてキャリア・アダプタビリティと職場におけるソーシャルサポ

ートがもたらす効果の検討. （大森純子） 

� 佐藤桃香. 配偶者と死別した前期高齢女性が一人の生活に慣れてきたと感じられる状況の解明. （大

森純子） 

� 志済真優. 加熱殺菌乳酸菌 Enterococcus faecalis KH2株が マクロファージ, 骨髄由来樹状細胞のサイ

トカイン産生に与える影響. （菅野恵美） 

� 菅原佑菜. 専門的緩和ケアサービスが提供する標準的がん疼痛治療によって疼痛が良好にコントロ

ールされた患者の疼痛改善理由の探索：多施設共同観察研究からえられた質的データの内容分析. 

（宮下光令） 

� 千葉眞子. 災害後の健康課題に対するコミュニティ・レジリエンスに関する事例研究. （大森純子） 

� 登藤里彩. 1歳児をもつ父親の主観的幸福感・育児関与と育児休業取得期間の関連の検討ー育児休業

の取得が父親自身にもたらすものー. （吉沢豊子） 

� 彭浩萍. Relationship between Psychological Distress and Turnover Intention among Japanese Nurses during 

COVID-19 Pandemic: Moderating Role of Affective Occupational Commitment (COVID-19流行下日本看護

職の心理的苦痛と離職意向の関係：情緒的職業コミットメントの調整役割). （朝倉京子） 

� 星桃子. 日本の保健師の外国人支援における「文化的対応力」の概念モデルの生成. （大森純子） 

� 佐藤絵理. 子育てしているひとり親女性がピアサポート活動を通して得られたことに関する質的記

述的研究. （塩飽仁） 

� 南理央. 深層学習を活用した既存プロトロンビン時間予測モデルの 植込み型補助人工心臓装着患者

に対する精度検証. （宮下光令） 

� 若松紅七. 子育てサークル内で母親同士が行う情報交換に関する内容分析. （大森純子） 

 

 

【博士課程】 

平成 25 年度（2013 年度） 

・ 有永洋子. アロマセラピーと簡易エクササイズを用いたセルフケアプログラムによる乳がん治療関

連リンパ浮腫管理に関する研究（佐藤冨美子教授） 

・ 清水恵. 受療行動調査におけるがん患者の療養生活の質の評価のための項目の適切性に関する研究

（宮下光令教授） 

 

平成 26 年度（2014 年度） 

・ 阿部亜希子. 災害をきっかけとした保健師の創発的活動に関する研究―東日本大震災時の保健師活

動の分析を通して―.（佐藤喜根子教授） 

・ 佐々木康之輔. 健常成人における左右側臥位時の心臓自律神経活動および循環動態の変化に関する

基礎的検討.（丸山良子教授） 
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・ 佐藤眞理. エスノグラフィの分析を通して見えてくる被災した町の保健師の経験.（吉沢豊予子教授） 

・ 高橋葉子. 東日本大震災後における被災地看護師のメンタルヘルス―職場の被災による影響―. （齋

藤秀光教授） 

 

平成 27 年度（2015 年度） 

・ 井上由紀子. 病気や障害をもつ子供と養育者の意思尊重支援の現状と支援ツールの作成および支援

ツールを活用した看護実践の有用性とその検証（塩飽仁教授） 

・ 青山真帆. がん患者遺族の悲嘆・抑うつ・睡眠状態・飲酒行動の実態と関連要因（宮下光令教授） 

・ 佐藤大介. 前立腺がん患者の術後合併症の増悪予防と QOL向上を目的とした遠隔看護システムの効    

・ 果（佐藤冨美子教授） 

・ 堀口雅美. 健康若年成人を対象とした食行動とストレス対処能力に関する研究（丸山良子教授） 

 

平成 28 年度（2016 年度） 

・ 鎌倉美穂. 循環血液量の増減に伴う心臓自律神経活動の変化と糖，脂質，炎症関連因子の影響－自己

血採血と輸液療法をモデルとした検証－（丸山良子教授） 

・ 菅野雄介. わが国の急性期病院における認知症の整備体制に関する研究（宮下光令教授） 

・ 名古屋祐子. 看護師による終末期小児がん患者と家族の QOL 代理評価尺度の開発と QOL 評価（塩

飽仁教授） 

・ 包薩日娜 . "Ethnic Differences in the Effects of Birth Weight on Current Inflammation Biomarkers and 

Autonomic Function in Healthy Young Mongolian and Japanese Adults（出生体重が若年健常者の炎症性マ

ーカーと自律神経機能に及ぼす影響―モンゴル族、日本人における比較検討）"（丸山良子教授） 

 

平成 29 年度（2017 年度） 

・ 菊地圭子. 直接授乳時の乳児の吸着場面における母親の注視行動に関する基礎的研究. （吉沢豊予子

教授） 

・ 大橋由基. 小規模商店街で働く人々における慣習に基づいた健康の捉え方のエスノグラフィー. （尾

崎章子教授） 

・ 武石陽子. コペアレンティングを促す妊娠期の介入プログラムの開発－第一子妊娠中の日本人夫婦

に焦点を当てて－．（吉沢豊予子教授） 

 

平成 30 年度（2018 年度） 

・ 山口典子. 無精子症の診断を受けMD-TESE・TESE を選択した男性にとっての子どもの意味. （吉沢

豊予子教授） 

・ 高田望. 看護の専門職性に対する態度尺度（Attitude toward Nursing Professionalism Scale ; ANPS）の開

発および信頼性と妥当性の検討.（朝倉京子教授） 

・ 森田誠子. 行政保健師の裁量行使の過程に関する理論の構築. （大森純子教授） 

・ 入江亘. 白血病の子供をもつ親が心的外傷後にがんとの間合いをとれるようになるプロセスの解明. 

（塩飽仁教授） 
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・ 清水陽一. 緩和ケア病棟に入院中の終末期がん患者の家族介護者のレジリエンスと精神的健康に関

する研究. （宮下光令教授） 

・ 霜山真. 非侵襲的陽圧換気療法を受けている慢性呼吸不全患者の増悪軽減を目的とした遠隔看護介

入プログラムの効果―無作為化比較試験―. （佐藤冨美子教授） 

 

令和元年度（2019 年度） 

・ 小澤涼子. 第一次産業従事者の健康観に関する理論生成―壮年期の女性新規就農者が転入地で獲得

する健康観の構造―. （大森純子教授） 

・ 杉山祥子. 看護師が実践の責任を果たそうとするプロセスに関する研究. （朝倉京子教授） 

・ 川尻舞衣子. 妊娠期の座位行動減少を目的とした介入の効果検証. （吉沢豊予子教授） 

・ 髙橋ゑり子. 終末期がん患者に対する「湯船につかる入浴」に関する研究. （宮下光令教授） 

 

令和 2 年度（2020 年度） 

・ 大室憲香. 精神病性障害を有する患者のパーソナル・リカバリーの入院における変化とそれを規定す

る要因についての縦断的研究. (吉井初美教授) 

・ アンガホッファ司寿子. Factors of the Reproductive Life Plan for Married and Employed Women Considering 

Having Children（子どもを希望する有職既婚女性のリプロダクティブライフプランに影響する要因）. 

（吉沢豊予子教授） 

・ 大泉千賀子. 日本における進行がん患者の家族介護者の生活の質尺度の開発（QFCS)：信頼性と妥当

性. （佐藤冨美子教授） 

・ 吉田詩織. 進行がん患者のオピオイド服薬セルフマネジメント尺度の開発および信頼性と妥当性の

検討. （佐藤冨美子教授） 

・ 坂村佐知. 仕事役割と家庭役割双方が父親の情緒応答性に与える影響. （吉沢豊予子教授） 

・ 橋本恵子. 就労女性の労働生産性向上のための更年期症状マネジメントプログラムの開発. （吉沢豊

予子教授） 

・ 五十嵐尚子. 独居がん患者の特徴的な医療上の問題の探索、および、独居がん患者の望ましい死の達

成度：医療者を対象とした半構造化インタビュー、および、多施設遺族調査の二次分析. （宮下光令

教授） 

・ 中野久美子. 政府開発援助(ODA)における保健事業評価者のセオリー評価概念モデルの生成. （大森

純子教授） 

・ 星純子. モーツァルトＫ448 及び J.S.バッハを用いた音楽聴取中における循環動態及び自律神経活動

の経時変化に着目した検証. （佐藤冨美子教授） 

 

令和 3 年度（2021 年度） 

� 今野浩之. 地域で生活を継続する統合失調症を持つ者の回復の経験. （大森純子教授） 

� 二瓶洋子. 看護師の恥の経験を肯定的に意味づける病棟の組織文化. （朝倉京子教授） 

� 加藤 茜. クリティカルケアナースが認識する基本的緩和ケアの実践および専門的緩和ケアの活用の

現状とその障壁：認定・専門看護師を対象とした全国質問紙調査. （宮下光令教授） 
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� 原ゆかり. 看護師の職業価値観尺度の開発および信頼性と妥当性の検討. （朝倉京子教授） 

� 北林真美. 虚血性心疾患治療を継続する壮年期就労男性のレジリエンスの特性および QOL に関する

研究. （佐藤冨美子教授） 

� 寺田由紀子. ケアリング・マスキュリニティ尺度の開発とケアリング・マスキュリニティが身体的健

康・精神的健康に及ぼす影響. （吉沢豊子教授） 

� 菅原加奈子. がん患者のアドバンス・ケア・プランニングを促進する看護質評価指標の開発－デルフ

ァイ法を用いて－. （佐藤冨美子教授） 

� 相馬深輝. 妊娠期の母子の心拍変動を指標としたボンディングに関する客観的評価方法の開発. （吉

沢豊子教授） 

� 升川研人. 電子カルテ診療記録からの終末期がん患者の身体/精神症状・社会的苦痛・スピリチュア

ルペインの自動判定モデルの開発：自然言語処理と機械学習の活用. （宮下光令教授） 

 

令和 4 年度（2022 年度） 

� 石井容子. 非がん患者に対する Integrated Palliative care Outcome Scale (IPOS) の信頼性と妥当性の検

証. （宮下光令） 

� 伊藤佳美. 通所施設における看護職の知的障害者への援助につなげる配慮. （朝倉京子） 

� 伊藤奈央. 緩和ケアにおける患者報告アウトカムの臨床使用実態調査および実装科学研究の方法論

を用いた患者報告アウトカムの臨床導入方法の開発と検証. （宮下光令） 

� 岩本萌. 風水害時の応援派遣に係る保健師のコンピテンシー：概念モデルの生成. （大森純子） 

� 岡田弘美. 治療終了後のがんの子どもをもつ母親の就労状況とその関連要因. （塩飽仁） 

� 大日方裕紀. 緩和ケアにおける Phase of Illness（緩和ケアの病期）と症状の分析. （宮下光令） 

� 富樫慎太郎. 我が国における死亡前 14 日間の終末期医療の実態に関する研究：診療報酬請求データ

ベースを用いた観察研究. （宮下光令） 

� 吉田明莉. 超音波検査法と排尿日誌を用いた経腟分娩後早期の尿閉・尿意知覚異常の推移と関連因

子の探索. （吉沢豊子） 

� 和田彩. 妊婦の職務調整モバイルアプリケーション「ジョブみる」の開発と実施可能性の検証. （吉

沢豊子） 
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4-6. 業績数の推移（2022 年 12 月現在） 

【業績数の推移】 

 原著論文・総説 

（査読あり） 
原著論文・総説 

（査読なし）、 

紀要、解説 

著書 
国際学会

発表 

国内学会

発表 
英文論文 和文論文 

平成 20 年（2008 年） 4 11 20 9 3 44 

平成 21 年（2009 年） 7 6 13 6 8 56 

平成 22 年（2010 年） 20 11 23 6 17 114 

平成 23 年（2011 年） 17 14 24 10 10 84 

平成 24 年（2012 年） 30 22 17 9 22 89 

平成 25 年（2013 年） 24 25 27 9 13 115 

平成 26 年（2014 年） 29 16 30 16 19 112 

平成 27 年（2015 年） 39 28 30 12 23 131 

平成 28 年（2016 年） 56 19 30 13 24 122 

平成 29 年（2017 年） 34 19 19 8 23 138 

平成 30 年（2018 年） 39 15 23 8 19 141 

令和元年（2019 年） 28 22 33 14 23 123 

令和 2 年（2020 年） 38 22 48 10 9 128 

令和 3 年（2021 年） 47 32 26 15 21 112 

令和 4 年（2022 年） 81 23 16 12 10 116 

合計 493 285 379 157 244 1,625 

※ 大学院が設置された 2008 年以降のもの 

※ 教員・学生が保健学専攻に所属している期間中に発表された業績のみを数えた 

※ 査読のない原著論文は「原著論文・総説（査読なし）、紀要、解説」に含めた 

※ 重複カウントあり 
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【外部資金獲得の推移】  

 新規研究費 継続研究費 その他 

外部資金  主任研究 分担研究 主任研究 分担研究 

平成 20 年度（2008 年度） 11 6 4 2 0 

平成 21 年度（2009 年度） 8 9 10 6 0 

平成 22 年度（2010 年度） 11 7 11 14 3 

平成 23 年度（2011 年度） 14 5 14 13 1 

平成 24 年度（2012 年度） 20 13 19 11 3 

平成 25 年度（2013 年度） 19 23 22 18 0 

平成 26 年度（2014 年度） 9 5 24 30 0 

平成 27 年度（2015 年度） 14 1 13 18 3 

平成 28 年度（2016 年度） 20 8 14 10 0 

平成 29 年度（2017 年度） 12 7 21 16 0 

平成 30 年度（2018 年度） 12 8 15 15 1 

令和元年（2019 年度） 20 11 16 13 1 

令和 2 年（2020 年度） 17 12 15 16 5 

令和 3 年（2021 年度） 18 11 18 21 0 

令和 4 年（2022 年度） 10 12 17 18 0 

合計 215 138 233 221 17 

※ 大学院が設置された 2008 年 4 月以降のもの 

※ 継続研究費は延数  
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5. 研究業績 （2022 年 1月～2022 年 12月） 

 

5-1. 原著論文・総説（査読あり） 

【看護管理学分野】 

1. Yamada M, Asakura K, Takada N, Hara Y, Sugiyama S. (2022). Psychometric properties of the Japanese version 

of the career competencies questionnaire for nurses: a cross-sectional study. BMC Nursing, 21(1); 263. 

2. Nihei Y, Asakura K, Sugiyama S, Takada N. (2022). A concept analysis of shame in the field of nursing. 

NURSING FORUM, 57(6); 1529-1535. 

3. Zeng D, Takada N, Hara Y, Sugiyama S, Ito Y, Nihei Y, Asakura K. (2022). Impact of Intrinsic and Extrinsic 

Motivation on Work Engagement: A Cross-Sectional Study of Nurses Working in Long-Term Care Facilities. 

International Journal of Environmental Research and Public Health. 19(3); 1284. 

4. 杉山祥子, 朝倉京子, 高田望, (2022). 看護師が責任を果たそうとするプロセス. 保健医療社会学論集, 

32(2), 111-1212. 

5. 高田望, 杉山祥子, 原ゆかり. (2022). PNS が看護師の職務満足度に及ぼす影響. 日本医療マネジメン

ト学会雑誌, 23(2): 109-114. 

6. 高田望. (2022). パートナーシップ・ナーシング・システムが経験 3 年以下の看護師の自律性、看護実

践能勅の成長に与える影響. 日本看護研究学会誌. 45(4): 799-807. 

【老年・在宅看護学分野】 

7. Tsurumi Y, Nishimura K, Shimizu M, Imai Y, Igarashi K. Pilot study of factors contributing to canine impaction 

after secondary alveolar bone grafting in unilateral cleft lip and palate patients. Sci Rep. 2022;12(1):8558. 2022. 

8. 鈴木優喜子, 久篠奈苗, 原田祐輔, 河田萌生，清水恵, 大橋由基, 尾﨑章子, 金森琢也, 亀井智子, 下

田信明. 在宅脳卒中高齢者を対象とした訪問リハビリテーションの有効性: システマティックレビューとメタア

ナリシス. 日本在宅ケア学会誌. 2022;26(1):48-65. 

9. 河田萌生, 清水恵, 大橋由基, 原田祐輔, 鈴木優喜子, 久篠奈苗, 下田信明, 尾﨑章子. 身体機能低下

を有する在宅高齢者におけるレジスタンストレーニングおよびタンパク質強化型栄養療法による複合的介入

の効果:システマティックレビューとメタアナリシス. 日本在宅ケア学会誌. 2022;25(2):117-33. 

10. 鈴木優喜子, 原田祐輔, 久篠奈苗, 河田萌生, 清水恵, 大橋由基, 尾﨑章子, 金盛琢也, 亀井智子, 下

田信明. 在宅認知症高齢者を対象とした訪問リハビリテーションの有効性：システマティックレビューとメタア

ナリシス. 日本在宅ケア学会誌. 2022;25(2):61-76. 

11. 尾﨑章子, 大橋由基, 浦山美輪, 松浦千春, 苛原志保. 大学法人が設置する訪問看護ステーションの機

能に関する検討. 日本在宅看護学会誌. 2022;10(2):76-83. 

12. 大橋由基, 浦山美輪, 秋葉美紀, 尾﨑章子. 植込型補助人工心臓（IVAD）装着者の在宅療養支援におけ

る訪問看護師の困難と専門施設へ希望する支援内容. 日本在宅看護学会誌. 2022;10(2):69-75. 

【公衆衛生看護学分野】 

13. 多喜代健吾，北宮千秋，山田基矢，大森純子. 事例検討やロールプレイを取り入れた放射線教育プログラ

ムの実施と評価 保健師学生の学びから. 保健科学研究. 2022;12 (2): 15-22. 

14. 高田望, 杉山祥子, 原ゆかり. PNS が看護師の職務満足度に及ぼす影響. 日本医療マネジメント学会雑誌. 

2022;23(2):109-114. 
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15. 高橋由香, 津野陽子, 大森純子. 健康経営における「職場における健康文化」に関する評価指標の検討. 

産業衛生学雑誌.2022;64(5)225-237. 

16. 寺下菜々子, 中野久美子, 大森純子. 持続的なトラコーマ対策で実施された教育的介入の要素の抽出. 

国際保健医療. 2022;37(2):77-86. 

17. 佐藤仁美, 松永篤志, 田口敦子. 医療・保健分野における災害に関するコミュニティ・レジリエンスの概念分

析. 日本地域看護学会誌. 2022;25(2):23-31. 

18. Anezaki S, Sakka M, Noguchi-Watanabe M, Igarashi A, Inagaki A, Sumikawa Tsuno Y, Omori J, Ota A, 

Yamamoto-Mitani N.: Association between participation in hospital-led community activities and sense of 

security in continued community living among older adults in a rural district of Japan: A cross-sectional study. 

Helath & Social Care in the Community.2022;30(2): e347-e356. 

19. Zeng D, Takada N, Hara Y, Sugiyama S, Ito Y, Nihei Y, Asakura K. Impact of Intrinsic and Extrinsic Motivation 

on Work Engagement: A Cross-Sectional Study of Nurses Working in Long-Term Care Facilities. International 

Journal of Environmental Research and Public Health. 2022;19(3):1284. 

20. Yamada M, Asakura K, Takada N, Hara Y, Sugiyama S. Psychometric properties of the Japanese version of the 

career competencies questionnaire for nurses: a cross-sectional study. BMC Nursing. 2022;21(1):263. 

【がん看護学分野】 

21. Yoshida S, Sato F, Tagami K, Sasaki R, Takahashi C, Sasaki K, Takahashi S.Development of the Opioid Self-

Management Scale for Advanced Cancer Patients with Pain and Examination of Its Validity and Reliability. 

BMC Palliative Care. 2022; 21(1):102. 

22. Takahashi C, Sato F, Yoshida S. Development of the Quality of Life of Family Caregivers of Advanced Cancer 

Patients Scale (QFCS) in Japan: Psychometric Properties. Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing. 2022; 

9(8):100077. 

23. Yoshida S, Sato F, Tagami K, Takahashi S. Clinical Protocol :Randomized Controlled Trial of Cancer Pain 

Monitoring System (CAPAMOS) in Patients with Advanced Cancer. Open Journal of Nursing. 2022;12:113-

124. 

24. Takahara S, Sasaki K, Saito T, Sakuma K, Fujiwara H, Yoshioka I, Kumagai K, Sun W, Takase K, Saiki Y. 

Clinical assessment of efficacy of poly-L-lactide sternal pin on sternal stability and post-operative pain: a 

prospective randomized trial in cardiovascular surgery. J Thorac Dis. 2022;14(1):76-89. 

25. Hoshi J, Sasaki K, Maruyama R. Listening to J.S. Bach's "Brandenburg Concerto No. 4 in G Major" May 

Suppress the Sympathetic Nervous Activity. TJEM. 2022;259(1):85-91. 

【緩和ケア看護学分野】 

26. 平山英幸, 里見絵理子, 木澤義之, 宮崎万友子, 田上恵太, 関根龍一, 鈴木梢, 余谷暢之, 菅野康二, 

安保博文, 坂下明大, 佐藤一樹, 中川左理, 中澤葉宇子, 浜野淳, 宮下光令. 患者報告型アウトカムを用

いた専門的緩和ケアの質評価のための患者登録システムの開発：多施設パイロット調査. Palliative Care 

Research. 2022; 17(4): 171–180. doi: https://doi.org/10.2512/jspm.17.171 

27. Ikari T, Hiratsuka Y, Cheng SY, Miyashita M, Morita T, Mori M, Uneno Y, Amano K, Uehara Y, Yamaguchi T, 

Maeda I, Inoue A. Factors associated with good death of patients with advanced cancer: a prospective study in 
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Japan. Support Care Cancer. 2022 Nov;30(11):9577-9586. doi: 10.1007/s00520-022-07363-1. Epub 2022 Sep 

20. PMID: 36125610 

28. Hosokawa M, Ito M, Kyota A, Hirai K, Yamakawa M, Miyashita M. Non-pharmacological interventions for 

cancer-related fatigue in terminal cancer patients: a systematic review and meta-analysis. Ann Palliat Med. 2022 

Nov;11(11):3382-3393. doi: 10.21037/apm-22-655. Epub 2022 Nov 10. PMID: 36366898 

29. Ito M, Aoyama M, Murtagh FEM, Miyashita M. Primary palliative care in Japan: needs estimation and 

projections – national database study with international comparisons. BMJ Supportive & Palliative Care. 2022 

Nov 16;bmjspcare-2022-003743. doi: 10.1136/spcare-2022-003743. Online ahead of print. PMID: 36384695 

30. Takahashi R, Miyashita M, Murakami Y, Oba S M. Trends in strong opioid prescription for cancer patients in 

Japan from 2010 to 2019: an analysis with large medical claims data. Jpn J Clin Oncol. 2022 Nov 3;52(11):1297-

1302. doi: 10.1093/jjco/hyac122. PMID: 35907780 

31. Aoyama M, Miyashita M, Masukawa K, Morita T, Kizawa Y, Tsuneto S, Shima Y, Akechi T. Factors related to 

suicidal ideation among bereaved family members of patients with cancer: Results from a nationwide 

bereavement survey in Japan. J Affect Disord. 2022 Nov 1;316:91-98. doi: 10.1016/j.jad.2022.08.019. Epub 

2022 Aug 12. PMID: 35970324 

32. Akiyama N, Fujisawa T, Morita T, Koyauchi T, Matsuda Y, Mori M, Miyashita M, Tachikawa R, Tomii K, 

Tomioka H, Hagimoto S, Kondoh Y, Inoue Y, Suda T. End-of-life care for idiopathic pulmonary fibrosis patients 

with acute exacerbation. Respir Res. 2022 Oct 29;23(1):294. doi: 10.1186/s12931-022-02204-5. PMID: 

36309741 

33. Ohinata H, Aoyama M, Hiratsuka Y, Mori M, Kikuchi A, Tsukuura H, Matsuda Y, Suzuki K, Kohara H, Maeda 

I, Morita T, Miyashita M. Symptoms, performance status and phase of illness in advanced cancer: multicentre 

cross-sectional study of palliative care unit admissions. BMJ Support Palliat Care. 2022 Oct 27;spcare-2022-

003806. doi: 10.1136/spcare-2022-003806. Online ahead of print. PMID: 36302613 

34. Minamitani M, Mukai T, Yamashita H, Katano A, Miyashita M, Nakagawa K. Development of Japanese Cancer 

Intelligence Quotient to Measure Cancer Literacy and Knowledge among Japanese Laypersons. JMA J. 2022 

Oct 17;5(4):446-457. doi: 10.31662/jmaj.2022-0084. Epub 2022 Sep 26. PMID: 36407076 

35. Suzuki K, Morita T, Mori M, Azuma Y, Funaki H, Amano K, Imai K, Tanaka K, Kizawa Y, Tsuneto S, Shima Y, 

Masukawa K, Miyashita M. Comparative study of clinicians' and family members' perceptions of patients' end-

of-life experiences. BMJ Support Palliat Care. 2022 Oct 11:spcare-2022-003883. doi: 10.1136/spcare-2022-

003883. Online ahead of print. PMID: 36220342 

36. 林ゑり子、高橋明里、青山真帆、升川研人、宮下光令. 認知症患者の終末期における積極的治療の選好と

その関連要因の探索: 遺族・医師・看護師・介護職を対象にしたインターネット・アンケート. Palliative Care 

Research. 2022; 17(3): 109-118. doi: https://doi.org/10.2512/jspm.17.109. 

37. Ohinata H, Aoyama M, Miyashita M. Complexity in the context of palliative care: a systematic review. Ann 

Palliat Med. 2022 Oct;11(10):3231-3246. doi: 10.21037/apm-22-623. Epub 2022 Sep 30. PMID: 36226646 

38. Uehara Y, Matsumoto Y, Kosugi T, Sone M, Nakamura N, Mizushima A, Miyashita M, Morita T, Yamaguchi T, 

Satomi E. Availability of and factors related to interventional procedures for refractory pain in patients with 
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cancer: a nationwide survey. BMC Palliat Care. 2022 Sep 26;21(1):166. doi: 10.1186/s12904-022-01056-6. 

PMID: 36154936 

39. Masukawa K, Aoyama M, Yokota S, Nakamura J, Ishida R, Nakayama M, Miyashita M. Machine learning 

models to detect social distress, spiritual pain, and severe physical psychological symptoms in terminally ill 

patients with cancer from unstructured text data in electronic medical records. Palliat Med. 2022 

Sep;36(8):1207-1216. doi: 10.1177/02692163221105595. Epub 2022 Jun 30.  PMID: 35773973 

40. Lopez-Garcia M, Rubio L, Gomez-Garcia R, Sanchez-Sanchez F, Miyashita M, Medina-Abellan MD, Perez-

Carceles MD. Palliative care knowledge test for nurses and physicians: validation and cross-cultural adaptation. 

BMJ Support Palliat Care. 2022 Sep;12(3):324-331. doi: 10.1136/bmjspcare-2019-002182. Epub 2020 Apr 22. 

PMID: 32321727 

41. Abe A, Amano K, Morita T, Miura T, Mori N, Tatara R, Kessoku T, Matsuda Y, Tagami K, Otani H, Mori M, 

Taniyama T, Nakajima N, Nakanishi E, Kako J, Kiuchi D, Ishiki H, Matsuoka H, Satomi E, Miyashita M. Beliefs 

and Perceptions About Parenteral Nutrition and Hydration by Advanced Cancer Patients.Palliat Med Rep. 2022 

Aug 8;3(1):132-139. doi: 10.1089/pmr.2022.0009. eCollection 2022. PMID: 36059904 

42. Yamaguchi T, Mori M, Maeda I, Matsunuma R, Tanaka Yagi Y, Nishi T, Kizawa Y, Tsuneto S, Shima Y, 

Masukawa K, Miyashita M. The impact of death rattle on bereaved families: not the sound itself, but the 

resonance with their feelings. Jpn J Clin Oncol. 2022 Jul 8;52(7):766-770. doi: 10.1093/jjco/hyac055.  PMID: 

35446952 

43. Hatano Y, Morita T, Mori M, Aoyama M, Yoshida S, Amano K, Terabayashi T, Oya K, Tsukuura H, Hiratsuka 

Y, Maeda I, Kizawa Y, Tsuneto S, Shima Y, Masukawa K, Miyashita M. Association between experiences of 

advanced cancer patients at the end of life and depression in their bereaved caregivers. Psychooncology. 2022 

Jul;31(7):1243-1252. doi: 10.1002/pon.5915. Epub 2022 Mar 9. PMID: 35253947 

44. Aso S, Hayashi N, Sekimoto G, Nakayama N, Tamura K, Yamamoto C, Aoyama M, Morita T, Kizawa Y, Tsuneto 

S, Shima Y, Miyashita M. Association between temporary discharge from the inpatient palliative care unit and 

achievement of good death in end-of-life cancer patients: A nationwide survey of bereaved family members. Jpn 

J Nurs Sci. 2022 Jul;19(3):e12474. doi: 10.1111/jjns.12474. Epub 2022 Feb 17. PMID: 35174981 

45. Ishida K, Sato K, Komatsu H, Morita T, Akechi T, Uchida M, Masukawa K, Igarashi N, Kizawa Y, Tsuneto S, 

Shima Y, Miyashita M, Ando S. Nationwide survey on family caregiver-perceived experiences of patients with 

cancer of unknown primary site. Support Care Cancer. 2022 Jul;30(7):6353-6363. doi: 10.1007/s00520-022-

07070-x. Epub 2022 Apr 28. PMID: 35484314 

46. Nagamatsu Y, Sakyo Y, Barroga E, Koni R, Natori Y, Miyashita M. Depression and Complicated Grief, and 

Associated Factors, of Bereaved Family Members of Patients Who Died of Malignant Pleural Mesothelioma in 

Japan. J Clin Med. 2022 Jun 13;11(12):3380. doi: 10.3390/jcm11123380. PMID: 35743451 

47. Nishimura M, Dening KH, Sampson EL, de Oliveira Vidal EI, de Abreu WC, Kaasalainen S, Eisenmann Y, 

Dempsey L, Moore KJ, Davies N, Bolt SR, Meijers JMM, Dekker NL, Miyashita M, Nakanishi M, Nakayama 

T, van der Steen JT. Cross-cultural conceptualization of a good end of life with dementia: a qualitative study. 

BMC Palliat Care. 2022 Jun 8;21(1):106. doi: 10.1186/s12904-022-00982-9. PMID: 35676673 
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48. Sasaki T, Aoyama M, Igarashi N, Morita T, Shima Y, Miyashita M. Influence of financial burden on withdrawal 

or change of cancer treatment in Japan: Results of a bereavement survey. Supportive Care in Cancer. 2022 

Jun;30(6):5115-5123. doi: 10.1007/s00520-022-06933-7. Epub 2022 Mar 1. doi: 10.1007/s00520-022-06933-7. 

PMID: 35230531 

49. Nagamatsu Y, Sakyo Y, Barroga E, Koni R, Natori Y, Miyashita M. Bereaved Family Members' Perspectives of 

Good Death and Quality of End-of-Life Care for Malignant Pleural Mesothelioma Patients: A Cross-Sectional 

Study. J Clin Med. 2022 May 1;11(9):2541. doi: 10.3390/jcm11092541. PMID: 35566667 

50. 宮川裕美子, 伊藤怜子, 升川研人, 宮下光令, 山極哲也. 日本バプテスト病院ホスピス病棟で看取り後に

チャプレンが行う「お別れ会」 -質問紙調査による遺族の評価-. Palliat Care Res. 2022;17(2):59-64. doi: 

https://doi.org/10.2512/jspm.17.59. 

51. Amano K, Baracos VE, Morita T, Miura T, Mori N, Tatara R, Kessoku T, Tokoro A, Tagami K, Otani H, Mori 

M, Taniyama T, Nakajima N, Nakanishi E, Kako J, Kiuchi D, Ishiki H, Matsuoka H, Satomi E, Miyashita M. 

The impact of cachexia on dietary intakes, symptoms, and quality of life in advanced cancer. JCSM Rapid 

Commmunications. 2022; 5: 162-70. Published online 9 May 2022 in Wiley Online Library 

(wileyonlinelibrary.com) DOI: 10.1002/rco2.61 

52. Aoyama M, Masukawa K, Sugiyama I, Morita T, Kizawa Y, Tsuneto S, Shima Y, Miyashita M. Comparison of 

the quality of death between primary malignant brain tumor patients and other cancer patients: results from a 

nationwide bereavement survey in Japan. J Neurooncol. 2022 May;158(1):89-97. doi: 10.1007/s11060-022-

04013-8. Epub 2022 Apr 18. PMID: 35435613 

53. Nasu K, Fukahori H, Miyashita M. Long-term care nurses' perceptions of a good death for people with dementia: 

A qualitative descriptive study. Int J Older People Nurs.2022 May;17(3):e12443. doi: 10.1111/opn.12443. Epub 

2021 Dec 26. PMID: 34957680" 

54. Imai K, Morita T, Mori M, Yokomichi N, Yamauchi T, Miwa S, Inoue S, Naito AS, Masukawa K, Kizawa Y, 

Tsuneto S, Shima Y, Otani H, Miyashita M. Family experience of palliative sedation therapy: proportional vs. 

continuous deep sedation. Support Care Cancer. 2022 May;30(5):3903-3915. doi: 10.1007/s00520-021-06745-

1. Epub 2022 Jan 18. PMID: 35039967 

55. Sekimoto G, Aso S, Hayashi N, Tamura K, Yamamoto C, Aoyama M, Morita T, Kizawa Y, Tsuneto S, Shima Y, 

Miyashita M. Experience of the temporary discharge from the inpatient palliative care unit: A nationwide post-

bereavement survey for end-of-life cancer patients. Asia Pac J Oncol Nurs. 2022 Apr 11;9(5):100058. doi: 

10.1016/j.apjon.2022.03.010. eCollection 2022 May. PMID: 35619653 

56. Hiratsuka Y, Miyashita M, Uneno Y, Oya K, Okamoto S, Kessoku T, Mawatari H, Oyamada S, Nozato J, Tagami 

K, Inoue A. Development and Validation of the Death Pronouncement Burden Scale for Oncology Practice. 

Palliat Med Rep. 2022 Apr 8;3(1):39-46. doi: 10.1089/pmr.2021.0082. eCollection 2022. PMID: 35558865 
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高宮有介, 恒藤暁, 宮下光令（編）, ホスピス緩和ケア白書 2022. 青海社, 東京, 68-109, 2022. 

【小児看護学分野】 

8. 入江亘：第 1 章 小児の特徴と成長・発達 成長・発達の評価のためのアセスメント． 小林京子，高橋孝雄 

編，In 小児看護学①小児看護学概論/小児保健．メヂカルフレンド社，第 7版，東京，2022，pp96-100. 

9. 入江亘：第 4 章 幼児期の成長・発達に応じた看護． 小林京子，高橋孝雄 編，In 小児看護学①小児看護

学概論/小児保健．メヂカルフレンド社，第 7版，東京，2022，pp182-189. 
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10. 入江亘：第 3章 小児にみられる主な症状と看護 発熱． 小林京子，高橋孝雄 編， In 小児看護学②健康

障害をもつ小児の看護．メヂカルフレンド社，第 7版，東京，2022，pp77-79. 

【ウィメンズヘルス・周産期看護学分野】 

11. 吉沢豊予子. 第三章 育む命 生死を考える. 大学と教養 5 東北大学教養教育院叢著. 2022.p 53-74. 

12. 吉田美香子. 排泄自立支援. 後藤百万, 本間之夫, 前田耕太郎, 味村俊樹（編）. 排泄リハビリテーション 

改訂第 2版 理論と臨床. 東京:中山書店;2022.p 326-33. 

 

 

5-4. 国際学会発表 

【老年・在宅看護学分野】 

1. Weni W.M, Shimizu M, Ando C, Ohashi Y, Ozaki A. Psychometric Evaluation of the Indonesian Version of the 

Person-Centered Care Assessment Tool. 7th International Nursing Research Conference of World Academy of 

Nursing Science; 2022 Oct 18-19; Taipei. 

【がん看護学分野】 

2. Yoshida S, Sato F, Sasaki K, Sasaki R. Decision making support for cancer patient’s treatment strategy during 

the COVID-19 pandemic in Japan. the 2022 ASCO Annual Meeting; 2022 Jun 3-7; Chicago IL & Online 

3. Taketomi R, Sakatsume K, Sasaki K, Itagaki K, Otani M, Maeda K, Ito K, Suzuki Y,  Suzuki T, Katahira S, 

Takahashi G, Kumagai K, Saiki Y. Correlation between hemolysis and von Willebrand factor degradation in 

patients with VAD; Is it possible to predict bleeding tendency from LDH? The 30th Annual Meeting of Asian 

Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery; 2022 Mar 24-27; Web 

4. Otani M, Ito K, Sasaki K, Taketomi R, Itagaki K, Maeda K, Suzuki Y, Suzuki T, Katahira S, Takahashi G, 

Kumagai K, Saiki Y. Does cold blood perfusion into critical segmental artery result in uniform temperature 

decrease at lower spinal cord? The 30th Annual Meeting of Asian Society for Cardiovascular and Thoracic 

Surgery; 2022 Mar 24-27; Web 

【小児看護学分野】 

5. Takayama A, Irie W, Miyashita M, Yotani N, Kawaguchi A, Shiwaku H. Development of the Japanese version 

of Pediatric Intensive Care Unit-Quality of Dying and Death; PICU-QODD-J. WFPICCS 2022 - 11th Congress 

of the World Federation of Pediatric Intensive & Critical Care Societies, 2022 Jul 12, Cape Town, South 

Africa/Online, 

6. Nagatomi A, Irie W, Sasaki T, Sugahara A, Sasahara Y, Shiwaku H. Perceptions of relationship between school-

aged children with cancer and their previous classmates during long-term hospitalization. The 64th Annual 

Meeting of the Japan Society of Pediatric Hematology / Oncology, 2022 Nov 27, Tokyo 

【精神看護学分野】 

7. Nakanishi M. 386 Association between advance care planning and depressive symptoms among people with 

dementia: an observational cross-sectional study during the COVID-19 pandemic in Japan. 35th Global 

Conference of Alzheimer’s Disease International, 2022 June 10, London, the United Kingdom 

8. Tominaga M, Tanaka M, Nakanishi M, Yabuki T, Sugiyama T. Program development for fostering a healthy 

work environment with psychological safety: A randomized control trial focusing on care workers in geriatric-
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care-facilities in Japan. The 48th Annual Conference Transcultural Nursing Society, 2022 November 2-5; 

Kentucky, the United States 

【ウィメンズヘルス・周産期看護学分野】 

9. Hasegawa Y, Yoshida M, Minematsu T, Sugama J, Sanada H. Reliability and validity of visual assessment of 

temporal muscle wasting: cross-sectional study. 44th European Society for Clinical Nutrition and Metabolism 

Congress; 2022 Sep 3-6. Vienna, Austria (Live or Online). 

10. Kakizaki Y, Doine R, Kuwana K, Yoshida M. Implementing passive authentication with enhanced risk-based 

security. 16th International Conference on Signal Image Technology & Internet Based Systems; 2022 Oct 19-

21; Dijon, France (Live or Online). 

 

 

5-5. 国内学会発表 

【看護技術開発学分野】 

1. 丹野寛大: 現地特別企画「集まれ Young Researchers！」研究活動の共有・交流をはかろう. 第 42 回日本

看護科学学会学術集会, 2022, Dec 4, 広島＆Web 

2. 小番冠奈, 丹野寛大, 黒坂志歩, 伊師森葉, 真壁風子, 川上和義, 菅野恵美: 乳酸菌 Enterococcus 

faecalis KH2 による創傷治癒促進への Dectin-2 の関与. 第 52 回日本創傷治癒学会, 2022, Nov 19~20、名

古屋. 

3. 伊師森葉, 菅野恵美, 丹野寛大, 今井利郎, 小番冠奈, 佐藤隼人, 新井山ももこ, 庄司未樹, 川上和義, 

今井啓道: 急性創傷に対する高分散性乳酸菌 Lactobacillus plantarum の創傷治癒誘導メカニズム. 第 52

回日本創傷治癒学会, 2022, Nov 19~20、名古屋. 

4. 新井山ももこ, 丹野寛大, 伊師森葉, 小番冠奈, 真壁風子, 川上和義, 菅野恵美: バトロキソビン投与によ

る皮膚創傷治癒促進機構の解析. 第 52 回日本創傷治癒学会, 2022, Nov 19~20、名古屋. 

5. 小番冠奈, 丹野寛大, 及川ゆかり, 才神利奈, 佐藤隼人, 川上和義, 菅野恵美: 5-フルオロウラシル誘発性

口腔粘膜潰瘍モデルの確立. 第 20 回日本看護技術学会, 2022, Nov 6, Web. 

【看護管理学分野】 

6. 高田望, 朝倉京子, 杉山祥子, 原ゆかり, 山田薫子, 二瓶洋子, 伊藤佳美, 関下慎一 (2022, 12 月). 
COVID-19 流行中の看護職のワーク・エンゲイジメントに情緒的職業コミットメント、応召責任が

及ぼす影響. 第 41回日本看護科学学会学術集会; 2022 Dec 3-4, 広島 
7. 鳥山惠未, 高田望, 杉山祥子, 朝倉京子 (2022, 12 月). 新型コロナウイルス感染症流行初期に制限

を受けた看護業務 -2020 年 5 月および 12 月の 2時点横断調査-. 第 41回日本看護科学学会学術集

会; 2022 Dec 3-4, 広島 
8. 二瓶洋子, 朝倉京子, 杉山祥子, 高田望 (2022, 12 月). 看護師の恥の経験を肯定的に意味づける病

棟の組織文化. 第 41回日本看護科学学会学術集会; 2022 Dec 3-4, 広島 
9. 原ゆかり, 山田薫子, 高田望, 杉山祥子, 朝倉京子 (2022, 12 月). ワーク・エンゲイジメントに対す

る看護師の職業価値観と work-to-family spillover の調整効果. 第 41回日本看護科学学会学術集会; 
2022 Dec 3-4, 広島 
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10. 山田薫子, 朝倉京子, 杉山祥子, 高田望 (2022, 12 月). 看護師の Career Success に関する研究の動

向と今後の展望 . 第 41回日本看護科学学会学術集会; 2022 Dec 3-4, 広島 

【老年・在宅看護学分野】 

11. 村山素子, 佐藤あきほ, 清水恵, 高橋瑞穂. 入院化学療法を行う患者の化学療法実施時の血管外漏出の

実態把握のためのカルテ調査. 第 60 回日本癌治療学会学術集会; 2022 Oct 20-22; 神戸. 

12. 中本五鈴, 高瀬麻以, 杉浦圭子, 渡邉彩, 村山洋史. 高齢期の就労と抑うつの縦断的関連の検討： シス

テマティックレビュー. 第 81 回日本公衆衛生学会大会; 2022 Oct 7-9; 山梨. 

13. 亀井智子, 辻彼南雄, 尾﨑章子, 下田信明, 加瀬裕子, 岡田進一, 金盛琢也. 在宅ケア実践ガイドライン

完成報告. 第 27 回日本在宅ケア学会学術集会; 2022 Aug 30-31; 東京. 

14. 鈴木優喜子, 久篠奈苗, 原田祐輔, 河田萌生, 清水恵, 大橋由基, 尾﨑章子，金盛琢也, 亀井智子, 下

田信明. 在宅脳卒中高齢者を対象とした訪問リハビリテーションの有効性に関するメタアナリシス. 第 27 回

日本在宅ケア学会学術集会; 2022 Aug 30-31; 東京. 

15. 中本五鈴, 初治沙矢香, 松山洸斗, 大澤まどか, 笹井佐和子, 堀田佐知子, 若村智子. 高齢者における

朝と夜の光曝露と初回睡眠継続時間との関連. 第 48 回日本看護研究学会学術総会; 2022 Aug 27-28; 愛

媛. 

【公衆衛生看護学分野】 

16. 秋山直美, 松永篤志, 幸野里寿, 井川順子, 秋山智弥. 緊急入院時のインテーク面接に向けた病棟看護

師の状況認識の構造化の試み. 第 12 回日本看護評価学会学術集会; 2022 Sep3;Web. 

17. 荒科悠子, 藤﨑万裕, 大森純子. 日本の若年労働者における 2 年間の職場環境要因の変化と生活習慣の

変化との関連. 第 95 回日本産業衛生学会; 2022 May25-28. 

18. 大友海玖, 原ゆかり, 大森純子. 地域・職域連携における推進要因と阻害要因に関する文献レビュー. 第

11 回日本公衆衛生看護学会学術集会; 2022 Dec17-18. 

19. 尾形菫, 松永篤志, 花輪美空, 張騫允, 千葉眞子, 橋本舞子, 小野久惠, 佐々木浩幸, 大森純子. 看護

小規模多機能型居宅介護における看護職と介護職の連携・協働の実態：タイムスタディ研究.  日本地域看

護学会第 25 回学術集会; 2022 Aug 27-28. 

20. 熊田悠, 中野久美子, 岩本萌, 大森純子.米国先住民の文化的背景を取り入れた治療や予防的な取り組み. 

日本地域看護学会第 25 回学術集会; 2022 Aug 27-28. 

21. 佐々木唯那, 中野久美子, 岩本萌, 津野陽子, 大森純子. 在宅勤務をする未就学児の母親の困難とその

対処. 日本地域看護学会第 25 回学術集会; 2022 Aug 27-28. 

22. 佐竹智子, 藤崎万裕, 松永篤志. ワーク・ファミリー・エンリッチメントに関する文献レビュー 第 10 回日本公

衆衛生看護学会学術集会; 2022 Jan 8-9. 

23. 高田望, 朝倉京子, 杉山祥子, 原ゆかり, 山田薫子, 二瓶洋子, 伊藤佳美, 関下真一. COVID-19 流行中

の看護職のワーク・エンゲイジメントに情緒的コミットメント、応召責任が及ぼす影響. 第 42 回日本看護科学

学会学術集会; 2022 Dec3-4. 

24. 高橋恵子, 有森直子, 菱沼典子, 中村めぐみ, 亀井智子, 麻原きよみ, 射場典子, 新福洋子, 朝澤恭子, 

大森純子, 田代順子. 市民と保健医療専門職が共に考える People-Centered Care パートナーシップの教材

作成への取り組み. 第 27 回聖路加看護学会学術大会; 2022 Sep18-25;Web. 
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25. 張騫允, 松永篤志, 花輪美空, 尾形菫, 千葉眞子, 橋本舞子, 小野久惠, 佐々木浩幸, 大森純子. 看護

小規模多機能型居宅介護において看護職と介護職の連携・協働を可能にした背景に関する質的研究.  

日本地域看護学会第 25 回学術集会; 2022 Aug 27-28. 

26. 友野優梨, 岩本萌, 中野久美子, 大森純子. 国内外の保健師活動モデルに関する文献レビュー. 日本地

域看護学会第 25 回学術集会; 2022 Aug 27-28. 

27. 中川葵唯, 原ゆかり, 大森純子. 家庭訪問型子育て支援ボランティア活動 「ホームスタート」の普及と定着

に向けた課題に関する文献レビュー. 第 11 回日本公衆衛生看護学会学術集会; 2022 Dec17-18. 

28. 花輪美空, 松永篤志, 尾形菫, 張騫允, 千葉眞子, 橋本舞子, 小野久惠, 佐々木浩幸, 大森純子. 看護

小規模多機能型居宅介護における事業所外の機関との連携・協働に関するインタビュー調査.  日本地域

看護学会第 25 回学術集会; 2022 Aug 27-28. 

29. 原ゆかり, 山田薫子, 高田望, 杉山祥子, 朝倉京子. ワーク・エンゲイジメントに対する看護師の職業価値

観と work-to-family spillover の調整効果. 第 42 回日本看護科学学会学術集会; 2022 Dec3-4. 

30. 藤田萌衣, 岩本萌, 中野久美子, 大森純子. 保健師活動における「コミュニティ」の概念分析. 日本地域看

護学会第 25 回学術集会; 2022 Aug 27-28. 

31. 松永篤志, 白岩憲子, 岩本萌, 酒井太一, 都筑千景, 竹田香織, 平野美千代, 望月宗一郎, 川崎涼子,  

田口敦子, 山下留理子, 大森純子. 社会的包摂を志向する公衆衛生看護活動のロジック・モデルの考案. 

第 11 回日本公衆衛生看護学会学術集会; 2022 Dec17-18. 

32. 松永篤志, 白岩憲子, 岩本萌, 酒井太一, 都筑千景, 竹田香織, 平野美千代, 望月宗一郎, 川崎涼子, 

田口敦子, 山下留理子, 大森純子. 社会的包摂を志向する公衆衛生看護活動のロジック・モデルの考案. 

第 11 回日本公衆衛生看護学会学術集会; 2022 Dec17-18. 

33. 山口桐葉, 岩本萌, 中野久美子, 大森純子 2)COVID-19 流行下での高齢者サロン活動実施の促進要因

と阻害要因.日本地域看護学会第 25 回学術集会; 2022 Aug 27-28. 

【がん看護学分野】 

34. 佐々木康之輔、豊田吉哉、小野稔、千葉由美．心臓移植患者に対する看護支援の学術的調査の動向. 第

58 回日本移植学会総会; Oct. 13-15; 名古屋 

35. 齋木佳克、髙橋悟朗、佐々木康之輔、宮武ミドリ、前田恵、伊藤校輝、鈴木佑輔、鈴木智之、細山勝寛、片

平晋太郎、熊谷紀一郎．基部置換術の再考．第 75 回日本胸部外科学会定期学術集会; 2022 Oct. 5-8; 横

浜 

36. 大谷将之、片平晋太郎、髙橋悟朗、谷山裕亮、高橋梢、佐々木康之輔、武富龍一、板垣皓大、前田恵、伊

藤校輝、鈴木佑輔、鈴木智之、熊谷紀一郎、亀井尚、齋木佳克．大動脈食道瘻に対する Staged operation

の長期予後規定因子は何か？第 75 回日本胸部外科学会定期学術集会; 2022 Oct. 5-8; 横浜 

37. 鈴木智之、熊谷紀一郎、髙橋悟朗、片平晋太郎、鈴木佑輔、伊藤校輝、前田恵、板垣皓大、大谷将之、武

富龍一、湯田健太郎、神山信樹、佐々木康之輔、齋木佳克．第 75 回日本胸部外科学会定期学術集会; 

2022 Oct. 5-8; 横浜 

38. 大谷将之、伊藤校輝、佐々木康之輔、板垣皓大、武富龍一、細山勝寛、鈴木佑輔、片平晋太郎、髙橋悟朗、

熊谷紀一郎、齋木佳克．胸腹部大動脈置換術における左腎動脈再建の工夫．第 108 回日本胸部外科学

会東北地方会; 2022 Sep. 24; 福島 



58 
 

39. 星野瑞季、吉田詩織、佐々木康之輔、佐藤冨美子．訪問看護師のがん疼痛緩和に関する知識・困難感とが

ん疼痛セルフケア実践の関連. 第 27 回日本緩和医療学会学術集会; 2022 July 1-2; 神戸 

40. 佐々木康之輔、吉田詩織、佐藤冨美子．心臓血管外科手術施行患者を対象とした術前の自律神経活動評

価による術後せん妄発症予測. 第 18 回日本クリティカルケア看護学会学術集会; 2022 June 11-12; 北九州 

41. 赤松夏季、佐々木康之輔、吉田詩織、佐藤冨美子．外科的手術施行前の不安と術後せん妄発症との関連

性:系統的レビュー. 第 18 回日本クリティカルケア看護学会学術集会; 2022 June 11-12; 北九州 

42. 野口明日香、佐藤冨美子、佐々木康之輔、吉田詩織．胃がん術後患者の身体症状とセルフケア能力の関

連. 第 18 回日本クリティカルケア看護学会学術集会; 2022 June 11-12; 北九州 

43. 大谷将之、伊藤校輝、佐々木康之輔、武富龍一、板垣皓大、前田恵、鈴木佑輔、鈴木智之、片平晋太郎、

髙橋悟朗、熊谷紀一郎、齋木佳克．Adamkiewics 動脈を分岐する肋間動脈への冷却血液灌流は髄液灌

流全体の温度変化をもたらすか？ 第 50 回日本血管外科学会学術総会; 2022 May 25-27; 小倉 

44. 伊藤校輝、熊谷紀一郎、髙橋悟朗、片平晋太郎、鈴木智之、鈴木佑輔、前田恵、佐々木康之輔、齋木佳克．

真性瘤に対する TEVAR の遠隔成績の検討．第 50 回日本血管外科学会学術総会; 2022 May 25-27; 小

倉 

45. 佐々木康之輔．For safe early mobilization after surgery - Is it possible to predict the onset of postoperative 

atrial fibrillation by evaluating preoperative cardiac autonomic nervous activity? 第 99 回 日本生理学会大

会；2022 Mar. 16-18; 仙台 

46. 佐々木康之輔、桵澤邦男、板垣皓大、大谷将之、武富龍一、吉田詩織、前田恵 、松尾諭志、伊藤校輝、

鈴木佑輔、鈴木智之、片平晋太郎、髙橋悟朗、熊谷紀一郎、佐藤冨美子、伏見清秀、藤森研司、齋木佳克．

本邦における急性 uncomplicated B 型大動脈解離発症高齢患者の DPC データベースに基づいた早期成

績と退院時 ADL の実態．第 86 回日本循環器学会学術集会; 2022.Mar.11-13; Web 開催 

47. 大谷将之、伊藤校輝、佐々木康之輔、武富龍一、板垣皓大、前田恵、松尾諭志、鈴木佑輔、鈴木智之、片

平晋太郎、髙橋悟朗、熊谷紀一郎、齋木佳克．対麻痺予防戦略の改変と課題．第 52 回日本心臓血管外科

学会学術総会;2022 Mar. 3-5; 横浜 

48. 佐藤冨美子,吉田詩織、佐々木理衣、佐々木康之輔．乳がん体験者の生活の再構築を促進する包括的な

長期リハビリケアプログラムの術後 1 年までの効果．第 36 回日本がん看護学会学術集会; 2022 Feb. 19~20; 

横浜＋Web 開催 

【緩和ケア看護学分野】 

49. 横道直佑, 山口拓洋, 森田達也, 羽多野裕, 今井堅吾, 木澤義之, 恒藤暁, 志摩泰夫, 升川研人, 宮下

光令, 森雅紀. 持続的鎮静によって患者がコミュニケーションできる機会は失われるか. 第 27 回日本緩和

医療学会学術大会, 2022 July 1-2, 神戸. 

50. 田中雄太, 加藤茜, 伊藤香, 五十嵐佑子, 木下里美, 木澤義之, 宮下光令. 救急・集中治療領域における

医師の緩和ケアに対する認識と障壁: ICU および救命救急センターに対する自記式質問紙調査の自由記

述データの内容分析. 第 27 回日本緩和医療学会学術大会, 2022 July 1-2, 神戸. (最優秀演題) 

51. 平山英幸, 里見絵理子, 木澤義之, 宮崎万友子, 田上恵太, 関根龍一, 鈴木梢,余谷暢之, 菅野康二, 安

保博文, 坂下明大, 佐藤一樹, 中川左理, 中澤葉宇子, 浜野淳, 宮下光令. 患者報告型アウトカムを用い

た専門的緩和ケア質評価のための患者登録システムの開発: 日本緩和医療学会緩和ケアの質評価 WPG 

による多施設パイロット調査. 第 27 回日本緩和医療学会学術大会, 2022 July 1-2, 神戸. (優秀演題) 
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52. 升川研人, 青山真帆, 横田慎一郎, 中村隼也, 石田涼華, 中山雅晴, 宮下光令. 電子カルテテキストデー

タからの社会的苦痛/ スピリチュアルペイン自動評価モデルの構築. 第 27 回日本緩和医療学会学術大会, 

2022 July 1-2, 神戸. (優秀演題) 

53. 青山真帆, 廣谷果奈美, 升川研人, 伊藤郁弥, 宮下光令. 終末期認知症患者の家族の介護負担の関連

要因: 遺族と対象とした横断的インターネット調査. 第 27 回日本緩和医療学会学術大会, 2022 July 1-2, 神

戸. (優秀演題) 

54. 伊藤郁弥, 青山真帆, 藤原雅樹, 小林奈津子, 光永憲香, 宮下光令. 統合失調症患者の終末期医療実

態調査: サンプリングデータセットを用いた後ろ向きコホート研究. 第 27 回日本緩和医療学会学術大会, 

2022 July 1-2, 神戸. (優秀演題) 

55. 長谷川貴昭, 明智龍男, 大佐賀智, 辻哲也, 奥山徹, 桜井春香, 升川研人, 森田達也, 木澤義之, 恒藤

暁, 志真泰夫, 宮下光令. ホスピス・緩和ケア病棟患者における専門職によるリハビリテーションの満足度と

関連要因: J-HOPE4 付帯研究. 第 27 回日本緩和医療学会学術大会, 2022 July 1-2, 神戸. (優秀演題) 

56. 高橋理智, 宮下光令, 大庭真梨, 村上義孝. 腎機能・肝機能が初回オピオイド選択に与える影響. 第 27 回

日本緩和医療学会学術大会, 2022 July 1-2, 神戸. (優秀演題) 

57. 宮下光令, 笹原朋代, 安部奈津子, 橋本淳, 橋本孝太郎, 佐藤一樹, 關本翌子, 田上祐輔, 升川研人, 

安保博文, 田村恵子, 志真泰夫. 緩和ケア病棟の遺族の COVID-19 による面会制限に対する思い: 日

本ホスピス緩和ケア協会によるインターネット遺族調査. 第 27 回日本緩和医療学会学術大会, 2022 July 1-

2, 神戸. (優秀演題) 

58. 山本瀬奈, 荒尾晴惠, 青木美和, 森雅紀, 森田達也, 木澤義之, 恒藤暁, 志真泰夫, 升川研人, 宮下光

令. がん患者の遺族による終末期呼吸困難のケアに対する満足度: 併存する苦痛症状との関連. 第 27 回

日本緩和医療学会学術大会, 2022 July 1-2, 神戸. (優秀演題) 

59. 阿部晃子, 天野晃滋, 森田達也, 三浦智史, 森 直治, 多田羅竜平, 結束貴臣,松田能宣, 田上恵太, 大

谷弘行, 森雅紀, 谷山朋彦, 中島信久, 中西絵里香, 角甲純, 木内大佑, 石木寛人, 松岡弘道, 里見絵

理子, 宮下光令. 進行がん患者の点滴での栄養水分補給に関する信念と認識: 多施設アンケート調査. 

第 27 回日本緩和医療学会学術大会, 2022 July 1-2, 神戸. (優秀演題) 

60. 大谷弘行, 天野晃滋, 森田達也, 三浦智史, 森直治, 多田羅竜平, 結束貴臣,松田能宣, 田上恵太, 森雅

紀, 谷山朋彦, 中島信久, 中西絵里香, 角甲純, 宮下光令. 味覚・嗅覚は、いかに進行がん患者の食事と 

QOL に影響するか: 多施設共同研究. 第 27 回日本緩和医療学会学術大会, 2022 July 1-2, 神戸. (優秀

演題) 

61. 田上恵太, 小杉和博, 石木寛人, 平塚裕介, 清水正樹, 森雅紀, 邱士, 下田真優, 平山英幸, 佐藤麻美

子, 松田泰史, 猪狩智生, 宮下光令, 山口拓洋, 井上彰, 里見絵理子. 専門的緩和ケアサービスによるが

ん疼痛の症状緩和治療に関する実態調査: 多施設共同前向き観察研究. 第 27 回日本緩和医療学会学術

大会, 2022 July 1-2, 神戸. (優秀演題) 

62. 平山英幸, 里見絵理子, 木澤義之, 宮崎万友子, 田上恵太, 関根龍一, 鈴木梢, 余谷暢之, 菅野康二, 

安保博文, 坂下明大, 佐藤一樹, 中川左理, 中澤葉宇子, 浜野淳, 宮下光令. 患者報告型アウトカムを用

いた緩和ケアチーム介入による症状改善の評価: 日本緩和医療学会緩和ケアの質評価 WPG による多施

設前向きパイロット観察研究. 第 27 回日本緩和医療学会学術大会, 2022 July 1-2, 神戸. (優秀演題) 
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63. 青山真帆, 多田恵里香, 坂口幸弘, 高橋原, 金田諦晃, 升川研人, 平山英幸, 森田達也, 木澤義之, 恒

藤暁, 志真泰夫, 宮下光令. 宗教ががん患者遺族の複雑性悲嘆・うつ・ケアの質評価に与える影響. 第 27

回日本緩和医療学会学術大会, 2022 July 1-2, 神戸. (優秀演題) 

64. 上原優子, 松本禎久, 小杉寿文, 曽根美雪, 中村直樹, 森田達也, 水嶋章郎, 宮下光令, 山口拓洋, 里

見絵理子. がん疼痛に対するメサドン内服治療の実態、障壁、教育: がん診療連携拠点病院対象全国質

問紙調査. 第 27 回日本緩和医療学会学術大会, 2022 July 1-2, 神戸. 

65. 松本禎久, 上原優子, 小杉寿文, 曽根美雪, 中村直樹, 森田達也, 水嶋章郎, 宮下光令, 山口拓洋, 里

見絵理子. がん疼痛に対するメサドン内服治療の実態、障壁: がん診療連携拠点病院以外の病院および

在宅療養支援診療所を対象とした全国質問紙調査. 第 27 回日本緩和医療学会学術大会, 2022 July 1-2, 

神戸. 

66. 里見絵理子, 松本禎久, 上原優子, 水嶋章郎, 曽根美雪, 小杉寿文, 中村直樹, 森田達也 ,宮下光令, 

山口拓洋. がん疼痛に対するメサドン内服治療の実態、障壁、教育: 緩和医療専門医・認定医対象全国質

問紙調査. 第 27 回日本緩和医療学会学術大会, 2022 July 1-2, 神戸. 

67. 松田泰史, 田上恵大, 五十嵐尚子, 河原正典, 高林広明, 佐藤麻美子, 木幡桂, 佐竹宣明, 青山真帆, 

宮下光令, 井上彰. 社会福祉施設における終末期がん患者の療養の質についての実態調査. 第 27 回日

本緩和医療学会学術大会, 2022 July 1-2, 神戸. 

68. 関澤麻菜香, 青山真帆, 升川研人, 平山英幸, 森田達也, 木澤義之, 恒藤暁,志真泰夫, 宮下光令. 緩和

ケア病棟のケアの質および遺族の悲嘆・抑うつの施設間差とベンチマーキングの検討. 第 27 回日本緩和医

療学会学術大会, 2022 July 1-2, 神戸. 

69. 橘寿江, 竹内可愛, 井上智美, 畑文子, 木村祐輔, 伊藤奈央, 青山真帆, 宮下光令. 患者報告型アウトカ

ム (PRO) の実装研究からみえた緩和ケア病棟における実践と困難感の現状. 第 27 回日本緩和医療学会

学術大会, 2022 July 1-2, 神戸. 

70. 竹内可愛, 橘寿江, 井上智美, 畑文子, 木村祐輔, 伊藤奈央, 青山真帆, 宮下光令. 緩和ケア病棟で看

護師が患者報告型アウトカムをケアに活かす過程～患者報告型アウトカムの実装後の一施設の看護師のイ

ンタビューから～. 第 27 回日本緩和医療学会学術大会, 2022 July 1-2, 神戸. 

71. 大日方裕紀, 青山真帆, 宮下光令. 緩和ケアの病期の段階の尺度に関する文献レビュー: Phase of Illness 

(Palliative Care Phase). 第 27 回日本緩和医療学会学術大会, 2022 July 1-2, 神戸. 

72. 佐藤あづさ, 阿部香織, 伊藤奈央, 青山真帆, 宮下光令. 緩和ケア病棟における IPOS 導入の経験と課

題. 第 27 回日本緩和医療学会学術大会, 2022 July 1-2, 神戸. 

73. 渡辺成海, 宮下朝光, 青山真帆, 宮下光令, 升川研人. 機械学習を用いた緩和ケア関連論文の自動分類

モデルの構築. 第 27 回日本緩和医療学会学術大会, 2022 July 1-2, 神戸 

【小児看護学分野】 

74. 佐々木匠，入江亘，永冨麻美，菅原明子，塩飽仁．小児期発症てんかん患者の移行期支援の現状と課題．

第 69 回日本小児保健協会学術集会，2022 Jun 25, 津（三重） 

75. 山田真衣，塩飽仁，入江亘，菅原明子．起立性調節障害の児童・生徒に対する養護教諭の対応状況と課

題，支援向上のためのニーズについての横断調査．第 69 回日本小児保健協会学術集会，2022 Jun 26, 津

（三重） 
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76. 橋本美亜，入江亘，菅原明子，名古屋祐子，林原健治，塩飽仁．「入院中の子どもの闘病意欲」の概念分

析．日本小児看護学会第 32 回学術集会, 2022 Jul 9, 福岡 

77. 猪股修也，塩飽仁，入江亘，菅原明子：NICU 退院児の親が家庭で抱える困難を軽減するための看護ケア

のニーズ調査．日本小児看護学会第 32 回学術集会, 2022 Jul 9, 福岡 

78. 佐藤幸子，塩飽仁，遠藤芳子，今田志保，種吉啓子，佐々木るみ子，今陽子：小児看護専門看護師が子ど

もの意思決定を支援するプロセス．日本小児看護学会第 32 回学術集会, 2022 Jul 9, 福岡 

79. 片桐未唯菜，小野舞香：子どもの入院生活において医療者がケアに音楽を使用した際の思考の内容．日本

小児看護学会第 32 回学術集会, 2022 Jul 10, 福岡 

80. 下山恵美子，入江亘，菅原明子，塩飽仁：慢性疾患をもつ思春期の子どもの希望の認識と無気力および主

体性の関連．第 24 回北日本看護学会学術集会，2022 Sep 3，山形(オンライン) 

81. 五十嵐大地，入江亘，菅原明子，塩飽仁：自閉スペクトラム症を持つ子どもの育ちと暮らしにかかわる母親の

情報活用．第 24 回北日本看護学会学術集会，2022 Sep 3，山形(オンライン) 

82. 名古屋祐子，入江亘，橋本美亜，中居則子，押切美佳，芳賀真理子，山本光映，塩飽仁.小児がんで入院

中の子どもの親の困りごとと生活するうえで親が心がけていること，第 20 回日本小児がん看護学会学術集

会，2022 Nov 26, 東京 

83. 入江亘，名古屋祐子，橋本美亜，中居則子，押切美佳，芳賀真理子，山本光映，塩飽仁.小児がんで入院

中の子どものきょうだいが医療者に伝えたい思いと親が抱くきょうだいへの気がかり，第 20 回日本小児がん

看護学会学術集会，2022 Nov 26, 東京 

84. 渡辺悠，入江直子，鈴木彩，佐山恭子，松崎敦子，中居則子，入江亘，菅原明子，笹原洋二.きょうだいウィ

ークの取り組みとその評価に関する実施報告，第 20 回日本小児がん看護学会学術集会，2022 Nov 27, 

東京 

【精神看護学分野】 

85. 富永真己, 田中真佐恵, 杉山智子, 矢吹知之, 中西三春. 外国人介護職の雇用に関する質的研究：高齢

者介護施設における定着にむけた取り組み. 第 92 回日本衛生学会総会; 2022 Mar 21-23; 西宮市, 兵庫 

86. 西田淳志, 細澤麻里子, 中西三春, 宮下光弘. コロナ禍における思春期メンタルヘルス：東京ティーンコホ

ートによる検証. 第 25 回日本精神保健・予防学会学術集会; 2022 Nov 12-13; 京都市, 京都 

87. 遠藤香織, 山崎修道, 中西三春, Jordan DeVylder, 宇佐美慧, 森本裕子, Danniel Stanyon, 鈴木一浩, 宮

下光弘, 新井誠, 藤川慎也, 金田渉, 安藤俊太郎, 長谷川眞理子, 笠井清登, 西田淳志. 精神病症状と

孤独感の縦断的関係：東京ティーンコホートスタディから. 第 25 回日本精神保健・予防学会学術集会; 2022 

Nov 12-13; 京都市, 京都 

88. 新村順子, 中西三春, 山崎修道, 安藤俊太郎, 金田渉, 藤川慎也, , 森本裕子, 遠藤香織, 長谷川眞理

子, 笠井清登, 西田淳志. 生後３年間の母親の育児ストレスと思春期児童への母親の体罰の縦断的関連：

母子手帳記録を用いた長期予後予測. 第 25 回日本精神保健・予防学会学術集会; 2022 Nov 12-13; 京都

市, 京都 

【ウィメンズヘルス・周産期看護学分野】 

89. 荒帆乃夏, 中村康香, 和田彩, 武石陽子, 川尻舞衣子, 吉田美香子, 吉沢豊予子. 就労妊婦のプレゼン

ティズム・アブセンティズムに関連する職業性ストレス反応要因. 第 36 回日本助産学会学術集会; 2022 Mar 

19-20; Web 開催. 
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90. 池田彰希, 吉田美香子, 柿崎淑郎, 土井根礼音, 桑名健太. 看護師の記録作業を低減する新生児の体重

経過記録システムの計測対象の認識特性評価. ライフサポート学会第 31 回フロンティア講演会; 2022 Mar 

7-8; Web 開催. 

91. 市川結衣, 武石陽子, 中村康香, 川尻舞衣子, 吉田美香子, 吉沢豊予子. 夫婦協同育児を促すプログラ

ムを受けた親における産後 3か月時のうつ症状と里帰りと家事育児分担の納得度との関連. 第 42 回日本看

護科学学会学術集会; 2022 Dec 3-4; 広島. 

92. 一色雛子, 齋藤彩花, 上溝耕平, 吉田美香子. 肺高血圧症状が悪化した重症慢性肺疾患を抱えるわが子

への “してあげたい”親心を叶える家族支援. 第 31 回日本新生児看護学会学術集会; 2022 Nov 25-26; 横

浜. 

93. 上溝耕平, 武石陽子, 中村康香, 吉田美香子, 川尻舞衣子, 吉沢豊予子. 我が国では NICU 文化の中で

父親はどのような思いや体験をするのか ～メタエスノグラフィーを用いて～. 第 31 回日本新生児看護学会

学術集会; 2022 Nov 25-26; 横浜. 

94. 岡部希美, 吉田美香子, 川尻舞衣子, 吉田明莉, 武石陽子, 中村康香, 吉沢豊予子. 日本における女性

の産後うつ病の有病率に関する研究の動向：システマティックレビューとメタアナリシス. 第 36 回日本助産学

会学術集会; 2022 Mar 19-20; Web 開催. 

95. 黒津菜絵, 中村康香, 武石陽子, 川尻舞衣子, 吉田美香子, 吉沢豊予子. 未就学児を持つ親における子

どもの年代別コペアレンティングの因子構造の特徴. 第 63 回日本母性衛生学会学術集会; 2022 Sep 9-10; 

神戸. 

96. 小関姫歌, 武石陽子, 中村康香, 市川結衣, 三本真優, 川尻舞衣子, 吉田美香子, 吉沢豊予子. 第 1 子

誕生後 1〜3 か月の夫婦のうつ症状と児への愛着に影響を及ぼす要因. 第 18 回周産期メンタルヘルス学

会学術集会 ; 2022 Oct 22-23; Web 開催. 

97. 齋藤遥奈, カハアルダニエル, 桑名健太, 松永明子, 川尻舞衣子, 武石陽子, 中村康香, 吉沢豊予子, 

吉田美香子. 前立腺全摘除術後の経会陰超音波動画像を用いて、骨盤底筋の筋力を自動評価する試み. 

第 10 回看護理工学会学術集会; 2022 Oct 15-16; 東京. 

98. 齋藤風悠子, 千葉和美, 森紘子, 齋藤昌利, 吉田美香子, 川尻舞衣子, 武石陽子, 中村康香, 吉沢豊予

子, 大平貴子. 正期産で出産した女性への 2 週間健診は産後うつと虐待予防に有効なのか？：A 病院の

10 年間のデータベースを用いた解析. 第 43 回宮城母性衛生学会学術集会; 2022 Dec 18; 仙台. 

99. 笹岡愛加, 青木芳隆, 阿部由依, 大内みふか, 重田美和, 田舎中真由美, 横井悠加, 吉田美香子, 渡邊

日香里, 橘田岳也, 小島祥敬, 柿崎秀宏. 骨盤底筋トレーニングハンズオンセミナーのオンライン・ハイブリ

ット開催の取り組み. 第 24 回日本女性骨盤底医学会; 2022 Jul 2-3; 大宮. 

100. 澤井萌恵, 湯野智香子, 正源寺美穂, 田中志野, 齋藤遥奈, 川尻舞衣子, 武石陽子, 中村康香, 吉沢豊

予子, 吉田美香子, 医療現場で働く女性の骨盤底症状の実態と関連要因. 第 36 回日本助産学会学術集

会; 2022 Mar 19-20; Web 開催. 

101. 正源寺美穂, 吉田美香子, 加藤真由美. 独居高齢者の夜間排尿に関連した覚醒時間の経年変化および

行動療法と排尿動作に関連する指導を組み合わせたコンサルテーションの効果に関する予備調査. 第 29

回日本排尿機能学会; 2022 Sep 1-3; 札幌. 
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102. 正源寺美穂, 吉田美香子, 隅屋暦, 嶋田努, 池永康規, 小川依, 平子紘平, 崔吉道. 脳卒中患者に対す

る地域脳卒中連携パスを介した急性期～回復期の継続排尿自立支援の効果：後ろ向きコホート研究. 第 35

回日本老年泌尿器科学会; 2022 Jun 10-11; 山梨. 

103. 田中志野, 岡部希美, 吉田明莉, 澤井萌恵, 齋藤遥奈, 川尻舞衣子, 武石陽子, 中村康香, 吉沢豊予子, 

吉田美香子. 乳がん患者における（閉経関連）尿路生殖器症候群の有病率に関するシステマティックレビュ

ー. 第 36 回日本助産学会学術集会; 2022 Mar 19-20; Web 開催. 

104. 寺田由紀子, 吉沢豊予子. 看護の対象である男性を捉える新しい視点－男性性とケアリング・マスキュリニ

ティ. 第 42 回日本看護科学学会学術集会; 2022 Dec 3-4; 広島. 

105. 寺田由紀子, 武石陽子, 中村康香, 川尻舞衣子, 吉田美香子, 吉沢豊予子. ケアリング・マスキュリニティ

が身体的健康・精神的健康に及ぼす影響. 第 42 回日本看護科学学会学術集会; 2022 Dec 3-4; 広島. 

106. 中村康香, 及川ひばり, 武石陽子, 川尻舞衣子, 吉田美香子, 吉沢豊予子. 3 か月時の子どものなだめや

すさに影響する妊娠期の親の心理社会的要因：男性と女性の比較. 第 42 回日本看護科学学会学術集会; 

2022 Dec 3-4; 広島. 

107. 林佳子, 白井紀子, 大月恵理子, 中村康香, 松原まなみ, 西方真弓, 林ひろみ, 坂上明子, 平石皆子, 森

田明希子. 周産期母子医療センターにおける病床管理についての文献検討. 第 63 回日本母性衛生学会

学術集会; 2022 Sep 9-10; 神戸. 

108. 前田一枝, 長坂桂子, 角川志穂, 八巻和子, 津田充子, 中村康香, 前澤友子, 中井愛, 峰博子, 松原ま

なみ. 母性看護専門看護師の活動実態調査. 第 24 回日本母性看護学会学術集会; 2022 Jun 26- Jul 31; 

Web 開催. 

109. 向所あゆみ, 吉田美香子, 齋藤風悠子, 森紘子, 千葉和美, 川尻舞衣子, 武石陽子, 中村康香, 吉沢豊

予子, 齋藤昌利. 出産した地域での COVID-19 の感染流行は、産後 1か月のうつ症状と関連するか. 第 63

回日本母性衛生学会学術集会; 2022 Sep 9-10; 神戸. 

110. 吉田美香子, 北島由菜, 金澤麻衣子, 石田孝宣, 佐治重衡, 大竹徹, 小島祥敬, 佐藤冨美子, 川尻舞衣

子, 武石陽子, 中村康香, 吉沢豊予子. 乳がん内分泌療法中の女性における閉経関連尿路生殖器症候

群の実態. 第 24 回日本女性骨盤底医学会; 2022 Jul 2-3; 大宮. 

111. 吉田美香子. ワークショップダイバーシティによるより良い学会の有り方：メディカルスタッフの立場からの提

言. 第 29 回日本排尿機能学会; 2022 Sep 1-3; 札幌. 

112. 吉田美香子. 他分野とコラボできる次世代を育成する取り組み. 第 42 回日本看護科学学会学術集会; 2022 

Dec 3; 広島. 

113. 吉沢豊予子. 看護学教育のグローバルスタンダードに向けてーコロナ禍を通して見えた、看護学教育として

変わらなければならないことー. 第 42 回日本看護科学学会学術集会; 2022 Dec 3-4; 広島. 

114. 吉田美香子. 医療・介護保険制度での排尿自立支援の取り組み. 第 35 回日本老年泌尿器科学会; 2022 

Jun 10-11; 山梨. 

115. 吉田美香子. 骨盤底リハビリテーションの進歩と実践. 第 59 回日本リハビリテーション医学会学術集会; 

2022 Jun 23-25; 横浜.  

116. 和田彩, 中村康香, 川尻舞衣子, 武石陽子, 吉田美香子, 吉沢豊予子. 妊婦の身体的負荷軽減に関する

職務の推奨基準：国内外のガイドラインのレビュー. 第 24 回日本母性看護学会学術集会; 2022 Jun 26-Jul 

31; Web 開催. 
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5-6. 外部資金獲得（主任研究） ※2022 年 4月～2023 年 3月（前年度からの継続の研究費を含む） 

【看護技術開発学分野】 

1. 菅野恵美（主任研究者） 飲む褥瘡予防法の確立に向けた、皮膚－腸管ネットワークによる創傷治癒制御機

構の解明. 日本学術振興会科学研究費助成事業学術研究助成基金助成金 挑戦的研究 (萌芽) 2021 

Apr - 2023 Mar.  

2. 丹野寛大（主任研究者） 慢性創傷に対する『好中球細胞外トラップ』阻害によるユニバーサル創傷ケアの開

発. 日本学術振興会科学研究費助成事業学術研究助成基金助成金 基盤研究 (C) 2021 Apr - 2023 Mar. 

3. 菅野恵美（主任研究者） 褥瘡の再発を防ぐナノ型乳酸菌を含有した創傷被覆材の創出. 官民による若手

研究者発掘支援事業（社会実装目的型の医療機器創出支援プロジェクト）2022 Apr - 2024 Mar.  

4. 菅野恵美（主任研究者） 『食べる』を支える、がん治療に伴う粘膜障害に対する新規ケア法の創出 日本学

術振興会科学研究費助成事業学術研究助成基金助成金 基盤研究 (B) 2022 Apr - 2025 Mar. 

【看護管理学分野】 

5. 朝倉京子（主任研究者）. COVID-19 アウトブレイクが看護職に与える心理的影響：JD-R に基づく解明. 令

和 3 年度科学研究費補助金（基盤研究 B）. 2021Apr- 2025 Mar. 

6. 高田望（主任研究者）. Patient eXperience 調査を用いた看護提供方式のアウトカム評価. 令和 3 年度科学

研究費補助金（基盤研究 C）. 2021Apr- 2024 Mar. 

7. 杉山祥子（主任研究者）. 医療が複雑化する時代に看護師が果たすべき責任に関する理論の生成. 令和

元年度科学研究費補助金（若手研究 B）. 2019 Apr-2023 Mar. 

8. 原ゆかり（主任研究者）．看護師の特殊性に着目した職業価値観尺度の開発と関連要因の解明．平成 30 年

度科学研究費補助金（若手研究 B）．2018 Apr-2023 Mar. 

【老年・在宅看護学分野】 

9. 清水恵（主任研究者）. 看護小規模多機能型居宅介護の特長を生かした高齢遺族への新たなグリーフ

ケアの検討. 令和 2 年度科学研究費補助金 (若手研究). 2020 Apr- 2023 Mar. 

10. 中本五鈴（主任研究者）. 介護老人福祉施設における夜勤の実態把握：夜勤とスタッフの健康との関

連に着目して. 令和 4 年度科学研究費補助金（研究活動スタート支援）. 2022 Sep- 2024 Mar. 

【公衆衛生看護学分野】 

11. 大森純子（主任研究者）社会的包摂を志向する公衆衛生看護の原理に基づくロジック・モデルの開発. 令

和元年度科学研究費補助金（基盤研究(B)）. 2019 Apr –2024 Mar.  

12. 松永篤志（主任研究者）. 看護小規模多機能型居宅介護の利用者・家族の QOL に対する成果とその背景

の明確化. 令和 4 年度科学研究費補助金（若手研究）. 2022 Apr- 2026 Mar. 

13. 原ゆかり（主任研究者）. 看護師の職業価値観がキャリアに関する変数に及ぼす影響を解明する多施設大

規模研究. 令和 4 年度科学研究費補助金（若手研究）. 2022 Apr- 2024 Mar. 

【がん看護学分野】 

14. 佐々木康之輔（主任研究者）．DPC データベースに基づく急性 B型大動脈解離発症高齢患者の本邦の

治療選択と ADL の実態調査．2020 年度日本循環器学会メディカルスタッフ研究助成 
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15. 吉田詩織（主任研究者）．在宅進行がん患者の在宅版がん疼痛緩和遠隔看護システムの開発及び有効

性の検討．令和 2 年度日本学術振興会科学研究費助成事業学術研究助成基金助成金（若手研究）.2020 

Apr-2023 Mar 

【緩和ケア看護学分野】 

16. 宮下光令（主任研究者）. 患者報告型アウトカムの臨床活用の有効性を検証するクラスター・ランダム化比較

試験. 令和 3 年度学術振興会科学研究費（基盤研究（B））. 2021 Apr-2025 Mar  

17. 青山真帆（主任研究者）. がん患者遺族のうつ・複雑性悲嘆の予測方法の開発：遺族コホート調査. 三菱財

団研究助成（社会福祉研究助成）. 2022 Jan - 2023 Dec. 

18. 富樫慎太郎（主任研究者）. 医療ビッグデータを用いた、がん及び非がん疾患を有する患者を対象とした、

死亡前医療費に関する全国調査. 医療科学研究所研究助成. 2021 Nov - 2022 Dec. 

19. 升川研人(主任研究者). 緩和ケア領域における看護記録の感情分析手法の検討と臨床アウトカムとの関連. 

令和 4 年度学術振興会科学研究費(研究活動スタート支援）. 2022 Aug-2024 Mar 

20. 平山英幸（主任研究者）. 令和 4 年度みちのく GAP ファンド. 2022 Apr - 2023 Mar  

21. 中西絵里香（主任研究者）. 勇美記念財団公募助成金. 2022 Sep - 2023 Aug 

 

【小児看護学分野】 

22. 塩飽仁（主任研究者）．発達支援のための good practice収集によるナラティブデータベース構築研究，日本

学術振興会 2019 年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）基盤研究（Ｃ）（一般），2019-2023 

23. 井上由紀子（主任研究者）．クリニック看護師が行う子供と家族に対する移行期支援の構築．2021 年度科学

研究費補助金 基盤研究（C）（一般），2021 Apr-2024 Mar 

24. 菅原明子（主任研究者）．がんを持つ親と子供のがんにまつわるコミュニケーションと心理社会的影

響に関する研究．2022 年度科学研究費補助金 基盤研究（C）（一般）2022 Apr-2026 Mar 

【精神看護学分野】 

25. 中西三春（主任研究者）. 認知症とともに生きる希望を支えるアドバンス・ケア・プランニングの推進システム

開発. 令和３年度科学研究費補助金（基盤研究（B））. 2021 Apr- 2025 Mar. 
【ウィメンズヘルス・周産期看護学分野】 

26. 中村康香（主任研究者）. 社会実装型コペアレンティング促進プログラムの育児と子どもの成長発達への効

果検証. 2020 年度科学研究費補助金（基盤研究(B)）2020 Apr - 2024 Mar. 

27. 吉田美香子（主任研究者）. 超音波画像データベースの機械学習に基づく骨盤底筋の筋力評価支援シ

ステムの開発. 令和 4 年度科学研究費補助金(挑戦的研究(萌芽)) 2022 Jun- 2024 Mar. 
 

 

5-7. 外部資金獲得（分担研究） ※2022 年 4月～2023 年 3月（前年度からの継続の研究費を含む） 

【看護技術開発学分野】 

1. 菅野恵美, 丹野寛大（分担研究者） 糖尿病性足壊疽に対する切り札-プロタミン含有創傷被覆材の開発. 

日本学術振興会科学研究費助成事業学術研究助成基金助成金 基盤研究 (C). 2021 Apr – 2023 Mar. 
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2. 菅野恵美 (分担研究者) シリコン人工乳房へのバイオフィルム形成に注目した慢性炎症機序の解明、制御

法の開拓. 日本学術振興会科学研究費助成事業学術研究助成基金助成金 基盤研究 (C). 2021 Apr –

2023 Mar. 

3. 菅野恵美, 丹野寛大（分担研究者）ヘビ毒が傷を治す-バトロキソビンによる NETs阻害と CD34陽性細胞の

誘導-. 日本学術振興会科学研究費助成事業学術研究助成基金助成金 基盤研究 (C). 2022 Apr – 2025 

Mar. 

【老年・在宅看護学分野】 

4. 尾﨑章子（分担研究者）. 適切な睡眠・休養促進に寄与する「新・健康づくりのための睡眠指針」と連動した

活動・習慣改善ツール開発及び環境整備. 2021 年度～2022 年度厚生労働科学研究費補助金. 2021 Apr - 

2023 Mar. 

【がん看護学分野】 

5. 佐々木康之輔（分担研究者）. 開心術後の縦隔内癒着予防のための生体吸収性薬剤徐放性代用自己心

膜の開発. 2021 年科学研究費補助金(基盤研究(C)). 2021 Apr 2024 Mar. 

6. 吉田詩織（分担研究者）. 外来化学療法中のがん患者に対する AI機能を用いた遠隔看護システムの

構築. 2021 年科学研究費補助金(基盤研究(B)). 2021 Apr - 2025 Mar. 

7. 佐々木康之輔（分担研究者）. がんの増大、転移に対する体外循環の影響を探究する. 2022 年科学研

究費補助金(基盤研究(C)). 2022 Apr – 2026 Mar. 

8. 佐々木康之輔（分担研究者） 重症心疾患患者の全身・嚥下・栄養状態に応じた介入プログラム開発

と効果検証. 2022 年科学研究費補助金(基盤研究(B)). 2022 Apr - 2026 Mar. 

9. 吉田詩織（分担研究者） がんを持つ親と子供のがんにまつわるコミュニケーションと心理社会的影

響に関する研究. 2022 年科学研究費補助金(基盤研究(C)). 2022 Apr - 2026 Mar. 

【緩和ケア看護学分野】 

10. 宮下光令（分担研究者）. 終末期がん患者の倦怠感軽減ケアプログラムの開発と臨床応用. 令和 2 年

度学術振興会科学研究費（基盤研究（C））. 2020 Apr-2023 Mar  

11. 宮下光令（分担研究者）. 高齢者施設・住まいにおける避けられる救急搬送・入院を削減する複雑介

入の開発. 令和 2 年度学術振興会科学研究費（基盤研究（B）一般）. 2020 Apr-2026 Mar  

12. 宮下光令（分担研究者）. 苦痛なく心残りのないお別れができるためのグッドデス・ケアパスウエイ

の検証. 令和 2 年度学術振興会科学研究費（基盤研究（B）一般）. 2020 Apr-2025 Mar  

13. 宮下光令（分担研究者）. 専門家レベルの緩和ケア AIプログラムの開発と検証〜終末期の苦痛を一

掃する. 令和 2 年度学術振興会科学研究費（挑戦的研究（開拓））. 2020 Jul-2025 Mar 

14. 宮下光令（分担研究者）. 終末期の鎮静の生命倫理学的・医学的位置づけに関するアジア・ヨーロッパ国際

共同研究. 平成 31 年度学術振興会科学研究費（基盤研究（B）一般）. 2019 Apr-2023 Mar 

15. 宮下光令（分担研究者）. ビッグデータを用いてランダム化試験に代わる終末期ケアのエビデンスを構築す

る研究. 令和 3 年度学術振興会科学研究費（挑戦的研究（開拓））. 2021 Jul-2026 Mar 

16. 宮下光令（主任研究者）. 患者報告型アウトカムの臨床活用の有効性を検証するクラスター・ランダム化比較

試験. 令和 3 年度学術振興会科学研究費（基盤研究（B））. 2021 Apr-2025 Mar 

17. 宮下光令（主任研究者）. 自然言語処理を用いた身体的・精神的・社会的・スピリチュアルな苦痛の評価. 

令和 3 年度学術振興会科学研究費（挑戦的研究（萌芽））. 2021 Apr-2023 Mar 
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18. 宮下光令（分担研究者）.  ビッグデータを用いた終末期医療の地域差とその要因に関する疫学研究. 令和

3 年度学術振興会科学研究費（基盤研究（C））. 2021 Apr-2025 Mar 

19. 宮下光令（分担研究者）.  進行性疾患の患者と家族の食に関する苦悩への心理社会的アプローチと多職

種連携ケア. 令和 3 年度学術振興会科学研究費（基盤研究（C））. 2021 Apr-2024 Mar 

20. 宮下光令（分担研究者）.  ICU・ER における緩和ケアアンメットニーズ解消ケアプログラムの開発. 令和 3 年

度学術振興会科学研究費（基盤研究（C））. 2021 Apr-2024 Mar 

21. 宮下光令（分担研究者）. 終末期の鎮静と安楽死のグレーゾーンに関する大規模国際共同研究. 令和 4 年

度学術振興会科学研究費（基盤研究（B））. 2022 Apr-2026 Mar 

22. 宮下光令（分担研究者）. 患者の希望を支える日本型 ACP 支援モデルの実装と効果検証：ランダム化比較

試験. 令和 4 年度学術振興会科学研究費（基盤研究（B））. 2022 Apr-2026 Mar 

23. 宮下光令（分担研究者）. IT 技術を活用し高齢患者から患者報告型アウトカムを簡便に収集する方法の開

発. 令和 4 年度学術振興会科学研究費（基盤研究（C））. 2022 Apr-2025 Mar 

24. 宮下光令（分担研究者）. 高齢者施設における終末期ケアの質改善に向けた介入プログラムの開発. 令和

4 年度学術振興会科学研究費（基盤研究（C））. 2022 Apr-2025 Mar 

【小児看護学分野】 

25. 塩飽仁（分担研究者）．治癒が望めない小児がんの子どもの訪問看護の為の WEB プラットフォーム開発．

2022 年度科学研究費補助金 基盤研究（B）（一般） 新規採択，2022 Apr-2026 Mar 

26. 塩飽仁, 入江亘（分担研究者）．がんを持つ親と子供のがんにまつわるコミュニケーションと心理社会的影響

に関する研究．2022 年度科学研究費補助金 基盤研究（C）（一般） 新規採択，2022 Apr-2026 Mar 

27. 塩飽仁, 入江亘, 菅原明子（分担研究者）．小児がん経験者に対するヨガの疲労感改善効果：介在因子とし

てのメンタルヘルスの検証．2022 年度科学研究費補助金 基盤研究（C）（一般） 新規採択，2022 Apr-2026 

Mar 

【精神看護学分野】 

28. 中西三春（分担研究者）. 急性期病棟の医療負担を軽減するせん妄対応支援プログラムに関する研究開

発. 令和４年度日本医療研究開発機構医療機器開発推進研究事業. 2022 Apr- 2025 Mar. 

【ウィメンズヘルス・周産期看護学分野】 

29. 吉沢豊予子, 中村康香, 吉田美香子, 武石陽子, 川尻舞衣子（分担研究者）. 挙児を希望する有配偶女性

に対するリプロダクティブライフプランニング支援の構築. 2020 年度科学研究費補助金（基盤研究(C)）2020 

Apr - 2023 Mar. 

30. 中村康香, 吉沢豊予子（分担研究者）. 男性の妊孕性に関するリテラシーと血中ホルモン測定による

妊孕力の実態. 2020 年度科学研究費補助金（基盤研究(C)）2020 Apr - 2023 Mar. 

 

 

5-8. 外部資金獲得（その他） ※2022 年 4月～2023 年 3月 

なし 

 


