
あれをうまく利用するようなコツは何
かありますか。
　三宅　ストレスチェックの組織分析
はすごく意味があるのです。悪い部門
は原因があるのですが、そこを追及す
るかたちになると、そこのマネージャ
ーがよけいストレスになってしまいま
す。私が行っている企業では、すごく
悪いところよりも、すごくいいところ
のマネージャーにヒアリングをかけ、
そこで行っているグッドプラクティス
を悪い部門に「ぜひやるといいよ」と
いうかたちで紹介すると、全体的にス
コアが良くなってくる傾向があるよう
に思います。
　大西　本当に病気になられて、かな
り長期間休職されるケースがあって、
そういう場合は会社の人事としては法
的にあるところで区切りをつけたいと
いう意向の相談を受けます。でも本人
と会うと、もう少しやってみたいとい
う。その狭間で判断を迷うこともある
のですが、なかなかそのあたり、どの
ようにしたらいいか、よくわからない
こともあります。いかがですか。
　三宅　そもそもそれが労災なのか、
私傷病なのかでも違うと思うのですが、
基本的に私は傷病であれば就業規則の
範囲の中でやっていくしかないと思い
ます。時代的には両立支援だとか、障

害がある方の合理的配慮だとか、そう
いうものが企業の中で義務化されてき
ているので、がんになっても、障害が
あっても働き続けられるという方向に
向かっていかないと、人生100年時代
といわれているのに、労働者がどんど
ん辞めていってしまうのではないかと
いう気がします。
　大西　コロナ禍でかなり社会のあり
方が変わりそうなのですが、今後どの
ような方向に向かっていくのがよいと
思いますか。
　三宅　私が担当している企業がかな
り大手のITなので、今回コロナで完全
にリモートワークになったのです。そ
のような中で、住む場所も飛行機で来
られる範囲までいい、みたいなかたち
になってきました。そうなったときに
正社員か、正社員ではないかという話
ではなく、この会社で正社員として働
くのか、一部の業務提携だけをするの
か、副業で生活を成り立たせるなど、
働き方がかなり多様化すると思うので
す。そのときに産業医はどこまでの範
疇を見るべきなのか、まだ法律が追い
ついていません。もしかしたら究極的
には個人に対して産業医がつくという
時代も来るのではないかという気がし
ています。
　大西　ありがとうございました。

北里大学公衆衛生学教授
堤　　明　純

（聞き手　齊藤郁夫）

ストレスチェックと職場環境改善

　齊藤　ストレスチェックと職場環境
改善ということでうかがいます。
　ストレスチェックはいつ頃から始ま
ったのでしょうか。
　堤　法律として実施され始めたのが
平成27年の12月になりますから、約７
年たったことになります。
　齊藤　ストレスチェックはどの程度
の人が受けているかのデータはあるの
ですか。
　堤　最近調べられていると思います。
基本、50人以上の事業場であれば義務
となっていますので、ほとんどの事業
場で行われていると思いますが、50人
未満は努力義務です。
　齊藤　実施すると、結果を労働基準
監督署に報告するのですね。
　堤　そうですね。
　齊藤　ストレスチェックの中で高ス
トレスとなった職員に対する対応から
うかがいます。まずは産業医は面談を
することになりますか。
　堤　産業医には限らないのですが、
本人の様子を聞いて必要な指導をする

というステップに入っていきます。
　齊藤　うつ的な状態があれば診療に
つなげるのでしょうか。
　堤　医療的な介入が必要だという判
断がなされたら、そういう紹介をする
こともありますし、そこまではいかな
くても、それなりにストレスを受けて
いるということであれば、職場でどの
ようなことがあるのかをうかがいます。
それをまた職場にフィードバックをす
ることで職場の状況を改善する。そう
いう資料を面接の中でいただくことに
なると思います。
　齊藤　職場での状況をうかがい、そ
の中で、うまくやっていけないだろう
ということになると、異動という話に
なりますが、産業医がそう判断しても、
総合的な判断になりますね。患者さん
と診療医が１対１で完結する診療とは
違って、産業保健ではその他の関係者
を巻き込んだ動きになりますから違い
ますね。
　堤　病的な状況というのは、経験の
ある産業医だとある程度把握ができる

職域精神保健の課題（Ⅰ）
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ます。
　齊藤　そうすると、職場の方々の思
いをうまく酌み上げていくような動き
が必要になりますか。
　堤　そうですね。
　齊藤　職場での自主的な点検でうま
くいけば一番いいですね。
　堤　やはり労働者が一番職場のこと
をご存じですので、労働者の方からう
かがってもいいですし、進んでいると
ころでは労働者の方々がグループワー
クをして課題を見つけ、その課題を改
善するためのアイデアを出していくよ
うなかたちでストレスチェックをして
いるところもあります。
　齊藤　そうやって職場の空気が良く
なるといいのですが、こういった一連
の動きに衛生委員会との関わりが出て
きますか。
　堤　とても大切です。ストレスチェ
ック制度はきちんとした制度ですが、
その運用は職場に合ったかたちになる
ので、それぞれに発生する決めごとを
衛生委員会の中で審議しておき、例え
ば情報はこういう管理をしようとか、
面接をされる方はこういうようなタイ
ミングでしようということを決めたう
えで、進めていただくのが大切かと思
います。
　齊藤　産業医は衛生委員会に出るの
で、そこで皆さんの合意を得ながらや
っていくということでしょうか。
　堤　そうですね。非常に大切です。

その中で皆さんにストレスチェックの
意味をわかっていただいて進めるのが
とても大事かと思います。
　齊藤　ストレスチェックが行われて、
ある程度の実績が出てきていると思う
のですが、これをやって良い方向に向
かったという、エビデンスはあります
か。
　堤　ストレスチェックには面接指導
の部分と集団分析から職場環境改善の
部分があり、面接指導の有効性よりも
職場環境改善のほうが実は歴史が古く
て、多くの研究結果があります。ただ、
ストレスチェックが行われ始めてから、
その枠組みでされたスタディはまだま
だ限られているので、もう少し研究が
必要ですが、職場の環境改善をするこ
とで労働者のメンタルヘルスが良くな
るという研究はあります。
　齊藤　そういった職場の問題、それ
からストレスチェックを受ける労働者
の人たちのメンタルヘルスが良い方向
に向かうことが望まれるわけですが、
逆にストレスチェックで高ストレスだ
ったけれども、うまく労働者本人とコ
ミュニケーションできないで不幸なこ
とが起こるというような事例もありう
るのですね。
　堤　非常にまれだとは思いますが、
適切に対応することが必要だと思いま
す。面接にできるだけ来て産業医の方
と面談していただくというのも一つで
すが、それを拒むような方に関しては、

かもしれませんが、職場でどういう問
題が起こっているのかということにな
ると、本人からの話だけではなくて、
上司や周りの方の情報も総合しないと
わかりません。そういう関係者の方か
らの情報収集が大切になってくると思
います。
　齊藤　その場合、産業医一人ではな
かなか難しいので、産業保健スタッフ
や人事の方の力を借りるのでしょうか。
　堤　本人の同意を得たうえになると
思いますが、その他の方々からも情報
をいただいて、その方にとって改善が
できるのだったらそういう情報のため
にいろいろな力を借りるかたちになる
と思います。
　齊藤　本人の同意が重要になります
か。
　堤　そうですね。その場ではクライ
アントと医師の関係の中でお話をして
います。その後に、例えば、職場の環
境を変えなければいけないときには、
上司にお願いしなければならず、その
方の情報をある程度上司の方にもわか
っていただく必要があります。そうい
う情報の授受を含めて本人の同意があ
って職場の改善なり、極端ですが、異
動のような配慮が発生すると思います。
　齊藤　本人は自分の心の中のことが
みんなに知られて嫌だという方もいる
と思うのですが、その後にポジティブ
に向けていくために必要ということで
説明して同意していただくのでしょう

か。
　堤　そうだと思います。
　齊藤　もう一つ、高ストレスの人が
たくさん集まってしまうような職場が
わかってきますね。
　堤　そうですね。ストレスチェック
の本来の意図はその辺にあります。ス
トレスチェックの質問票だけでそれほ
ど病的な方がピックアップされるわけ
ではなく、その職場でたいへんだとか
いう情報が入ってきたものから、その
職場の改善に結びつけるのが本来の趣
旨だと思います。
　齊藤　その場合にどのようなかたち
でそれを促進するかだと思うのですが、
短絡的に職場のトップのやり方が悪い
みたいなことになってしまうとぐあい
が悪いですね。
　堤　そういうこともあるかもしれま
せんが、今、ストレスチェックで幾つ
かの概念が測定されるようになりまし
た。その中でどういうところがこの職
場はぐあいが悪いのかを探っていくよ
うなかたちになると思います。そうい
ったときに、職場のことをよくわかっ
ている方、産業保健スタッフや、労働
者が一番職場のことをわかっているの
で、彼らから情報をいただくと、「ああ、
この職場はこういうような点を改善す
ると、ストレスチェックの点数、集団
分析の結果が良くなるな、という目安
をつけるために調査、検査をしている」
という考え方が理解されやすいと思い
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ます。
　齊藤　そうすると、職場の方々の思
いをうまく酌み上げていくような動き
が必要になりますか。
　堤　そうですね。
　齊藤　職場での自主的な点検でうま
くいけば一番いいですね。
　堤　やはり労働者が一番職場のこと
をご存じですので、労働者の方からう
かがってもいいですし、進んでいると
ころでは労働者の方々がグループワー
クをして課題を見つけ、その課題を改
善するためのアイデアを出していくよ
うなかたちでストレスチェックをして
いるところもあります。
　齊藤　そうやって職場の空気が良く
なるといいのですが、こういった一連
の動きに衛生委員会との関わりが出て
きますか。
　堤　とても大切です。ストレスチェ
ック制度はきちんとした制度ですが、
その運用は職場に合ったかたちになる
ので、それぞれに発生する決めごとを
衛生委員会の中で審議しておき、例え
ば情報はこういう管理をしようとか、
面接をされる方はこういうようなタイ
ミングでしようということを決めたう
えで、進めていただくのが大切かと思
います。
　齊藤　産業医は衛生委員会に出るの
で、そこで皆さんの合意を得ながらや
っていくということでしょうか。
　堤　そうですね。非常に大切です。

その中で皆さんにストレスチェックの
意味をわかっていただいて進めるのが
とても大事かと思います。
　齊藤　ストレスチェックが行われて、
ある程度の実績が出てきていると思う
のですが、これをやって良い方向に向
かったという、エビデンスはあります
か。
　堤　ストレスチェックには面接指導
の部分と集団分析から職場環境改善の
部分があり、面接指導の有効性よりも
職場環境改善のほうが実は歴史が古く
て、多くの研究結果があります。ただ、
ストレスチェックが行われ始めてから、
その枠組みでされたスタディはまだま
だ限られているので、もう少し研究が
必要ですが、職場の環境改善をするこ
とで労働者のメンタルヘルスが良くな
るという研究はあります。
　齊藤　そういった職場の問題、それ
からストレスチェックを受ける労働者
の人たちのメンタルヘルスが良い方向
に向かうことが望まれるわけですが、
逆にストレスチェックで高ストレスだ
ったけれども、うまく労働者本人とコ
ミュニケーションできないで不幸なこ
とが起こるというような事例もありう
るのですね。
　堤　非常にまれだとは思いますが、
適切に対応することが必要だと思いま
す。面接にできるだけ来て産業医の方
と面談していただくというのも一つで
すが、それを拒むような方に関しては、

かもしれませんが、職場でどういう問
題が起こっているのかということにな
ると、本人からの話だけではなくて、
上司や周りの方の情報も総合しないと
わかりません。そういう関係者の方か
らの情報収集が大切になってくると思
います。
　齊藤　その場合、産業医一人ではな
かなか難しいので、産業保健スタッフ
や人事の方の力を借りるのでしょうか。
　堤　本人の同意を得たうえになると
思いますが、その他の方々からも情報
をいただいて、その方にとって改善が
できるのだったらそういう情報のため
にいろいろな力を借りるかたちになる
と思います。
　齊藤　本人の同意が重要になります
か。
　堤　そうですね。その場ではクライ
アントと医師の関係の中でお話をして
います。その後に、例えば、職場の環
境を変えなければいけないときには、
上司にお願いしなければならず、その
方の情報をある程度上司の方にもわか
っていただく必要があります。そうい
う情報の授受を含めて本人の同意があ
って職場の改善なり、極端ですが、異
動のような配慮が発生すると思います。
　齊藤　本人は自分の心の中のことが
みんなに知られて嫌だという方もいる
と思うのですが、その後にポジティブ
に向けていくために必要ということで
説明して同意していただくのでしょう

か。
　堤　そうだと思います。
　齊藤　もう一つ、高ストレスの人が
たくさん集まってしまうような職場が
わかってきますね。
　堤　そうですね。ストレスチェック
の本来の意図はその辺にあります。ス
トレスチェックの質問票だけでそれほ
ど病的な方がピックアップされるわけ
ではなく、その職場でたいへんだとか
いう情報が入ってきたものから、その
職場の改善に結びつけるのが本来の趣
旨だと思います。
　齊藤　その場合にどのようなかたち
でそれを促進するかだと思うのですが、
短絡的に職場のトップのやり方が悪い
みたいなことになってしまうとぐあい
が悪いですね。
　堤　そういうこともあるかもしれま
せんが、今、ストレスチェックで幾つ
かの概念が測定されるようになりまし
た。その中でどういうところがこの職
場はぐあいが悪いのかを探っていくよ
うなかたちになると思います。そうい
ったときに、職場のことをよくわかっ
ている方、産業保健スタッフや、労働
者が一番職場のことをわかっているの
で、彼らから情報をいただくと、「ああ、
この職場はこういうような点を改善す
ると、ストレスチェックの点数、集団
分析の結果が良くなるな、という目安
をつけるために調査、検査をしている」
という考え方が理解されやすいと思い
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例えばホームページ等にセルフケアを
するような情報などがありますから、
そういう情報をお伝えし、自己管理し
ていただくというような方法を提供す
ると、そういう事故の確率なども減っ
てくるのではないかと思います。
　齊藤　体の健康診断はあったのに、
メンタルヘルスが重要になってきても、

何もなかったですが、このストレスチ
ェック制度ができて、そちらにも手が
かりができたということからも、非常
に重要な制度だということでしょうか。
　堤　私はそう思います。心身両面で
元気に働いていただくための一つのツ
ールではないかなと思います。
　齊藤　ありがとうございました。

　私は国際医療福祉大学大学院「医療
通訳・国際医療マネジメント分野」の
分野責任者として医療通訳者の養成も
行っておりますが、日本の医療機関で
英語医療通訳の需要が高い診療科とし
て「産婦人科」があります。
　「産科」の英語はobstetricsであり、
「婦人科」の英語はgynecologyとなり
ます。このobstetricは「助産師」を意
味するmidwifeを意味する言葉なので
すが、このmidwifeという用語も「wife
（女性）に付き添う人」というのがその
語源です。ですから日本には存在しな
い「男性の助産師」のことを英語圏で

はmidhusbandではなく、male midwife
と表現するのです。
　日本語の文脈では「ギネコロジー」
と発音されるgynecologyですが、英 
語では「ガィネコロジー」のように発
音されます。そして「産婦人科」はこ
のobstetricsとgynecologyを合わせて
ObGyn（「オー・ビー・ジー・ワイ・
エヌ」のように発音）と表現します。
ただ英語圏ではこのObGynという診療
科をWomen's Healthのようにも表現
します。
　産科の中でも「周産期医療」はperi-
natologyやmaternal-fetal medicine

押　味　貴　之
国際医療福祉大学医学部医学教育統括センター准教授
国際医療福祉大学大学院「医療通訳・国際医療マネジメント分野」分野責任者
日本医学英語教育学会理事

【連載企画】

知って楽しい
「教

た し な み

養」としての医学英語

第７回　妊娠に関する英語表現
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