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スクリーニングの原則と実践（がん検診提供者（専門家）向け教科書的資材）の翻訳と刊行 
 

研究分担者 松坂方士 国立大学法人弘前大学医学部附属病院 准教授 

雑賀公美子 国立大学法人弘前大学大学院医学研究科 客員研究員 

斎藤 博 青森県立中央病院 医療顧問 
 

研究要旨 
わが国ではがん検診の正確な情報提供が不十分であり、その要因は医師を始めとしたがん検診従事

者のがん検診に関する理解が不十分であることによる。本研究では、がん検診従事者向けのがん検診

の教科書的資材の作成を目的とした。国際標準のがん検診の原則を理解・共有するための教科書的資

材について検討した結果、現在もスクリーニングに関する規範・原則を示した国際的基準とされ、組

織型検診を実施している国を中心に世界で引用されている ‘Principles and practice of 

screening for disease’ （Wilson and Jungner, WHO papers 1968年、約 160ページ）を選定した。

著作権者である WHOから翻訳許可を取得し、『スクリーニングの原則と実践』として弘前大学出版会

から刊行した。刊行後、全国の大学医学部公衆衛生学分野、医学部附属図書館、がん検診関連学会に

頒布するとともに、研究班ホームページで公開した。 
 
Ａ．研究目的 
わが国ではがん検診の正確な情報提供が不十

分であり、その原因はがん検診に関与する医師を

始めとした従事者のがん検診への理解が不十分

なことにある。本研究では、がん検診従事者向け

のがん検診の教科書的資材の作成を目的とした。 
 
Ｂ．研究方法 
国際標準のがん検診の原則を理解・共有するた

めの教科書的資材について検討し、世界保健機構

（WHO）等によって公開されている 2 冊の著書を

特定した。このうち、‘Screening programmes : 

a short guide’（WHO 欧州事務局）は『スクリー

ニング（検診/健診）プログラム：ガイドブック』

として弘前大学出版会から刊行した。 

今年度は、‘Principles and practice of 

screening for disease’ （Wilson and Jungner, 

WHO papers 1968 年、約 160 ページ）を翻訳、出

版することとした。下訳を分担研究者の雑賀と松

坂が担当し、最終的な翻訳を研究代表者の斎藤が

実施した。わが国においてがん検診の原則をいち

早く紹介し、国の対策型検診のために尽力してき

た大島明氏（大阪大学大学院医学系研究科社会医

学講座環境医学招聘教員）が監訳した。 

 

（倫理面への配慮） 
本研究では人体から採取された試料や個人情

報に関連する情報等は用いず、公表されている資

料のみで実施するため、倫理上の問題は発生しな

い。 
 
Ｃ．研究結果 

著作権者である WHOから許可を得て翻訳を開始

した。本書は、以下のような構成であった。 

 

序文（Preface） 
序章（Introduction） 
第１章 定義（Definitions） 
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第２章 原則（Principles） 
第３章 実践（Practice） 
第４章 疾患スクリーニングの実例（Illustrative 

examples of screening for disease） 
第５章 スクリーニングの方法論の動向（Metho 

dological trends in screening） 
第６章 結論（Conclusions） 
参考文献（References） 
 
刊行後、本書を全国の大学医学部公衆衛生学分

野講座、医学部附属図書館、がん検診関連学会に

頒 布 し た 。 ま た 、 研 究 班 ホ ー ム ペ ー ジ

（ https://gankenshin.jp/wp/wpcontent/uploads/
2023/05/principles-and-practice-of-screening-
for-disease-jp-l.pdf）、 
弘 前 大 学 出 版 会 の レ ポ ジ ト リ

（ https://hirosaki.repo.nii.ac.jp/?action=reposit
ory_uri&item_id=7172&file_id=20&file_no=1）
に PDF ファイルを公開した。 
なお、この PDF ファイルは ‘Principles and 

practice of screening for disease’ の翻訳書とし

て WHO のレポジトリにも収録されている。

（https://apps.who.int/iris/handle/10665/37650） 
 
Ｄ．考察 
第二次世界大戦後、西ヨーロッパや北米ではさ

まざまなスクリーニングが散発的に繰り返され

ていた。WHO は明確な根拠や原則なしにスクリ

ーニングが普及することを懸念し、Wilson JMG 
（英国保健省の首席医務官）と Jungner G （ス

ウェーデンの臨床化学者、検査特性の専門家）に

依頼して 1968 年に上梓されたのが本書である。

検査特性ではなく、プログラム全体を評価すべき

だと主張しており、当時としては画期的であった。

本書の発表によりスクリーニングが科学の一分

野として認識されるようになり、新規のスクリー

ニングは「第２章 原則」にある 10 の基準（いわ

ゆる Wilson-Jungner 基準）にしたがって事前に

有効性を評価されることとなった。 

 
1. スクリーニングの対象疾患は健康上の重要

な問題である。 
2. スクリーニングの結果、診断された疾患を有

する患者のために、[有益性が]認められた治

療法が存在する。 
3. スクリーニングの結果診断された疾患に対

して診断及び治療が可能な医療機関が存在

する。 
4. スクリーニングの対象疾患は症状が発現す

る前の、または初期症状を呈する段階があり、

その段階での診断が可能である。 
5. スクリーニングのための適切な検査または

診察方法がある。 
6. スクリーニングに用いられる検査は集団に

受け入れられるものである[（対象者に嫌がら

れるような検査ではない）]。 
7. スクリーニングの対象疾患は、症状が発現す

る前の段階から発症した段階に至るまでを

含む自然史が十分に理解されている。 
8. どのような者を患者として治療するかにつ

いて一致した方針がある。 
9. 患者の見つけ出し（診断から治療までを含む）

の費用は、医療に支出される費用の全額と比

べても経済的にバランスがとれている。 
10. 患者の見つけ出しは継続的に実施されるプ

ロセスであり、「一度きり」の事業ではない。 
 
わが国では Wilson-Jungner 基準が紹介された

ことがあるものの全訳はなく、がん検診を含むス

クリーニングに関して標準的な専門知識に接す

ることは極めて困難であった。本書の刊行と頒布

を機に、今後はわが国のがん検診従事者の間で専

門知識が普及し、一般市民にも十分に正確な情報

が提供されることが期待される。 
 

 
Ｅ．結論 

1968年に作成され、海外諸国でがん死亡率減少

https://gankenshin.jp/wp/wpcontent/uploads/2023/05/principles-and-practice-of-screening-for-disease-jp-l.pdf%EF%BC%89%E3%80%81
https://gankenshin.jp/wp/wpcontent/uploads/2023/05/principles-and-practice-of-screening-for-disease-jp-l.pdf%EF%BC%89%E3%80%81
https://gankenshin.jp/wp/wpcontent/uploads/2023/05/principles-and-practice-of-screening-for-disease-jp-l.pdf%EF%BC%89%E3%80%81
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の成果を上げてきた組織型検診の原点であり、今

もなおスクリーニングのいわゆるバイブルとし

て引用され続ける著書と、その後継であり最新の

状況を反映した著書の翻訳を正式な許可のもと

実施でき、かつこれらを公開できることは今後の

わが国の科学的根拠に基づくがん検診の実施に

大きく貢献することになると考えられた。また、

全国の医学部やその附属図書館に頒布したこと

で、今後の医療従事者にとってがん検診の成書に

アクセスしやすい環境を構築できたと考えられ

た。 
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1) 来るべき大腸内視鏡検診を見据えて ワー

クショップ. 第 61 回 日本消化器がん検診

学会総会（大津）2022.6.10 
2) 雑賀公美子. がん登録データでできること、

できないこと ～住民ベースがん登録、院内

がん登録それぞれの視点から～. 2022年 6月

2 日・日本がん登録協議会 第 31 回学術集

会・松本（長野） 
3) 雑賀公美子. 精度の高い胃がん検診への取り
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