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社会参加・社会貢献研究テーマ 2019年度 業績リスト（論文・学会発表・著書） 
 
 

★コレスポンディングオーサー(責任著者)、◎ファーストオーサー(第一著者) 

二重下線＝常勤研究員、下線＝非常勤職員、破線＝研究生、連携大学院生等 

波線=学振特別研究員 

 

 

＜平成31年度／令和元年度＞ 

１ 論文（誌上発表）：原著 

① 著者名、論文名、誌名、巻（号）、最初と最後の頁、発表年、（査読）、（ＩＦ値） 

1. ★◎Nonaka K, Fujiwara Y, Watanabe S, Ishizaki T, Iwasa H, Amano H, Yoshida Y, 

Kobayashi E, Sakurai R, Suzuki H, Kumagai S, Shinkai S, Suzuki T: Is unwilling 

volunteering protective for functional decline? The interactive effects of 

volunteer willingness and engagement on health in a 3-year longitudinal study of 

Japanese older adults. Geriatrics & Gerontology International, 19(7), 673-678, 

2019.4. (査読あり)(IF: 2.118, 2018/2019). 

2. 原田謙, 小林江里香, 深谷太郎, 村山陽, 高橋知也,★藤原佳典: 高齢者の若年者に対す

る否定的態度に関連する要因；世代間関係における「もうひとつのエイジズム」. 老年社

会科学, 41(1), 28-37, 2019.4. (査読あり). 

3. Asaoka H, Takahashi T, Chen J, Fujiwara A, Watanabe M, Noro F: Difficulties 

spontaneously performing level 2 perspective-taking skills in children with 

autism spectrum disorder. Advances in Autism, 5(4), 243-254, 2019.4. (査読あ

り)(IF: 0.450,  2018/2019). 

4. Taniguchi Y, Watanabe Y, Osuka Y, Kitamura A, Seino S, Kim H, Kawai H, Sakurai 

R, Inagaki H, Awata S, Shinkai S: Characteristics for gait parameters of 

community- dwelling elderly Japanese with lower cognitive function. PLoS One, 

14(3):e0212646. 2019.5. doi: 10.1371/journal.pone.0212646. eCollection. (査読あ

り)(IF: 2.776, 2018/2019). 

5. Kitamura A, Taniguchi Y, Seino S, Yokoyama Y, Amano H, Fujiwara Y, Shinkai S: 

Combined effect of diabetes and frailty on mortality and incident disability in 

older Japanese adults. Geriatrics & Gerontology International, 19(5), 423-428, 

2019.5. (査読あり)(IF: 2.118, 2018/2019). 

6. Abe T, Kitamura A, Taniguchi Y, Amano H, Seino S, Yokoyama Y, Nishi M, Narita M, 

Ikeuchi T, Fujiwara Y, Shinkai S: Pathway from gait speed to incidence of 

disability and mortality in older adults: A mediating role of physical activity. 

Maturitas, 123, 32-36, 2019.5. (査読あり)(IF: 3.654, 2018/2019). 

7. Kera T, Kawai H, Hirano H, Kojima M, Watanabe Y, Motokawa K, Fujiwara Y, Ihara 

K, Kim H, Obuchi S: Definition of respiratory sarcopenia with peak expiratory 

flow rate. J Am Med Dir Assoc, 2019.5. doi: 10.1016/j.jamda.2018.12.013. [Epub 

ahead of print] (査読あり) (IF: 4.899, 2018/2019). 

8. Carandang RR, Shibanuma A, Kiriya J, Asis EL, Chavez DC, Meana M, Murayama H, 

Jimba M: Determinants of depressive symptoms in Filipino senior citizens of the 

community-based ENGAGE study. Archives of Gerontology & Geriatrics, 82, 186-191, 

2019.5/6. (査読あり) (IF=2.611, 2008/2019). 

9. ◎Iizuka A, Suzuki H, Ogawa S, Kobayashi-Cuya KE, Kobayashi M, Takebayashi T, ★

Fujiwara Y: Can cognitive leisure activity prevent cognitive decline in older 

adults? A systematic review of intervention studies. Geriatrics & Gerontology 

International, 19(6): 469-482, 2019.6. (査読あり)(IF: 2.118, 2018/2019). 

10. ★◎村山洋史, 小宮山恵美, 平原佐斗司, 野中久美子, 飯島勝矢, 藤原佳典: 在宅医療

推進のための多職種連携研修プログラム参加者におけるソーシャルキャピタル醸成効果：

都市部での検証. 日本公衆衛生雑誌, 66(6), 317-326, 2019.6. 

11. Seino S, Kitamura A, Tomine Y, Tanaka I, Nishi M, Taniguchi Y, Yokoyama Y, Amano 

H, Fujiwara Y, Shinkai S: Exercise Arrangement Is Associated with Physical and 
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Mental Health in Older Adults. Med Sci Sports Exerc, 51(6), 1146-1153, 2019.6. 

(査読あり) (IF: 4.478, 2018/2019). 

12. Taniguchi Y, Kitamura A, Kaito S, Yokoyama Y, Yokota I, Shinozaki T, Seino S, 

Murayama H, Matsuyama Y, Ikeuchi T, Fujiwara Y, Shinkai S: Albumin and Hemoglobin 

Trajectories and Incident Disabling Dementia in Community-Dwelling Older Japanese. 

Dement Geriatr Cogn Disord, 17:1-10, 2019.7. doi: 10.1159/000499837. [Epub ahead 

of print] (査読あり) (IF: 2.260, 2018/2019). 

13. ★◎Murayama H, Sugiyama M, Inagaki H, Ura C, Miyamae F, Edahiro A, Motokawa K, 

Okamura T, Awata S: The differential effects of age on the association between 

childhood socioeconomic disadvantage and subjective symptoms of dementia among 

older Japanese people. Journal of Epidemiology, 29(7), 241-246, 2019.7. (査読あ

り)(IF: 3.078, 2018). 

14. Kawai H, Taniguchi Y, Seino S, Sakurai R, Osuka Y, Obuchi S, Watanabe Y, Kim H, 

Inagaki H, Kitamura A, Awata S, Shinkai S: Reference values of gait parameters 

measured with a plantar pressure platform in community-dwelling older Japanese 

adults. Clin Interv Aging, 2019:14, 1265-1276, 2019.7. (査読あり)(IF: 2.585, 

2018/2019). 

15. 稲葉陽二, 藤原佳典, 小林江里香, 野中久美子, 倉岡正高, 田中元基, 村山幸子, 松永

博子, 安永正史, 村山洋史, 渡辺修一郎: 世代間交流と社会関係資本の継承－長野県須

坂市調査と首都圏２自治体調査の比較からの知見. 政経研究, 56(1), 46-74, 2019.7. 

(査読なし). 

16. ◎★Sakurai R, Watanabe Y, Osuka Y, Taniguchi Y, Kawai H, Kim H, Kitamura A, 

Inagaki H, Montero-Odasso M, Awata S, Shinkai S: Overlap between Apolipoprotein 

Eε4 Allele and Slowing Gait Results in Cognitive Impairment. Frontiers in Aging 

Neuroscience, 2019.9. (査読あり)(IF: 3.633, 2018/2019). 

17. Ejiri M, Kawai H, Fujiwara Y, Ihara K, Watanabe Y, Hirano H, Kim H, Ishii K, Oka 

K, Obuchi S: Social participation reduces isolation among the Japanese elderly: 

a 3-year longitudinal study. PLoS ONE, 14(9): e0222887, 2019.9. (査読あり) (IF: 

2.776, 2008/2019). 

18. Kera T, Kawai H, Hirano H, Kojima M, Watanabe Y, Motokawa K, Fujiwara Y, Ihara 

K, Kim H, Obuchi S: SARC-F: A validation study with community-dwelling older 

Japanese adults. Geriatr Gerontol Int, 2019.9. doi: 10.1111/ggi.13768. [Epub 

ahead of print]. (査読あり)(IF: 2.118, 2018/2019). 

19. ◎Takahashi T, Nonaka K, Matsunaga H, Hasebe M, Murayama H, Koike T, Kobayashi 

E, ★Fujiwara Y: Factors relating to social isolation in urban Japanese older 

people: A 2-year prospective cohort study. Archives of Gerontology and Geriatrics, 

86, 2019.9. (査読あり)(IF: 2.611, 2018/2019). 

20. 田口敦子, 備前真結, 松永篤志, 森下絵梨, 岩間純子, 小川尚子, 伊藤海, 村山洋史: 

文献検討に基づく介護予防サポーター養成プログラムの作成と効果. 日本公衆衛生雑誌, 

66(9), 582-592, 2019.9. 

21. 野藤悠, 清野諭, 村山洋史, 吉田由佳, 谷垣知美, 横山友里, 成田美紀, 西真理子, 中

村正和, 北村明彦, 新開省二: 兵庫県養父市におけるシルバー人材センターを機軸とし

たフレイル予防施策のプロセス評価およびアウトカム評価. 日本公衆衛生雑誌, 66(9), 

560-573, 2019.9. 

22. ★◎Murayama H, Ura C, Miyamae F, Sakuma N, Sugiyama M, Inagaki H, Okamura T, 

Awata S: Ecological relationship between social capital and cognitive decline in 

Japan: A preliminary study for dementia-friendly communities. Geriatrics & 

Gerontology International, 19(9), 950-955, 2019.9. ( 査 読 あ り )(IF=2.118, 

2018/2019). 

23. Takase M, Murayama H, Hirukawa S, Sugimoto M, Ono S, Tanaka T, Kimata M: Which 

aspects of dining style are associated with depressive mood? A study at an 

assisted living facility in Japan. Journal of Nutrition in Gerontology & 

Geriatrics 38(4), 377-386, 2019.9. (査読あり)(IF=1.030, 2018/2019). 

24. ◎松永博子, 高橋知也, 相良友哉, 西中川まき, 南潮, 野中久美子, ★藤原佳典: 専門

職支援に向けた高齢者の就労支援窓口「ジョブカフェ」の試み. 世代間交流学会誌, 9(1), 

29-34, 2019.10.(査読あり). 
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25. Abe T, Kitamura A, Seino S, Yokoyama Y, Amano H, Taniguchi Y, Nishi M, Narita M, 

Ikeuchi T, Tomine Y, Fujiwara Y, Shinkai S: Differences in the Prevalence of and 

Factors Associated with Frailty in Five Japanese Residential Areas. Int. J. 

Environ. Res. Public Health, 16(20), 2019.10. (査読あり)(IF: 2.468, 2018/2019). 

26. ◎ Murayama H, Amagasa S, Inoue S, Fujiwara T, Shobugawa Y: Sekentei and 

objectively-measured physical activity among older Japanese people: a cross- 

sectional analysis from the NEIGE Study. BMC Public Health, 19, 1331, 2019.10. 

(査読あり)(IF: 2.567, 2018/2019). 

27. Carandang RZ, Asis E, Shibanuma A, Kiriya J, Murayama H, Jimba M: Unmet needs 

and coping mechanisms among community-dwelling senior citizens in the 

Philippines: A qualitative study. International Journal of Environmental Research 

and Public Health, 16(19), 3745, 2019.10. (査読あり)(IF: 2.468, 2018/2019). 

28. Carandang RZ, Shibanuma A, Kiriya J, Vardeleon KR, Marges MA, Asis E, Murayama 

H, Jimba M: Leadership and peer counseling program: Evaluation of training and 

its impact on Filipino senior peer counselors. International Journal of 

Environmental Research and Public Health, 16(21), 4108, 2019.10. (査読あり)(IF: 

2.468, 2018/2019). 

29. Igarashi K, Watanabe Y, Kawai H, Motokawa K, Umeki K, Ito M, Kera T, Kojima M, 

Ihara K, Fujiwara Y, Kim H, Obuchi S, Hirano H, Kawai Y: Relation between knee 

extension torque and occlusal force in community-dwelling elderly adults. J Oral 

Sci, 2019.10. doi: 10.2334/josnusd.18-0381. [Epub ahead of print] (査読あり)(IF: 

2.750, 2018/2019). 

30. 村山陽, 長谷部雅美, 高橋知也, 小林江里香: 首都圏に居住する単身世帯の中高年者に

おける近隣との世代間交流の必要性の認識：同居世帯の中高年者との比較から. 日本世代

間交流学会誌, 2019.10. (査読あり). 

31. ◎★Sakurai R, Kawai H, Suzuki H, Kim H, Watanabe Y, Hirano H, Ihara K, Obuchi 

S, Fujiwara Y: Poor Social Network, Not Living Alone, Is Associated With Incidence 

of Adverse Health Outcomes in Older Adults. J Am Med Dir Assoc, 20(11), 1438-

1443, 2019.11. (査読あり)(IF: 4.899, 2018/2019). 

32. Okamura T, Sugiyama M, Inagaki H, Murayama H, Ura C, Miyamae F, Edahiro A, 

Motokawa K, Awata S: Anticipatory anxiety about future dementia-related care 

needs: Toward a dementia-friendly community. Psychogeriatrics, 19(6), 2019.11. 

(査読あり)(IF: 1.518, 2018/2019). 

33. ★◎Murayama H, Miyamae F, Ura C, Sakuma N, Sugiyama M, Inagaki H, Okamura T, 

Awata S: Does community social capital buffer the relationship between 

educational disadvantage and cognitive impairment? A multilevel analysis in Japan. 

BMC Public Health, 19, 1442, 2019.11. (査読あり)(IF: 2.567, 2018/2019). 

34. ◎小川将, 鈴木宏幸, 高橋知也, 村山陽, 松永博子, 藤田幸司, 本橋豊, ★藤原佳典: 

高齢者ボランティアとの協働によるSOSの出し方に関する教育授業の開発と評価：中学生

への3ヶ月持続効果の検討. 自殺総合政策研究, (印刷中)(査読あり). 

35. 北村明彦, 清野諭, 谷口優, 横山友里, 天野秀紀, 西真理子, 野藤悠, 成田美紀, 池内

朋子, 阿部巧, 藤原佳典, 新開省二: 高齢者の自立喪失に及ぼす生活習慣病、機能的健

康の関連因子の影響：草津町研究. 日本公衛誌, 67(2), 134-145. (査読あり). 

36. Seino S, Kitamura A, Abe T, Taniguchi Y, Yokoyama Y, Amano H, Nishi M, Nofuji Y, 

Narita M, Ikeuchi T, Fujiwara Y, Shinkai S. Dose-Response Relationships between 

Body Composition Indices and All-Cause Mortality in Older Japanese Adults. J Am 

Med Dir Assoc. 2020 Feb 14. pii: S1525-8610(19)30827-8. doi: 

10.1016/j.jamda.2019.11.018. （査読あり）（IF: 4.899、2018/2019） 

37. ★◎Taniguchi Y, Kitamura A, Ishizaki T, Fujiwara Y, Shinozaki T, Seino S, 

Mitsutake S, Suzuki H, Yokoyama Y, Abe T, Ikeuchi T, Yokota I, Matsuyama Y, 

Shinkai S. Association of Trajectories of Cognitive Function with Cause-Specific 

Mortality and Medical and Long-Term Care Costs. Geriatr Gerontol Int. 2019 

Dec;19(12):1236-1242. （査読あり）（IF：2.118、2018/2019） 

38. Kera T, Kawai H, Hirano H, Kojima M, Watanabe Y, Motokawa K, Fujiwara Y, Osuka 

Y, Kojima N, Kim H, Ihara K, Obuchi S: Limitations of SARC-F in the diagnosis of 
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sarcopenia in community-dwelling older adults. Archives of Gerontology and 

Geriatrics, 87, 2020.3/4. (査読あり)(IF=2.611, 2008/2019). 

39. ◎Murayama H, Sugiyama M, Inagaki H, Edahiro A, Okamura T, Ura C, Miyamae F, 

Motokawa K, Awata S: Childhood socioeconomic disadvantage as a determinant of 

late-life physical function in older Japanese people. Archives of Gerontology & 

Geriatrics, 87, 2019.3/4. (in press). (査読あり)(IF=2.611, 2008/2019). 

40. Murayama Y, Yamazaki S, Yamaguchi J, Hasebe M, Fujiwara Y: Chronic Stressors, 

Stress Coping, and Depressive Tendencies among the Elderly. Geriatrics & 

Gerontology International, 2020.1. [Epub ahead of print]. (査読あり)(IF: 2.118, 

2018/2019). 

41. ◎Murayama H, Taguchi A, Spencer MS, Yamaguchi T: Efficacy of a community health 

worker-based intervention in improving dietary habits among community-dwelling 

older people: A controlled, cross-over trial in Japan. Health Education & Behavior, 

47(1), 47-56.  (査読あり)(IF=2.190, 2008/2019). 

42. Nagamine Y, Fujiwara T, Tani Y, Murayama H, Tabuchi T, Kondo K, Kawachi I: Gender 

difference in the association between subjective socioeconomic mobility across 

life course and mortality at older ages: Results from the JAGES longitudinal 

study. Journal of Epidemiology. 2019.10. [Epub ahead of print] . (査読あ

り)(IF=3.078, 2008/2019). 

43. Shobugawa Y, Murayama H, Fujiwara T, Inoue S: Cohort profile of the NEIGE study 

in Tokamachi city, Japan. Journal of Epidemiology, 2019.5. [Epub ahead of print]. 

(査読あり)(IF=3.078, 2018/2019). 

44. 田口敦子, 村山洋史, 竹田香織, 伊藤海, 藤内修二: 地域保健に関わる住民組織の特徴

と課題: 全国市町村への調査. 日本公衆衛生雑誌. 66(11), 712-722, 2019.11. (査読あ

り). 

45. Amagasa S, Inoue S, Murayama H, Fujiwara T, Kikuchi H, Fukushima N, Machida M, 

Chastin S, Owen N, Shobugawa Y: Associations of sedentary and physically-active 

behaviors with cognitive-function decline in community-dwelling older adults: 

Compositional data analysis from the NEIGE study. Journal of Epidemiology, (in 

press). (査読あり)(IF=3.078, 2008/2019). 

46. Suthuvoravut U, Takahashi K, Murayama H, Tanaka T, Akishita M, Iijima K: 

Association between traditional Japanese diet Washoku and sarcopenia in 

community-dwelling older adults: Findings from the Kashiwa Study. Journal of 

Nutrition, Health and Aging, 24, 282–289, 2020.1. (査読あり)(IF=2.660, 2008/2019). 

47. Takahashi J, Kawai H, Suzuki H, Fujiwara Y, Watanabe Y, Hirano H, Hunkyung K, 

Ihara K, Miki A, Obuchi S: Development and validity of the Computer-Based 

Cognitive Assessment Tool for intervention in community dwelling elderly 

individual. Geriatrics & Gerontology International, (in press). ( 査 読 あ

り)(IF=2.118, 2018/2019) 

48. Takahashi J, Kawai H, Suzuki H, Fujiwara Y, Watanabe Y, Hirano H, Hunkyung K, 

Ihara K, Ishii Kaori, Oka Koichiro, Obuchi S: Reliability and Validity of the 

Activity Diversity Questionnaire for Older Adults in Japan. International Journal 

of Environmental Research and Public Health, (in press). (査読あり)(IF=2.468, 

2018/2019) 

49. Ishibashi K, Onishi A, Wagatsuma K, Fujiwara Y, Ishii K: Longitudinal 18F-FDG 

images in patients with Alzheimer’s disease over more than nine years from a 

preclinical stage. Clinical Nuclear Medicine, (in press). (査読あり)(IF=6.498, 

2018/ 2019) 

50. Kaito S, Taniguchi Y, Kitamura A, Seino S, Amano H, Yokoyama Y, Fukuda H, Yokokawa 

H, Fujiwara Y, Shinkai S, Naito T: Trajectories of Kidney Function and Associated 

Factors Among Community-Dwelling Older Japanese: A 16-year Longitudinal Study. 

Clinical and Experimental Nephrology, 2019.12. (査読あり)(IF=1.971, 2018/ 2019) 

51. ◎Iizuka A, Ishii K, Wagatsuma K, Ishibashi K, Onishi A, Tanaka M, Suzuki H, 

Awata S, ★Fujiwara Y: Neural substrate of a cognitive intervention program using 
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Go game: a positron emission tomography study. Aging Clinical and Experimental 

Research, 2020.1. [Epub ahead of print]. (査読あり) (IF=2.331, 2018/ 2019). 

52. ◎Sagara T, Kaigo M, Tsujinaka Y: Meta-Cognition of Efficacy and Social Media 

Usage among Japanese Civil Society Organizations. Information, 11(2):118, 2020.2. 

(査読あり). 

53. ◎★ Inaba Y, Togawa K: Social capital in the creation of AI perception. 

Behaviormetrika, 2020.3. (査読あり). 

54. ◎★Sakurai R, Kawai H, Suzuki H, Kim H, Watanabe Y, Hirano H, Ihara K, Obuchi 

S, Fujiwara Y: Association of eating alone with depression among older adults 

living alone: Role of poor social networks. Journal of Epidemiology, (in press). 

(査読あり)(IF=3.078, 2008/2019). 

 

 

２ 論文（誌上発表）：総説 

著者名、論文名、誌名、巻（号）、最初と最後の頁、発表年、（査読）、（ＩＦ値） 

 

1. ★根本裕太, 北畠義典, 稲山貴代, 荒尾孝: 小学校高学年児童および中学生における身体

活動, スクリーンタイムと睡眠指標との関連の検討：横断研究. 運動疫学研究，21(1)，28-

37, 2019.6（査読あり） 

 

 

３ 学会発表（国際） 

① 発表者名、発表タイトル、学会名、開催地、開催日 

1. Amagasa S, Inoue S, Murayama H, Fujiwara T, Kikuchi H, Fukushima N, Machida M, 

Chastin S, Shobugawa Y: Compositional associations of objectively-measured 

activities with declined cognitive function in older adults: NEIGE study. ACSM’s 

66th Annual Meeting, Orlando, FL, USA. 2019.5.28-6.1. 

2. Kuraoka M: Japan’s Measures on Aging Population and Care: An Intervention Study 

of Community-based Integrated Care Approach in Tokyo Metropolitan Area. 

International Symposium on the Application of Big Data in Social Security, Wuhan, 

China. 2019.6.1. 

3. Kuraoka M: Designing Multigenerational Co-creation Community: Inside Look, 

Generation’s United 20th Global Intergenerational Conference, Portland, USA. 

Poster. 2019.6.12-14. 

4. Fujiwara Y: Work shop, Hindsight and Foresight of Intergenerational Studies in 

Japan: Birth of a Movement. Intergenerational studies in Japan and its potential 

for promoting intergenerational cooperation, respect and harmony. Generation’s 

United 20th Global Intergenerational Conference, Portland, USA. 2019.6.12-14. 

5. Murayama H: Trajectories of body mass index and their association with mortality 

among older Japanese: Do they differ from those of Western populations? In 1st 

International Conference on Aging in Times of The New Old, Tainan, China. 

2019.6.25. (招待講演). 

6. Sakurai R, Kodama K, Ozawa Y: Effect of Horizontal-Vertical Illusion on Stepping- 

Over Action. ISPGR World Congress 2019. Edinburgh, UK. 2019.6.30-7.4. 

7. Ohara Y, Shirobe M, Edahiro A, Motokawa K, Hirano H, Kawai H, Kim H, Ihara K, 

Fujiwara Y, Obuchi S, Watanabe Y: Factors associated to poor oral health-related 

to quality of life among community-dwelling older Japanese. 2019 International 

Symposium on Dental Hygiene, Brisbane, Australia. 2019.8.15-17. 

8. Shirobe M, Ohara Y, Watanabe Y, Motokawa K, Edahiro A, Hirano H, Kawai H, Kim H, 

Ihara K, Fujiwara Y, Obuchi S: Factors affecting discontinuation of regular 
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dental visits in the elderly, 2019 International Symposium on Dental Hygiene, 

Brisbane Australia. 2019.8.15-17. 

9. Takeuchi T, Hashimoto K, Ihara K, Obuchi S, Hirano H, Fujiwara Y, Kawai H, Kojima 

M, Hashizume M: Characteristics of eating behavior among people with typical and 

atypical depression. The 25th world congress of the international college of 

psychosomatic medicine, Florence, Italy. 2019.9.12. 

10. Ejiri M, Kawai H, Fujiwara Y, Hirano H, Araki A, Koyama T, Sugie M, Kojima M, 

Nakada H, Suzuki T, Obuchi S: Social participation reduces depression among 

community-dwelling older adults with lower back pain: a cross-sectional study. 

7th Asian Congress of Health Psychology, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. 

2019.9.19-21. 

11. Sakai E, Kim H, Kamesawa A, Kim D, Nakayama R, Terazawa S, Ogawa K, Masuda K, 

Akizuk Y, Yang Y, Yang Y, Suzuki Y, Shah R, Masuda T, Gandy C, Maeda K, Takase 

M, Saisho S, Ogino R, Murayama H, Goto J: Exploring the significance of the 

community center to Japanese senior citizens from the perspective of place 

attachment. The 11th International Association of Gerontology and Geriatrics 

Asia/Oceania Regional Congress. Taipei, China. 2019.10.21-25. 

12. Ogawa S, Suzuki H, Iizuka A, Kobayashi M, Fujiwara Y: The Effect of Cognitive 

Picture-Book Intervention in Community-dwelling Older Adults With and Without 

Depression. 11th International Association of Gerontology and Geriatrics 

Asia/Oceania Regional Congress, Taipei, China. Poster. 2019.10.23-27. 

13. Murayama Y, Hasebe M, Nishi M, Matsunaga H, Fujiwara Y: The impact of the 

informational social support exchanges with neighbors on the feeling of isolation 

among the elderly: a two-year follow-up survey, The 11th Asia/Oceania Congress 

of Gerontology and Geriatrics, Taipei, China. 2019.10.23-27. 

14. Yasunaga M, Kawai H, Ejiri M, Kera T, Watanabe Y, Fujiwara Y, Hirano H, Kojima 

M, Nakada H, Obuchi S: Effect of frequency of participating in the region activity 

on subjective well-being: A 3-year prospective study of urban Japanese older 

adults, the 11th International Association of Gerontology and Geriatrics 

Asia/Oceania, Taipei, China. 2019.10.23-27. 

15. Watanabe S, Fujiwara Y, Nonaka K, Kuraoka M, Kobayashi E, Nemoto Y, Minami U, 

Koike T: Factors related to work retention for elderly workers in the metropolitan 

area in Japan over two years, 11th International Association of Gerontology and 

Geriatrics Asia/Oceania Regional Congress, Taipei, China, 2019.10.23-27. 

16. Hashimoto Y, Watanabe S, Nonaka K, Koike T, Hasebe M, Murayama Y, Suzuki H, 

Fukaya T, Kobayashi E, Fujiwara Y: Relationship between types of elderly living 

alone and their mental health or social role. The 11th International Association 

of Gerontology and Geriatrics (IAGG) Asia/Oceania Regional Congress 2019, Taipei, 

China. Poster. 2019.10.23-27. 

17. Igarashi K, Watanabe Y, Kugiyama Y, Kawai H, Motokawa K, Ito M, Ihara K, Fujiwara 

Y, Obuchi S, Hirano H, Kawai Y: Prevalence of oral hypofunction in Japanese 

community-dwelling elderly in an urban area, the 11th International Association 

of Gerontology and Geriatrics Asia/Oceania, Taipei, China. 2019.10.23-27. 

18. Kitamura A, Seino S, Abe T, Taniguchi Y, Yokoyama Y, Amano H, Narita M, Ikeuchi 

T, Fujiwara Y, Shinkai S: Sarcopenia and the risk of mortality and incident 

disability in community-dwelling older Japanese. The 11th International 

Association of Gerontology and Geriatrics Asia/Oceania Regional Congress 2019, 

Taipei, China. Poster. 2019.10.23-27. 

19. Taniguchi Y, Kitamura A, Ishizaki T, Fujiwara Y, Seino S, Mitsutake S, Suzuki H, 

Yokoyama Y, Age T, Ikeuchi T, Shinkai S: Association of Trajectories of Cognitive 

Function with Cause-Specific Mortality and Medical and Long-Term Care Costs. The 

11th International Association of Gerontology and Geriatrics Asia/Oceania 

Regional Congress 2019, Taipei, China. Poster. 2019.10.23-27. 

20. Kawai H, Obuchi S, Watanabe Y, Hirano H, Fujiwara Y, Ihara K, Kobayashi Y, 

Mochimaru Y, Tsushima E, Nakamura K: Association between frailty and daily living 

walking speed measured by smartphones with built-in GPS, the 11th International 
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Association of Gerontology and Geriatrics Asia/Oceania Regional Congress, Taipei, 

China. 2019.10.23-27. 

21. Suzuki H, Ogawa S, Sakurai R, Nemoto Y, Kobayashi M, Sato K, Takahashi T, Iizuka 

A, Kobayashi K, Fujiwara Y: Cognitive intervention through a training program 

for picture book reading improves not only cognitive function but also gait 

function in community-dwelling older adults, 11th International Association of 

Gerontology and Geriatrics Asia/Oceania Regional Congress, Taipei, China. 

2019.10.23-27. 

22. Carandang RZ, Shibanuma A, Kiriya J, Vardelon K, Asis EL, Murayama H, Jimba M: 

Efficacy of peer counseling, social engagement, and combination interventions in 

Filipino senior citizens at risk for depression: A quasi-experimental study. The 

2019 Annual Meeting & Exposition of the American Public Health Association, 

Philadelphia, PA, USA. 2019.11.2-6. 

23. Sakurai R, Kawai H, Yanai S, Suzuki H, Ogawa H, Kim H, Hirano H, Ihara K, Obuchi 

S, Fujiwara Y: The effects of hearing loss and mobility decline on cognitive 

function of older adults. The Gerontological Society of America (GSA) 2019 Annual 

Scientific Meeting, Austin, USA. 2019.11.13-17. 

24. Murayama H, Taguchi A, Yamaguchi T: Effectiveness of a community health worker 

intervention in improving dietary habits: A cross-over trial in Japan. The 

Gerontological Society of America (GSA) 2019 Annual Scientific Meeting, Austin, 

USA. 2019.11.13-17. 

25. Nemoto Y, Sakurai R, Hasebe M, Nonaka K, Matsunaga H, Fujiwara Y: The burden of 

engaging in volunteer attenuate the relationship between volunteer engagement 

and health outcomes. The Gerontological Society of America (GSA) 2019 Annual 

Scientific Meeting, Austin, USA. 2019.11.13-17. 

26. Carandang RZ, Shibanuma A, Kiriya J, Vardelon K, Asis EL, Murayama H, Jimba M: 

Project ENGAGE: An action research toward improving the psychological well-being 

of Filipino senior citizens. The Gerontological Society of America (GSA) 2019 

Annual Scientific Meeting, Austin, USA. 2019.11.13-17. 

27. Takase M, Murayama H, Kimata M, Hirukawa S, Tanaka T, Sugimoto M, Ono S: Not 

enjoying the meal was associated with depressive symptoms, despite the size of 

social connections. The Gerontological Society of America (GSA) 2019 Annual 

Scientific Meeting, Austin, USA. 2019.11.13-17. 

28. Yasunaga M, Kawai H, Ejiri M, Kera T, Watanabe Y, Fujiwara Y, Hirano H, Kojima 

M, Nakada H, Obuchi S: Effect of frequency of participating in the region activity 

on functional decline: A 3-year prospective study of urban Japanese older adults, 

GSA 2019 Annual Scientific Meeting, Austin, USA, 2019.11.13-17. 

29. Fujiwara Y: Multiple benefits of Working and support system for job seeking of 

Japanese older people. The 14th Seoul International Gerontology Symposium, Seoul, 

Korea. 2019.12.13. 

 

４ 学会発表（国内） 

① 発表者名、発表タイトル、学会名、開催地、開催日 

1. 村山洋史, 宇良千秋, 宮前史子, 佐久間尚子, 杉山美香, 稲垣宏樹, 岡村毅, 新川祐利, 

粟田主一: ソーシャルキャピタルと認知機能低下者割合の地域相関分析: Dementia 

Friendly Communitiesに向けた定量的検証. 第20回日本認知症ケア学会大会, 京都, 

2019.5.25-26. 

2. 藤原佳典: 合同シンポジウム10「それぞれの地域包括ケアから見出す実践の知見と共通の

理念」, 大都市における多世代型介護予防・日常生活支援総合事業の試み. 第61回日本老

年学会合同学術集会, 仙台, 2019.6.6-8. 

3. 根本裕太, 佐藤慎一郎, 中村睦美, 北畠義典, 荒尾孝: 地域在住高齢者における地域活

動への参加状況の変化と身体活動ならびに座位行動の変化との関連性：2年間の縦断研究. 

第61回日本老年医学会学術集会, 宮城, 2019.6.6-8. 

4. 藤原佳典: シンポジウム6「社会的フレイルの定義」, 社会的フレイルの定義～導入編. 

第61回日本老年医学会学術集会, 仙台, 2019.6.6-8. 
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5. 藤原佳典: 自主企画フォーラム「変容する地域社会における世代間関係を考える」指定発

言：地域包括ケア時代の世代間関係の目指すもの. 第61回日本老年社会科学会, 仙台, 

2019.6.6-8. 

6. 飯塚あい, 石井賢二, 我妻慧, 石橋賢士, 大西愛鈴, 田中美香, 鈴木宏幸, 粟田主一, 

藤原佳典: 囲碁を活用した認知機能低下抑制プログラムの評価―FDG-PETを用いた脳糖代

謝に対する介入効果の検討―. 第61回日本老年医学会学術集会, 仙台, 2019,6.6-8. 

7. 北村明彦, 清野諭, 阿部巧, 谷口優, 天野秀紀, 西真理子, 横山友里, 成田美紀, 藤原

佳典, 新開省二: 高齢健診受診者におけるサルコペニアの有病率と関連因子. 第61回日

本老年医学会学術集会, 仙台, 2019.6.6-8. 

8. 谷口優, 北村明彦, 藤原佳典, 清野諭, 鈴木宏幸, 横山友里, 天野秀紀, 成田美紀, 阿

部巧, 新開省二: 認知機能の経時的変化パターンと身体・心理・社会的機能との関連. 第

61回日本老年医学会学術集会, 仙台, 2019.6.6-8. 

9. 桜井良太: 高齢者の歩行機能低下と認知機能低下の関連に関する研究. 第61回日本老年

医学会学術集会. 宮城. 2019.6.6-8. 

10. 桜井良太: 予防的観点から考える社会的フレイルの定義. 第61回日本老年医学会学術集

会. 宮城. 2019.6.6-8. 

11. 清野諭, 北村明彦, 阿部巧, 谷口優, 天野秀紀, 西真理子, 横山友里, 成田美紀, 藤原

佳典, 新開省二: 地域在住高齢者の身体組成指標と総死亡リスクとの量・反応関係. 第

61回日本老年医学会学術集会, 仙台, 2019.6.6-8. 

12. 阿部巧, 清野諭, 北村明彦, 谷口優, 天野秀紀, 西真理子, 横山友里, 成田美紀, 藤原

佳典, 新開省二: 高齢期の体組成、身体機能と総死亡リスクとの関連. 第61回日本老年

医学会学術集会, 仙台, 2019.6.6-8. 

13. 天野秀紀, 北村明彦, 横山友里, 成田美紀, 西真理子, 谷口優, 清野諭, 吉田裕人, 藤

原佳典, 新開省二: 要介護認定で見られる「認知症」の発症様式・発症前認知機能変化に

基づく類型化と類型別危険因子. 第61回日本老年医学会学術集会, 仙台, 2019.6.6-8. 

14. 桜井良太, 渡邊裕, 大須賀洋祐, 谷口優, 河合恒, 金憲経, 北村明彦, 稲垣宏樹, 粟田

主一, 新開省二: アポリポ蛋白E4の保有と歩行速度低下の重積が高齢者の認知機能に与

える影響. 第61回日本老年医学会学術集会, 仙台, 2019.6.6-8. 

15. 鈴木隆雄, 西田裕紀子, 大塚礼, 島田裕之, 金憲経, 北村明彦, 藤原佳典, 吉村典子, 

飯島勝矢, 牧迫飛雄馬: わが国高齢者の身体機能、サルコペニア、フレイルに関する経時

的変動について－長寿コホートの総合的研究（ILSA-J）より－. 第61回日本老年医学会学

術集会, 仙台, 2019.6.6-8. 

16. 河合恒, 大渕修一, 渡邊裕, 平野浩彦, 藤原佳典, 井原一成, 小林吉之, 持丸正明, 対

馬栄輝, 中村耕三: スマートフォン内蔵GPSによって測定した日常生活歩行速度とフレイ

ル関連指標との関係, 第61回日本老年医学会学術集会, 仙台, 2019.6.6-8. 

17. 解良武士, 河合恒, 平野浩彦, 渡邊裕, 小島基永, 藤原佳典, 井原一成, 大渕修一: 

SARC-Fはサルコペニアよりも身体機能の虚弱状態を反映する, 第61回日本老年医学会学

術集会, 仙台, 2019.6.6-8. 

18. 桜井良太, 渡邊裕, 大須賀洋祐, 谷口優, 河合恒, 金憲経, 北村明彦, 稲垣宏樹, 粟田

主一, 新開省二: アポリポ蛋白E4の保有と歩行速度低下の重積が高齢者の認知機能に与

える影響. 第61回日本老年医学会学術集会. 宮城. 2019.6.6-8. 

19. 藤原佳典, 桜井良太, 河合恒, 金憲経, 鈴木宏幸, 小川将, 渡邊裕, 平野浩彦, 井原一

成, 大渕修一: 独居は認知機能低下のリスクとなるか？：ソーシャルネットワークの多

寡に着目した検討, 第61回日本老年医学会学術集会, 仙台, 2019.6.6-8. 

20. 村山洋史, 小林江里香, 深谷太郎, 岡本翔平, 石崎達郎, Jersey Liang, 新開省二: 全

国代表サンプルを用いた日本人高齢者のFrailtyの分布推計と健康アウトカムとの関連. 

第61回日本老年医学会学術集会, 仙台, 2019.6.6-8. 

21. 小林江里香, 村山洋史, 深谷太郎, 岡本翔平, 石崎達郎, Jersey Liang, 新開省二: 全

国高齢者代表サンプルにおけるFrailtyの5年間の変化と社会・心理的要因. 第61回日本老

年医学会学術集会, 仙台, 2019.6.6-8. 

22. 高橋競, 村山洋史, 田中友規, 高瀬麻以, 飯島勝矢: 地域高齢者の孤食に関する質的研

究：なぜ、同居家族がいるのに孤食になるのか？. 第61回日本老年医学会学術集会, 仙台, 

2019.6.6-8. 

23. 小川将, 鈴木宏幸, 高橋知也, 飯塚あい, 小林桃子, 藤原佳典: 基本属性に着目した絵

本読み聞かせ講座の介入効果の比較. 第34回日本老年精神医学会, 仙台, 2019.6.6-8. 
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24. 長谷部雅美, 野中久美子, 桜井良太, 松永博子, 藤原佳典: 高齢者の社会参加における

心理的負担と主観的健康感との関連. 第61回日本老年社会科学会, 仙台, 2019.6.7-8. 

25. 根本裕太, 野中久美子, 長谷部雅美, 小池高史, 南潮, 村山陽, 村山洋史, 小林江里香, 

藤原佳典: 地域高齢者における世代内／世代間交流が精神的健康および健康度自己評価

に与える影響－都市部在住高齢者を対象とした2年間の縦断調査の結果から.日本老年社

会科学会第61回大会, 仙台, 2019.6.7-8. 

26. 高橋知也, 鈴木宏幸, 小川将, 飯塚あい, 小林桃子, 藤原佳典: 高齢者の世代間交流を

促す介入プログラムが子どもイメージに及ぼす影響. 日本老年社会科学会, 仙台, 

2019.6.7-8. 

27. 小川将, 鈴木宏幸, 高橋知也, 村山陽, 松永博子, 藤田幸司, 本橋豊, 藤原佳典: 高齢

者ボランティアとの協働による「SOSの出し方に関する授業」の開発と評価：REPRINTS研

究より. 日本老年社会科学会第61回大会, 仙台, 2019.6.7-8. 

28. 西中川まき, 長谷部雅美, 村山陽, 松永博子, 西真理子, 深谷太郎, 成田美紀, 小林江

里香, 藤原佳典: 地域高齢者における就労および趣味・ボランティア活動と健康度自己

評価との関連. 日本老年社会科学会第61回大会, 仙台, 2019.6.7-8. 

29. 野中久美子, 倉岡正高, 村山幸子, 根本裕太, 田中元基, 村山陽, 小林江里香, 藤原佳

典: 多世代住民間での情緒的サポート授受経験が他者への日常生活支援提供意向に与え

る影響. 第61回日本老年社会科学会, 仙台, 2019.6.7-8. 

30. 村山幸子, 高橋知也, 小林江里香, 安永正史, 長谷部雅美, 小川将, 藤原佳典: サロン

活動への継続参加意欲を規定する要因の検討. 日本老年社会科学会第61回大会, 仙台, 

2019.6.7-8. 

31. 江尻愛美, 河合恒, 藤原佳典, 井原一成, 渡邊裕, 平野浩彦, 金憲経, 大渕修一: 都市

高齢者における孤立の発生に対する社会参加の予防効果－3年間の縦断研究－, 第61回日

本老年社会科学会大会, 仙台, 2019.6.7-8. 

32. 岡本翔平, 小林江里香, 深谷太郎, 村山洋史, 菅原育子, 新開省二: 高齢期の就労が健

康行動に与える影響：疑似実験的アプローチによる分析. 日本老年社会科学会第61回大

会, 仙台, 2019.6.7-8. 

33. 村山陽，長谷部雅美，西真理子，藤原佳典: 単身高齢者の親族および近隣多世代との互助

関係パターンと主観的健康感との関連 . 日本老年社会科学会第 61回大会 , 仙台 , 

2019.6.7-8. 

34. 藤原佳典: 導入編：地域包括ケア時代の高齢者就労モデルとは, 自主企画フォーラム「介

護福祉領域における高齢者就労の現状と課題―地域包括ケア時代の高齢者就労モデルと

は―」第61回日本老年社会科学会, 仙台, 2019.6.6-8. 

35. 高橋知也: 介護事業所における高齢者就労の実情：企業・事業所調査の結果から, 自主企

画フォーラム「介護福祉領域における高齢者就労の現状と課題―地域包括ケア時代の高齢

者就労モデルとは―」. 日本老年社会科学会第61回大会, 仙台, 2019.6.7-8. 

36. 松永博子: 東京都大田区A地区のシニアステーションジョブカフェの取組み, 自主企画フ

ォーラム「介護福祉領域における高齢者就労の現状と課題―地域包括ケア時代の高齢者就

労モデルとは―」. 日本老年社会科学会第61回大会, 仙台, 2019.6.7-8. 

37. 野中久美子: 都市部にて多世代住民間互助を促す仕組みとは, 自主企画フォーラム「変

容する地域社会における世代間関係を考える」. 第61回日本老年社会科学会, 仙台, 

2019.6.7-8. 

38. 松永博子, 藤田幸司, 佐々木久長, 本橋豊: 地域高齢者の孤食・同居者の有無と心の健

康の関連について. 日本老年社会科学会第61回大会, 仙台, 2019.6.7-8. 

39. 天笠志保, 井上茂, 村山洋史, 藤原武男, 菊池宏幸, 福島教照, 町田征己, 菖蒲川由郷: 

豪雪地域在住高齢者における非積雪期と積雪期の加速度計で評価した身体活動パターン

の比較: NEIGE study: Compositional data analysisを用いた縦断研究. 第22回日本運

動疫学会学術総会, 東京, 2019.6.22-23. 

40. 根本裕太, 西中川まき, 佐藤慎一郎, 藤原佳典, 荒尾孝: 地域在住高齢者を対象とした

複合的認知機能低下予防プログラムの効果検証：無作為化比較対照試験. 第28回日本健康

教育学会学術大会, 東京, 2019.6.29-30. 

41. 根本裕太: 運動と認知症, シンポジウム「超高齢社会の日本にこれから必要な健康教育・
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とした集団版認知機能検査の特徴(1). 日本心理学会第83回大会, 大阪, 2019.9.11-13. 
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52. 清野諭, 阿部巧, 北村明彦, 谷口優, 横山友里, 天野秀紀, 西真理子, 野藤悠, 成田美
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の結果から. 第14回日本応用老年学会, 京都, 2019.10.19-20. 
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における歩行速度の日内変動. 第14回日本応用老年学会大会, 京都, 2019.10.19-20. 
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一成, 大渕修一: サルコペニア・フレイルのスクリーニングツールとしてのSARC-Fと

SARC-F-3の有用性. 第6回日本予防理学療法学会学術大会, 広島, 2019.10.19-20. 
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第6回日本予防理学療法学会学術大会, 広島, 2019.10.19-20. 
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明子, 大渕修一: タブレット型コンピュータを利用した認知機能検査による2年後のMCI

発症の予測能について. 第6回日本予防理学療法学会学術大会, 広島, 2019.10.19-20. 

74. Kobayashi-Cuya K, Sakurai R, Nonaka K, Koike T, Hasebe M, Murayama Y, Kobayashi 

E, Fujiwara Y: The role of education on financial perception and mental health 

in older adults. The 78th Annual Meeting of Japanese Society of Public Health, 

Kochi, 2019.10.23-25. 

75. 高橋知也, 村山陽, 長谷部雅美, 小林江里香: 中高年者はどのような場面で周囲からの

孤立を感じるか？―定性的分析による検討―. 第 78回日本公衆衛生学会 , 高知 , 

2019.10.23-25. 

76. 根本裕太, 倉岡正高, 野中久美子, 田中元基, 村山幸子, 松永博子, 村山陽, 小林江里

香, 村山洋史, 渡辺修一郎, 稲葉陽二, 藤原佳典: 若年層と中年層における世代間交流

が精神的健康に与える影響：2年間の縦断研究. 第78回日本公衆衛生学会総会, 高知，

2019.10.23-25. 

77. 小川将, 鈴木宏幸, 高橋知也, 福嶋史江, 横道淳子, 石堂純子, 小澤彩, 松永博子, 藤

田幸司, 本橋豊, 藤原佳典: 高齢者ボランティアとの協働による「SOSの出し方に関する

教育」の実践：その2. 第78回公衆衛生学会総会, 高知, 2019.10.23-25. 
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