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１．はじめに

厚生労働省では，平成17年度から４年計画で「重篤副作用総合対策事業」の一環として，関係学会の

専門家等の協力を得て，「重篤副作用疾患別対応マニュアル」（以下「マニュアル」という。）の作成を

進めているところであるが，今般，第１弾として「スティーブンス・ジョンソン症候群」，「間質性肺炎」

等の副作用疾患のマニュアルを取りまとめ，厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/）及び

医薬品医療機器情報提供ホームページ（http://www.info.pmda.go.jp/）に掲載したので，本事業の目的，

その進め方，マニュアルについて紹介する。

２．重篤副作用総合対策事業について

（１）目的

従来の安全対策は，医薬品に着目し，医薬品ごとに，その使用により発生した副作用を収集・評価し，

添付文書の改訂等を通じて臨床現場に注意喚起する「警報発信型」，「事後対応型」が中心であるが，

①副作用は，担当医の専門分野とは異なる臓器にも発生し得ること

②重篤な副作用の発生頻度は一般に低く，臨床現場において遭遇する機会が少ない場合があり得ること

などから，場合によっては発見が遅れ，重症化することもある。

本事業は，従来の安全対策に加え，個々の医薬品に着目した対策から，医薬品の使用により発生する

副作用疾患に着目した対策整備を行い，さらに副作用発生機序解明研究等を推進することにより，「予

測・予防」的な安全対策への転換を図ることを目的とするものである。

（２）進め方

本事業は，平成17年度から以下の３つの段階を踏まえ進めることとしている。

第１段階：「早期発見・早期対応の整備」

重篤度等から判断して必要性の高いと考えられる副作用について，患者及び臨床現場の医師，薬剤

師等が活用する判別法，治療法等を包括的にまとめたマニュアルを４年計画で作成・公表することに
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より，臨床現場における副作用の早期発見，早期対応を促進する。

第２段階：「予測対応の整備」

副作用症例の集積・解析等から得られるハイリスク患者群に関する知見をもとにマニュアルの改訂

を行う。

第３段階：「予防対応の整備」

リスク因子の解明と副作用の発生機序研究を推進し，臨床現場においてはハイリスク患者群への投

薬を避け，また製薬企業においては副作用の発現を低減した新薬の開発を目指す。

３．マニュアルについて

平成17年７月19日に開催した第１回重篤副作用総合対策検討会（座長：松本和則，国際医療福祉大学

教授）において，重篤副作用疾患別対応マニュアルの作成について検討され，マニュアル作成に着手す

べき副作用疾患（表１）及びマニュアルの記載項目（表２）がまとめられた。

記載の要点としては，①患者，医療関係者向けの早期発見，早期対応のポイントを簡潔に記載するこ

と，②医療関係者が臨床現場で遭遇する機会が少ないことを念頭に，副作用疾患の判別方法や治療方法

を記載すること，③典型的な症例を紹介すること，などがあげられる。

厚生労働省では，本検討結果に基づき，関係学会のご協力を得て，マニュアル案の作成を進めてきた

ところであるが，平成18年10月19日，第２回重篤副作用総合対策検討会において，スティーブンス・ジ

ョンソン症候群，中毒性表皮壊死症，間質性肺炎，急性肺損傷・急性呼吸窮迫症候群，非ステロイド性

抗炎症薬による喘息発作，薬剤性パーキンソニズム，横紋筋融解症，白質脳症及び偽アルドステロン症

について，評価・検討され取りまとめられたところである。

表１　作成対象副作用疾患

領域 学会名 対象副作用疾患

皮膚 日本皮膚科学会

スティーブンス・ジョンソン症候群＊

中毒性表皮壊死症＊

薬剤性過敏症症候群

肝臓 日本肝臓学会 薬物性肝障害

腎臓 日本腎臓学会
急性腎不全

間質性腎炎

血液 日本臨床血液学会

無顆粒球症

再生不良性貧血

血小板減少症

貧血

血栓症

播種性血管内凝固

呼吸器 日本呼吸器学会

間質性肺炎＊

非ステロイド性抗炎症薬による喘息発作＊

急性肺損傷・急性呼吸窮迫症候群＊

消化器 日本消化器病学会

麻痺性イレウス

消化性潰瘍
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４．おわりに

今回作成したマニュアルについては，都道府県，日本医師会，日本薬剤師会，日本病院薬剤師会等に

お知らせするとともに，厚生労働省ホームページ及び医薬品医療機器情報提供ホームページに掲載した

ところである。

今後とも，関係学会及び日本病院薬剤師会の協力を得て，順次，マニュアル案を作成し，重篤副作用

総合対策検討会における評価・検討を経た上で，公表する予定である。

医師，歯科医師，薬剤師等の医療関係者や患者の方々においては，本マニュアルをご活用いただき，

重篤な副作用の早期発見・早期対応に努めていただければ幸いである。

表２　マニュアル記載項目

項目 内容

１ 副作用名 同義語等を記載

患者の皆様へ

２
副作用の概要
早期発見と早期対応のポイント

患者さん及び患者のご家族向けの早期発見と早期対
応のポイント

医療関係者の皆様へ

３ 早期発見と早期対応のポイント 医療関係者が注意すべきポイント

４ 副作用の概要 対象副作用疾患の症状等の概要

５ 副作用の判別基準（判別方法） 副作用と原疾患等を判別する基準の概要

６ 判別が必要な疾患と判別方法 他の疾患等との判別方法の概要

７ 治療方法 副作用が発現した場合の治療

８ 典型的症例概要 典型的な副作用として参考となる症例の概要

９ 引用文献・参考資料 マニュアル中の引用文献及び関連資料の一覧

偽膜性大腸炎

心臓・循環器 日本循環器学会

心室頻拍

うっ血性心不全

心機能障害

神経・筋骨格系 日本神経学会

薬剤性パーキンソニズム＊

横紋筋融解症＊

白質脳症＊

末梢神経障害

精神 日本臨床精神神経薬理学会
悪性症候群

うつ病

代謝・内分泌
日本内分泌学会 偽アルドステロン症＊

日本糖尿病学会 低血糖

過敏症 日本アレルギー学会
アナフィラキシー

蕁麻疹 ・血管浮腫

※　なお，第２回重篤副作用総合対策検討会において，従来の腎臓，呼吸器，神経・筋骨格系，代謝・内分泌の各領域において，
ネフローゼ症候群，肺水腫，不随意運動等の副作用について追加選定されるとともに，感覚器（視覚障害等），膵臓（膵炎），
口腔（口内炎），骨（骨壊死等），泌尿器（尿閉等）の各領域が新たに選定された。

＊　今回，公表したもの。
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