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第12回・第13回検討会における委員・参考人からの発言要旨  

スクリ・一ニング検査の方法について  

（D 胃X線検査  

○ 胃X線検査に関しては死亡率減少効果を示す直接的証拠を認めた。  

○ 胃X線検査による胃がん検診については、死亡率減少効果を示す相応な  

証拠があり、対策型及び任意型検診として実施することを勧める。  

○ 胃X線検査による偶発症としては、バリウム誤瞭、排便遅延、バリウムに  

よる便秘・イレウス等がある。  

② 胃内祝鎮検査  

○ 胃内視鏡検査に関しては感度や特異度等の検査精度に関する間接的証  

拠を認めたが、死亡率減少効果を示す直接的証拠として評価判定が可能  

な研究はなかった。  

○ 胃内視鏡検査については、胃がん検診として死亡率減少効果の有無を判  

断する証拠が不十分であるため、対策型検診としては勧められない。任意  

型として実施する場合、がん検診の提供者は、死亡率減少効果は証明され  

ていないこと、及び、当該検診による不利益があること、等について十分説  

明する責任を有する。その説明に基づく、個人の判断による受診は妨げな  

いが、有効性評価を目的とした研究の範囲内で行うことが望ましく、一定の  

評価を得るまで対策型検診として取り上げるべきではない。  

○ 胃内視鏡等については、死亡率減少効果を直接示す証拠が必要であり、  

RCTが不可能としても、症例対照研究あるいはコホート研究等の、質の高  

い研究として行うことが必要である。  

○ 胃内視鋲検査については、証拠が不十分ということであって、有効性が否  

定されているわけではないので、証拠を積み上げて再評価を実施すべきで  

ある。  

○ 胃内視鏡検査による偶発症としては、出血・穿孔等がある。  

○ 消化器がん検診学会においては、胃内視鋲検診標準化委員会を設置し、  

一定の検診方法を定める方向で検討が進められている。  

○ 福井県立病院のマニュアルのデータによると、胃内視鏡検査の偽陰性率  

は22％と報告されており、予想以上に高率である。胃上部がんは一旦偽陰  

性となると、発見された場合には進行がんのことが多く丹念な観察が必要で  

ある。内祝鎮検査医の観察診断精度は高いとはいえないことから、検査医  

のトレーニングを行うとともに、日常的に画像の見直しやダブルチェックを行  

う必要がある。  

○ 胃内視鏡検査による胃がん検診を無条件に拡大していくのは慎むべきで  

あり、エビデンスを出すような研究をする。あるいは少なくとも精度比較がで  

きるような研究をすべきだ。  
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（⊃ 内視鏡検査を行う医師の資質の確保が必要。  

○ 透視の設備を作らないで、内視鏡検査だけで開業する医師が増えてい  

る。  

③ペプシノゲン法   

（⊃ 感度や特異度等の検査精度に関する間接的証拠を認めたが、死亡率減  

少効果を示す直接的証拠として評価判定が可能な研究はなかった。   

（）死亡率減少効果の有無を判断する証拠が不十分であるため、対策型検診  

としては勧められない。任意型として実施する場合、がん検診の提供者は、  

死亡率減少効果は証明されていないこと、及び、当該検診による不利益が  

あること、等について十分説明する責任を有する。その説明に基づく、個人  

の判断による受診は妨げないが、有効性評価を目的とした研究の範囲内で  

行うことが望ましく、一定の評価を得るまで対策型検診として取り上げるべき  

ではない。   

・〇 検診の対象を集約することも非常に重要であり、胃X線検査の対象者の絞  

り込みに有効であるか否かについても評価研究を実施することが望ましい。  

④ヘリコバクターゼロリ抗体法   

（）有効性評価を行う上で根拠となる研究はなく、間接的証拠も検査精度や除  

菌の効果など限定的であった。   

（）死亡率減少効果の有無を判断する証拠が不十分であるため、対策型検診  

としては勧められない。任意型として実施する場合、がん検診の提供者は、  

死亡率減少効果は証明されていないこと、及び、当該検診による不利益が  

あること、等について十分説明する責任を有する。その説明に基づく、個人  

の判断による受診は妨げないが、有効性評価を目的とした研究の範囲内で  

行うことが望ましく、一定の評価を得るまで対策型検診として取り上げるべき  

ではない。   

○検診の対象を集約することも非常に重要であり、胃X線検査の対象者の絞り  

込みに有効であるか否かについても評価研究を実施することが望ましい。  

精密検査の方法について  

検診間隔について  

○ 胃がん死亡率減少効果を認めているのは、40歳以上の逐年検診である。  

○ 胃がん検診の効果は2～3年は継続するという報告が多く、3年以内に80％が   

－・度でも胃がん検診を受けている者は、受けていない者と比べて死亡のリスク   

が0．6に減少するという報告もある。  

○ 受診率が低い現状を踏まえると、検診の効率化という観点から、場合によって   

は受診間隔を延長して、その分、より多くの人たちに積極的に検診を受けてもら   

うことが重要ではないか。  
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○ 症例対照研究などでは、必ずしも受診間隔が長くなると有効性が大きく低下す   

るという結果にはなっていないことから、実際のデータに基づいて議論する価値   

はあるのではないか。  

○ 検診を2年に一度にしても、効果は変わらないと推測できる。  

○ 受診率を上げた上でないと、受診間隔を延ばすのは適切ではない。  

○ 検診間隔と検診に要する医療費及び総医療費の関係については研究をしっか   

り行う必要がある。  

検診の対象年齢について  

○ 胃がん死亡率減少効果を認めているのは、40歳以上の逐年検診である。  

○ 年代による効果の差ということに関しては、はっきりした傾向がないのではない   

か、という推計もある。  

受診率の向上について  

○受診率の向上には受診勧奨が重要である。  

○ 自治体の実情に合わせて、どういった年齢の人を中心に受診勧奨するかを検   

討することが重要である。  

○ 各自治体の取組について、公表し、住民が実態を把握しやすいようにすること   

が必要ではないか。  

○ 対象者に対して、何らかのインセンティブを与えるのが効果的ではないか。  

○ 保険者に対して、何らかのインセンティブを与えるのが効果的ではないか。  

○ 受診率の向上に向けた取組の例  

・年間を通して、検診を実施し、誕生月に検診の案内を出す。  

・行政だけでなく、医療機関からも受診勧奨を行う。  

・基本検診とがん検診を同じ日時で行っている。  

・移動手段の確保のため、検診機関の負担で専用バスを運行している。   

－ 受診しやすい曜日や時間に設定する。  

検診従事者の養成について  

○ 読影する医師が高齢化しているため、胃X線検査に従事する若手の医師の養   

成が必要である。  

○ 読影医の養成を推進するため、国立がんセンターが中心になって、具体的なプ   

ランをつくって取り組むことが望ましい。  

○ 専門医制度では、知識に重点が置かれているが、診断に関しては、知識の多   

さよりも、読影できるか、できないかという診断能力の方が重要である。  

○ 専門医の認定システムについては、乳がん検診の取組が参考となる。乳がん   
ではマンモグラフィ検診精度管理中央委員会という組織をつくって、実務試験を   

実施している。試験の内容は、乳がんのどこの部位にがんが多いというような学  
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