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研究要旨：欧米と比べ本邦では好酸球性胃腸炎（EGE）の報告が多く、重症

例、難治例が存在する。治療では全身性ステロイドがしばしば選択され副作

用が問題になることも多い。そこで生活の質（QOL）の改善と根本治療につ

ながる治療法の開発が望まれる。これまで好酸球性食道炎（EoE）治療に用

いられる経験的食物除去療法を応用した多種食物除去 （Modified Six food 
group elimination diet; m6FED）について検討し、報告している。本研究で

は、EGEを中心としたEGIDの治療選択法の確立、特にm6FEDを適切に行え

るようにするため①重症持続型EGIDの患者数の推定、②医師向け・栄養士向

けの多種食物同時除去療法実施マニュアル作成、③EGIDの診療体制の構築を

すすめている。平成30年度は重症持続型患者の状況把握のための一次調査の

結果を元に二次調査を行なった。研究代表者を中心に班会議等により議論を

行い、二次調査票を作成した。また予定していた全身性ステロイド長期使用

患者の実態把握については施設が重複することも考え二次調査からの情報収

集とした。また本研究分担者も自施設症例の情報を多数、二次調査として研

究班に提出した。また単施設研究ではあるが自施設での上部消化管内視鏡検

査・食道生検症例を以前の検討と比較した。これらの結果はm6FEDなどの治

療を含めた診療体制やマニュアルの整備をすすめるための有用な情報になる

と考えられた。 
 
Ａ．研究目的 
 好酸球性消化管疾患(EGIDs)は、部位に

より好酸球性食道炎（EoE）と好酸球性胃

腸炎（EGE）に大別される。本邦では欧米

に比べEGEの報告が多く、重症例、難治例

も存在する。治療には全身性ステロイドを

用いることが多くその副作用もしばしば問

題になる。そこでより生活の質（QOL）が

保たれ、根本治療につながる治療法の開発

が望まれる。近年、欧米を中心にEoEに経

験的食物除去療法が用いられ、その有効性

が示されている。これは経験的に食物アレ

ルギーあるいはEoEの原因として上位に挙

げられる複数の食品を一度、完全に除去し、

寛解後、一つずつ再導入するという方法で

ある。その方法を応用し、本研究分担者施

設および研究代表者施設にてEGEに対して

多種食物除去  （Modified Six food group 
elimination diet [m6FED]）を行い、原因食

物の特定、寛解維持への有用性について報

告している (Yamada Y, et al. Allergol Int 
2014)。本研究は、わが国のEGIDsの実態

を把握し、EGEを中心としてm6FEDなど

EGIDsの治療が適切に行える体制を整える

ことを目的としている。 
 
Ｂ．研究方法 
重症持続型EGIDの患者数の推定 
成人では2010年にEGIDsとして、小児では

（本分担者が代表者として）2011年にEoE
に関しての全国調査を行っている。その後

の患者数の推移を全国の消化器科医、小児

科医に質問紙を郵送し、研究代表者施設が

中心となり調査を行なった。昨年度の一次

調査に続き本年度は二次調査を行なった。

また自施設では上部消化管内視鏡検査・食

道生検症例について、2005年から2011年ま

での症例とそれ以後の症例について比較を

行った。 
（倫理面への配慮） 
消化管生検検体や血液を使用する検査等、

および臨床情報の2次利用に関しては、群

馬県立小児医療センター倫理委員会の承認

を得ている。 
 
Ｃ．研究結果 
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 全国の重症持続型患者の状況を把握する

ため、研究代表者を中心に昨年度、全国の

内科、外科、小児科標榜の病院を対象に行

った一次調査で回答のあった施設を対象に

二次調査を行った。二次調査票は班会議で

の議論や患者相談を踏まえて作成された。

また予定していたEGIDs（特にEGE）の全

身性ステロイド長期使用患者の実態調査に

ついてはリストアップした施設と調査で回

答のあった施設との重複もあることから、

全身性ステロイド長期使用患者の実態が把

握できるような項目をつくり今回の二次調

査に組み込んだ。本研究分担者は自施設か

ら小児の好酸球性消化管疾患患者を1次調

査で34名登録し、うち25名について2次調

査で回答した。自施設の特徴としては小児

外科疾患を中心に他疾患に関連したEGIDs
症例が多数存在していた。原疾患の影響が

強い続発性と考えられる症例は調査から除

外した。また自施設での上部消化管内視鏡

検査・食道生検症例を以前の検討と比較し

た。食道好酸球増多症例は2005年から2011
年の検討では先天性食道閉鎖・狭窄関連が

中心であったのに対して、2012年から2018
年では食道生検患者数79例中で食道好酸球

増多は12例で、そのうち基礎疾患の全くな

い一次性EoEの2例を含む5例がEoEであり、

また4例がEGEに伴うEoEであった。 
 
Ｄ．考察 
 本年度の研究はEGIDs患者数、実態の調

査、推定が中心であった。本研究分担者施

設でも多くのEGIDs症例を診療しており、

積極的な受け入れが可能な施設である。特

に小児外科疾患を疑われた症例の紹介が多

い施設であることから、これまではヒルシ

ュスプルング病やヒルシュスプルング病類

縁疾患、先天性食道閉鎖・狭窄など外科疾

患と関連した症例が中心であった。しかし

ながら最近は一次性のEGIDsが増加してき

ている。紹介バイアスもあるがEGIDs患者

数自体の増加もはじまってきているのかも

しれない。また今回は難病情報センターに

記載のある本研究班の前身の研究班からの

診断指針に準じて診断を行った。消化管組

織好酸球数については食道に関しては生理

的な好酸球が存在しない臓器であるため判

断はしやすい。しかし、それよりも下部の

消化管では生理的にも好酸球が存在し、時

に脱顆粒もしているため、臨床情報と病理、

両方の側面からの慎重な判断が必要である

ことを今回の調査でも実感した。本年度の

研究でも円滑な診療のための有益な情報が

得られたと考えている。 
 
Ｅ．結論 
 平成30年度の検討では、二次調査で多

くの症例の情報が得られた。また自施設の

検討でもここ数年のEGIDsの動向が感じら

れる結果であった。これらの結果は多種食

物除去療法などの治療を含めた診療体制や

マニュアルの整備をすすめるための有用な

情報になると考えられた。 
 
Ｆ．健康危険情報 
（分担研究報告書には記入せずに、総括 
研究報告書にまとめて記入） 
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