
ロリ菌感染症と同じような手順なので
しょうか。
　牛島　はい。異所性胃粘膜にピロリ
菌がいる場合は、胃本体にもピロリ菌
がいますので、そちらの除菌をやって
いただければ、異所性胃粘膜のピロリ
菌もほぼ除菌されることが期待できる
と思います。
　池田　ピロリ菌を除去したグループ
と、元からピロリ菌が陰性のグループ
とに分けて異所性胃粘膜をフォローア
ップしていくことにすると、例えば、
ピロリ菌除菌が済んだグループは年１
回くらいの内視鏡検査でいいのでしょ
うか。
　牛島　おっしゃるとおりで、今、胃
本体のピロリ菌除菌後は１年に１回も
しくは２年に１回の内視鏡検査になっ
ています。それと同様に、異所性胃粘
膜も、胃本体の内視鏡検査のついでに
見ていただくことになると思います。
　池田　通常の胃のための内視鏡検査
で喉も見ていただけるのでしょうか。
　牛島　はい、おっしゃるとおりです。
　池田　ピロリ菌がもともといない異
所性胃粘膜の場合は、どのくらいの頻
度でフォローアップするのでしょうか。
　牛島　無症状であれば、いらないの
ではないかと思います。一方で咽頭違
和感や胸骨角の不快感などがある場合

は異所性胃粘膜からの胃酸が問題の可
能性もあるので、場合によっては内視
鏡検査で周辺に発赤がないかを見てい
ただくとか、プロトンポンプ・インヒ
ビターで異所性胃粘膜からの酸を抑え
ていただくことが必要かもしれません。
　池田　そういう症状がある方は年に
１回ぐらい定期的に見ていくのですね。
　牛島　そうですね、症状がある人は
そのぐらいだと思います。
　池田　定期的に検査をしていて、た
またま早期の胃腺がんが見つかった場
合は、やはり大きな手術になるのでし
ょうか。
　牛島　それについては、日本の医師
はESD（内視鏡的粘膜下層剝離術）が
とても上手で、異所性胃粘膜から出た
食道腺がんをESDで切除できたことが
横浜市立大学の前田先生も論文で報告
されていますので、早く見つけていた
だいてESDを行うのがよいと思います。
　池田　なるべく早く見つけて、なる
べく侵襲の少ない手術を行うというこ
とですね。
　牛島　はい。胃がんになった方も周
辺に腸上皮化生が見つかっていますの
で、おそらく過去にピロリ菌がいた方
だと思います。そのような方はやはり
注意が必要になると思います。
　池田　ありがとうございました。

北里大学医学部公衆衛生学教授
堤　　明　純

（聞き手　池田志斈）

　産業医として企業から定期健診を依頼されます。健康診断個人票において�
「医師の意見」欄は本来、その企業の産業医が記載する欄と理解していましたが、
産業医を選定していない小企業も多く、原則、健康診断を行った医師が記入す
るほうがいいのでしょうか。ご教示ください。
 ＜兵庫県勤務医＞
……………………………………………………………………………………………
　産業医の長時間労働者や高ストレス者の面接指導についてご教示ください。
特にストレスチェックの実務をどのように行ったらいいのでしょうか。
 ＜滋賀県開業医＞

ストレスチェック

　池田　堤先生、２つ質問がきていま
す。まず、産業医がいない小企業に関
して、労働安全衛生法では医師の意見
の記入はどのように規定されているの
でしょうか。
　堤　労働安全衛生法では、健康診断
の結果、有所見者への医師等からの意
見聴取が義務づけられています。この
義務は、すべての事業場に義務づけら
れていますので、小規模事業場も例外
ではありません。事業者は定期健康診
断や特殊健康診断などの結果、異常な
所見があると診断された労働者につい

ては健診後３カ月以内に医師または歯
科医師の意見を聞かなければならない
ことになっています。聴取した医師等
の意見については、健康診断個人票に
記載しなければなりません。事業者は、
医師等の意見を勘案し、必要があると
認めたときは、労働時間の短縮などの
就業制限や要休業等の措置を講じなけ
ればなりません。
　池田　もし、産業医がいない場合は
どのように接すればよいでしょうか。
　堤　そうですね。もう少し具体的に
申し上げますと、健康診断結果に基づ
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働者に関する面接指導であれば、長時
間労働の理由やそれが一時的なものか
どうかといったことは大切なポイント
だと思います。高ストレス者面接であ
れば、ストレスチェックの結果で仕事
の量や裁量の有無など、心理的な負担

の状況を把握するとともに、その他の
心身の状況の所見の確認を行い、労働
者の状況に応じて就業区分─例えば
就業制限をするかどうかといったこと
を、就業上の措置─例えば、時間外・
休日労働の制限を行うなどといったこ

表１　長時間労働、ストレスチェックにおける医師の面接指導について

長時間労働における面接指導の実施【労働安全衛生法第66条の８】
● 長時間労働（時間外労働が月80時間を超え、疲労の蓄積を認める者等）について
実施。

● 特定の職種（※１）で月100時間を超える労働者は、希望の有無にかかわらず医
師の面接指導が必要。

● 指定した医師を希望せず、労働者が希望する医師による場合は面接結果の提出を
受ける。

（※１）新たな技術、商品または薬務の研究開発に係る業務従事者。高度プロフェ
ッショナル制度対象者も同様の扱い。

面接指導の申し出があった場合の必要な措置【労働安全衛生法第66条の９】
● 医師（産業医等）の意見を勘案し、「労働時間短縮」「作業転換」「作業回数の変更」
等の措置を講ずるか否かについて検討。適切な措置の実施。

心理的負担の程度の把握【労働安全衛生法第66条の10第１項～第２項】
●常時使用される労働者について、年１回、定期にストレスチェックを実施。
● 労働者から書面または電磁記録による同意を受けなければ、医師等からの情報提
供は受けられない。

面接指導の申し出があった場合の医師からの意見聴取【労働安全衛生法第66条の10
第５項】
●心理的負担のあった者のうち、申し出のあった労働者が対象。
●意見聴取は、面接指導を行ったあと、遅滞なく実施。

面接指導の申し出があった場合の必要な措置【労働安全衛生法第66条の10第６項】
● 医師（産業医等）の意見を勘案し、「労働時間短縮」「作業転換」「作業回数の変更」
等の措置を講ずるか否かについて検討。適切な措置の実施。

く就業上の措置として、作業方法や作
業環境などの改善を事業者に求めるこ
とになりますが、健康面と就業適正の
調整が困難な場合、配置転換や負荷軽
減措置を講ずるために、産業医は医師
の意見を述べることになっています。
実務上、これは、職場の業務内容に精
通した産業医、産業保健スタッフと人
事労務担当者、職場管理者、それぞれ
の役割と責任のもと協力して対応すべ
きものになります。職場巡視などによ
り、労働者の置かれた作業環境や作業
内容を把握しておくことは、産業医が
適切な判断を行う前提となります。
　労働安全衛生法では、健康診断の結
果についての医師等からの意見聴取を
すべての事業者に義務として課してい
ます。地域産業保健センターでは、労
働者数50人未満の事業場からの申し込
みを受けて異常の所見があると診断さ
れた労働者に対する意見を陳述する産
業保健サービスのほか、産業保健に関
する各種サービスを行っています。し
たがって、質問の回答としては、産業
医の専任義務のない小規模事業場にお
いては、労働者の健康管理等に関し、
医師等が相談等に無料で応じる地域産
業保健センターを活用することによっ
て、健康診断の結果について医師等か
らの意見を聴取することが適当だと思
います。
　池田　キーワードは地域産業保健セ
ンターを利用するということですね。

ありがとうございます。
　次の質問ですが、長時間労働面接指
導やストレスチェック面接指導とは、
どのように行われるのでしょうか。
　堤　いわゆる過重労働対策とストレ
スチェック制度にかかわる産業医の職
務の中で大きなウエートを占めるもの
に、長時間労働者に関する面接指導お
よびその結果に基づく措置、高ストレ
ス者に対する面接指導およびその結果
に基づく措置があります（表１）。手
続きについてはそれぞれ異なりますが、
産業医による面接の基本は、事業者か
ら提供される情報と面接指導時に労働
者から得られる情報を基にした労働者
のリスクの評価と事後措置です。事業
者に対しては、面接で得られた知見お
よびそれに基づく判定をそれぞれの様
式で報告することになります。面接対
象者に対しては必要な保健指導を行い
ます。それぞれの調査のリスクの評価
のターゲットとなる疾患は、長時間労
働ではメンタルヘルス不調と循環器疾
患。ストレスチェックであればメンタ
ルヘルス不調になります。しかし、必
ずしも産業医に正確な診断が求められ
ているわけではなく、リスクが高いと
見立てたら、事業者への報告とともに
労働者と相談して、必要に応じて専門
医を受診させる、経過観察をするなど
の保健指導を行います。
　面接対象者の就業状況を確認して、
判定や指導に反映させます。長時間労
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働者に関する面接指導であれば、長時
間労働の理由やそれが一時的なものか
どうかといったことは大切なポイント
だと思います。高ストレス者面接であ
れば、ストレスチェックの結果で仕事
の量や裁量の有無など、心理的な負担

の状況を把握するとともに、その他の
心身の状況の所見の確認を行い、労働
者の状況に応じて就業区分─例えば
就業制限をするかどうかといったこと
を、就業上の措置─例えば、時間外・
休日労働の制限を行うなどといったこ

表１　長時間労働、ストレスチェックにおける医師の面接指導について

長時間労働における面接指導の実施【労働安全衛生法第66条の８】
● 長時間労働（時間外労働が月80時間を超え、疲労の蓄積を認める者等）について
実施。

● 特定の職種（※１）で月100時間を超える労働者は、希望の有無にかかわらず医
師の面接指導が必要。

● 指定した医師を希望せず、労働者が希望する医師による場合は面接結果の提出を
受ける。

（※１）新たな技術、商品または薬務の研究開発に係る業務従事者。高度プロフェ
ッショナル制度対象者も同様の扱い。

面接指導の申し出があった場合の必要な措置【労働安全衛生法第66条の９】
● 医師（産業医等）の意見を勘案し、「労働時間短縮」「作業転換」「作業回数の変更」
等の措置を講ずるか否かについて検討。適切な措置の実施。

心理的負担の程度の把握【労働安全衛生法第66条の10第１項～第２項】
●常時使用される労働者について、年１回、定期にストレスチェックを実施。
● 労働者から書面または電磁記録による同意を受けなければ、医師等からの情報提
供は受けられない。

面接指導の申し出があった場合の医師からの意見聴取【労働安全衛生法第66条の10
第５項】
●心理的負担のあった者のうち、申し出のあった労働者が対象。
●意見聴取は、面接指導を行ったあと、遅滞なく実施。

面接指導の申し出があった場合の必要な措置【労働安全衛生法第66条の10第６項】
● 医師（産業医等）の意見を勘案し、「労働時間短縮」「作業転換」「作業回数の変更」
等の措置を講ずるか否かについて検討。適切な措置の実施。

く就業上の措置として、作業方法や作
業環境などの改善を事業者に求めるこ
とになりますが、健康面と就業適正の
調整が困難な場合、配置転換や負荷軽
減措置を講ずるために、産業医は医師
の意見を述べることになっています。
実務上、これは、職場の業務内容に精
通した産業医、産業保健スタッフと人
事労務担当者、職場管理者、それぞれ
の役割と責任のもと協力して対応すべ
きものになります。職場巡視などによ
り、労働者の置かれた作業環境や作業
内容を把握しておくことは、産業医が
適切な判断を行う前提となります。
　労働安全衛生法では、健康診断の結
果についての医師等からの意見聴取を
すべての事業者に義務として課してい
ます。地域産業保健センターでは、労
働者数50人未満の事業場からの申し込
みを受けて異常の所見があると診断さ
れた労働者に対する意見を陳述する産
業保健サービスのほか、産業保健に関
する各種サービスを行っています。し
たがって、質問の回答としては、産業
医の専任義務のない小規模事業場にお
いては、労働者の健康管理等に関し、
医師等が相談等に無料で応じる地域産
業保健センターを活用することによっ
て、健康診断の結果について医師等か
らの意見を聴取することが適当だと思
います。
　池田　キーワードは地域産業保健セ
ンターを利用するということですね。

ありがとうございます。
　次の質問ですが、長時間労働面接指
導やストレスチェック面接指導とは、
どのように行われるのでしょうか。
　堤　いわゆる過重労働対策とストレ
スチェック制度にかかわる産業医の職
務の中で大きなウエートを占めるもの
に、長時間労働者に関する面接指導お
よびその結果に基づく措置、高ストレ
ス者に対する面接指導およびその結果
に基づく措置があります（表１）。手
続きについてはそれぞれ異なりますが、
産業医による面接の基本は、事業者か
ら提供される情報と面接指導時に労働
者から得られる情報を基にした労働者
のリスクの評価と事後措置です。事業
者に対しては、面接で得られた知見お
よびそれに基づく判定をそれぞれの様
式で報告することになります。面接対
象者に対しては必要な保健指導を行い
ます。それぞれの調査のリスクの評価
のターゲットとなる疾患は、長時間労
働ではメンタルヘルス不調と循環器疾
患。ストレスチェックであればメンタ
ルヘルス不調になります。しかし、必
ずしも産業医に正確な診断が求められ
ているわけではなく、リスクが高いと
見立てたら、事業者への報告とともに
労働者と相談して、必要に応じて専門
医を受診させる、経過観察をするなど
の保健指導を行います。
　面接対象者の就業状況を確認して、
判定や指導に反映させます。長時間労
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的な負担にかかわる情報というかたち
で捉えることができます。２つ目に心
理的な負担の状況です。こちらはスト
レスチェックが行われていますので、
その結果を基に判断することが適当だ
と思います。例えば、仕事のストレス
要因、心身のストレス反応、周囲のサ
ポートといったようなことは、ストレ
スチェックの結果として出てきます。
そのほかに抑うつ症状、例えば気分の
低下などといったことが見受けられた
ら、医学的に特記すべき事項として検
討することになります。３つ目にその
他の心身の状況として、過去の健康診
断の結果、現在の生活状況の確認など
を行うことになります。
　池田　それらの点を考慮しつつ、面

接指導医師の判定、それから本人への
指導区分が記載されると思います。そ
れで、例えば、就業上の措置が必要だ
と考えられるときは、意見書で報告を
しますが、これは事業者に報告するの
でしょうか。
　堤　はい。意見書は事業者に宛てて
報告し、事業者がその意見を受けて、
就業配慮をするという構造になってい
ます。
　池田　個人情報を詳細に事業者に伝
えるのは、面接を受けた方の不利益に
つながるなどの配慮はされているので
しょうか。
　堤　はい。基本的に事業者に伝える
内容というのは、面接者と面接をされ
た方の間で、伝えてもいい内容を確認

表２　面接指導時に必要な情報と面接指導における確認事項

面接指導時に必要な情報 面接指導における確認事項

● 対象となる労働者の情報（氏名、
年齢、所属する事業場名、部署、
役職）

●ストレスチェックの結果
● ストレスチェック実施前１カ月間
の労働時間・労働日数・業務内容

● 定期健康診断やその他の健康診断
の結果

● ストレスチェック実施時期が繁忙期
だったか、閑散期だったかの情報

● 職場巡視による職場環境に関する
情報

●面接対象者の勤務の状況
　 労働時間や、労働時間以外の要因；例え
ば、長時間労働が発生している等

●心理的な負担の状況
　 ストレスチェック結果（仕事のストレス
要因、心身のストレス反応、周囲のサポ
ート）

　 抑うつ症状（気分の低下）等、医学的に
特記すべきことがあるか

●その他の心身の状況
　 過去の健診結果や現在の生活状況の確認
等

とについて、事業者に意見をすること
になります。
　池田　特にストレスチェックの実務
について、面接指導の対象者とはどの
ような方なのでしょうか。
　堤　ストレスチェックの面接指導の
対象者は、まずストレスチェックで医
師によって高ストレス者と判断され、
またその方が医師との面接指導を希望
するといったような条件が重なって対
象となります。本人が面接指導を希望
しない場合は実施されません。
　池田　ここはなかなか難しいところ
ですね。日本人は遠慮してしまって、
なかなか受けないという方が多い気も
します。
　堤　実際に面接指導を希望される方
が少ないという情報があるので、たい
へん難しいところだと思います。
　池田　一方、面接指導者はどのよう
な方なのでしょうか。
　堤　面接指導者は労働安全衛生法で
定められていて、面接指導の実施者は
医師と規定されています。厚生労働省
のストレスチェック制度実施マニュア
ルの中では、その職場環境をよく理解
している専属または嘱託の産業医を面
接指導の実施者とすることが推奨され
ています。
　池田　面接指導までの流れはどのよ
うになっているのでしょうか。
　堤　受検した労働者はストレスチェ
ックの結果が通知されてから、おおむ

ね１カ月以内に面接指導の申し出を行
い、申し出を受けた事業者は１カ月以
内に面接指導を行うこととされていま
す。高ストレス者と判断された労働者
が、ストレスチェックに基づく面接指
導を希望した場合、事業者は面接を受
けさせる義務が発生します。
　池田　面接をするとき、どのような
情報が求められているのでしょうか。
　堤　面接指導時に必要な情報として
は、以下のようなものがあります（表
２）。対象となる労働者の情報（氏名、
年齢、所属する事業場名、部署、役職
など）、ストレスチェックの結果、ス
トレスチェック実施前１カ月間の労働
時間・労働日数・業務内容、定期健康
診断やその他の健康診断の結果、スト
レスチェック実施時期が繁忙期だった
か閑散期だったかなどの情報、職場巡
視による職場環境に関する情報などで
す。
　池田　なるほど、それらを基に聴取
を行って、その結果、面接指導結果報
告書および就業状況配慮に関する意見
書を記載するということですが、面接
指導では、どのような点を確認するの
でしょうか。
　堤　面接指導では、医師はおおむね
３つの点を確認することになると思い
ます（表２）。まず、第一に面接対象
者の勤務の状況、労働時間や労働時間
以外の要因、例えば長時間労働が発生
しているかなどといったことは、心理
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的な負担にかかわる情報というかたち
で捉えることができます。２つ目に心
理的な負担の状況です。こちらはスト
レスチェックが行われていますので、
その結果を基に判断することが適当だ
と思います。例えば、仕事のストレス
要因、心身のストレス反応、周囲のサ
ポートといったようなことは、ストレ
スチェックの結果として出てきます。
そのほかに抑うつ症状、例えば気分の
低下などといったことが見受けられた
ら、医学的に特記すべき事項として検
討することになります。３つ目にその
他の心身の状況として、過去の健康診
断の結果、現在の生活状況の確認など
を行うことになります。
　池田　それらの点を考慮しつつ、面

接指導医師の判定、それから本人への
指導区分が記載されると思います。そ
れで、例えば、就業上の措置が必要だ
と考えられるときは、意見書で報告を
しますが、これは事業者に報告するの
でしょうか。
　堤　はい。意見書は事業者に宛てて
報告し、事業者がその意見を受けて、
就業配慮をするという構造になってい
ます。
　池田　個人情報を詳細に事業者に伝
えるのは、面接を受けた方の不利益に
つながるなどの配慮はされているので
しょうか。
　堤　はい。基本的に事業者に伝える
内容というのは、面接者と面接をされ
た方の間で、伝えてもいい内容を確認

表２　面接指導時に必要な情報と面接指導における確認事項

面接指導時に必要な情報 面接指導における確認事項

● 対象となる労働者の情報（氏名、
年齢、所属する事業場名、部署、
役職）

●ストレスチェックの結果
● ストレスチェック実施前１カ月間
の労働時間・労働日数・業務内容

● 定期健康診断やその他の健康診断
の結果

● ストレスチェック実施時期が繁忙期
だったか、閑散期だったかの情報

● 職場巡視による職場環境に関する
情報

●面接対象者の勤務の状況
　 労働時間や、労働時間以外の要因；例え
ば、長時間労働が発生している等

●心理的な負担の状況
　 ストレスチェック結果（仕事のストレス
要因、心身のストレス反応、周囲のサポ
ート）

　 抑うつ症状（気分の低下）等、医学的に
特記すべきことがあるか

●その他の心身の状況
　 過去の健診結果や現在の生活状況の確認
等

とについて、事業者に意見をすること
になります。
　池田　特にストレスチェックの実務
について、面接指導の対象者とはどの
ような方なのでしょうか。
　堤　ストレスチェックの面接指導の
対象者は、まずストレスチェックで医
師によって高ストレス者と判断され、
またその方が医師との面接指導を希望
するといったような条件が重なって対
象となります。本人が面接指導を希望
しない場合は実施されません。
　池田　ここはなかなか難しいところ
ですね。日本人は遠慮してしまって、
なかなか受けないという方が多い気も
します。
　堤　実際に面接指導を希望される方
が少ないという情報があるので、たい
へん難しいところだと思います。
　池田　一方、面接指導者はどのよう
な方なのでしょうか。
　堤　面接指導者は労働安全衛生法で
定められていて、面接指導の実施者は
医師と規定されています。厚生労働省
のストレスチェック制度実施マニュア
ルの中では、その職場環境をよく理解
している専属または嘱託の産業医を面
接指導の実施者とすることが推奨され
ています。
　池田　面接指導までの流れはどのよ
うになっているのでしょうか。
　堤　受検した労働者はストレスチェ
ックの結果が通知されてから、おおむ

ね１カ月以内に面接指導の申し出を行
い、申し出を受けた事業者は１カ月以
内に面接指導を行うこととされていま
す。高ストレス者と判断された労働者
が、ストレスチェックに基づく面接指
導を希望した場合、事業者は面接を受
けさせる義務が発生します。
　池田　面接をするとき、どのような
情報が求められているのでしょうか。
　堤　面接指導時に必要な情報として
は、以下のようなものがあります（表
２）。対象となる労働者の情報（氏名、
年齢、所属する事業場名、部署、役職
など）、ストレスチェックの結果、ス
トレスチェック実施前１カ月間の労働
時間・労働日数・業務内容、定期健康
診断やその他の健康診断の結果、スト
レスチェック実施時期が繁忙期だった
か閑散期だったかなどの情報、職場巡
視による職場環境に関する情報などで
す。
　池田　なるほど、それらを基に聴取
を行って、その結果、面接指導結果報
告書および就業状況配慮に関する意見
書を記載するということですが、面接
指導では、どのような点を確認するの
でしょうか。
　堤　面接指導では、医師はおおむね
３つの点を確認することになると思い
ます（表２）。まず、第一に面接対象
者の勤務の状況、労働時間や労働時間
以外の要因、例えば長時間労働が発生
しているかなどといったことは、心理
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していただくと問題がないと思います。
また、必ずしも面接指導の中で診断で
きるわけではありませんが、例えば、
病気の名前などは不要で、就業配慮が
必要になるような状態を報告されて、
それを受けて事業者が判断すればよい
というかたちになります。
　池田　事業者はそれに従う義務があ
るのでしょうか。
　堤　義務というところまではありま
せんが、それを基にして、事業者が配
慮するようなかたちになっています。
働き方改革関連法により2019年４月１
日から「産業医・産業保健機能」が強
化されています。労働者の健康を確保
する必要が生じた際には、産業医は事
業者に対して、労働者の健康管理に関
する勧告を行うことができます。産業
医から勧告があった場合には、事業者
は当該勧告を尊重するとともに、勧告
の内容や措置の内容（措置を講じない
場合は、その旨や理由）について記録
し、３年間保存しなくてはなりません。
就業上の措置としては、意見書で通常
勤務、就業制限配慮、要休業といった
ような判定をしますが、そこで発生す
るいろいろな就業区分である、労働時
間の短縮にかかわることや、休暇休養
に関連すること、労働時間以外では、
就業場所や作業転換。それからシフト

の変更、職場環境の改善などといった
ようなこともありますし、また病院に
かかられているようでしたら、医療機
関の受診の配慮など、ストレスの要因
を軽減される項目が、幾つか挙がって
きます。それが事業場で対応が可能な
場合もありますし、場合によっては、
例えばシフトは変えられないなど個別
の事情もあるかもしれませんので、こ
れは一般健康診断と同じですが、そう
いった措置の実効性を高めるために、
本人や上司、それから人事などと相談
して、実施ができるストレス軽減措置
を、現場で考えていくようなことが勧
められます。
　池田　なるべく要望に沿ってという
ことですが、このストレスチェックと
いうのは何回か繰り返すということは
あるのでしょうか。
　堤　ストレスチェックは法律上では
年に１回以上というようなかたちで繰
り返されるので、状況が変わる可能性
もあります。産業医としては、その対
象者の方が心配であれば、次のストレ
スチェックを待たずに、面接の機会を
設けるなどしてフォローしていくよう
なことも、保健指導の中に入れていた
だいてよいかと思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

東京医科歯科大学再生医療研究センター長
関　矢　一　郎

（聞き手　山内俊一）

　膝半月板損傷における自己血を利用する再生療法についてご教示ください。
　74歳女性、左膝関節痛にて近医でMR検査の結果、上記疾患と診断され、自
己血を利用する再生療法の予定をされました。
 ＜大阪府開業医＞

膝半月板損傷

　山内　膝の半月板損傷、比較的あり
ふれた病気といいますか損傷だと思い
ますが、一般的にはまず手術となるの
でしょうか。
　関矢　決してそうではありません。
症状がなくてもたまたまMRIを撮影し
て、半月板損傷が見つかることは珍し
くありません。半月板損傷があったか
らといって、必ずしも症状に結びつく
ものではないのです。手術になる場合
というのは、切れた半月板が不安定に
なっている症状です。具体的に言うと、
引っかかって膝が伸びない、曲がらな
い、膝の曲げ伸ばしをしたときにカク
ンカクンする。そういう物理的な症状
がある場合には手術になります。
　山内　意外に症状が出ないものなの
でしょうか。

　関矢　いえ、そういうわけでもなく
て、手術をしようとする半月板損傷の
方は一定数存在します。今、日本で半
月板損傷の単独手術、半月板だけの手
術は年間３万5,000件ぐらい行われてい
るので、決して少ない疾患ではありま
せん。
　山内　ただ、思われるほど症状が強
くないといえば強くないのでしょうか。
　関矢　強い方もいますし、半月板損
傷をMRIで確認できても症状がない方
も、軽い症状の方もたくさんいます。
　山内　そのような背景の中で、再生
医療が出てきたようですが、どういっ
た治療なのでしょうか。
　関矢　膝においては、半月板損傷に
対してよりも変形性膝関節症に対する
注射療法として血液成分を使ったり、
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