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そもそもなぜ

産業保健/産業医
が必要なのか？



2013年4月2日 読売新聞



染料・顔料の原料製造
工場の従業員５人が
ぼうこうがんを発症！
オルト-トルイジンによる
発がん事件？



同病院に対する長時間労働の是正勧告は、2009年に次ぐものだ。今回、過

労死と認定された女性医師の遺族らは、自殺という労働災害の発生以前に
是正勧告を受けていたにもかかわらず、過労死を防げなかった点を問題視。

新潟県、研修医過労死事件



働くことで、不幸に
してはいけない！



働くなかには危険
がいっぱいある！



労働者 仕事

有機溶剤、化学物質、

粉じん、電離放射線・・・

残業、休日出勤、

無理な作業姿勢、ノルマ、

パワハラ、人間関係・・・

健康問題、

障害、悩み・・・

医学的
な適正
管理
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労働衛生の５管理

•作業環境管理
•作業管理
•健康管理
•労働衛生教育
•総括管理理





－いただいたご質問－

1. 会社は産業医の見方は変わってきていますか？ 経営者と一
体となって取り組むヘルスケアで、変化はありましたか？

2. 経営者との対話は変わってきましたか？ 安衛法の責務の観
点から、産業医は経営者から独立したほうが良いですか？

3. 健保とは、メンタルや過労死、メタボなどで共通の課題があり
ますが、何があると事業者責務との距離を縮められますか？



追い風1

働き方改革シフト



NECネクサスソリューションズより
https://www.nec-nexs.com/sl/jinji-soumu/column/toyoda/column03.html



（左記事より）
いまは複数の勤め先
があっても残業時間は
会社ごとに出すため、
労災認定のハードル
が高い。厚生労働省
は複数社の労働時間
を通算したうえで、法
定労働時間を超える
残業時間を出す方式
に改める。兼業や副業
をする人が増えるなか、
いまよりも過労死など
が労災に認定されや
すくなる。



追い風２
産業構造の
変化



https://car.watch.impress.co.jp/docs/news/1156672.html

自動車税の減税論議が大詰めに。消費税率10％引き上げ後の自動車税引き下げ
はどうあるべきか？





1. 多様な労働者への対応・管理職
の教育とサポートができること

2. 事例への解決力が求められる
3. グローバル人材の維持管理力が

期待される

1. 量的な産業医需要は増えない
2. 定型的な産業医業務は減少する
3. 生産現場は地方に局在する

産業医
への要求1

1. 「成長社会→成熟社会」への変化
1）低機能製品→高機能製品
2）製品の入替え需要が中心
3）国内生産現場は増えない

2. 労働者実状の変化
1）就業者は増えずに入れ替わる
2）健康障害労災や裁判の増加
3）グローバル人材の需要が高まる

日本経済は「量の拡大」で成長することが難し
くなる一方で「質の向上」によって安定した成
長を実現するようになっている。
2018年08月01日鈴木明彦（ダイヤモンド・オ

ンライン）
https://ascii.jp/elem/000/001/719/1719426/

産業医
への要求2

リーマン
ショック

ICT活用で産業医
配置の転換！

事例解決力、労災
予防力、訴訟予防
力、人材管理力が
求められる！

https://ascii.jp/elem/000/001/719/1719426/


追い風3

人材の活性化と
リテンション





他社なら役員だけで構成する「中期経営推進会議」に、一般
社員が小論文試験を受け参加・発言する。「マネジメントが
大きく変化」（石井友夫常務執行役員）する中で「健康経営
もその文化に乗った。社員が生き生きと幸せになるため健康
経営がある」と産業医の小島玲子健康推進部長は話す。

２０００年代に不況で業績が低迷
する中、３代目の青井浩・現社長
が「カリスマ経営者のトップダウ
ン方式」からボトムアップも取り
入れた経営に転換した。



コロナ禍で
勘違い産業保健
も現れた？



日本経済新聞朝刊
２０２０年（令和２年）
６月１９日（木）P.15
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日本経済新聞
2017年6月18日（日）

産業医の勧告権の強化
産業医への情報提供義務
事業者側の説明責任
（産業医意見への説明義務）

産業医を安易に解雇できない



日本経済新聞
2019年12月12日（木）
朝刊42面



産業医の
独立性
中立性
専門性



産業医の
独立性
中立性
専門性



専門的知識

独立性
中立性
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一般健康診断は
本当に必要なの
か？



厚労省資料



就業適正
を

管理する

職場の健康診断の目的が拡大された！

保険者による保健指導

昭和４７年（１９７２） 平成元年（１９８９） 平成２０年（２００８）

就業適正
を

管理する

就業適正
を

管理する

生活習慣病
と

健康増進

生活習慣病
と

健康増進

スクリー
ニング



作業関連
疾患の
予防

－健診の目的の違い－

「健康診断」

「健康診査」

就業の
適正
判定

保健指導
対象者の抽出

労働によ
る健康影
響評価

事業者による健診（労働安全衛生法）

保険者による健診（高齢者医療確保法）



「健康診断」

• 労働安全衛生法

「健康診査」

• 高齢者医療確保法

－健診結果の活用の違い－

保健
指導

医療
措置

必須事項

必須事項

事後
措置

特定保
健指導

事業者保健指導は、
特定保健指導をしたこ
とにはならない



生活習慣病健診・保健指導の在り方に関する検討会
（厚生労働省健康局 平成１７年．７．）

＜委員名簿＞

＊永井良三東京大学医学部附属病院長
太田壽城国立長寿医療センター病院長
岡山 明 国立循環器病センター予防検診部長
津下一代あいち健康の森健康科学総合センター健

康開発監
浜口伝博日本IBM株式会社 産業保健部長
水嶋春朔国立保健医療科学院人材育成部長
宮崎美砂子千葉大学看護学部教授

＊は座長



仕事

事業者／保険者のプライオリティの違い

健康

保険者職場

仕事健康



事業者／保険者のプライオリティの違い

健康

保険者職場

仕事

健康仕事



お互いがそれぞれ
の事業をすることで
すんでいた時代！



脳血管疾患、虚血性心疾患、
糖尿病、高血圧、高脂血症

生活習慣病の
主要疾患

労災補償の対象疾患
（過重労働対策）

共通の課題になった！

健康診断結果
に応じた労働
規制の実施

禁煙活動の展
開と保健指導
の徹底



メンタルヘルス不調

傷病手当金の
長期支給

労災補償の対象疾患
（精神障害対策）

共通の課題になった！

ストレスチェック
と組織分析
結果の活用

傷病手当金申
請内容の吟味
と問合せ確認



すでに事業者と保
険者は最大の共通
課題をもっている！



ご静聴
ありがとうございました！

浜口伝博
http://www.fbrain.jp/


