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Abstract 本研究では、日本の地方自治体における「健康な町づくり」の取り組みの歴史と、実践の中で育

まれてきた「健康観」に関して医療人類学的視点から調査・考察を行った。具体的には、福岡・
京都・大阪・長野といった先駆的試みを行ってきた地域医療の歴史について文献資料を調べ、関
係者にインタビューを行い、健康な町づくりがどのように可能になったのかについての調査を行
った。特に、「自己参加型」医療の台頭に着目し、戦前は必ずしも庇護的な意味をもたず、住民
に警戒をもって見られることもあった医療的介入が、戦後各地でどのようにその意味を、より民
主的で配慮的なものへと変えていったのかの分析を行い、その結果を４本の口頭報告・招聘講演
と２本の執筆原稿として発表した。
調査は以下の三つの軸で進められた。１）福岡で戦後長年にわたり住民との協働の下に行われて
きた久山町の疫学調査と、北九州での公害健診の歴史に着目し、住民運動・各自治体の自治との
連動の中で、医療的監視がその役割や機能を変えていった経緯の一端を、文献調査とインタビュ
ーから明らかにした。２）京都や長野地域医療の先人たちの活動を文献で調べる過程で、従来の
地域医療の歴史の中から、自然と認知症の地域医療が生まれてきた経緯が明らかになり、この動
きが、現在の認知症に特化した地域医療とどのように連結するのかについての研究課題が浮かび
上がってきた。この課題を受けて、３）地域における認知症医療を都市モデルとして進めている
大阪の精神科病院等で調査を行い、認知症医療の新しい形が、住民との協力の下でどのように発
展しているのかについての分析を行った。
今後は、大阪での調査から明らかになった、従来とは全く異なる神経科学的アプローチを用いた
地域医療の在り方に着目することで、住民が当事者として臨床のみならず、科学知の生産にも寄
与する新たな自己参加型医療の可能性について考えてみたい。
This study has examined the history of various local attempts to create "healthy communities"
across Japan in order to explore the meaning of "health" from a medical anthropological
perspective. By focusing on the four areas known for their active and rather distinctive attempts to
create community medicine, I have investigated how doctor-pioneers in this field have tried to turn
the meaning of medical intervention from something potentially oppressive to that which is
protective and caring, and how local residents have become involved in the making of healthy
communities.

The actual fieldwork and archival studies have been conducted with four areas and three themes in
mind: 1) the rise of self-participatory medicine as a form of scientific collaboration in Fukuoka,
which is worldly known for its long-lasting epidemiological study and the community medicine
emerging at the height of industrial pollution; 2) grassroots community medicine in Kyoto and
Nagano with pioneers who have helped define the meaning of "self-participatory" medicine in
Japan; 3) the emergence of a new approach to community psychiatry in Osaka, which is currently
experimenting with neuropsychiatric intervention for people living with dementia in the community.

Based on these investigations, I have given four oral presentations and written two papers; I will
continue my future investigations with a focus on the emerging field of community neuropsychiatry
in dementia medicine.

Notes
Genre Research Paper
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=2018000005-20180119

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって
保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or
publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


　2019 年 4 月 9 日

千円

2018 年度　学事振興資金（個人研究）研究成果実績報告書

研究代表者

所属 文学部 職名 教授

補助額 200　（Ｂ）

氏名 北中 淳子 氏名（英語）Junko Kitanaka

研究課題（日本語）

「健康な町づくり」プロジェクトに関する歴史・医療人類学的研究

研究課題（英訳）

Building Healthy Communities: A Historical and Anthropological Exploration

１．研究成果実績の概要

本研究では、日本の地方自治体における「健康な町づくり」の取り組みの歴史と、実践の中で育まれてきた「健康観」に関して医療人類
学的視点から調査・考察を行った。具体的には、福岡・京都・大阪・長野といった先駆的試みを行ってきた地域医療の歴史について文
献資料を調べ、関係者にインタビューを行い、健康な町づくりがどのように可能になったのかについての調査を行った。特に、「自己参
加型」医療の台頭に着目し、戦前は必ずしも庇護的な意味をもたず、住民に警戒をもって見られることもあった医療的介入が、戦後各
地でどのようにその意味を、より民主的で配慮的なものへと変えていったのかの分析を行い、その結果を４本の口頭報告・招聘講演と
２本の執筆原稿として発表した。
　調査は以下の三つの軸で進められた。１）福岡で戦後長年にわたり住民との協働の下に行われてきた久山町の疫学調査と、北九州
での公害健診の歴史に着目し、住民運動・各自治体の自治との連動の中で、医療的監視がその役割や機能を変えていった経緯の一
端を、文献調査とインタビューから明らかにした。２）京都や長野地域医療の先人たちの活動を文献で調べる過程で、従来の地域医療
の歴史の中から、自然と認知症の地域医療が生まれてきた経緯が明らかになり、この動きが、現在の認知症に特化した地域医療とど
のように連結するのかについての研究課題が浮かび上がってきた。この課題を受けて、３）地域における認知症医療を都市モデルとし
て進めている大阪の精神科病院等で調査を行い、認知症医療の新しい形が、住民との協力の下でどのように発展しているのかについ
ての分析を行った。
　今後は、大阪での調査から明らかになった、従来とは全く異なる神経科学的アプローチを用いた地域医療の在り方に着目すること
で、住民が当事者として臨床のみならず、科学知の生産にも寄与する新たな自己参加型医療の可能性について考えてみたい。

２．研究成果実績の概要（英訳）

This study has examined the history of various local attempts to create “healthy communities” across Japan in order to explore the
meaning of “health” from a medical anthropological perspective. By focusing on the four areas known for their active and rather
distinctive attempts to create community medicine, I have investigated how doctor-pioneers in this field have tried to turn the
meaning of medical intervention from something potentially oppressive to that which is protective and caring, and how local residents
have become involved in the making of healthy communities. 

The actual fieldwork and archival studies have been conducted with four areas and three themes in mind: 1) the rise of self-
participatory medicine as a form of scientific collaboration in Fukuoka, which is worldly known for its long-lasting epidemiological
study and the community medicine emerging at the height of industrial pollution; 2) grassroots community medicine in Kyoto and
Nagano with pioneers who have helped define the meaning of “self-participatory” medicine in Japan; 3) the emergence of a new
approach to community psychiatry in Osaka, which is currently experimenting with neuropsychiatric intervention for people living with
dementia in the community. 

Based on these investigations, I have given four oral presentations and written two papers; I will continue my future investigations
with a focus on the emerging field of community neuropsychiatry in dementia medicine.

３．本研究課題に関する発表

発表者氏名
（著者・講演者）

発表課題名
（著書名・演題）

発表学術誌名
（著書発行所・講演学会）

学術誌発行年月
（著書発行年月・講演年月）

Junko Kitanaka Towrads a Neurobiological
Empathy: Embracing Dementia in
Japan

Center for Society, Health and
Medicine, New York University,
Shanghai

March 27, 2019

北中淳子 精神科診断の社会的機能：うつ病
と認知症の人類学的考察

日本精神科診断学会 2018 年 10 月 18 日

Junko Kitanaka Social Medicine in Japan Global Social Medicine Workshop May 30, 2018

北中淳子 認知症病前診断時代の医療 : 医
療人類学の視点から (特集 認知症
超早期診断時代に求められる医
療)

老年精神医学雑誌 29(5) 505-511 2018 年 5 月

北中淳子 自己参加型観察／監視医療の誕
生：戦後日本の健康診断

戦後日本文化再考　（三人社） 2019 年

北中淳子 認知症早期診断時代：「当事者視
点の症候学」へ向けて

AMED 認知症対策官民イノベーシ
ョン実証基盤整備事業　ラウンドテ
ーブル(有識者会議)

2019 年 2 月 26 日

1


