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謹告
本手引きに記載されている診断法・治療法に関しては，製作時点における最新の情報に基づき正確を期するよ

う，著者は最善の努力を払っております．しかし，医学，医療の進歩により，記載された内容が正確かつ完全では
なくなる場合もございます．

したがって，実際の診断法・治療法で，熟知していない，あるいは汎用されていない新薬をはじめとする医薬品
の使用，検査の実施および判読にあたっては，まず医薬品添付文書や機器および試薬の説明書で確認され，また診
療技術に関しては十分考慮されたうえで，常に細心の注意を払われるようお願いいたします．

本手引き記載の診断法・治療法・医薬品・検査法・疾患への適応などが，その後の医学研究ならびに医療の進歩
により本手引き公開後に変更された場合，その診断法・治療法・医薬品・検査法・疾患への適応などによる不測の
事故に対して，著者はその責を負いかねますのでご了承ください．



序文

「子どもでもリウマチになるのですか？！」．私の恩師の横田俊平先生とともに20年前に
訪れた厚生省（現，厚生労働省）の担当官から言われた言葉です．当時どうしたらこの疾
患を社会的に広く理解してもらえるのだろうと思案したことを，今でもよく覚えています．

幸い，若年性特発性関節炎（JIA）の診療は，この20年間で飛躍的に発展し，診断技術，
治療薬・治療法において目覚ましく進歩してきました．早期診断・早期治療を積極的に推
進することで，寛解・治癒を目指した医療体制を展開することが可能にもなりました．優
れた免疫抑制薬や生物学的製剤が開発された結果，患者さんやご家族の求める生活の質は
確実に改善したことは疑う余地はないだろうと信じています．しかし，その反面，いまだ
思春期や成人期となっても医療を必要とする患者さんも決して少なくなく，移行期を経て
成人になってからも病気・不安を抱えながら生活している患者さんもおられます．また，
疾患そのものの再燃のリスク，長期の薬物療法による副作用，合併症に加え，心のケアも
重要な課題であることがクローズアップされるようにもなってきました．

そのような患者さんを取り巻く多くの課題を多職種にわたる医療者チームで解決するた
めの指南書として，この手引きは作られました．この手引きは，二部構成になっています．
一緒に解決していただけるメディカルスタッフの方々に，この疾患をよりよく知っていた
だきたいという想いを込めて，第1部の医療者向け手引きは書かれています．また，第2部
では，実際に日常で患者さんが困られていることに目を向けて，患者さんやご家族の方々
を支援する資材（患者/家族向け支援ブック）としてまとめられています．リウマチを専
門とする小児科医，内科医，整形外科医に加え，看護師，薬剤師，理学療法士，作業療法
士の多くの職種の皆様，そして患者会（あすなろ会）の方々に多大なご協力・ご支援をい
ただき，この度，本手引きを公表することができました．

すでに日本リウマチ学会のホームページでも周知されている「メディカルスタッフのた
めのライフステージに応じた関節リウマチ患者支援ガイド」と同様にこの手引きが利用・
活用されて，JIA患者さんやそのご家族への支援の充実が図られることを，本手引きの作
成者一同，切に願って止みません．

内容をご覧いただき，ご意見・ご感想をお寄せいただけたら嬉しく存じます．

2023年6月

厚生労働科学研究費補助金　免疫・アレルギー疾患政策研究事業
「移行期JIAを中心としたリウマチ性疾患における患者の層別化に基づいた

生物学的製剤等の適正使用に資する研究」

研究代表者　森　雅亮



第1部の制作にあたって

近年，JIA患者さんに対する診断，治療法は進歩しつつあり，早期に診断および適切
な治療を行うことで疾患活動性は低下し，良好な予後を期待できるようになりました．
それに伴い，疾患をかかえながら思春期，成人期を迎えるJIA患者さんも増え幅広い支
援が求められています．

JIA患者さんの治療および管理を行っていくにあたり，医師，看護師，薬剤師，栄養
士，理学療法士，作業療法士，医療ソーシャルワーカーなどの多職種のメディカルスタッ
フはそれぞれの専門性を発揮しながら連携し協力したチーム医療を実践していくことが
大切です．

今回，JIA患者さんの支援を行うための情報提供を目的として，医師，看護師，薬剤
師，理学療法士，作業療法士の多職種協働で本手引きを作成しました．

JIAの基礎知識，ライフステージに応じた知識，ケア，治療薬，栄養，リハビリテー
ション，支援制度などを中心に，日常診療において小児と関わる機会が少ない医師，メ
ディカルスタッフの方々にも理解していただけるよう，小児の特性および小児科領域特
有の知識も網羅した内容になっています．今回，第1部を医療者向け手引き，第2部を患
者/家族向け支援ブックとし，参考資料を共有する形で作成しています．第2部は患者会
に質問を依頼しておりますので，現場で患者さんの支援を行う医療者にとっても役立つ
内容となっています．ぜひ第１部・第2部セットでお読みください．　

本手引きが臨床の場で，小児科のみならず移行期リウマチ性疾患患者さんの診療に携
わる成人科の先生，およびメディカルスタッフの皆さんに活用されることで，多職種相
互の専門性を引き出し合い，より良いチーム医療の推進に，そしてJIA患者さんやその
ご家族への支援およびQOLの向上につながることを執筆者一同 ，心より願っており 
ます．

2023年6月

厚生労働科学研究費補助金　免疫・アレルギー疾患政策研究事業
「移行期JIAを中心としたリウマチ性疾患における患者の層別化に基づいた

生物学的製剤等の適正使用に資する研究」

研究分担者（JIA分担班） 　大倉 有加



第2部の制作にあたって

私が医師になった頃，まだこの疾患は若年性関節リウマチ（JRA）とよばれていました．
「大人と同じような病気が子どもにも起こる」というくらいの認識で，関節リウマチとの違
いや，病型ごとの違いなどわかっていないことがたくさんありました．JIA治療のアンカー
ドラッグ（中心的な薬剤）であるメトトレキサートは関節リウマチにすら承認されておら
ず，治療の中心は非ステロイド性抗炎症薬（NSAID）やステロイド，金製剤などでした．
インターネットやスマートフォンもない時代で，当時あすなろ会では「診断されるまで長
い時間がかかった」「主治医は専門ではなく今の治療でいいのか不安」という声を伺いまし
た．「専門医が近くにいない」「専門医がいることすら知らなかった」など専門医の地域偏
在もあるなか，患者会のネットワークや集いは唯一の情報源でした．実はこの頃，地球の
反対側の米国では生物学的製剤が産声を上げていました．留学中であったあすなろ会顧問
の武井先生はその効果に眼を大きくして驚き，「早くこの薬を日本の子どもたちに届けた
い」と願っていたそうです．

その後病態研究が進んで，2008年以降はメトトレキサートの承認，生物学的製剤の開発・
承認と一気に治療が進歩しました．それに合わせて，「診療の手引き」「生物学的製剤使用
の手引き」など医師向けの冊子が発刊され，学会や小児慢性特定疾病・難病，製薬会社の
HPなど専門医が監修した標準的な診療方法に，地球のどこからでもアクセスできるように
なりました．早期に診断して適切な治療を行うことで関節破壊や治療薬の副作用は最小限
になりましたが，患者/家族向けの情報は限られており，疾患をかかえながら学業や就職，
恋愛や結婚といった人生の節目を迎えるJIA患者さんにとって，生活全般の参考となる資
料が必要だと考えました．今回，Q&Aという形で小児科・内科・整形外科の先生方に執筆
を依頼し，第1部のメディカルスタッフ向け手引きと参考資料を共有する形で作成してい
ます．患者/ご家族の方だけでなく，患者さんの診療にあたる医療者にとっても充実した
内容になっています．医療関係の方は，ぜひ第１部・第2部セットでお読みください．　

この支援ブックがJIA患者さんやそのご家族への役に立つこと，今後JIAの病態解明や
さらなる治療の進歩により，全てのJIA患者さんがドリカム寛解（病気が落ち着いて人生
の夢を叶えること）を達成することを執筆者一同，心より願っております．

2023年6月

厚生労働科学研究費補助金　免疫・アレルギー疾患政策研究事業
「移行期JIAを中心としたリウマチ性疾患における患者の層別化に基づいた

生物学的製剤等の適正使用に資する研究」

研究分担者（JIA分担班分科会長）　岡本 奈美
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略語 フルスペル 和訳
ACR American College of Rheumatology 米国リウマチ学会
ADL activities of daily living 日常生活動作
ANA antinuclear antibody 抗核抗体
BASDAI Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index
BASMI Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index
bDMARDs biological disease-modifying antirheumatic drugs 生物学的製剤
BS biosimilar バイオシミラー
CAPS cryopyrin-associated periodic syndrome クリオピリン関連周期熱症候群
CCP cyclic citrullinated peptide シトルリン化ペプチド
CDAI Clinical Disease Activity Index
CHAQ Childhood Health Assessment Questionnaire
CID clinical inactive disease
COVID-19 coronavirus disease-19 新型コロナウイルス感染症
COX cyclooxygenase シクロオキシゲナーゼ
CR clinical remission off medication 無治療寛解
CRM clinical remission on medication 治療による寛解
CRMO chronic recurrent multifocal osteomyelitis 慢性再発性多発性骨髄炎
csDMARDs conventional synthetic disease-modifying antirheumatic drugs 従来型合成抗リウマチ薬
DAS28 Disease Activity Score 28 joints
DMARDs disease-modifying antirheumatic drugs 疾患修飾性抗リウマチ薬
DPT diphtheria-pertussis-tetanus ジフテリア・百日咳・破傷風
ERA enthesitis related arthritis 付着部炎関連関節炎
ESR erythrocyte sedimentation rate 赤血球沈降速度
EULAR European Alliance of Associations for Rheumatology 欧州リウマチ学会
FDP fibrin degradation products
HBV hepatitis B virus B型肝炎ウイルス
HCV hepatitis C virus C型肝炎ウイルス
HLA human leukocyte antigen ヒト白血球抗原
HLH hemophagocytic lymphohistiocytosis 血球貪食性リンパ組織球症
HPV human papilloma virus ヒト乳頭腫ウイルス
ID inactive disease 疾患活動性なし
IL interleukin インターロイキン
ILAR International League of Association for Rheumatology 国際リウマチ学会
IPV inactivatid poliovirus vaccine 不活化ポリオウイルスワクチン
JADAS-27 Juvenile Arthritis Disease Activity Score-27
JAK janus kinase ヤヌスキナーゼ
JIA juvenile idiopathic arthritis 若年性特発性関節炎
MAS macrophage activation syndrome マクロファージ活性化症候群
MIS-C multisystem inflammatory syndrome in children 小児多系統炎症性症候群
MMP-3 matrix metalloproteinase-3 マトリックスメタロプロテイナーゼ-3
mPSL methylprednisolone メチルプレドニゾロン
mRNA messenger RNA メッセンジャーRNA
mRS modified Rankin Scale
MTX methotrexate メトトレキサート
NSAIDs nonsteroidal anti-inflammatory drugs 非ステロイド性抗炎症薬
PsA psoriatic arthritis 乾癬性関節炎
QOL quality of life 生活の質
RA rheumatoid arthritis 関節リウマチ
RF rheumatoid factor リウマトイド因子
SDAI Simplified Disease Activity Index
T2T Treat to Target 目標達成に向けた治療
TNF tumor necrosis factor 腫瘍壊死因子
TRAPS TNF receptor-associated periodic syndrome TNF受容体関連周期熱症候群
tsDMARDs targeted synthetic disease-modifying antirheumatic drugs 分子標的合成抗リウマチ薬
VZV varicella zoster virus 水痘帯状疱疹ウイルス

略語一覧
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用語 解説

HLA（human leukocyte 
antigen）

ヒト白血球抗原といい，免疫細胞である白血球の表面にあるタンパク質で「白血球の血液型」と
いわれる．特定の白血球型が病気と関係していることがわかっている．HLA-B27は慢性関節
炎を発症しやすいことがわかっており，JIAのタイプを判断する際の材料の1つとなる

間欠熱（かんけつねつ） 高熱と熱がない状態が 1日のなかで交互に現れる．かつ1日のなかでの体温の差が 1℃以上あ
る場合

稽留熱（けいりゅうねつ） 正常体温にはならず熱が出続けている．かつ1日のなかでの体温の差が 1℃に満たない場合

弛張熱（しちょうねつ） 正常体温にはならず熱が出続けている．かつ1日のなかでの体温の差が 1℃以上ある場合

成人スチル病（スティル病） 発熱，皮疹，関節症状を主な症状とする全身性の炎症疾患．本疾患には，全身型 JIAを成人
期に再発あるいは持続したものと，成人期に初めて発症した成人発症スチル病が含まれる

プレコンセプションケア 将来の妊娠を考えながら，女性やパートナーが自分達の生活や健康に向き合う，「妊娠前の健
康管理」を意味する

用語解説

Webサイト URL（2023年6月閲覧） 2次元コード

あすなろ会
若年性特発性関節炎（JIA）親の会 https://asunarokai.com

あすなろ会
JIAの子どもを持つ親のTo-Doリスト
発症〜成人まで

https://asunarokai.com/wp-content/uploads/2022/11/e757
705c4506fa1004a728ad1e710991.pdf

小児慢性特定疾病情報センター
若年性特発性関節炎 https://www.shouman.jp/disease/details/06_01_001/

難病情報センター
若年性特発性関節炎（指定難病107） https://www.nanbyou.or.jp/entry/3946

難病情報センター
強直性脊椎炎（指定難病 271） https://www.nanbyou.or.jp/entry/4847

日本小児リウマチ学会
小児リウマチ診療支援MAP http://www.praj.jp/map/

日本リウマチ学会
リウマチ専門医・指導医・施設検索 http://pro.ryumachi-net.com

参考Webサイト
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第1部　メディカルスタッフのための 若年性特発性関節炎患者支援の手引き

編集
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研究分担責任者
岡本 奈美  大阪ろうさい病院 小児科/大阪医科薬科大学 泌尿生殖・発達医学講座 小児科

研究分担者（五十音順）

橋本 　求  大阪公立大学大学院医学研究科 膠原病内科学
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島原 範芳  医療法人千寿会 道後温泉病院リウマチセンター リハビリテーション科
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若年性特発性関節炎（juvenile idiopathic 
arthritis：JIA）は，16歳未満に発症し，少なく
とも6週間以上持続する原因不明の慢性関節炎で
す．小児の短期的・長期的 ，身体的・精神的障害
の原因として重要な疾患です．JIAは国際リウマチ
学会（International League of Association 
for Rheumatology：ILAR）で定義され，7つの
病型に分類されています．

Overview

概念と分類
J IA は，1）発病の機構が明らかでなく，2）治療方

法が確立していない，3）希少な疾病であって，4）長

期の療養を必要とするもの，という 4 つの条件を満た

す難病です．初期治療が遅れた場合 ，治療が不十分な

場合 ，あるいは難治性の病態をもつ場合は，疾患の合

併症（関節破壊やぶどう膜炎）や薬剤の副作用（主に

副腎皮質ステロイド）から，生涯にわたって患児の生

活の質（QOL）を低下させます．しかしながら近年 ，

関節超音波検査や MRI 等の画像診断機器や免疫学領域

の著しい発展により，診断技術 ，治療方法は目覚まし

く進歩し，良好な予後を期待できるようになってきま

した．

JIA は，16 歳未満に発症し，少なくとも 6 週間以上

持続する原因不明の慢性関節炎です．2001 年に改訂さ

れた ILAR 分類基準で，7 病型に分類されます．すなわ

ち，①全身型，②少関節炎（持続型，進展型），③リウ

マトイド因子（RF）陰性多関節炎 ，④ RF 陽性多関節

炎，⑤乾癬性関節炎，⑥付着部炎関連関節炎，⑦未分

類関節炎です（巻末表 1 参照） 1，2）．JIA は病態として，

自己炎症を主体とする全身型（①）と，自己免疫を主

体とする関節型（②〜④）の 2 つに大別することがで

きます．それぞれの病型で，発症年齢と性差 ，付随す

る症状，関節炎のパターン，治療方法，合併症，予後

など特徴があり，JIA 診療ではこの病型を意識する必要

があります．

JIA の 7 病型を関節リウマチ（RA）と比較してみる

と，少関節炎は RA とは異なる特徴を有していますが

（後述），RF 陽性や陰性の多関節炎は RA に近い病型で

す（p.19 コラム①参照）．また全身型は，成人期に発

症すると成人発症スチル病と呼ばれ，発症年齢が異な

るだけで同じ病態と考えられています（巻頭用語解説
参照）．

疫学
本邦におけるJIA 全体の有病率は，小児人口 10 万人

あたり 10 〜 15 人です．各病型の頻度は，2008 年の

小児慢性特定疾病医療費助成制度（小慢）受給者の調

査で明らかとなっています．全身型，少関節炎，RF 陰

性多関節炎 ，RF 陽性多関節炎で 90 ％以上を占めてい

ます．一方で，2016 年の小児リウマチ診療医へのアン

ケート調査では，従来まれとされていた付着部炎関連

関節炎と乾癬性関節炎もある程度存在していることが

わかりました．また病型により性差や発症年齢に特徴

があります．主な発症病型別の性差と発症年齢のピー

クは，全身型（性差なし）1 〜 5 歳 ，少関節炎（男女

比＝ 1：2.5）5.8 ± 3.8 歳 ，RF 陰性多関節炎（男女

比＝ 1：2.2）7.0 ± 4.2 歳 ，RF 陽性多関節炎（男女

比＝ 1：8.0）9.9 ± 3.5 歳です（巻末表 2 参照） 3）．つ

まり少関節炎と多関節炎は女児に多いという特徴があ

ります．

病態生理
全身型 JIA と関節型 JIA では病態が全く異なります．

全身型 JIA は，自然免疫の異常を背景とし，全身性の炎

症を繰り返す“自己炎症性疾患”です．全身性の炎症

性サイトカインの過剰な産生が関与しています．関節

型 JIA は，獲得免疫の異常を背景とし，軟骨由来の自己

抗原に対する“自己免疫性疾患”です．

関節炎の部位では，滑膜と呼ばれる組織に持続的に

1

第1章　若年性特発性関節炎（JIA）の基礎知識第1部

若年性特発性関節炎（JIA）は
どのような疾患か？
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炎症が生じ，炎症細胞の浸潤と滑膜の増殖による軟骨

や骨破壊を認めます 4）．これには関節炎局所における炎

症性サイトカインの産生が関与しています．

遺伝に関しては，JIA の病型別の発症頻度の人種差，

女性に多いこと，同胞間で発症頻度が上昇すること，ヒ

ト白血球抗原（HLA）や HLA 以外の遺伝子との関連か

ら，遺伝的要因が示唆されています．例えば HLA に関

しては，HLA A2，DR，DRB1 などが，HLA 以外の遺

伝子に関しては PTPN22 や PTPN2 遺伝子変異が JIA

と関連していると報告されています．しかし，これら

の HLA や HLA 以外の遺伝子変異のある子どもが必ず

JIA を発症するというわけではありません．出生後の後

天的な要因 ，すなわち環境要因の関与の方が大きいと

考えられています．環境要因に関しては母乳栄養 ，抗

菌薬の曝露 ，感染症 ，母体の喫煙などが考えられてき

ましたが，確定的なことはわかっていません 5）．

患者さんへの説明・指導の一例
「JIA は，免疫の異常により起こる慢性の病気です．

関節の破壊を防ぐためにもしっかりと治療し，継続し

ていくことが大切です．焦らず長い目で付き合ってい

きましょう．」

「JIA の発症には，遺伝的な要因が関連することが指

摘されていますが，遺伝的な要因がなくても発症しま

す．むしろ何らかの環境要因の関与の方が大きいとされ

ています．『特発性』の言葉通り，今のところ原因不明

です．」

文 献
1 ）	 Petty	RE,	et	al	:	J	Rheumatol,	31	:	390-392,	2004

2 ）	「若年性特発性関節炎初期診療の手引き	2015」（一般社団法
人日本リウマチ学会小児リウマチ調査検討小委員会/編），メ
ディカルレビュー社，2015

3 ）	「若年性特発性関節炎診療ハンドブック2017」（一般社団法
人日本リウマチ学会　小児リウマチ調査検討小委員会/編），
メディカルレビュー社，2017

4 ）	「メディカルスタッフのための	ライフステージに応じた関節
リウマチ患者支援ガイド」（厚生労働科学研究費補助金	免
疫・アレルギー疾患政策研究事業「ライフステージに応じた
関節リウマチ患者支援に関する研究」研究班/編），2021

5 ）	「Textbook	of	Pediatric	Rheumatology,	eighth	edition」
（Petty	RE,	et	al	eds.）,	Elsevier,	2021

コラム① JIAは小児に発症した関節リウマチなのか？
JIA と関節リウマチ（RA）はどちらも原因不明で慢性

に持続する関節炎ですが，両者は異なる病気です．
JIA は「16 歳未満」に発症し，第 1 部 第 1 章 Q1 や

巻末表 1 にあるような定義に従い７つの病型に分類され
ます．一方，「16 歳以上」で発症する関節炎のうち，表
にある基準を満たす場合に RA として分類されます．い
ずれも「分類」とあるのは，JIA やRA だと絶対に診断で
きる基準がないためですが，実際にはこの分類基準をも
とに診断しています．

以前 ，小児期発症の関節炎を若年性関節リウマチ
（JRA）と呼んでいたこともあり，JIA は小児期に発症し
た RA と誤解されがちです．確かに，JIA のなかでも RF
陽性や陰性の多関節炎などでは RA とよく似た症状を示
すことがありますが，JIA 患者さんが成人に移行しても
RA という病名に変わることはありません．

余談ですが，全身型 JIA に関しては話がやや異なりま
す．「成人スチル病（ASD）」と呼ばれる病気には，成人
発症スチル病（AOSD）と全身型 JIA の成人移行例が含
まれます．つまり，全身型 JIA を成人で発症したものが
AOSD と考えられており，両者は発症年齢が異なるだけ
で同じ病態と考えられています．

表　関節リウマチ分類基準（2020 ACR/EULAR）
1カ所以上の関節に滑膜炎（腫脹）を認め，RA以外の疾患を鑑別
する場合に以下を適用．合計スコア6点以上でRAと分類
罹患関節 （0〜5点） 点数
中・大関節に1カ所 0
中・大関節に 2 ～10 カ所 1
小関節に1～3カ所 2
小関節に 4 ～10 カ所 3
11カ所以上（小関節 1つ以上含む） 5
血清マーカー （0〜3点） 点数
RF，抗 CCP 抗体ともに陰性 0
RF または抗 CCP 抗体が低値陽性（< 正常値 3 倍） 2
RF または抗 CCP 抗体が高値陽性（≧正常値 3 倍） 3
滑膜炎の持続期間 （0〜1点） 点数
6 週間未満 0
6 週間以上 1
炎症反応 （0〜1点） 点数
CRP，ESRともに正常 0
CRP，ESRいずれかが異常 1

大関節：肩，肘，股，膝，足関節
小関節：�手関節，第2〜5指PIP・MCP関節，母指IP，�

第2〜5趾MTP関節
除外関節：第2〜5指DIP関節，母指CM関節，母趾MTP関節
Aletaha�D,�et�al�:�Arthritis�Rheum,�62�:�2569-2581,�2010より引用
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JIAは病歴と身体所見を合わせ，さらに他疾患を除
外することで総合的に診断します．

Overview

どのように診断するか？
JIA を正確に診断する単一の検査方法はありません1）．

症状や身体所見から，第 1 部 第 1 章 Q1 に記載したJIA

の分類基準に当てはまるか，他の疾患を除外できるか

を総合的に考えて診断します．JIA の診断には「診断基

準」ではなく「分類基準」が用いられます．進行した

JIA の診断は骨変形や骨破壊がみられることがあるため

それほど難しいものではありませんが，早期の診断は

専門家でも難しいことがあります．症状は患者さんご

とに多様であるため，診断の基準を決めるのはなかな

か困難です．そのため，“このような患者さんは JIA と

して分類してよいだろう”という「分類基準」を設け

て診断の際に利用しています 2）．

JIA は少なくとも6 週間以上持続する原因不明の慢性

関節炎です．しかし全身型 JIA では分類基準を見てもわ

かるように，関節炎と 2 週間以上続く発熱を呈する急

性疾患と捉えることができます．実臨床では 6 週間以

上続く関節炎がなくても診断することがあります．一

方関節型 JIA では，症状が6 週間以上持続する，つまり

慢性である必要があります．症状が 6 週間未満である

場合，JIA の初期という可能性はありますが，まず他の

疾患を鑑別する必要があります．

関節炎の評価方法ですが，まず「体が痛い」，「関節

が痛い」という訴えが，真に関節の痛みであるかどう

かを判断する必要があります．つまり痛みが関節の炎

症によるものなのか，あるいは皮膚や骨自体 ，筋肉な

どに由来するものなのか，問診と診察で評価します．そ

して関節の痛みだったときに，“関節痛”と“関節炎”

の違いを評価することが重要です．“関節痛”は「関節

が痛いという自覚症状のみ」であり，“関節炎”は「関

節の腫れや可動域制限 ，熱感・発赤などの他覚所見を

伴うもの」です 3）．

鑑別すべき疾患は？
全身型 JIA の診断には発熱と関節症状をきたす他の

疾患の除外が重要です．病初期には発熱以外の症状が

乏しいことも多く，不明熱の鑑別診断が重要です（表

1） 1）．

関節型 JIA では，関節痛・関節炎を生じうる疾患を

鑑別する必要があります（表2）．疫学としての発症年

齢 ，症状のある関節の部位や数 ，症状の持続期間や合

併する症状なども考慮することがポイントになります．

患者さんへの説明・指導の一例
「JIA で重要なことは早期診断とその確実性です．早

期診断といってもJIA は慢性，すなわち6 週間以上続く

関節炎ですので，関節炎の初期段階では診断に至らな

いことも多いです．また確実な診断のために，他の病

気でないことをきちんと確認する必要があります．」

2

第1章　若年性特発性関節炎（JIA）の基礎知識第1部

JIAの診断・鑑別すべき疾患は？

表1　全身型 JIAの鑑別すべき疾患

1） 血管炎症候群：川崎病，高安動脈炎，結節性多発動脈炎

2） 他のリウマチ性疾患：全身性エリテマトーデス，若年性
皮膚筋炎 ，混合性結合組織病 ，シェーグレン症候群 ，
ベーチェット病，急性リウマチ熱など

3） 自己炎症性疾患：家族性地中海熱，メバロン酸キナーゼ
欠乏症，TNF 受容体関連周期熱症候群（TRAPS），ク
リオピリン関連周期熱症候群（CAPS），Blau 症候群 / 若
年発症サルコイドーシスなど

4） 感染症：細菌感染症，ウイルス感染症（EBウイルス，サ
イトメガロウイルスなど），特殊な感染症（結核，Q 熱，ツ
ツガムシ病，猫ひっかき病，デング熱など）

5） 血球貪食性リンパ組織球症（HLH）：一次性 HLH，二次
性 HLH

6） 炎症性腸疾患：クローン病，潰瘍性大腸炎

7） 血液・腫瘍性疾患：白血病 ，悪性リンパ腫 ，神経芽腫 ，
キャッスルマン病など

8） 薬剤熱

文献1より改変して転載
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表2　関節型 JIAの鑑別すべき疾患

1） 感染症：化膿性，ウイルス性，反応性関節炎

2） 他のリウマチ性疾患・自己炎症性疾患：全身性エリテマ
トーデス，若年性皮膚筋炎，混合性結合組織病，シェー
グレン症候群 ，ベーチェット病 ，血管炎症候群 ，慢性再
発性多発性骨髄炎（CRMO）など

3） 悪性疾患：白血病，悪性リンパ腫，神経芽腫，骨腫瘍な
ど

4） 血液疾患：血友病など

5） 炎症性腸疾患：クローン病，潰瘍性大腸炎

6） 整形外科的疾患・骨系統疾患：ムコ多糖症 ，単純性股
関節炎，骨端症など

7） 精神・神経疾患 ，その他：神経障害性疼痛 ，心因性疼
痛，若年性線維筋痛症など

文献1より改変して転載
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全身型JIAは発熱，皮疹，関節炎を主徴とし，関
節型JIAは関節炎を主徴とします．関節炎の症状
として関節痛，関節の腫脹や圧痛，熱感，発赤，可
動域制限 ，朝のこわばりがあります．関節痛は運
動時だけでなく，安静時にも痛みを伴うことが多
いです．小児では関節痛を訴えない場合もあり注
意が必要です．

Overview

どのような症状があるか？
全身型 JIA は，発熱，皮疹，関節炎を主徴とし，し

ばしば肝腫大または脾腫大，リンパ節腫脹，咽頭痛，胸

膜炎，心膜炎を伴います（表） 1）．発熱は弛張熱または

間欠熱を呈します．皮疹はサーモンピンク疹とも呼ば

れる紅斑を呈し，典型的には発熱時に生じ，解熱する

と消退します．また関節炎については，発症初期には

認められない症例もみられるため注意が必要です．

関節型JIAは，関節炎を主徴とします．関節炎の症状

として関節痛，関節の腫脹や圧痛，熱感，発赤，可動域

制限，朝のこわばりがあげられます．小児では関節痛を

訴えない場合もあり注意が必要です．下肢に関節炎が生

じると跛行がみられ，それをきっかけに関節炎が見つか

ることもあります．関節炎が長期に及ぶと関節の変形

（骨びらん，関節脱臼／亜脱臼，骨性強直）や成長障害

が出現し，患児の生活の質（QOL）は著しく障害され

ます．関節炎による疼痛は，外傷性疾患や非炎症性疾

患と異なり，安静時にも認められます．また朝の起床

時の痛みや，着席状態など同一姿勢を保持した際の痛

みが特徴的で，こわばりを伴うことが多いです．

少関節炎では膝関節や足関節といった下肢の大関節

が罹患しやすく，多関節炎では左右対称に大関節・小

関節全体にみられます．また顎関節炎は小顎症や咬合

不全をきたすことがあります 2）．関節炎による発熱は基

本的にみられず，認めたとしても微熱程度です．

関節炎は関節にある滑膜という組織に炎症が生じま

す．滑膜のある関節は主に四肢にある関節で，手関節，

手指や足趾の関節 ，肘や肩関節 ，膝や足関節が含まれ

ます．脊椎では頚椎の環軸関節も滑膜関節になります．

一方 ，関節炎が起きにくい部位として，遠位指節間関

節（DIP 関節）があげられます 3）．

患者さんへの説明・指導の一例
「関節の炎症により，手や足の関節に腫れや痛みが生

じます．JIA の関節痛は，安静のままでいたときにも感

じることが特徴です．関節炎により，関節をかばうこ

とや，動かさなくなることで日常生活に支障が出る場

合があります．」

文 献
1 ）	「Textbook	of	Pediatric	Rheumatology,	eighth	edition」

（Petty	RE,	et	al	eds.）,	Elsevier,	2021

2 ）	「若年性特発性関節炎初期診療の手引き2015」（一般社団法
人日本リウマチ学会　小児リウマチ調査検討小委員会/編），
メディカルレビュー社,	2015

3 ）	「メディカルスタッフのための	ライフステージに応じた関節
リウマチ患者支援ガイド」（厚生労働科学研究費補助金	免
疫・アレルギー疾患政策研究事業「ライフステージに応じた
関節リウマチ患者支援に関する研究」研究班/編），2021
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JIAにおける症状について
知っておくべき知識は何か？

表　全身型 JIAの頻度と症状

徴候 頻度 症状

発熱 98 ％ 弛張熱：日差が 1℃以上で，低いとき
でも平熱には戻らない熱
間欠熱：日差が 1℃以上で，平熱の
時間もある熱

皮疹 81％ 体幹や四肢にサーモンピンク疹とも呼
ばれる紅斑を認める
典型的には発熱時に生じ，解熱すると
消退する

関節炎 88 ％ 関節痛，関節腫脹，筋痛
膝関節，手関節，足関節に多いが，頚
椎，股関節，手の小関節，顎関節な
どにも認めることがある
発症初期には認められない症例もみら
れる

肝脾腫 数％ 基本的に無症状

リンパ節腫脹 39 ％ 全身のどのリンパ節にも起こり得る

漿膜炎（心膜
炎や胸膜炎）

10 ％ 胸痛，呼吸困難など
無症状のことも多い

文献1より作成
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JIA診療で行われる血液検査は，初診時と定期受診
時で，また全身型と関節型でその意味合いや内容
が異なります．また病型診断 ，治療効果判定 ，副
作用の早期発見等に有用であり，それぞれの検査
目的を理解し，定期的に実施することが大切です．

Overview

どのような血液検査が行われるか？ 
1）初診時

診断と鑑別診断に必要な項目の検査を行います．全

身型における主な検査項目として，血算，一般生化学，

炎症の把握として CRP，赤血球沈降速度（ESR），フェ

リチン，凝固線溶系（フィブリノゲン，FDP，D ダイ

マー），関節炎の把握としてMMP-3 があります．関節

型における主な検査項目として，血算と一般生化学の

他に，病型の把握と合併症のリスク因子として，抗核

抗体（ANA），RF，抗 CCP 抗体を調べます 1）．付着部

炎関連関節炎では，遺伝因子としてHLA-B27（保険適

用外）との関連を認めるとされています．2023 年 6 月

現在，指定難病医療費助成制度において関節型 JIA の認

定には，助成対象外である付着部炎関連関節炎の除外

のために HLA 検査を行う必要があります．JIA のなか

でも少関節炎では，ANA は70 〜 80 ％で陽性となりま

す．この病型でのANA 陽性は，ぶどう膜炎のリスク因

子となるため注意が必要です．JIA における RF の陽性

率は 10 〜 35% であり，関節リウマチと比べて著しく

低いのが特徴です．一方で，健康な小児における ANA

とRF の陽性率はそれぞれ5 〜 18 ％，3 〜 8 ％と報告さ

れており，結果の解釈に注意が必要です．JIA における

抗 CCP 抗体の感度は 10 ％しかない一方で，特異度は

98 ％にも及び，JIA の診断に非常に特異性がありま

す 2）．これらの検査は診断だけでなく，骨破壊のリスク

など予後予測にも活用可能です．またJIA の診断には他

の疾患を除外することが重要であるため，その他のリ

ウマチ性疾患 ，感染症や悪性疾患などを鑑別するため

の検査を行います．治療方針の決定には，問題となる

合併症がないことを確認する必要があり，肝炎ウイル

スや結核などの感染症も確認します．

2）定期受診時
全身型と関節型 JIA ともに，疾患活動性の評価と治

療薬による副作用の監視目的で血液検査を行います．正

常値かどうかだけでなく，以前の結果と比較すること

も重要です．治療方針を決定する際には，検査値だけ

でなく，病歴や身体所見も含めた総合的な評価が必要

です 3）．

患者さんへの説明・指導の一例
1）初診時
「JIA を確実に診断するには，症状や身体所見だけで

なく，血液検査や画像検査が重要です．炎症反応や病

型の確認，関節炎のリスク評価や，JIA 以外の疾患との

鑑別にも役立ちます．」

2）定期受診時
「確実に病気がコントロールできているか，薬の副作

用が出ていないかを確認するために，定期的に血液検

査を行います．数値が正常か異常かだけではなく，デー

タの変動をみることも重要です．」

文 献
1 ）	「若年性特発性関節炎初期診療の手引き2015」（一般社団法

人日本リウマチ学会　小児リウマチ調査検討小委員会/編），
メディカルレビュー社,	2015

2 ）	「Textbook	of	Pediatric	Rheumatology,	eighth	edition」
（Petty	RE,	et	al	eds.）,	Elsevier,	2021

3 ）	「メディカルスタッフのための	ライフステージに応じた関節
リウマチ患者支援ガイド」（厚生労働科学研究費補助金	免
疫・アレルギー疾患政策研究事業「ライフステージに応じた
関節リウマチ患者支援に関する研究」研究班/編），2021
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JIA診療で行われる画像検査には，主に単純X線検
査，関節超音波検査，MRI検査があります．構造
的変化や疾患活動性の評価に用いられ，それぞれ
利点と弱点があります．

Overview

どのような画像検査が行われるか？ 
①単純 X 線検査：関節炎が遷延した結果生じる，骨

の構造的変化を捉えることができます．具体的には骨

びらん，関節裂隙の狭小化や骨破壊 ，脱臼といった骨

変形の精査に有用です．基本的には体のどの部分もそ

の日に撮影できるという簡便さや，検査自体が安価で

あることが利点です．関節や周囲の所見から関節破壊

の程度を stage ⅠからⅣまで 4 段階に分類し，病期の

進行度を評価するSteinbrocker 分類や，手関節では第

2 中手骨近位端と骨遠位端との距離を測定する carpal 

length など，関節炎のフォローに有用な指標がありま

す 1）．また疼痛部位を撮影することによって，関節炎以

外の疾患が見つかることもあり，最も簡便に汎用され

ているといえます．弱点としては，骨びらんや骨破壊

があれば診断に有用ですが，これらの所見は発症早期

にはみられないため，早期診断のツールとしての有用

性は低いです．また撮影時点での疾患活動性の評価に

は向いていません．多少の放射線被曝を伴いますが，近

年は放射線装置の改良により実効線量はかなり低く抑

えられており，悪性腫瘍のリスクは無視できる程度に

なっているといわれています．

②関節超音波検査：関節内とその周囲の構造物の微

細な変化を確認するのに適した検査です．具体的には

関節内の滑液や滑膜，腱や腱鞘，骨びらんの評価，パ

ワードップラーを用いて関節炎に伴う血流を描出する

ことができます．早期診断 ，疾患活動性 ，治療効果判

定に有用なツールです．リアルタイムでみることがで

きるため，その場で患者さんと家族からの理解が得ら

れやすいです．放射線被曝もなく手軽に行える点も優

れています．最大の弱点は画像の描出と再現性 ，画像

の評価という客観性が検査者の熟練度に依存すること，

小児では年齢や性別ごとの所見が異なり正常所見のス

タンダードが確立されていないことです．そのためあ

る程度の経験や訓練が必要となります．また評価する

関節数が増えると時間を要します 2）．

③ MRI 検査：骨や骨髄，滑液と滑膜，腱や腱鞘，筋

肉 ，軟部組織など，筋骨格系の質的・量的な評価を幅

広く，詳細に行える検査です．再現性や客観性も高い

ことが特徴で，MRI も早期診断，疾患活動性，治療効

果判定に有用です．放射線被曝もないため，小児に適

していると考えられます．弱点としては，特に年少者

では鎮静が必要になること，1 回の検査で撮影部位が限

られているため複数の関節を一度に評価することが困

難であること，高価な検査であることがあげられます2）．

患者さんへの説明・指導の一例
①単純 X 線検査：「関節炎が長期間続いた結果起こ

る，骨の変化をみることができますが，病初期では異

常を検出できないことが多いです．多少の放射線被曝

を伴いますが，近年は放射線装置の改良により放射線

量はかなり低く抑えられており，悪性腫瘍のリスクは

無視できる程度になっているといわれています．」

②関節超音波検査：「関節の炎症を評価する検査で

す．今現在関節炎があるのか，薬が効いているのかな

ど判断することができます．この検査が身体に悪影響

を与えることはありません．」

③ MRI 検査：「関節とその周囲をしっかりと調べるこ

とができます．小さなお子さんは動いてしまうため，薬

剤で眠らせて検査することがあります．磁気を用いた検

査ですので，身体に悪影響を与えることはありません．」

文 献
1 ）	「Textbook	of	Pediatric	Rheumatology,	eighth	edition」

（Petty	RE,	et	al	eds.）,	Elsevier,	2021

2 ）	「メディカルスタッフのための	ライフステージに応じた関節
リウマチ患者支援ガイド」（厚生労働科学研究費補助金	免
疫・アレルギー疾患政策研究事業「ライフステージに応じた
関節リウマチ患者支援に関する研究」研究班/編），2021
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・ JIAの疾患活動性の評価方法はその病型により異
なります．

・ 全身型JIAでは関節所見や全身性炎症所見 ，炎
症マーカー・滑膜炎マーカーの推移や画像所見
等を総合的に鑑みて疾患活動性を判定し，全身
型以外のJIAではJuvenile Arthritis Disease 
Activity Score（JADAS-27）を使用し，疾患
活動性を評価します．

Overview

寛解の指標と病型別の疾患活動性評価
JIA の疾患活動性の評価はその病型によって異なるス

コアが用いられています．

寛解を示す指標としては病型にかかわらず Wallace

らの寛解基準 2011（ACR 寛解基準）を用いることが

多く，これは①活動性関節炎を認めない，② JIA に伴う

発熱・発疹・漿膜炎・脾腫大・リンパ節腫脹を認めな

い，③ぶどう膜炎を認めない，④赤血球沈降速度（ESR）

または CRP が正常範囲である，⑤医師による全般評価

が最も良い，以上をすべて満たせば inactive disease

（ID：疾患活動性なし）とされ，さらに⑥朝のこわばり

が 15 分以内も加わると clinical inactive disease

（CID）とされます．さらに，治療を受けながらID が６

カ月以上持続する状態をclinical remission on med-

ication（CRM：治療による寛解），すべての治療を受

けずに ID が 12 カ月 以 上 持 続 する状 態 を cl in ical 

remission off medication（CR：無治療寛解）とし

ています 1，2）．

一方 ，疾患活動性の評価として，全身型 JIA におい

てはコンセンサスの得られた疾患活動性指標がまだ存

在しないため，関節所見や全身性炎症所見 ，炎症マー

カー・滑膜炎マーカーの推移や画像所見などを総合的

に鑑みて，疾患活動性を判定します．

全身型以外の JIA では疾患活動性の評価として，主

に JADAS-27 が用いられ，JIA の指定難病重症度分類

にも採用されています 3）．また，小児慢性特定疾病の申

請においても JADAS-27 が必要です．JADAS-27 の

cut off 値は，寛解が≦ 1.0，低活動性が≦ 2.0，中等

度活動性が 2.1 〜 4.2，高活動性が＞ 4.2 です．

関節リウマチ（RA）と異なる点としては，RA で一

般に使用される Disease Activity Score 28 joints

（DAS28），Simplif ied Disease Activity Index

（SDAI），Clinical Disease Activity Index（CDAI）

にて評価に用いられる 28 関節には，JIA で高頻度に所

見を認める頚椎関節（約 5 〜 20 ％）や足関節（約 25

〜 60 ％）が含まれないことがあげられます．そのため，

一般的にはこれらの評価方法をJIA 患者に使用すること

は推奨されません．

なお，JADAS-27 は日本小児リウマチ学会 HP 内の

「学会活動 - 診療支援ツール」において，自動計算可能

となっています 4）（巻末表 7 附記 3 参照）．

文 献
1 ）	 Wallace	CA,	et	al	:	J	Rheumatol,	31	:	2290-2294,	2004

2 ）	 Wallace	CA,	et	al	:	Arthritis	Care	Res,	63	:	929–936,	2011

3 ）	「難病情報センター．若年性特発性関節炎（指定難病107）」
https://www.nanbyou.or.jp/entry/3947（2023年6月閲覧）

4）	「一般社団法人	日本小児リウマチ学会 ．診療支援ツール	
JADAS-27の計算」http://www.praj.jp/activities/JADAS	
27Calc.html（2023年6月閲覧）
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JIAの治療目標は寛解です．寛解を達成するその手
段として，T2T（Treat to Target）が提唱・実
践されています．

Overview

治療目標は？ 
JIA の治療目標は寛解です．寛解とは「症状や検査異

常が消失し，安定して落ち着いた状態」のことです．

JIA は完全に治った「治癒」に至る治療方法は確立され

ておらず，基本的には治療を継続したうえで寛解の維

持を目指します．そのため治癒という表現は基本的に

は用いられません 1）．寛解を維持することで関節破壊の

進行を抑え，日常生活動作（ADL）の改善，QOL の最

大化，長期予後の改善が見込まれます 2）．

寛解は疾患活動性評価を行うことで判断します．全

身型，関節型 JIA では Wallace 基準が用いられ，関節

型では JADAS-27 なども用いられることが多いです．

詳細は第 1 部 第 1 章 Q6 を参照してください．

身体機能障害をきたさないためには，厳密な疾患活

動性の管理による早期からの寛解の達成 ，すなわちタ

イトコントロールを行う必要があります．関節リウマ

チ（RA）では，そのアプローチ方法として T2T が提

唱・実践されています 2）．

なお，全身型 JIA または関節型 JIA と診断後の治療全

体の流れを巻末図 2，3 に示します．

T2Tとは？
T2T とは，「目標達成に向けた治療」のことです．目

標値を意識した T2T により，より良い予後が得られる

ようになりました 1）．2010 年に RA で提唱された概念

ですが，2018 年にJIA でもその方向性が打ち出されて

います 3）．

T2T は「基本理念」（表1）と「リコメンデーション

（推奨／勧告）」（表2）からなります．具体的には治療
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表1　T2Tの基本理念

A 治療目標と方針は ，両親／患者と小児リウマチ診療チー
ムとの合意に基づいて決定されるべきである

B JI A は均一ではない疾患群であり，明確な治療アプロー
チが必要である

C JIA 患者の治療目標は，症状のコントロール，構造的なダ
メージの予防，合併症や薬の副作用の回避，身体機能・
成長や発達・生活の質・社会活動への参加の最適化であ
る

D これらの目標を達成するためには，炎症の抑制が不可欠
である

E 目標を維持するための全身性副腎皮質ステロイドの長期
使用は避けるべきである

F これらの目標を達成するためには，定期的な疾患活動性
の評価と，それに応じた治療の変更が重要である

文献3より引用

表2　T2Tのリコメンデーション（推奨／勧告）

1 JIA 治療の目標は，まず臨床的寛解を達成すること，す
なわち関節外症状を含む疾患活動性による臨床的徴候や
症状がない状態にすることである

2 低疾患活動性に抑えることは，特に長期罹患患者におい
て，当面の治療目標になり得る

3 治療目標の設定や，治療方法の選択・決定は，個々の患
者の特性に基づいて，両親／患者と合意のもと行われる
べきである

4 疾患活動性の評価は，複合的な指標を用いて定期的に行
い，記録しなければならない

5 評価の頻度は，JIA の病型，疾患活動性の程度，関節外
症状の有無，によって異なる．全身型 JIAで高疾患活動
性の患者では毎週，中～高疾患活動性の患者では 1～3
カ月に1回，臨床的寛解を維持している患者ではより少な
い頻度で評価する

6 すべての患者において，疾患活動性の50 ％以上の改善を
3カ月以内に，設定した治療目標を6カ月以内に達成すべ
きである．全身型 JIAで高疾患活動性の患者では，1 週
間以内の解熱を目標とする

7 治療は目標が達成されるまで調整し見直す必要がある

8 治療目標が達成されたら，それを維持する必要がある．
そのために継続的なモニタリングを行う

文献3より引用
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目標をまずは臨床的寛解としており，長期罹患患者さ

んでは低疾患活動性の達成としています．そのために

定期的かつ適切な指標を用いて治療効果判定を行いま

す．達成後はその状態を維持し続けることで，QOL を

良い状態に保つことを目指します．このような明確な

目標に向けた治療を行っていくために，患者さんと医

師がともに治療方針を決めていくことを基本理念とし

ています．

患者さんへの説明・指導の一例
「目標は寛解を達成すること，そしてそれを維持する

ことです．定期的な受診で病気の活動性を評価し，そ

の都度治療方法を見直し，相談して決めていきましょ

う．」

文 献
1 ）	「メディカルスタッフのための	ライフステージに応じた関節

リウマチ患者支援ガイド」（厚生労働科学研究費補助金	免
疫・アレルギー疾患政策研究事業「ライフステージに応じた
関節リウマチ患者支援に関する研究」研究班/編），2021

2 ）	「関節リウマチ診療ガイドライン2020」（一般社団法人日本
リウマチ学会/編），診断と治療社，2020

3 ）	 Ravelli	A,	et	al	:	Ann	Rheum	Dis,	77	:	819-828,	2018
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・ JIAの合併症として注意すべきものとして，マク
ロファージ活性化症候群（MAS）とぶどう膜炎
があげられます．

・ MASは全身型JIAの経過中に発症しうる二次性
血球貪食性リンパ組織球症であり，時間単位で
病状が悪化し，生命の危機に直結する病態です．
ぶどう膜炎は主に関節型JIAに合併し，失明の
恐れがある病態です．

Overview

主要な合併症と対応
1）マクロファージ活性化症候群（MAS）

マクロファージ活性化症候群（MAS）は全身型 JIA

の 10% 程度に合併し，うち 20% が死に至る重篤な病

態です．時間単位で病状が悪化する症例も多く，早期

診断・早期治療が求められます．治療はデキサメタゾ

ンパルミチン酸エステル（リポ化ステロイド：リメタ

ゾン®）の静脈注射や，シクロスポリン（サンディミュ

ン®）の持続静注が本邦では一般的であり（社会保険診

療報酬支払基金で適応外算定認可），重症例には血漿交

換が考慮されます 1，2）．

2）副腎皮質ステロイドによる副作用
副腎皮質ステロイドの長期使用者では骨粗鬆症や白

内障などの眼合併症に注意を要するため，骨密度の検

査や眼科診察を定期的に行う必要があります．加えて，

長期に炎症が残存している場合はアミロイドーシス（線

維化タンパクの沈着によって生じる臓器障害）の合併

も報告されており，定期的な臓器モニタリングが必要

です．

3）ぶどう膜炎
関節型 JIA の合併症についてはぶどう膜炎が重要で

す．本邦の 2016 年の調査 3）では，有病率は約 6 ％で，

少関節炎がその大半を占めました 1，2）．関節炎の活動性

とは並行せず，関節炎発症前・治療中・治療中止後の

いずれの時期にも発症するため，定期的な眼科受診が

重要であり，関節炎治療中止後も年 1 回程度の定期的

な眼科受診をすることが望まれます．本邦では巻末表 4
に示す間隔での眼科検査が推奨されています 1）．

治療の基本は副腎皮質ステロイド点眼ですが，改善

に乏しい場合はメトトレキサート（リウマトレックス®）

内服や生物学的製剤の併用を積極的に行います．生物

学的製剤はアダリムマブ（ヒュミラ®），インフリキシ

マブ（レミケード®）が有効とされ，エタネルセプト

（エンブレル®）は有効性の観点から推奨されません．保

険適用に関しては，アダリムマブのみが非感染性の中

間部，後部または汎ぶどう膜炎に適応があります．

4）その他の合併症
副腎皮質ステロイドの影響だけでなく慢性の関節炎

のために低身長や低体重などの全身の成長障害や，脚

長差 ，小顎症などの局所の成長障害を生じることがあ

ります．JIA における成長障害の機序には，インターロ

イキン（IL）-6，IL-1 β，腫瘍壊死因子（TNF）αな

どの炎症性サイトカインの成長板や骨成熟への直接ま

たは間接的な作用が含まれます．また，治療に生物学

的製剤や免疫抑制薬を使用している患者さんにおいて

は結核感染や HBV の再活性化にも注意が必要です．

文 献
1 ）	 若年性特発性関節炎（JIA）における生物学的製剤使用の手

引き	2020年版」（厚生労働科学研究費補助金	難治性疾患等
政策研究事業），羊土社，2020

2 ）	「成人診療科医のための	小児リウマチ性疾患移行支援ガイド」
（厚生労働科学研究費補助金	難治性疾患等政策研究事業），
羊土社，2020

3 ）	 森	雅亮：「小児期および成人移行期小児リウマチ患者の全国
調査データの解析と両者の異同性に基づいた全国的「シーム
レス」診療ネットワーク構築による標準的治療の均てん化．
厚生労働科学研究費補助金	難病性疾患等政策研究事業	平成
29年度	研究報告書」，pp.14-15，2018
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・ 身体機能 ，ADL の評価方法として，CHAQ
（Childhood Health Assessment Ques-
tionnaire）と日本版modified Rankin Scale

（mRS）が主に使用されています．
・ CHAQは成人で用いられるHAQに移行できる

利点をもった世界標準の方法であり，国際比較
等で有用です．mRSはJIAの指定難病重症度分
類に用いられており，本邦での特定疾患手続き
において必須の評価方法となっています．

Overview

CHAQとmRSについて
JIA の診療において，身体機能障害の客観的機能評価

方法としてCHAQ が主に用いられています．これは19

歳以下に対し使用でき，10 分以内に記載できる簡便さ

と 20 歳以降で HAQ に移行できる性質を持ち合わせた

機能評価指標です．

実際の CHAQ は 8 つの機能分類（身繕い，起床，食

事，歩行，衛生，リーチ，把持，活動）に関する30 項

目の質問事項の回答に点数をつけ，その領域の最高点

をその領域の点数とし，平均を算出して，CHAQ の点

数とします．日常生活動作を全く何の困難もなくでき

れば 0 点となります．児の年齢で一般にできないと思

われる項目は「該当しない」にチェックすることで評

価から除外されます．また，児の年齢により保護者が

記載することも可能です．

日本語版 CHAQ 改変版 2019 は日本小児リウマチ学

会 HP 内の「学会活動 - 診療支援ツール」において，ダ

ウンロード可能となっています 1）．

一方で，JIA の指定難病重症度分類においては日本版

modified Rankin Scale（mRS）が採用されていま

す 2）．この評価方法は他疾患と比較することを目的に多

くの疾患の指定難病重症度分類に採用されています．表

にこれまで関節リウマチにて一般に使用されていた

Steinbrocker の機能障害分類基準との比較を示します

（表1，表2）．

文 献
1 ）	「一般社団法人	日本小児リウマチ学会．日本語版CHAQ改変

版」http://www.praj.jp/activities/JCHAQ.html（2023年6
月閲覧）

2）	「厚生労働省．平成27年1月1日施行の指定難病．107　若
年性特発性関節炎．概要、診断基準等」https://www.mhlw.
go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/	
0000198074.docx（2023年6月閲覧）

３）	Steinbrocker	O,	et	al	:	J	Am	Med	Assoc,	140	:	659-662,	1949
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JIAにおける身体機能やADLの評価には
どのようなものがあるか？

表1　日本版modified Rankin Scale（mRS）判定基準書

modified Rankin Scale 参考にすべき点
0 全く症候がない 自覚症状および他覚徴候が

共にない状態である
1 症候はあっても明らかな障

害はない：日常の勤めや活
動は行える

自覚症状および他覚徴候は
あるが，発症以前から行って
いた仕事や活動に制限はな
い状態である

2 軽度の障害：発症以前の
活動が全て行えるわけでは
ないが，自分の身の回りの
ことは介助なしに行える

発症以前から行っていた仕事
や活動に制限はあるが，日常
生活は自立している状 態で 
ある

3 中等度の障害：何らかの介
助を必要とするが，歩行は
介助なしに行える

買い物や公共交通機関を利
用した外出などには介助を必
要とするが，通常歩行 ，食
事，身だしなみの維持，トイ
レなどには介助を必要としな
い状態である

4 中等度から重 度の障害：
歩行や身体的要求には介
助が必要である

通常歩行，食事，身だしなみ
の維持，トイレなどには介助
を必要とするが，持続的な介
護は必要としない状態である

5 重度の障害：寝たきり，失
禁状態 ，常に介護と見守
りを必要とする

常に誰かの介助を必要とする
状態である

6 死亡

文献2より引用

表2　Steinbrockerの機能障害分類基準（参考）

class Ⅰ 身体機能は完全で，不自由なしに普通の仕事が全
部できる

class Ⅱ 動作の際に1カ所あるいはそれ以上の関節に苦痛
があったり，または運動制限はあっても普通の活動
ならなんとかできる程度の機能

class Ⅲ 普通の仕事とか自分の身のまわりのことがわずかに
できるか，あるいはほとんどできない程度の機能

class Ⅳ 寝たきり，あるいは車椅子に座ったきりで，身のま
わりのことはほとんどかまったくできない程度の機能

文献3より引用
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・ JIAによる関節評価法として，医療者の診察によ
り関節所見を取る方法と各種画像による方法が
あり，両者を組み合わせることで，罹患関節の
有無，関節機能の評価をすることが可能です．

・ 各種画像の特徴，評価方法等を理解したうえで，
必要に応じた使い分けを行うことが大事です．

Overview

JIAにおける関節の診察
医療者は70 カ所程度存在する全身の関節について視

診 ，触診にて評価を行います．視診では発赤 ，腫脹の

有無，変形やアライメント（各関節や骨の並びのこと）

の確認 ，触診では熱感・腫脹・圧痛の有無に加え，可

動域制限についても評価を定期的に行います．軽度の

関節炎の場合は触診・視診のみでは陽性所見が得られ

ない可能性があるため，注意が必要です．

また，JIA で認められる所見は関節炎であり，関節痛

との区別が肝になるのですが，JIA は炎症性の病態であ

り，長時間の朝のこわばりを認める，夜間や安静時に

も痛みを認める，多関節炎の場合は左右対称性の関節

炎を認めることが多いといった特徴があります．単関

節炎の場合は化膿性関節炎との鑑別 ，左右非対称性の

関節炎の場合は乾癬や炎症性腸疾患との鑑別が重要で

す．

関節診察の要点1）

①膝関節：JIA において最も罹患の多い関節です．特

に少関節炎や RF 陰性多関節炎での罹患例が多いです．

触診では関節裂隙の直上を最も強く痛がり，膝蓋骨の

浮動を伴うことがあります．膝窩に Baker 嚢胞（関節

液を含む滑膜包が炎症に伴い，膨らんだもの）を触れ

ることもあります．

②足関節：滑膜関節では滑膜炎を生じますが，関節

液貯留は目立ちにくいです．関節可動域は足関節の底

背屈と内外反で評価します．付着部炎を基礎とする疾

患群にとってはアキレス腱や足底腱膜の付着部の圧痛

が初発症状になることは知っておいた方がよいです．

③股関節：直接診察できない関節です．膝関節の屈

曲位での開排制限の有無で股関節病変の有無を疑い 

ます．

④手関節，手指関節：RF 陽性多関節炎にて近位指節

間関節（PIP 関節）および中手指節間関節（MP 関節）

が主に罹患します．左右対称性に炎症を認めることが

多いとされています．なお，JIA では遠位指節間関節

（DIP 関節）が罹患するのはまれです．

⑤肩，肘関節：肩関節では自動的に両腕を挙上させ，

痛みや可動域制限が出ないかを確認します．肩を包み

込むように触診し，肩甲上腕関節部や肩鎖関節部に圧

痛を認める場合は肩関節炎や肩峰下滑液包炎の存在を

疑います．肘関節の診察は屈伸で関節可動域を確認し

ます．

⑥体軸関節（体幹部にある関節）：軸性関節は主に靭

帯関節で構成されており，炎症時に関節液の貯留はほ

とんどなく，腫脹は認められないため，圧痛の有無で

病変の存在を疑います．乾癬性関節炎や掌蹠膿疱症性

骨関節炎では頚椎が，その他の脊椎関節炎では腰椎や

仙腸関節の罹患が多いです．

文 献
1 ）	「小児リウマチ学」（伊藤秀一，森	雅亮/監，日本小児リウマ

チ学会/編），pp.21-25，朝倉書店，2020
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・ JIAの長期予後は病型により大きく異なります．
・ 全身型における全身発症型関節炎や関節型にお

けるRF陽性関節炎では難治な経過をたどる症例
が多いとされています．近年 ，一般に使用され
るようになった生物学的製剤使用例における長
期予後についてはまだ不明な点が多く，今後の
検討が待たれます．

Overview

JIAの病型別の長期予後についての現在の
知見について

※病型については第 1 部 第 1 章 Q1 参照
1）全身型JIA

全身型 JIA の経過は，初回のエピソードの寛解後に

寛解を維持し治癒に至るタイプ，再燃寛解を繰り返す

タイプ，疾患活動性が持続するタイプに分かれるとさ

れます．特に全身症状が落ち着いた後も多関節炎が遷

延し，関節拘縮 ，強直化 ，関節破壊に至る全身発症型

関節炎は予後が悪いとされています．2014 年の武井ら

の報告では一般的な全身型では15 年以上の経過中に約

7 割が治療を終了し，2 年以上寛解を維持できているの

に対し，全身発症型関節炎では，約 2 割の患者しか寛

解を維持していませんでした（図） 1）．

2）関節型JIA
関節型 JIA の予後は，生物学的製剤の導入により著

しく改善しました．ただし，この疾患が関節リウマチ

と大きく異なる点は，関節型 JIA は RF 陰性多関節炎や

少関節炎などの複数の病型を含む点にあります．

関節型 JIA も大きく3 つの病型に大別され，その病型

によって治療反応性は異なります．前述の武井らの報

告では RF 陰性多関節炎や少関節炎では 15 年以上の経

過中，約 5 〜 7 割の患者が治療を終了し，2 年以上寛解

を維持できているのに対し，RF 陽性多関節炎では，約

2 割の患者に過ぎませんでした（図） 1）．ただ，この報

告は生物学的製剤の使用前の時代からのものであり，生

物学的製剤使用例のみの長期予後は明らかになってい

ません．

一方 ，諸外国においては関節型 JIA に対して生物学

的製剤を使用した症例の長期成績について，総じて，約

4 割が治療なし寛解を達成できますが，約 3 割の患者で

何らかの機能障害が残っていると報告されています2，3）．

しかしながらこれらのコホート研究では，本邦にて未

承認の生物学的製剤を使用されている症例も含まれて

おり，必ずしも本邦 JIA 患者に当てはまるものではない

と思われるため，本邦におけるデータでの詳細な解析

が待たれます．

文 献
1 ）	 武井修治：日本臨床，72	増刊号3：399-403，2014

2 ）	 Rypdal	V,	et	al	:	Arthritis	Res	Ther,	20	:	91,	2018

3 ）	 Dimopoulou	D,	et	al	:	Rheumatology（Oxford）,	56	:	1928-
1938,	2017
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・ JIAの疾患，治療により身体的成長・発達および
精神的成長・発達の両方に影響が出ることが危
惧されます．

・ 医療者はこれらの影響に配慮し，JIA患者さんの
病気に対する理解の向上と共に精神的な自立を
促すよう心がけたいところです．

Overview

身体的成長・発達と心理的成長・発達への
影響1）

1）身体的成長・発達について
全身型 JIA においては副腎皮質ステロイドの投与が

プレドニゾロン換算で 5 mg/ 日を超過した状態が続い

た場合は，成長障害，骨粗鬆症由来の腰椎圧迫骨折，大

腿骨頭壊死由来の脚長差 ，付随する運動障害のリスク

が上昇します 2）．このような事態を避けるべく，可能な

限り生物学的製剤や免疫抑制薬等を併用し，副腎皮質

ステロイドの減量を試みるべきです．骨粗鬆症に対し

ては，定期的な骨密度のモニタリングや症例により食

事栄養指導によるカルシウムやビタミン D の摂取 ，荷

重的な運動の励行といった生活指導 ，活性型ビタミン

D3 製剤，ビスホスホネート製剤等の内服を検討すべき

です 2）．

関節型 JIA においては関節痛や関節機能障害により，

運動発達の遅れや行動の物理的な制限が生じるため，早

期より T2T（Treat to Target）を意識した加療を行

い，症状の進行を防ぐための努力を行うことが重要で

す．しかし，難治例などで関節痛 ，関節機能障害によ

る行動制限を認める症例については，痛みなどに由来

する行動制限や睡眠障害 ，集中力の低下に加え，頻回

の通院や痛みなどの症状のために学校などの社会生活

が他児と同様にできなくなる恐れがあります．

2）精神的成長・発達について
副腎皮質ステロイドの副反応による低身長や満月様

顔貌 ，ざ瘡 ，皮膚線条といった外見上の変化が強いス

トレスとしてJIA 患者さんを苦しませます．また，行動

制限が長期にわたり，社会生活が他児と同様に送れな

くなることも強い影響を与えます．

このことは，JIA 患者さんにとって自己肯定感の低下

につながり，アイデンティティーやセルフイメージの

発達に悪影響をもたらし，就学や就労に向けての障害

になりかねません．

また，JIA 患者さんは成長期を過剰な庇護のもとで過

ごしてしまいがちであり，そのことがJIA 患者さん自身

の疾患に対する理解が不十分かつ，治療に対し受け身

な姿勢のまま移行期を迎えかねないという危惧につな

がります．

このことが解決されない場合 ，怠薬や自己判断によ

る治療の中断といった事象に至ることもあります．症

例によっては医師だけではなく，心理的ケアとして看

護師・心理士・精神科医によるフォローアップを考慮

すべきです．

患者さんへの説明・指導のコツ
JIA の疾患や副腎皮質ステロイドなどの治療薬は，少

なからず身体的・精神的な成長に影響を及ぼす可能性

があります．治療薬の副反応を考慮し，その使用を可

能な限り短期間，最小限に抑える必要があります．

JIA 患者さんが普通の生活を送るためにはJIA の疾患

活動性をコントロールすることが重要です．JIA 患者さ

んご自身が自分の疾患や治療薬について理解し，主体

的に治療に参加することも重要です．

文 献
1 ）	「成人診療科医のための	小児リウマチ性疾患移行支援ガイド」

（厚生労働科学研究費補助金	難治性疾患等政策研究事業），
pp.30-33，羊土社，2020

2 ）	「小児科ステロイドの使い方・止め方・続け方」（稲毛康司/
編），	pp.20-26，文光堂，2019
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第
1
部

2
成長発達や小児期の定期予防接種などについて小
児科領域特有の知識も備え，その患者さんの状況
に合わせた移行支援を考えていく必要があります．
最終的に患者さんの自立性を育み，成人診療科へ
途切れることのないフォローを目指します．

Overview

小児科領域の知識
成長発達過程にある JIA 患者さん以外にも，移行期

医療が必要となるさまざまな小児慢性疾患（代謝内分

泌，循環器，腎臓，神経，血液，周産期に診断された

慢性疾患など）がありますが，共通して小児の正常発

育（成長 ，発達）については留意が必要です．発育期

は，新生児期（出生から 4 週間），乳児期（出生から 1

年），幼児期（小学校入学まで），学童期（児童期：小

学校在学期間），思春期（中学生から青年になるまで，

あるいは身長の伸びが止まるまで）に区分されます．一

般的に幼児期までは乳幼児健診 ，それ以降は学校健診

で身体的発育（成長）のフォローが行われます．

小児リウマチ性疾患患者さんでは，遷延する炎症や

副腎皮質ステロイドの長期使用により成長障害をきた

すことがありますので，成長曲線と照らし合わせて体

格を確認していく必要があります．精神的発育に関し

ては，いくつか発達検査はありますが全員が受けてい

るわけではなく，「成績はどのくらいで通常学級なの

か？」，「学校生活は他の児と同じように送れている

か？」，「仲がよい友達はいるのか？」といった簡単な

質問から始め推測します．患者さんは成長期に両親の

深い愛情と庇護のもとで過ごす傾向にあり，同年代の

健常者に比べて未熟で依存的な場合があります．

また乳幼児期から学童期には定期予防接種がありま

す（第 1 部 第 3 章 Q4 参照）が，そのときの病態や，使

用薬剤によっては接種できていない可能性もあります．

その際は，どのようにフォローされており，今後どう

していく予定なのか確認しましょう．

「移行期医療」とは？
昨今，「移行期医療」というワードが話題となってい

ます．医療の進歩のため，小児期発症の慢性疾患をもっ

ている患者さんの多くが成人期を迎えることで小児疾

患と成人疾患が併存するようになったためです．JIA を

含む小児リウマチ性疾患もこれに該当します 1）．そこで

問題となるのは，小児科診療と成人科診療の違いです．

小児科診療では特に成長発達に伴い，身体的また精神

的にも変化することや，複数の定期予防接種を必要と

すること，患者さんとかかわっていくうえで保護者や介

助者が存在することが成人科診療と大きく異なります．

実際には，これらの問題のため移行できなかったケース

も存在しており，移行期医療の知識を備えたメディカル

スタッフによるサポート体制の充実が必要です．

適切な移行期間は？
本邦における移行モデルプランは，いまだ確立され

ていません． 米 国 では「Six Core Elements of 

Health Care Transition 3.0」が方法論として挙げら

れていますが，そのなかでは 12 〜 14 歳頃を目安に移

行プランを患者さんへ提示し開始することとなってい

ます．人種や文化的な違いもあるため，本邦でもこれ

らを参考にしつつ各症例で検討していく必要があります
2）．現段階では，ウェブ上の「移行支援・自立支援情報

共有サイト」 3）に，ツールの紹介も含めたコアガイド

が報告されていますので参考になります．

移行期の目標
各患者さんに対して，かかわり方を模索し寄り添い

つつ，成人診療科への継続したフォローが必要となり

ます．長い経過を記録しておくことや，本人の自立性を

育む目的で「ミライトーク」（図）という冊子がありま

す．日本リウマチ学会ホームページ 4）からダウンロード

1

第2章　 JIA患者さんを診るうえで知っておくべき小児のライフステージに応じた知識第1部

成長発達過程，移行期にあるJIA患者さ
んを診るうえで知っておくべき知識は何か？
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できるので，一度内容を確認しておくことが望ましい

です．最終的に，「疾患名，発症年齢 / 症状，経過，治

療内容 ，合併症」を本人自身が説明できること，また

自己注射や内服を含めた薬剤の管理ができることを理

想とします 5）．

患者さんへの説明・指導のコツ
小児科診療から成人科診療にかけて幅広い知識が必

要であり，JIA 患者さんへの指導にあたっては「ミライ

トーク」の移行期チェックリストを一度確認しておく

ことが望ましいです．リウマチ性疾患以外の分野でも，

各学会からの提言やガイドラインの発表が行われてい

たり，大阪母子医療センターなどの移行期支援センター

からは，疾患別症例集という形でまとめられています

ので，他施設のメディカルスタッフでも情報が得やす

くなっています 6）．

文 献
1 ）	「成人診療科医のための	小児リウマチ性疾患移行支援ガイド」

（厚生労働科学研究費補助金	難治性疾患等政策研究事業），
羊土社，2020

2 ）	「Got	Transition.	Six	Core	Elements　of	Health	Care	Transi-
tion	3.0	Transitioning	Youth	to	an	Adult	Health	Care	Pro-
vider」https://www.gottransition.org/（2023年6月閲覧）

3）	「国立成育医療研究センター内	移行支援・自立支援事業事務
局．小児期発症慢性疾患をもつ患者のための移行支援・自立
支援情報共有サイト」https://transit ion-support.jp/
（2023年6月閲覧）

4）	「一般社団法人	日本リウマチ学会．小児・移行期医療につい
て」https://www.ryumachi-jp.com/member/pediatrics/
（2023年6月閲覧）

5）	「メディカルスタッフのための	ライフステージに応じた関節
リウマチ患者支援ガイド」（厚生労働科学研究費補助金	免
疫・アレルギー疾患政策研究事業「ライフステージに応じた
関節リウマチ患者支援に関する研究」研究班/編），2021

6 ）	「大阪府移行期医療支援センター．大阪版移行期医療・自律
自立支援マニュアル	ver.2」https://ikoukishien.com/
info/1162.html（2023年6月閲覧）

図　小児リウマチ性疾患移行支援手帳「MIRAI TALK（ミライトーク）」
文献4より転載
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第
1
部

2
就学（就労）時期においても継続したフォローを
行い，発達段階の患者さんに合わせたかかわりか
たを考えていきます．また妊娠中に使用できない
薬剤や，避妊の重要性についても理解し伝えてい
く必要があります．

Overview

医療者はどういった知識をもち，どのよう
な声かけをしていくべきか？

慢性疾患患者さんにおいて，発症したタイミングと

罹患期間 ，そして病勢や合併症によって本人のおかれ

ている状況は大きく違います．成長発達過程にある小

児患者さんに対しては，前述（第 1 部 第 2 章 Q1 参照）

のように小児科領域の知識が必要となる場合もありま

す．それ以外のポイントとしては，就学や就労 ，また

妊娠（避妊を含む）や出産についても，フォローして

いく必要があります．

就学，就労について
小児期発症の場合は，身体的合併症や薬剤による影

響 ，また治療自体の長期化により，通常の学校生活を

送れない可能性があります（第 1 部 第 3 章Ｑ 5 参照）．

入学や転校に際しては，JIA の担当医の変更が必要にな

る可能性や，入学（転校）先で十分治療が受けられる

かについても事前に確認が必要になります．就労につ

いては，状況によりますが就労支援などのサポートが

受けられる場合もありますので，情報提供できること

が望ましいです（第 1 部 第 7 章 Q3 参照）．

妊娠（避妊を含む），出産について
使用する薬剤には，妊娠中に使用できないものがあり

ます．リウマチ性疾患では，メトトレキサート（MTX；

リウマトレックス®），ミコフェノール酸モフェチル（セ

ルセプト®），レフルノミド（アラバ®），ミゾリビン（ブ

レディニン®）が主にあげられますが，特にJIAで使用

される薬剤はMTXです．また，非ステロイド性抗炎症

薬（NSAIDs）についても，胎児血流に必要な動脈管を

収縮させる可能性があり，妊娠後期（妊娠28週以降）に

は禁忌となります．今後，ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害

薬についても有効な治療として考えられていますが，そ

れについても妊娠中の安全性は確認されていません．最

低限として第1部 第4章の内容について把握しておくこ

とが望ましく，さらに患者さん自身がその重要性をしっ

かり理解しているか確認することも医療者の責務です．

最近では，基礎疾患の有無にかかわらず，将来の妊

娠のために健康管理を大切にするという「プレコンセ

プションケア」が注目されており，その充実が期待さ

れています（p.39 コラム②参照）．

また，上記の薬剤を使用している場合や，挙児希望が

ない場合，疾患活動性が高い場合，管理妊娠・分娩が求

められる場合に，避妊の知識が必要になります．確実な

避妊方法として子宮内避妊システムおよび経口避妊薬が

あげられ，その次に性感染症予防にも有効なコンドーム

の使用があります．ただし，抗リン脂質抗体症候群など

の血栓症のリスクがある場合は，経口避妊薬は禁忌とな

りますので注意してください 1）．また，本邦での性教育

において，具体的な避妊方法についての指導は体制が十

分ではありません．本人が，実際の避妊の方法や，なぜ

避妊をするのかについて知っているか，この移行期のタ

イミングで確認をするのがよいでしょう．

患者さんへの説明・指導のコツ
患者さんに学校内での生活状況や，行事についても

きいてみましょう．学業に関することや，将来の夢に

ついての話題も今後のプランを立てるうえでヒントに

なることがあります．移行期では避妊方法を含めた保

健についても確認しましょう．

文 献
1 ）	「成人診療科医のための	小児リウマチ性疾患移行支援ガイド」

（厚生労働科学研究費補助金	難治性疾患等政策研究事業），
羊土社，2020

2

第2章　JIA患者さんを診るうえで知っておくべき小児のライフステージに応じた知識第1部

ライフステージが変化するJIA患者さんに対す
る健康教育について知っておくべき知識は何か？
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内服管理と自己注射管理に加えて，他科受診や日
常生活は問題なく過ごせているか？など全般的な
声かけを行います．

Overview

日々の外来で確認しておくべき事項は 
何か？

成人診療科外来と小児科外来の違いで，まず気づく

のは計測（身長・体重）の頻度です．一般的に成長過程

の小児では，その子が順調な発育なのか，初期の段階で

確認します．そのうえ，副腎皮質ステロイド長期使用例

では成長障害や肥満をきたすため必須といえます（新生

児・乳幼児ではおむつのみ着用し測定）．また，免疫抑

制のない状況でも，かぜ症候群などの感染症は日常的で

す．体温，脈拍，SpO2 の測定を行いましょう．年齢に

よっては，内服方法（週1回の薬剤であったり，日中は

通園や通学をしていて分2の朝夕食後であったりなど）

を保護者が管理していることがあります．また，自己注

射についても指導対象が本人と親の双方であることも多

く，誰がいつ打ち，うまくできているかなどの確認が必

要です．JIAの患者さんは，ぶどう膜炎を合併し，定期

的な眼科受診が必要なケースがあります．しっかり受診

できているか，さらにその結果に問題ないかまでの確認

ができることが望ましいです．

医療者はどういった知識をもち，どのよう
な声かけをしていくべきか？

学校生活（または保育園や幼稚園生活）を主体とす

る学童期 ( または乳幼児期 ) に慢性疾患を発症すること

は，その患者さんの日常において特別な意味をもちま

す．成長発達の面で重要な時期にもかかわらず，疾患

や合併症 ，治療目的の通院自体によって，それらが制

限されるためです．医療者側は，その患者さんがどう

いった生活を過ごし，どのような診療を受けてきたの

かを知ろうとする姿勢が望ましいです．また，移行期

医療では，継続的な医療フォロー以外に，患者の自立

を促すことも目的としています（第 1 部 第 2 章 Q1 参

照）．医療者は JIA の病態や治療，予後についての知識

を備えつつ，今まで保護者と受診していた患者さんが，

成長発達とともに自立して受診できるように支えてい

く必要があります．日頃より保護者だけではなく本人

との対話を心がけることが大切です 1）．

身体的発達に加え精神的発達のフォロー
上記で述べた体格のフォローを診察前に終えておく

こと以外に，患者さん本人の精神的発達を確認してお

くことも重要です．さらに，小児慢性疾患患者では通

院期間が長期であったり，今までに複数回の入院歴が

あったり，通常の学校生活が送れず保護者に依存傾向

なケースもあります 1）．治療に際して保護者の助けが必

要不可欠な時期もありますが，医療者が携わる移行期

では患者さんの自立を促していくことが重要です．

在宅自己注射指導に関する配慮
JIA 患者さんの治療では，生物学的製剤を自己注射す

る場合があります．主な指導内容に関しては関節リウ

マチの場合と同様で，自宅ではしっかり投与できてい

るか？ 薬剤の保管はできているか？ などの確認を行い

ます．在宅自己注射指導に関する詳細に関しては第 1 部 
第 4 章 Q6 を参照ください．

患者さんへの説明・指導のコツ
まずは外来受診を繰り返すなかで本人の理解度や生

活状況を確認しましょう．医師，看護師，理学療法士，

栄養士など多職種で情報共有し接していく体制が望ま

れます．

文 献
1 ）	「成人診療科医のための	小児リウマチ性疾患移行支援ガイド」

（厚生労働科学研究費補助金	難治性疾患等政策研究事業），
羊土社，2020

1

第3章　JIA患者さんのケアにおいて知っておくべき知識第1部

定期受診時に必要なケアは何か？



37若年性特発性関節炎患者支援の手引き

第
1
部

3

JIA患者さんが体調不良を訴えた場合，JIAの病勢
悪化 ，感染症 ，薬の副作用を念頭に置き，なるべ
く早期に受診を勧めます．

Overview

体調不良の訴えがあった際にまずすべき
ことは何か

JIA 患者さんの体調不良の原因として，JIA の病勢悪

化や合併症によるもの，感染症 ，薬の副作用などを考

える必要があります．また，思春期・青年期の患者さ

んでは，病気のことに加え，就学，就労，生活にかか

わる問題 ，経済問題などの悩みを抱えていることが多

く1），心理的負荷がかかり体調不良を訴える場合もあり

ます．まずは患者さん自身 ，もしくは保護者に，いつ

からどのような症状が出たか，周囲で感染症が流行し

ていないかどうか，薬を処方通りに使用できているか，

などを問診して確認します．

どういった場合に受診を勧めるか
JIA 患者さんが発熱した場合，まずは感染症の可能性

を考えます．JIA では MTX（リウマトレックス®），副

腎皮質ステロイド，生物学的製剤などの免疫抑制作用

のある薬を使用している例が多く，感染症が重症化す

るリスクが高いと考えられます．発熱の原因を調べる

必要があるためなるべく早期の受診を勧め，受診の際

にまずは体温・脈拍・酸素飽和度を測定して評価しま

す．特に生物学的製剤のうち，IL-6 阻害薬であるトシ

リズマブ（アクテムラ®）の使用例では，発熱などの症

状や炎症反応の上昇が目立たないまま感染症が重症化

してしまうことがあります．咳嗽や倦怠感など普段と

異なる症状がある場合も受診の相談をするよう，事前

に指導しておくことが大切です．

治療薬を減量している際，JIA 自体の病勢悪化により

体調不良を訴える場合もあります．全身型 JIA では発

熱，関節型 JIA では関節症状を主訴として相談されるか

もしれません．治療薬の再増量 ，薬剤の変更等が必要

となるため，早期の受診を勧めます．また，移行期の

JIA においては，病勢悪化の多くが怠薬によることが示

されています 2）．特に副腎皮質ステロイドを急に中断し

た場合は，急性副腎不全（副腎クリーゼ）を生じる可

能性があるため注意が必要です．急性副腎不全の症状

は，全身倦怠感，無気力，食思不振，悪心，嘔吐，腹

痛，関節痛，発熱などが認められ，進行すると低血圧，

ショックなど致死的になることもあります．

JIA では治療薬として多種類の薬剤を使用しているこ

とが多く，いずれの薬剤にも注意すべき副作用があり

ます．治療薬の副作用による体調不良が疑われる場合

に関しても，薬の調整が必要となるため受診を勧めま

す．各治療薬の副作用の詳細に関しては第 1 部 第 4 章
を参照してください．

前述のように，思春期・青年期の JIA 患者さんでは

心因的な要素も絡み，体調不良を生じて不登校や引き

こもりにつながってしまう場合もあります．小児科医

や成人診療科医 ，看護師に加え，児童精神科医や臨床

心理士などの介入 ，また生活にかかわる問題を解決す

るための相談や支援対応を案内していくことも問題解

決に向けて重要と考えられます 1）．

患者さんへの説明・指導のコツ
発熱や関節症状が強くなる場合は，早めに受診の相

談をするように指導しましょう．

文 献
1 ）	「成人診療科医のための	小児リウマチ性疾患移行支援ガイド」

（厚生労働科学研究費補助金	難治性疾患等政策研究事業），
羊土社，2020

2 ）	「メディカルスタッフのための	ライフステージに応じた関節
リウマチ患者支援ガイド」（厚生労働科学研究費補助金	免
疫・アレルギー疾患政策研究事業「ライフステージに応じた
関節リウマチ患者支援に関する研究」研究班/編），2021
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JIAでは治療薬による免疫抑制のため，感染症が重
症化するリスクが高いです．基本的な感染予防策
を励行し，感染症罹患時は日和見感染症を含め適
切に対応する必要があります．

Overview

感染症への基本的対策
JIA ではMTX（リウマトレックス®），副腎皮質ステ

ロイド，生物学的製剤などの免疫抑制作用のある薬を

使用している例が多く，感染症が重症化するリスクが

高いと考えられます．そのため普段から手洗い，手指

消毒，3 密（密閉・密集・密接）時のマスク着用などの

感染予防対策を励行することが重要です．また，JIA で

は副腎皮質ステロイドの影響により肥満を呈している

場合があります．肥満は感染症悪化のリスクとなるた

め，適切な体重を維持するように指導します 1）．ワクチ

ンの接種に関しても，小児の定期スケジュール通りに

接種できているかどうか確認します（第 1 部 第 3 章 Q4
参照）．感染症罹患時の JIA 治療薬の休薬，継続に関し

ては第 1 部 第 4 章 Q8 を参照してください．

注意すべき感染症とその対策
細菌性肺炎：JIA 治療中に注意すべき感染症の1 つで

す．咳嗽，膿性痰，発熱，食思不振，全身倦怠感など

の全身症状を伴います．すべての感染症に共通するこ

とですが，生物学的製剤のうち，IL-6 阻害薬であるト

シリズマブ（アクテムラ®）を投与されている例では，

発熱や炎症反応の上昇が目立たずに経過することがあ

るため注意が必要です．

ニューモシスチス肺炎：日和見感染症の1 つです．細

胞性免疫の抑制によりPneumocystis jirovecii が感染

することにより発症し，発熱 ，乾性咳嗽 ，呼吸困難の

症状を呈します．胸部 X 線検査，適宜血中β -D グルカ

ンの測定を行い評価し，必要に応じてST 合剤の予防内

服を検討します 1）．

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）：免疫不

全者で重症化するリスクがあるため，前述した基本的

な感染予防策を遵守することが重要です．発熱や呼吸

器・消化器症状の他 ，嗅覚・味覚の異常を訴える場合

があります．小児 COVID-19 の大部分は対症療法で軽

快し特異的な治療を要しませんが，肺炎合併例や，肥

満など重症化のリスク因子がある例では抗ウイルス薬

やモノクローナル抗体が投与される場合があります．

結核：小児期の結核は周囲で生活を共にする成人結

核症例からの感染が大部分を占め，特にBCG 接種前の

乳児期で重症化する場合があります．微熱や長引く咳

嗽 ，血痰などの症状に注意します．結核既往者との接

触歴や BCG 接種の有無を聴取し，MTX や生物学的製

剤による治療開始前には結核感染の有無をスクリーニ

ングします 2）．

B 型肝炎：倦怠感 ，嘔気 ，黄疸などの症状がみられ

ます．免疫抑制によるウイルスの再活性化により致死

的となる可能性があるため，MTX や生物学的製剤によ

る治療開始前に B 型肝炎ウイルスのスクリーニングを

行うことが推奨されています 2）．

麻疹 ，水痘・帯状疱疹：免疫不全者では重症化リス

クが高く致死的となる可能性があるため，治療開始前

に麻疹ウイルスおよび水痘・帯状疱疹ウイルス（VZV）

に対する抗体価を確認しておきます．麻疹では発熱や

呼吸器症状がみられた後，全身性の皮疹（丘疹，紅斑）

が出現します．水痘・帯状疱疹では皮疹（丘疹，紅斑，

水疱 ，痂皮）や皮膚の疼痛などの症状に注意して観察

します．免疫抑制中にVZV の濃厚接触者となり重症化

が予想される場合は，抗ウイルス薬の予防投与（適応

外使用）を行う場合があります 3）．また，治療中に水痘

や帯状疱疹を発症してしまった場合は，発症時の易感

染性の程度に応じて抗ウイルス薬の投与を検討します3）．

3
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患者さんへの説明・指導のコツ
JIA では治療薬により易感染状態となり，感染症罹患

時に重篤化するリスクが高いです．手洗いやマスクの

着用などの基本的な感染予防策を継続しつつ，感染症

が疑われる場合には早めに受診の相談をするように指

導しましょう．

文 献
1 ）	「メディカルスタッフのための	ライフステージに応じた関節

リウマチ患者支援ガイド」（厚生労働科学研究費補助金	免
疫・アレルギー疾患政策研究事業「ライフステージに応じた
関節リウマチ患者支援に関する研究」研究班/編），2021

2 ）	「関節リウマチにおけるメトトレキサート（MTX）使用と診
療の手引き2023年版」（日本リウマチ学会MTX診療ガイド
ライン小委員会/編），羊土社，2023

3 ）	「若年性特発性関節炎	初期診療の手引き2015」（一般社団法
人日本リウマチ学会	小児リウマチ調査検討小委員会/編），
メディカルレビュー社,	2015

コラム② プレコンセプションケアとは
2012 年に世界保健機関（WHO）が，「妊娠前の女性

とカップルに医学的・行動学的・社会的な保健介入を行
うこと」をプレコンセプションケアと提唱し，国際的に
取り組みが推奨されるようになりました 1）．プレコンセ
プションケア（preconception care）のプレ（pre）
は「～より前の」，コンセプション（conception）は

「妊娠・受胎」のことで，「妊娠前の健康管理」を意味し
ます．

具体的には，妊娠前から女性とそのパートナーに対し
て，妊娠・出産・性感染症・不妊に関する教育および相
談支援を行いながら，健康な生活習慣を身につけること
ができるようサポートしていきます．最近では，国の事
業として「性と健康の相談支援に向けた手引書」2）が公
開され，有識者のヒアリング（第 1 回 2021 年 5 月 20
日）がはじまりました．今後は本格的に各自治体で体制
整備がはじまると予想されます．すでにいくつかの医療
機関においては，慢性疾患の患者さんおよびそのパート
ナーに対して，疾患に応じたより個別性の高いプレコン
セプションケアが行われています．

JIA 合併妊娠においては，早産および低出生体重児の
リスクが高いことが指摘されています 3）．母体のリスク
に関しては，妊娠前の JIA 疾患活動性が高いと妊娠中に
再燃する可能性が高くなります 4）．また，JIA の治療薬

のなかには催奇形性のリスクが指摘されている薬剤があ
り，服用を継続する場合は確実な避妊が必要となり，妊
娠を希望する場合には治療の変更が必要になります．そ
のため，JIA 患者さんはパートナーとともに，可能な限
り早期にプレコンセプションケアを通じて JIA 合併妊娠
の理解を深め，計画的に妊娠することが重要です．JIA
患者さんが妊娠を希望される場合には，その希望を主治
医に伝え，妊娠計画に沿った治療薬の変更と疾患活動性
の管理を行っていく必要があります．

文 献
1 ）	「Preconception	care	-	World	Health	Organization」，2014
	 https://apps.who.int/iris/handle/10665/205637（2023

年6月閲覧）

2）	「性と健康の相談支援に向けた手引書」（令和3年度	子ど
も・子育て支援推進調査研究事業	プレコンセプション体制
整備に向けた相談・研修ガイドライン作成にむけた調査研
究），2021

	 h t tps : / / sukoyaka21.mh lw.go . jp/wp-conten t/
uploads/2022/07/jp-hc-preconceptioncaretebiki.pdf
（2023年6月閲覧）

3）	 Chen	JS,	et	al：Rheumatology	(Oxford),	52：1119-
1125,	2013

4 ）	 Gerosa	M,	et	al：Ther	Adv	Musculoskelet	Dis,	14：
1759720X221080375,	2022
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小児期の定期予防接種ができているか？ また感染
歴などの確認を行います．

Overview

小児のワクチン接種
基本知識として，ワクチンは生ワクチン，不活化ワ

クチン，トキソイド，mRNA ワクチンに分けられます．

また，小児領域では公費で接種できる定期接種（一部

で自己負担）と任意接種に分けられます．そして，そ

れぞれのワクチンにおいて接種方法（投与回数や投与

間隔）が異なるため，それに注意して投与スケジュー

ルを計画していきます．各地域や施設で違いはありま

すが，概ね小児科学会推奨のワクチンスケジュール（図）

に類似したタイミングでの接種が一般的です．多くの

定期接種は12 歳までには終了し，中学 1 年生の時点で

ヒトパピローマウイルス（HPV）ワクチンが適応となっ

てきます．移行期のタイミングでは，HPV ワクチンを

含めた定期接種を終了できているかの確認を行いましょ

う 1）． 

ワクチン接種の可否について
生ワクチンに関しては注意が必要です．副腎皮質ス

テロイドまたは免疫抑制薬 ，生物学的製剤などの使用

中は原則禁忌となります．欧米のガイドラインでは，副

腎皮質ステロイドは，1 日に体重 1 kg あたり1 mg，体

重 10 kg を超える場合は 20 mg を 14 日以上内服した

場合に，抗体産生能が低下するとされています．JIA の

治療前に麻疹 ，水痘の抗体価を確認し，場合によって

は生ワクチン接種を行った後に JIA の治療を開始しま

す．治療後でも，生ワクチンを接種できなかった症例

に関しては情報の共有が必要であり，感染に注意する

必要があります 2）．一方、不活化ワクチンについては，

有効性が落ちる可能性はありますが、概ね安全に投与

でき、感染症予防として積極的に接種が推奨されます．

季節性インフルエンザワクチンについて
不活化ワクチンに含まれます．多くの年齢層におい

て毎年流行前に接種することが一般的ですが，リウマ

チ性疾患および副腎皮質ステロイドや免疫抑制薬投与

中の患者さんに関しても，インフルエンザ重症化の危

険があるため積極的に接種すべきです．病勢コントロー

ルがついておらず，季節性インフルエンザワクチンが

接種できない場合は，同胞児（兄弟や姉妹）を含めた

家族の接種を勧めていくことも重要です 1）．

新型コロナワクチンについて
新型コロナワクチン接種に対しての考え方は，成人

領域では米国リウマチ学会（American College of 

Rheumatology：ACR）と欧州リウマチ学会（Euro-

pean Al l iance of Associat ions for Rheuma-

tology：EULAR）のガイダンスを元に勧められていま

す．接種による有害事象よりも新型コロナウイルス感

染の発症および重症化を抑えるメリットの方が大きい

と考え，日本リウマチ学会としても新型インフルエン

ザワクチンと同様に副腎皮質ステロイドをプレドニゾ

ロン換算で 5 mg/ 日以上または免疫抑制薬，生物学的

製剤，JAK 阻害薬のいずれかを使用中の患者さんは他

の人たちよりも優先して接種した方がよいとしていま

す3）．小児科領域でも同様に，日本小児科学会の見解か

ら新型コロナウイルス感染重症化リスクが高い基礎疾

患のある小児に対しては，重症化予防効果の観点から，

年齢にかかわらず接種を推奨しています．

患者さんへの説明・指導の一例
「インフルエンザワクチンや新型コロナワクチンでは，

病状が安定している限り積極的な接種が勧められてい

ます．医師へ早めに確認を行い，ワクチン接種を行い

ましょう．」

4
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（次ページへつづく）

ワクチン 種
類

乳児期 幼児期 学童期／思春期

生
直
後

6
週

2
カ
月

3
カ
月

4
カ
月

5
カ
月

6
カ
月

7
カ
月

8
カ
月

9
〜
11
カ
月

12
〜
15
カ
月

16
〜
17
カ
月

18
〜
23
カ
月

2
歳

3
歳

4
歳

5
歳

6
歳

7
歳

8
歳

9
歳 10歳以上

インフルエンザ菌
b型（ヒブ）

不
活
化

① ② ③ ④
（注1）

肺炎球菌
（PCV13）

不
活
化

① ② ③ ④ （注2）

B型肝炎

ユニ
バ
ー
サ
ル 不

活
化

① ② ③ （注3）

母
子
感
染
予
防

① ② ③

ロタウイル
ス

1
価

生

① ②
（
注
4
）

5
価 ① ② ③

（
注
5
）

4種混合
（DPT-IPV）

不
活
化

① ② ③ ④（注6） （7.5歳まで）

3種混合
（DPT）

不
活
化

① ② ③ ④（注6）
（7.5歳まで）

⑤
（注7）

⑥11〜12歳
（注8）

2種混合
（DT）

不
活
化

11歳
① 12歳

ポリオ（IPV）
不
活
化

① ② ③ ④（注6）
（7.5歳まで）

⑤
（注9）

BCG 生 ①
麻疹，風疹混
合（MR） 生 ① ②

（注10）
水痘 生 ① ② （注11）

おたふくかぜ 生 ① ②
（注12）

日本脳炎
不
活
化

①
② ③ （7.5歳

まで） ④9〜12歳

インフルエンザ
不
活
化

毎年（10月，11月などに）①② 13歳より①

ヒトパピ
ローマ�
ウイルス
（HPV）

２
価
、４
価

不
活
化

（注13） 小6
中1

①②③
（注14）

中2〜高1
（
注
15
）

９
価

不
活
化

（注13） 小6
中1
①②

（注14）
中2〜高1

（
注
15
）

図　日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール（2023 年 4月1日版）
定期接種の推奨期間　　 定期接種の接種可能な期間　　 任意接種の推奨期間　　 任意接種の接種可能な期間
添付文書には記載されていないが，小児科学会として推奨する期間　　 健康保険での接種時期

（注1）④は12カ月から接種することで適切な免疫が早期に得られる．1歳をこえたら接種する
（注2）�任意接種のスケジュールは日本小児科学会ホームページ「任意接種ワクチンの小児（15歳未満）への接種」を参照�

http://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=316
（注3）乳児期に接種していない児の水平感染予防のための接種，接種間隔は，ユニバーサルワクチンに準ずる
（注4）計2回，②は，生後24週までに完了すること
（注5）計3回，③は，生後32週までに完了すること
（注6）③〜④は6カ月以上あけ，標準的には③終了後12〜18カ月の間に接種
（注7）�就学前児の百日咳抗体価が低下していることを受けて，就学前の追加接種を推奨．2018年度感染症流行予測調査による小児の年齢別

の百日咳の抗体保有状況では，抗PT抗体価�10�EU/mL以上の保有率は，9歳で30％未満�
https://www.niid.go.jp/niid/ja/y-graphs/8788-pertussis-yosoku-serum2018.html
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文 献
1 ）	「成人診療科医のための	小児リウマチ性疾患移行支援ガイド」

（厚生労働科学研究費補助金	難治性疾患等政策研究事業），
羊土社，2020

2 ）	「若年性特発性関節炎初期診療の手引き2015」（一般社団法
人日本リウマチ学会	小児リウマチ調査検討小委員会/編），
メディカルレビュー社，2015

3 ）	「一般社団法人	日本リウマチ学会 ．新型コロナウイルス
（COVID-19）・ワクチンについて」https://www.ryuma-
chi-jp.com/information/medical/covid-19/（2023年6月
閲覧）

4）	「公益社団法人	日本小児科学会．日本小児科学会が推奨する
予防接種スケジュール」https://www.jpeds.or.jp/modules/
activity/index.php?content_id=138（2023年6月閲覧）

（注8）百日咳の予防を目的に，2種混合の代わりに３種混合ワクチンを接種してもよい
（注9）ポリオに対する抗体価が減衰する前に就学前の接種を推奨
（注10）小学校入学前の1年間
（注11）水痘未罹患で接種していない児に対して，積極的に2回接種を行う必要がある
（注12）予防効果を確実にするために，2回接種が必要である
（注13）2価ワクチンは10歳以上，4価ワクチンと9価ワクチンは，9歳以上から接種可能
（注14）�標準的な接種ができなかった場合，定期接種として以下の間隔で接種できる（接種間隔が3つのワクチンで異なることに注意）�

・2価ワクチン:�①〜②の間は1カ月以上，①〜③の間は5カ月以上，かつ②〜③の間は2カ月半以上あける�
・4価ワクチン:�①〜②の間は1カ月以上，②〜③の間は3カ月以上あける�
・9価ワクチン:�①〜②の間は1カ月以上，②〜③の間は3カ月以上あける

（注15）�積極的勧奨差し控えの期間に接種できなかった平成9〜17年度（1997〜2005年度）生まれの女性に対して，令和4〜6年度
（2022〜2024年度）の3年間に限り，キャッチアップ接種が可能である

文献4より転載．予防接種スケジュールは随時改訂されるため，最新のものをご確認ください

（前ページからのつづき）
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学校生活は小児期/思春期の日常において大半を占
めていることが多く，移行期医療に必要な自立心
を育むのに重要です．

Overview

学校生活における配慮
移行期にあたる学童期は，勤勉性，アイデンティティ

の獲得 ，人間関係の構築 ，親からの自立といった過程

が育まれます 1）．これらは，その後の治療成功のために

も重要な要素です．疾患活動性が高い時期を除いて，基

本的には学校へ積極的に行ってもらい，体育 ，部活動

などを含めた行事にも参加してもらいます．場合によっ

ては，担当教諭や養護教諭などの学校関係者の協力が

必要になることがあります．疾患について理解しても

らうため，ある程度の病状説明を行っておくことが望

ましいです．学校への診療情報提供書の作成や，学校

生活管理指導表の活用 ，意見書の作成などの方法があ

ります．例えば，副腎皮質ステロイドの副作用により

外見上の変化をきたし，いじめや不登校へと進展する

ことも予想されますし，それが原因で怠薬につながる

可能性もあります．その他には，登校と校舎内の移動

をサポートする体制についても確認しておきましょう．

同じように他児との差がある場合には，周囲にどのよ

うに理解してもらうかも重要です．

長期にわたる入院加療が必要となった場合は，院内

学級制度の活用と転籍など必要な手続きについて事前

に確認しておく方が望ましいです．高等学校は義務教

育ではないため，単位の取得や復学の可否についても

調べておかなければならない場合もあります．

その他の日常生活における配慮
学校生活だけではなく，日常生活でも感染症に注意

するように説明しましょう．状況次第ではマスクの着

用を行い，手洗いや不活化ワクチン接種などによる感

染対策を行っておく必要があります．使用薬剤によっ

ては，発熱などの感染徴候を確認できにくくなるため，

その点についても本人含め皆で理解しておくことも重

要です．また，運動についてもむやみに制限を行う必

要はありません．自宅での運動は必要最低限の筋力や

安定性を得るために重要です．自宅外の一般的な活動

には参加し，関節痛があるときや腫れたときには自ら

運動を中止する判断ができるようになることも大切で

す．関節への負担が少ない運動としては，水泳や自転

車などがあげられます．副腎皮質ステロイド内服例で

は，肥満や骨粗鬆症の予防が必要となります．適度な

運動に加え，本人や保護者に対して栄養指導が必要に

なる場合もあります．

患者さんへの説明・指導のコツ
可能な範囲で学校生活や行事には参加するよう勧め

ましょう．適度な運動は，むしろ効果的です 2）．JIA の

担当医 ，リハビリテーション科や整形外科と症状を相

談しながら行っていきましょう．

文 献
1 ）	「成人診療科医のための	小児リウマチ性疾患移行支援ガイド」

（厚生労働科学研究費補助金	難治性疾患等政策研究事業），
羊土社，2020

2 ）	「メディカルスタッフのための	ライフステージに応じた関節
リウマチ患者支援ガイド」（厚生労働科学研究費補助金	免
疫・アレルギー疾患政策研究事業「ライフステージに応じた
関節リウマチ患者支援に関する研究」研究班/編），2021
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JIA患者さんの口腔ケアでは，虫歯（う蝕）や歯周
病，その他の感染症のリスクだけでなく，成長過程
や病状，薬剤の影響も考慮する必要があるため歯科
とも連携しながら支援していくことが大切です．

Overview

注意すべき口腔内疾患
口腔内で一般的な疾患としては，虫歯と歯周病があ

ります．虫歯は，細菌が食物を分解してできた酸で歯

が溶ける（脱灰）病気です．脱灰の予防には唾液が重

要で，食渣の洗浄や消化作用 ，抗菌作用以外に，脱灰

部分にカルシウムを沈着させ再石灰化を促す作用があ

ります 1）．一方，歯周病は歯と歯肉の間にできた歯周ポ

ケットの中で歯周病菌が炎症を引き起こし，歯を支え

る歯肉や歯槽骨など歯周組織が侵される感染症です．両

者とも無治療で放置すると，感染性心内膜炎などの他

の重症疾患を引き起こす場合もあります．リスク要因

としてはストレス，糖尿病 ，肥満 ，免疫抑制作用のあ

る薬剤などがあります 1）．免疫抑制作用のある薬剤は口

腔カンジダ症や，上記の口腔感染症を重篤化させるリ

スクもあり，特に，副腎皮質ステロイドは炎症を抑え

る作用もあるため歯周病でも歯肉の腫れや痛みが現れ

にくいこともあり注意が必要です．

また小児期の歯周疾患としては，口腔内の衛生状態

不良や歯列不正などが原因となる不潔性歯肉炎や萌出

性歯肉炎がよくみられます 2）．

口腔ケアの実践
口腔ケアの基本として，①口腔内の観察 ，②口腔内

の症状の確認，③自立度を確認することが重要です．口

腔内の観察では舌苔や歯垢の付着 ，粘膜の発赤や口内

炎，歯肉の腫脹・発赤，開口障害，口臭の有無など，症

状の確認では痛みやしみる，ピリピリするなどの自覚

症状がないか，自立度は歯磨きやうがいなどがどの程

度できるかの確認が必要です．関節痛やこわばりで歯

ブラシを上手く使えない場合は小児用の電動歯ブラシ

なども考慮するとよいでしょう．歯垢がたまりやすい

歯間部（歯と歯の間）や歯頚部（歯と歯肉の境界）に

は歯間ブラシでの歯磨きが有効です．

小児の口腔ケアについては，新生児～歯牙萌出前ま

での間は柔らかいガーゼを水で湿らせ，口腔粘膜全体

を拭い取る方法が基本となります．歯牙萌出後に歯ブ

ラシを使う場合でも硬い歯ブラシは歯肉を傷つけるの

で使用しないでください．永久歯では，特に第一大臼

歯は臼歯部の咬合面に汚れが溜まりやすく，虫歯にな

りやすいです．乳歯でも永久歯でも，歯牙萌出後は虫

歯のリスクを抑えることが重要で，特に歯頚部 ，咬合

面 ，隣接面に注意し歯磨きをする習慣をつけることが

大切であり，隣接面はデンタルフロスや歯間ブラシ等

が有用です．

JIAによる歯科問題
JIAの患者さんでは，手指関節炎による歯磨きへの影

響以外に，顎関節の炎症や関節破壊が起こり開口障害，

咬合不全，下顎の後退を生じることがあり，それらが口

腔ケアや歯科治療の妨げになる可能性もあります．治療

薬剤の影響以外に，それらの病状確認をしつつ，歯ブラ

シや歯磨剤の選択や磨き方の指導も含め歯科に相談する

ことが必要と考えられます．（p.46 コラム③参照）

患者さんへの説明・指導のコツ
歯磨き行動は習得すべき必要のある日常生活動作の

1 つです．発達段階や能力を把握しながら，発達に見

合った支援（声かけ，手を添える，手本を示す，など）

を行い，正しい歯磨きの習慣を身につけられるように

支援します．子供が 1 人できちんと磨けるようになる

までは，磨き残しがないか確認し，仕上げ磨きを行う

ことが重要です．

文 献
1 ）	「歯周治療のガイドライン2022」（特定非営利法人	日本歯周

病学会/編），医歯薬出版株式会社，2022

2 ）	 楊秀慶,	鈴木淳子：難病と在宅ケア，14：62-68，2008
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JIAでは罹患関節の変形を生じることがあり，特に
足部が変形した場合は日常生活動作（ADL）や生
活の質（QOL）の低下につながります．感染症の
発生予防や早期発見 ，関節保護を行い，ADL，
QOL向上のためにさまざまな観察や指導，各科と
の連携を行うことが必要です．

Overview

真菌感染症（白癬等）の機序と注意する
ポイント

JIA においても関節リウマチ同様，関節の変形をきた

すことがあります（図1）．関節の変形や易感染により，

手入れが十分にできず，足部を清潔に保てない場合や，

合わない靴を履き傷ができ，そこに絆創膏を巻いたま

まで皮膚がふやけてしまった場合 ，角質内のケラチン

を好む白癬菌が繁殖し足白癬・爪白癬を引き起こし 

ます．

足趾の爪甲は1 カ月に1 ～ 2 mm しか伸びないため，

爪が生え変わるまで 1 年間要します．すなわち足趾が

爪白癬に罹患すると長期間の治療を要し，爪の強度が

低下することで足趾に上手く荷重をかけられなくなり，

歩行バランスの障害をもたらします．

そうならないためにも発症予防が必要になります．白

癬菌は，足の裏や，湿った床面のような場所が温床と

なり増殖します．感染者が裸足のまま歩いたところを

他の人が歩いたらうつる可能性があるということです．

予防には白癬菌が好む環境を作らないように，爪と

その周囲を清潔な状態に保つことが大事です．白癬菌

は24 時間以上かけて角質層内に侵入します．その前に

予防をすれば罹患率は歴然と下がります．

具体的には，爪を伸ばしすぎず（逆に切りすぎは陥

入爪の原因となりうるため，適度に切ることが大切で

す），毎日足を洗うことが重要です．また，入浴後は足

趾間や爪の間をしっかり乾燥させ，家族に白癬のある

方がいる場合には同じ足拭きマットなどを使用しない

こと，吸湿性・速乾性のある靴下を履くこと，角化を

もたらす機械的刺激（サンダルの使用や擦過刺激）を

避けることにも注意します．JIA の患者さんでは，手の

変形や下肢の可動性の低下により十分に爪の手入れが

できない方もいますので，確認を行うことが必要です．

白癬を疑ったら，早期に皮膚科を受診し，顕微鏡によ

る診断，早期治療介入を行うことが大切です．

胼胝，鶏眼，巻き爪，足部痛の原因と
確認ポイント

足部や足趾の変形や骨の成長障害は，足部アーチ低

下（開張足 ，扁平足など）をきたし，足部の荷重バラ

ンスが不安定となります．足部荷重の不良（図2）は，

一部分への荷重が強くなることで胼胝（図3）や鶏眼，

巻き爪の原因となることに加え，バランスが悪くなる

ことで痛みが出現しやすく，姿勢や歩行に影響を及ぼ

します（図4）．

その他 ，履物の影響も胼胝や巻き爪 ，痛みを増強さ

せる要因になります．サイズが合わずゆるい靴では，靴

の中で足が動き擦れることで胼胝 ，巻き爪を増強させ

ます．また，靴の踵が極端に減った靴は，身体の崩れ

が起きやすく痛み変形を増強させる原因になることが

7
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図1　足部状況
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多いです．

姿勢 ，歩行に影響を及ぼさないようにするため，定

期的に足部の観察（胼胝，巻き爪，赤み，変形，痛み）

を行うことが大事です．胼胝や鶏眼出現時には，処置

対応とともに靴のサイズチェックを実施し，足部アー

チ低下や痛みに対しては靴型装具 ，インソールの作製

やサポーターの処方が効果的なことが多いため整形外

科との連携が大切です．

また，足部荷重のバランスが悪い原因に関節の可動

性の低下や筋力バランスが悪いことも多く認めるため，

理学療法士との連携も大切です．

患者さんへの説明・指導のコツ
本人を含め①足部の定期的な観察 ，②爪 ，爪周囲の

清潔保持 ，③履物の観察を行い，多職種で情報共有し

連携をしていく体制が必要です．

文 献
・ 	「足爪治療マスターBOOK」（高山かおる，他/編），全日本病

院出版会，2020

図2　足部荷重不良
左4-5骨頭下に過荷重

左 右

図3　胼胝
左4-5骨頭下に胼胝形成

図4　立位崩れ
左足首外側への崩れ

コラム③ BP製剤による顎骨壊死
ビスホスホネート（BP）製剤を服用中の患者さんで

は，抜歯など歯科治療などを契機に顎骨壊死（骨吸収を
抑制する薬剤に関連して生じる顎骨の壊死）が生じるこ
とがあります．症状は鈍痛，顎のしびれ，疼痛，歯の動
揺，骨の露出などで，副腎皮質ステロイド治療中や糖尿
病，歯周病，口腔内が不衛生な患者さんなどでは顎骨壊

死のリスクが高まり，定期的な歯科受診と口腔ケアが重
要となります．成人では骨粗鬆症患者さんに対する侵襲
的歯科治療前の BP 休薬に関しては一定の見解はありま
せん．小児においては顎骨壊死の報告はほとんどありま
せんが，医師と相談し計画的に歯科治療を行う必要があ
ります．
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JIA初期診療の手引きで紹介されているNSAIDs
はイブプロフェン（ブルフェン®）とナプロキセン
（ナイキサン®）の2剤のみです．消化管障害の副
作用に注意が必要です．

Overview

NSAIDsとはどのような薬か？
NSAIDs は，抗炎症，鎮痛，解熱作用を有する，ス

テロイド構造をもたない薬剤の総称です．NSAIDs は

細胞膜リン脂質から遊離したアラキドン酸が代謝され

る過程において，主にシクロオキシゲナーゼ （COX）を

阻害し炎症に関連するプロスタグランジンの産生を抑

制することで効果を発揮します．COX は COX-1 と

COX-2 に分けられ，COX-1 は生体内に広く発現し臓

器の恒常性維持に働く一方，炎症病態には主にCOX-2

が関係していると考えられています．選択的 COX-2 阻

害薬は消化管障害の副作用軽減に有用とされています．

NSAIDsのJIAへの適応について
関節リウマチではさまざまな種類の NSAIDs が用い

られ，代表的なものとしてロキソプロフェン（ロキソ

ニン®），ジクロフェナク（ボルタレン®），セレコキシ

ブ（セレコックス®）などがあげられます 1）．しかしな

がら，本邦では JIA に対して適応のある NSAIDs は無

く，「関節痛および関節炎」に対して適応のあるイブプ

ロフェンとナプロキセンの2 剤のみがJIA 初期診療の手

引きで紹介されています 2）（巻末治療薬一覧参照）．ま

た，副作用の軽減から有用とされる選択的 COX-2 阻害

薬に関しても，小児では適応が無く使用される頻度は

少ないです 3）．

全身型 JIA では発症初期の段階で他疾患の鑑別を進

めながら NSAIDs を使用する場合があります．しかし

ながら，全身型 JIA は副腎皮質ステロイドによる治療が

重要であり，副腎皮質ステロイド投与後に炎症病態が

鎮静化し，関節症状も無くなるようであれば NSAIDs

は早期に中止を検討します．

関節型 JIA においても，発症初期の段階から鑑別診

断を進めながら NSAIDs を使用します．病勢が弱い場

合は NSAIDs 単独で関節炎が鎮静化することもありま

すが，多くの例では不十分であり次の段階の治療を加

える必要があります．

NSAIDsの副作用
NSAIDs 投与中の副作用として，消化管障害，腎障

害，出血傾向が起こり得ます 3）．このなかでも，JIA 患

者さんでは副腎皮質ステロイドと併用する場合も多い

ため，特に消化管障害に注意が必要です．NSAIDs に

よる消化管障害の予防で小児における確立した方法は

ありませんが，空腹時の投与を避けるよう気を付けた

り，薬剤投与が長期に及ぶ場合は胃粘膜保護剤や胃酸

分泌抑制薬を併用する場合があります．

患者さんへの説明・指導のコツ
NSAIDs を長期に内服している場合は特に消化管障

害に注意する必要があります．腹痛や黒色便などが続

く場合は早めに受診するように指導しましょう．

文 献
1 ）	「関節リウマチ診療ガイドライン2020」（一般社団法人日本

リウマチ学会/編），診断と治療社，2021

2 ）	「若年性特発性関節炎初期診療の手引き2015」（一般社団法
人日本リウマチ学会小児リウマチ調査検討小委員会/編），メ
ディカルレビュー社，2015

3 ）	「メディカルスタッフのための	ライフステージに応じた関節
リウマチ患者支援ガイド」（厚生労働科学研究費補助金	免
疫・アレルギー疾患政策研究事業「ライフステージに応じた
関節リウマチ患者支援に関する研究」研究班/編），2021
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副腎皮質ステロイドはJIAのうち，特に全身型の
治療で中心となる薬剤です．漫然とした投与を避
け，副作用を最小限に抑えることが重要です．

Overview

副腎皮質ステロイドとはどのような薬か？
副腎皮質ステロイドは，コルチゾールを代表とする

副腎皮質で産生されるホルモンの一種です．副腎皮質

ステロイドはほぼすべての細胞内に存在するステロイ

ドホルモン受容体と結合後 ，細胞の核内へ移行して転

写調節因子として働き，糖，タンパク質，脂質の代謝，

さらに免疫抑制や抗炎症作用など幅広い生理活性を発

揮します．副腎皮質ステロイドのうち，JIA においては

主にプレドニゾロン（PSL），メチルプレドニゾロン

（mPSL）の 2 種類が用いられます．

副腎皮質ステロイドのJIAへの適応について
全身型 JIA では副腎皮質ステロイドによる治療が中

心となり，寛解導入として mPSL パルス療法を行いま

す 1）．mPSL 30 mg/kg/ 日（最大投与量 1,000 mg/

日）経静脈投与を1 日 1 回，3 日間連続を1 クールとし，

1 週間ごとに2 〜 3 クール行います．過凝固による血栓

形成を予防するため，ヘパリンを併用する場合があり

ます．またPneumocystis jirovecii の感染予防のため

必要に応じて ST 合剤の予防投薬を行います．mPSL パ

ルス間 ，および終了後の後療法として PSL 0.7 〜 1.0 

mg/kg/ 日（最大投与量 30 〜 40 mg/ 日）を投与しま

す．その後は病勢をみながら目安として 2 週間ごとに

PSL 投与量の 10 ％ずつを減量していき，約 1 年〜 1 年

半かけて漸減中止を目指します 1）．

関節型 JIA では MTX（リウマトレックス®）が治療

の中心となり，副腎皮質ステロイドは日常生活が高度

に障害されている例に限り使用することが望ましいと

考えられています 1）．PSL 内服として 0.1 〜 0.2 mg/

kg/ 日（初期最大量 15 mg/ 日程度）で使用し，MTX

の効果がみられ次第，速やかに漸減中止します 2）．

海外では関節型 JIA に対して，関節内への副腎皮質

ステロイド注射が勧められていますが，小児では鎮静

が必要となることが多く，関節内感染のリスクがある

ことからも，本邦で行われることはまれです．また，関

節リウマチにおいて適応のあるデキサメタゾンパルミ

チン酸エステル（リメタゾン®）は全身型 JIA でマクロ

ファージ活性化症候群を合併した際に使用される場合

があります（社会保険診療報酬支払基金で適応外使用

算定可）1）．

副腎皮質ステロイドの副作用と注意点
副腎皮質ステロイドは前述したように幅広い作用を

有するため，長期投与によるさまざまな副作用が問題

となります．代表的な副作用と評価 ，対応策を表に示

2
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副腎皮質ステロイドの使用法と
その注意点は何か？

表　副腎皮質ステロイドの副作用と評価，対応策

副作用 評価・対応策

易感染性 マスク・手洗いなど感染症対策，抗菌薬
の予防内服

消化管障害 胃粘膜保護剤や胃酸分泌阻害薬の投与

高血糖 血糖，HbA1c の定期的評価

骨粗鬆症 ，大腿骨
頭壊死

運動，骨密度の定期的評価，ビタミンD
製剤の内服

高血圧 血圧測定，降圧薬の投与

食欲亢進 ，中心性
肥満，脂質異常症，
皮膚線条，ざ瘡

体重測定，血液検査，栄養指導

白内障，緑内障 定期的な眼科受診

血栓症 mPSL パルス療法時にヘパリン併用

精神症状 副腎皮質ステロイド減量，心理療法，児
童精神科への相談

成長障害（低身長） 副腎皮質ステロイド減量，成長曲線の定
期的評価

副腎不全

発熱時などのストレス時の対応を指導
（内服が困難な場合は点滴投与），自己
判断で副腎皮質ステロイドを中止しない
よう指導
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します．JIA では特に全身型 JIA において副腎皮質ステ

ロイドの長期投与が必要となるため，これらの副作用

を定期的に評価し，対応していく必要があります．

副腎皮質ステロイドは，長期間使用している場合の

急な中断は，反跳現象だけではなく，副腎不全をきた

し非常に危険な病態（ステロイド離脱症候群）をきた

す可能性があります．

患者さんへの説明・指導のコツ
副腎皮質ステロイドの投与中に生じ得る副作用 ，対

応方法に関して事前に十分説明しましょう．特に，副

腎不全は重篤となるため，発熱時などストレス時の対

応について医師とあらかじめ相談すること，自己判断

で薬剤を中止しないこと，また内服が困難な場合は早

めに相談するように指導しましょう．

文 献
1 ）	「若年性特発性関節炎初期診療の手引き2015」（一般社団法

人日本リウマチ学会小児リウマチ調査検討小委員会/編），メ
ディカルレビュー社，2015

2 ）	「成人診療科医のための	小児リウマチ性疾患移行支援ガイド」
（厚生労働科学研究費補助金	難治性疾患等政策研究事業），
羊土社，2020
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MTX（リウマトレックス®）はJIAのうち，特に
関節型の治療で中心となるDMARDsです．週に1
回だけ内服すること，消化管障害の副作用が強く
出る場合があること，また小児では脱カプセルに
よる薬剤への曝露を避けるため製剤自体の取り扱
いにも注意が必要です．

Overview

DMARDsとはどのような薬か?
DMARDs （疾患修飾性抗リウマチ薬）は免疫担当細

胞や免疫物質に作用することでJIA の疾患活動性を抑制

および調整する薬の総称です．

MTXとはどのような薬か？
MTX は葉酸代謝拮抗薬に分類され，葉酸と類似した

化学構造をもち，複数の葉酸代謝に関係する酵素を阻

害します．その結果，細胞の核酸を構成するプリン，ピ

リミジンの産生が低下し，免疫細胞の増殖が抑制され

ることで免疫抑制と抗炎症作用を発揮します．MTX は

関節リウマチ（RA），また関節型 JIA の両者において治

療の中心となる薬剤として用いられています．

MTXのJIAへの適応について
本邦において，MTX は 2008 年に関節症状を伴う

JIA に対して保険適用となり使用されています．海外で

用いられている皮下注射製剤は，本邦では RA に 2022

年 9 月に保険適用となりましたが，JIA では経口薬のみ

が認可されています．

全身型 JIA では関節炎が慢性化する場合にMTX が併

用されることがありますが，効果は限定的とされてお

り使用される頻度は少ないです 1）．

関節型 JIA においては，NSAIDs 単独で関節炎の改

善が不十分な場合に MTX を追加します．RA では分割

投与が行われることが多いですが，小児では成人に比

べ腎からの排泄が早いなど特有の薬物動態をとること

から，10 mg/m2/ 週，特定の曜日を決め週 1 回のみ投

与します 1）．朝空腹時の投与が食後投与よりも bio-

availability（生物学的利用能）が高く，効果的と考え

られています 1）．また，効果発現までに1 〜 3 カ月を要

すること，成人の上限投与量である 16 mg/ 週を超え

ないことにも注意します 2）．

MTX投与前のスクリーニング，副作用
MTX 開始前に肝炎ウイルス，結核の有無をスクリー

ニングします．一般血液検査 ，尿検査 ，胸部 X 線に加

え，B 型肝炎（HBs 抗原，HBs 抗体，HBc 抗体），C 型

肝炎（HCV 抗体）の評価を行います．また，結核に関

してはインターフェロンγ遊離試験〔クォンティフェ

ロン®TB ゴールドプラス（QFT-4G）もしくはT スポッ

ト®.TB（TSPOT）〕，またはツベルクリン反応を検査し

ます 2）．

MTX の副作用として，骨髄抑制，肝機能障害，消化

管障害（嘔気，嘔吐，食思不振，口内炎）に注意する

必要があります．RA では MTX 治療中に間質性肺炎

（MTX 肺炎）やリンパ増殖性疾患の合併が生じ得るこ

とが知られていますが，小児での発症はまれと考えら

れています．MTX 開始後 6 カ月程度は 2 〜 4 週ごと，

その後は4 〜 12 週ごとに血液検査を行い 2），副作用の

早期発見に努めます．また，小児においても消化管障

害の影響でMTX の内服が困難となる例がしばしばみら

れます．消化管障害が強い場合，MTX 投与量の 25 〜

50 ％の葉酸製剤（フォリアミン®）を MTX 内服 24 〜

48 時間後に1 回内服します1）．葉酸をMTX と同時に内

服したり，指示量よりも多く飲んでしまうとMTX の効

果が弱まってしまうため注意が必要です．その他の対

策として，MTX の内服を平日ではなく週末に内服させ

ることで，日常生活への影響を少なくできる場合があ

ります．

3
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MTXの使用法とその注意点は何か？
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MTX製剤の取り扱いにおける注意点
MTX 製剤は散剤やシロップ剤が無いため，小児では

錠剤を粉砕したり，カプセル剤を外して（脱カプセル）

内服させる場合があります．MTX への不必要な曝露を

避けるため，粉砕や脱カプセルは原則 ，薬局で処理し

てもらうようにします．また，内服したMTX はおよそ

8 時間以内に体外に排泄されるため，内服後半日程度は

尿 ，便の取り扱いに気を付け，介助者への曝露を最小

限にすることも重要です 3）．

患者さんへの説明・指導のコツ
MTX の効果が弱まってしまう可能性があるため，サ

プリメントとして自己判断で葉酸を内服しないように

指導しましょう（第 1 部 第 5 章 Q5 参照）．

文 献
1 ）	「若年性特発性関節炎初期診療の手引き2015」（一般社団法

人日本リウマチ学会小児リウマチ調査検討小委員会/編），メ
ディカルレビュー社，2015

2 ）	「関節リウマチにおけるメトトレキサート（MTX）使用と診
療の手引き2023年版」（日本リウマチ学会MTX診療ガイド
ライン小委員会/編），羊土社，2023

3 ）	「日本小児リウマチ学会．メトトレキサート（MTX）を安全
に服用するために」http://www.praj. jp/guidel ine/
MTXExpoMeasure.pdf	（2023年6月閲覧）



52 若年性特発性関節炎患者支援の手引き

従来型合成抗リウマチ薬（csDMARDs）のうち、
MTX（リウマトレックス®）とタクロリムス（プ
ログラフ®）＊はJIAの治療で使用されます。
＊�社会保険診療報酬支払基金で適応外使用算定認可

Overview

csDMARDsとはどのような薬か？
csDMARDs は，生物学的製剤（bDMARDs）や

JAK 阻害薬である分子標的合成抗リウマチ薬（tsD-

MARDs）以外の抗リウマチ薬を指します．共通した特

徴として，効果発現まで1 〜 2 カ月以上を要することが

多いです 1）．

関節リウマチではさまざまな種類の csDMARDs が

使用されていますが，現在 JIA で使用できるのはMTX2）

とタクロリムスです．MTX は保険適用がありますが，

タクロリムスは社会保険診療報酬支払基金で適応外使

用が認定されています．

csDMARDsの種類と副作用�（表）
MTX の主な副作用に関しては第 1 部 第 4 章 Q3 を参

照してください．タクロリムスの主な副作用として，高

血圧，腎障害，耐糖能異常があります 1）（巻末治療薬一
覧参照）．

患者さんへの説明・指導のコツ
csDMARDs は効果が出るまでに1 〜 2 カ月以上かか

る場合もありますので，あまり効果を感じられなくて

も副作用がなければ服用を続けるよう指導しましょう．

また，服用中に体調に異常を感じた際の対応を，医師

と事前に相談するよう指導しましょう．原疾患 ，薬剤

の副作用，感染症などが原因の可能性がありますので，

必要に応じ，受診するように伝えましょう．

文 献
1 ）	「メディカルスタッフのための	ライフステージに応じた関節

リウマチ患者支援ガイド」（厚生労働科学研究費補助金	免
疫・アレルギー疾患政策研究事業「ライフステージに応じた
関節リウマチ患者支援に関する研究」研究班/編），2021

2 ）	「若年性特発性関節炎初期診療の手引き2015」（一般社団法
人日本リウマチ学会小児リウマチ調査検討小委員会/編），メ
ディカルレビュー社，2015

4
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MTX以外の従来型合成抗リウマチ薬の
薬剤について知っておくべき知識は何か？

表　主な従来型合成抗リウマチ薬（csDMARDs）とその副作用

一般名 先発薬剤名 主な副作用

免疫抑制薬 メトトレキサート（MTX） リウマトレックス® 消化管障害（嘔気，嘔吐，食思不振，口内炎），骨髄抑制（血球
減少症），肝機能障害，間質性肺炎，リンパ増殖性疾患

タクロリムス プログラフ® 高血圧，腎障害，耐糖能異常

レフルノミド アラバ® 肝障害，皮疹，間質性肺炎，脱毛

ミゾリビン ブレディニン® 高尿酸血症

免疫調整薬 サラゾスルファピリジン アザルフィジン®EN 皮膚粘膜障害，骨髄抑制，肝障害

ブシラミン リマチル® 蛋白尿（膜性腎症），間質性肺炎

イグラチモド ケアラム® 肝障害，胃腸障害

D- ペニシラミン メタルカプターゼ® 皮疹，腎障害，間質性肺炎

JIAにおいてMTXのみ保険適用あり．タクロリムスは社会保険診療報酬支払基金で適応外使用算定認可．



53若年性特発性関節炎患者支援の手引き

第
1
部

4

全身型JIAではトシリズマブ，カナキヌマブが適
応を有しています．関節型JIAではトシリズマブ，
エタネルセプト，アダリムマブ，アバタセプトが
使用され，また全身型JIAで関節炎のみ残存する
場合もこれらの薬剤は適応となります．

Overview

生物学的製剤とはどのような薬か？
遺伝子組み換え技術などを用いて作られた薬剤で，特

定の分子を標的とした治療薬です．基本的には従来型

合成抗リウマチ薬（csDMARDs）や副腎皮質ステロイ

ドで効果がない JIA に使用されます．生物学的製剤

（bDMARDs）は高分子のタンパクであり，内服すると

消化管で消化されてしまいます．そのため点滴あるい

は皮下注射で投与されます．

bDMARDsのJIAへの適応について
2023 年 6 月 現 在 ， 全 身 型 JIA に使 用 できる

bDMARDs は，① IL-6 阻害薬であるトシリズマブと②

IL-1 阻害薬であるカナキヌマブがあります．関節型 JIA

に使用できる薬剤としては，① TNF 阻害薬のエタネル

セプトとアダリムマブ，②トシリズマブ，③ T 細胞選

択的共刺激調節薬のアバタセプトがあります．全身型

JIA で関節炎のみ残存する場合もこれらの薬剤は適応と

なります．

関節リウマチでは適応があっても，JIA では承認され

ていない製剤や用量もあり，その使用には注意が必要

です．具体的には，トシリズマブ皮下注製剤 ，アバタ

セプト皮下注製剤，エタネルセプト 50 mg 製剤，そし

てアダリムマブ 80 mg 製剤は JIA では承認されていま

せん 1 〜 3）．IL-17 阻害薬であるセクキヌマブ（コセン

ティクス®）は関節症性乾癬に対して6 歳以上の小児適

応を有しますが，JIA という病名としては適応を有して

いません．

bDMARDsの種類と副作用
小児に使用できるbDMARDs の一覧を表にあげます．

bDMARDs の共通する重要な副作用として感染症が

あります．投与開始後だけでなく，開始前から潜在的

に存在する感染症にも注意が必要で，導入前に結核や

肝炎ウイルスのスクリーニングが必要です（第 1 部 第
4 章 Q3 参照）．また，定期的な血液・尿検査 ，胸部 X

線，結核の確認を行う必要があります．

禁忌としては，①重篤な感染症や②活動性結核の患

者 ，③使用する生物学的製剤の成分に対し過敏症の既

往のある患者で，それに加えて TNF 阻害薬には④脱髄

疾患およびその既往歴と⑤うっ血性心不全の患者があ

ります．慎重投与としては，汎血球減少や再生不良性

貧血などの重篤な血液疾患またはその既往を有する患

者（トシリズマブ，TNF 阻害薬），間質性肺炎の既往歴

のある患者 ，腸管憩室のある患者（トシリズマブ）な

どがあります 1）．

バイオシミラーについて
バイオシミラー（BS）とは，すでに承認された生物

学的製剤と同等・同質の品質 ，安全性 ，有効性を有す

る後発医薬品です．先発薬品よりも安価であるため，患

者さんの経済的な負担の軽減や，医療費の抑制にもつ

ながります．2023 年 6 月現在，JIA に適応を有するBS

としてはエタネルセプトとアダリムマブがそれぞれ3 種

類あります．エタネルセプト BS のなかには剤型の違い

（シリンジ製剤やオートインジェクター製剤）で JIA の

適応の有無が異なっていること，アダリムマブ BS のな

かには同じ成分量あたりの薬液量が 2 倍となっている

ものがあり，その使用と患者さんに説明する際には注

意が必要です 1，2）．

患者さんへの説明・指導のコツ
生物学的製剤は比較的新しい薬で，これまでの薬よ

りも早くしっかりと病勢を抑え，関節破壊を抑えるこ

5
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とが期待できます．投与中に体調に異常を感じた際の

対応を，医師と事前に相談するよう指導しましょう．注

意すべき副作用として感染症があります．まずは服用

を中止し，必要であれば受診するように伝えましょう．

文 献
1 ）	「若年性特発性関節炎（JIA）における生物学的製剤使用の手

引き	2020年版」（厚生労働科学研究費補助金	難治性疾患等
政策研究事業），羊土社，2020

2 ）	「メディカルスタッフのための	ライフステージに応じた関節
リウマチ患者支援ガイド」（厚生労働科学研究費補助金	免
疫・アレルギー疾患政策研究事業「ライフステージに応じた
関節リウマチ患者支援に関する研究」研究班/編），2021

3 ）	「成人診療科医のための	小児リウマチ性疾患移行支援ガイド」
（厚生労働科学研究費補助金	難治性疾患等政策研究事業），
羊土社，2020

表　小児に使用できる生物学的製剤（2023年6月時点）

適応 一般名� 先行バイオ医薬品 バイオシミラー

製品名 製品名

IL-6 阻害薬 全身型 JIA
多関節に活動性
を有するJIA

トシリズ
マブ

アクテムラ®点滴静注用 
80 mg
アクテムラ®点滴静注用 
200 mg
アクテムラ®点滴静注用 
400 mg

なし

TNF 阻害薬 多関節に活動性
を有するJIA 

エタネル
セプト 

エンブレル®皮下注用 
10 mg
エンブレル®皮下注用 
25 mg

エタネルセプトBS 皮下注用10 mg「MA」

エタネルセプトBS 皮下注用 25 mg「MA」

エタネルセプトBS 皮下注 10 mg シリンジ 1.0 mL「日医工」

エタネルセプトBS 皮下注 25 mg シリンジ 0.5 mL「日医工」

エタネルセプトBS 皮下注 10 mg シリンジ 1.0 mL「TY」

エタネルセプトBS 皮下注 25 mg シリンジ 0.5 mL「TY」

アダリム
マブ 

ヒュミラ®皮下注 20 mg 
シリンジ 0.2 mL
ヒュミラ®皮下注 40 mg 
シリンジ 0.4 mL
ヒュミラ®皮下注 40 mg 
ペン0.4 mL

アダリムマブ BS 皮下注 20 mg シリンジ 0.4 mL「FKB」

アダリムマブ BS 皮下注 40 mg シリンジ 0.8 mL「FKB」

アダリムマブ BS 皮下注 40 mg ペン 0.8 mL「FKB」

アダリムマブ BS 皮下注 20 mg シリンジ 0.4 mL「第一三共」

アダリムマブ BS 皮下注 40 mg シリンジ 0.8 mL「第一三共」

アダリムマブ BS 皮下注 40 mg ペン 0.8 mL「第一三共」

アダリムマブ BS 皮下注 20 mg シリンジ 0.2 mL「MA」

アダリムマブ BS 皮下注 40 mg シリンジ 0.4 mL「MA」

アダリムマブ BS 皮下注 40 mg ペン 0.4 mL「MA」

T 細胞選択的
共刺激調節薬

多関節に活動性
を有するJIA

アバタセ
プト

オレンシア®点滴静注用 
250 mg

なし

IL-1阻害薬 全身型 JIA カナキヌ
マブ

イラリス®皮下注射液 
150 mg

なし

IL-17 阻害薬 関節症性乾癬 セクキヌ
マブ

コセンティクス®皮下注 
75 mg シリンジ
コセンティクス®皮下注 
150 mg ペン
コセンティクス®皮下注 
300 mg ペン

なし
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JIAに対して保険適用されている生物学的製剤のう
ち，自己注射可能な皮下注製剤はエタネルセプト
とアダリムマブの2種類です．使用方法について
は各製剤のメーカーが作成している患者さん向け
のガイドブックも参照してください．

Overview

自己注射に関する基礎知識
既存治療で効果が不十分な関節型 JIA において，事

前に十分な指導を受けたうえで生物学的製剤の自己注

射を行うことが認められています．乳幼児期のJIA 患者

さんでは主に保護者が薬剤の投与を行いますが，移行

期のJIA 患者さんの場合，自己注射や薬の管理について

家族の管理から自己管理へ移行するための支援が求め

られます 1）．また，在宅自己注射は，点滴静注や医療機

関での皮下注射と比較して，患者さん自身や家族で注

射することへの不安感から不適切な方法による注射や

自己中断が懸念されます．医療スタッフには疾患に関

する知識や注射手技の再確認とともに移行段階の特徴

を踏まえた支援や働きかけが必要です．自己注射の指

導 ，手技の再確認には各製剤のスターターキットや自

助具を活用することが有効です．

2023 年 6 月現在，本邦において関節型 JIA に対して

承認されている生物学的製剤のうち，自己注射可能な

ものはエタネルセプトとアダリムマブの 2 種類です 2）．

エタネルセプトは週 2 回，アダリムマブは2 週に1 回の

投与を行います．いずれもバイオシミラーが承認され

ていますが，種類によっては同じ成分量（mg）に対し

て投与する液量が異なるため，薬剤変更時には投与方

法の確認を行うことが重要です（第1部 第 4 章 Q5 参

照）．また，体重によって投与量が異なるため（エタネ

ルセプトは体重あたりの投与量の設定，アダリムマブは

体重に応じた段階的な投与量の設定），注意が必要です．

生物学的製剤は，一般に，高温な場所や凍結した状

態では変性する可能性があります．そのため，注射薬

は常温ではなく冷蔵庫で保管します．冷凍庫や高温多

湿の場所には置かないように指導しましょう．冷蔵庫

の中でも低温になりやすい場所では凍結する場合があ

ります．使い終わったシリンジや針カバーは再利用せ

ずに，医療廃棄物容器にすぐに廃棄します．医療廃棄物

容器は各製剤のメーカーから入手することができます．

注射する部位は，脂肪の厚い腹部や大腿部から選び

ます．家族が注射する場合に注射の部位として上腕部

を選ぶこともできますが，やせている患者さんで皮下

脂肪が少ない場合は適しません．また，注射する場所

は前回とは違う場所に注射します．注射部位の消毒に

は通常 ，消毒用エタノールなどを含むアルコール綿を

使用します．患者さんがアルコールに対する過敏症を

有する場合は，クロルヘキシジングルコン酸塩などア

ルコールを含まない消毒薬を使用します．

患者さんへの説明・指導のコツ
エタネルセプトやアダリムマブの使用は感染症のリ

スクを高めるため，風邪のような症状がある場合 ，注

射部位の発赤や疼痛が生じた場合などは必ず医師に連

絡するように伝えましょう．医師以外の医療スタッフ

が，医師とあらかじめ確認する項目や方法を定めたう

えで，モニタリングすることも有効と考えられます．

注射に伴う痛みを和らげるには，一般に，次のような

方法があげられています：薬液が冷たいことで痛みを感

じることがあるため，注射の前に薬液を常温に戻す．脂

肪の厚い部分に注射する．針を刺す時間が長いと痛みを

感じやすいため，すばやく針を刺す．注射時の痛みで

困っている場合は注射する部位をあらかじめ冷やす．

文 献
1 ）	「成人診療科医のための	小児リウマチ性疾患移行支援ガイド」

（厚生労働科学研究費補助金	難治性疾患等政策研究事業），
羊土社，2020

2 ）	「若年性特発性関節炎（JIA）における生物学的製剤使用の手
引き	2020年版」（厚生労働科学研究費補助金	難治性疾患等
政策研究事業），羊土社，2020
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内服や自己注射を忘れたときの対応は薬の種類や
それに気付いたタイミングによって異なります．ま
た，忘れた理由として服薬アドヒアランス不良と
関連がある場合には注意が必要です．患者さんが
医師からどのような指導を受けているか，患者さ
んと確認することも重要です．

Overview

内服や注射を忘れたときの対応に関する
基本的な考え方

内服や自己注射を忘れたときの対応はそのタイミン

グによって異なりますが，副腎皮質ステロイドを除い

て，基本的には1 回分や1 日分を服用しなくてもJIA の

病状への影響は少ないと考えられます．一方 ，服用を

忘れたからといって次の服用時間に2 回分を1 度に服用

してはいけません．自己判断で量を調節しないように

も指導しましょう．JIA に用いられる主な薬剤の対応方

法を以下に記載しましたが，施設において内服や自己

注射を忘れたときの対応方法があらかじめ定められて

いる場合にはそれを優先してください．そのような取

り決めがない場合でも服用を忘れたときの対応方法に

ついて医師に確認しておきましょう．

一般に，患者さんが薬物治療の重要性を理解できて

いない場合や副作用を懸念して服薬を拒否する場合に

服薬アドヒアランスが不良となり，飲み忘れや不規則

な服用の原因となります．特に，生活環境の変化や副

作用の経験は服薬アドヒアランスに強く影響を及ぼし

ます．移行期においては服薬の自己管理を支援しなが

ら，治療の重要性を継続的に指導することが重要と考

えられます．

患者さんへの説明・指導のコツ
1）副腎皮質ステロイド

飲み忘れによる病状や体調への影響が比較的大きい

ため，怠薬しないように日頃から指導することが重要

です．また，服用時間によって用量が異なることがあ

るので，飲む量を間違えないように注意喚起します．飲

み忘れに気付いた際にはすぐに服用します．時間がず

れても同日中に内服するように指導しましょう 1）．
2）NSAIDs

飲み忘れたことに気付いたタイミングが服用時間と

近い場合は，気付いたときに服用することができます．

気付くのが遅くなった場合には，忘れた分は飲まない

で 1 回分を空けて，次の内服時間に 1 回分を服用しま

す．NSAIDs には1 日の服用回数が少ないものもありま

すが，小児には使用できない場合があります．
3）MTX

小児では，10 mg/m2/ 週，週 1 回，朝空腹時の1 回

投与が最適と考えられています（第 1 部 第 4 章 Q3 参

照）．休薬日があること，および，内服タイミングが食

前として指示されている場合が多いことから 2），飲み忘

れたときの対応は他の薬と大きく異なります．飲み忘

れに気付いた場合 ，その分は服用せずに翌週の指示さ

れた曜日から服用することが望ましいと考えられます

が 1），対応方法については事前に医師とよく相談してお

くことが重要です．
４）生物学的製剤の自己注射

忘れたことに気付いたときに1 回分を注射します．そ

の後は，指示された間隔を空けてから次の注射を行い

ます．ただし，薬剤によって注射の間隔が異なること，

および，体重に応じた投与量が設定されていることに

注意が必要です．

文 献
1 ）	「メディカルスタッフのための	ライフステージに応じた関節

リウマチ患者支援ガイド」（厚生労働科学研究費補助金	免
疫・アレルギー疾患政策研究事業「ライフステージに応じた
関節リウマチ患者支援に関する研究」研究班/編），2021

2 ）	「成人診療科医のための	小児リウマチ性疾患移行支援ガイド」
（厚生労働科学研究費補助金	難治性疾患等政策研究事業），
羊土社，2020
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JIA患者さんが体調不良時や手術を受ける際に，治
療薬を休薬もしくは継続すべきかどうかは治療薬
の種類により異なります．特に体調不良時は，原
因によっても対応が変わってきます．いずれにお
いても，普段から緊急時の対応に関して医師とよ
く相談しておくことが重要です．

Overview

体調不良時や手術の際の基本的な考え方
１）NSAIDsとアセトアミノフェン

NSAIDs やアセトアミノフェン（カロナール®）は原

則として休薬する必要はありません．しかし，水痘や

インフルエンザウイルス感染症を合併した場合は，ラ

イ症候群の予防のため15 歳未満にはNSAIDs を投与し

ないことが原則とされています 1）．
２）csDMARDs

感染症合併時は，サラゾスルファピリジン（アザル

フィジン®EN）等の免疫調整薬は継続し，MTX（リウ

マトレックス®）やタクロリムス（プログラフ®）など

の免疫抑制薬は休薬することが多いです．原疾患の病

勢や合併症の程度などにより個別の対応が望ましいの

で，あらかじめ医師と相談しておくとよいでしょう．

手術前後は，関節リウマチではMTX を含む従来型合

成抗リウマチ薬（csDMARDs）は原則として継続が推

奨されています．しかし，出血量が比較的多い手術で

は，一時的に急激な体液量の変動をきたして通常より

MTX の血中濃度が高くなる可能性があるため，手術前

後（手術当週）は休薬を考慮するよう示されています2）．

JIA でも同様に，手術前後は原則として継続，出血量の

多い手術では休薬することが望ましいといえます．
３）生物学的製剤

生物学的製剤（bDMARDs）は，感染症合併時には

休薬が必要です．特に，トシリズマブ（アクテムラ®）

は感染症合併時にも発熱などの症状が乏しく CRP の上

昇が目立たない場合があるため注意が必要です．

手術に関しても，術後感染症 ，創傷治癒遅延のリス

クを高める可能性があることから，術前後はbDMARDs

の休薬が推奨されています 2）．しかし，長期の休薬は

JIA の再燃を引き起こす可能性があるため，休薬と再開

のリスクとベネフィットを考慮する必要があります．
４）副腎皮質ステロイド 

生体内では，平常時に副腎皮質ステロイドとしてコ

ルチゾールが分泌されていますが，傷や感染症 ，手術

侵襲等があるときには分泌量が増加し，これらのスト

レスに対処します．副腎皮質ステロイド長期投与患者

では，副腎皮質機能の低下によりこの分泌量の増加が

認められず，重篤な急性副腎不全（副腎クリーゼ）に

陥ることがあります 3）．そのため，体調不良時や手術を

受ける際のいずれも休薬はせず，継続投与あるいは急

性期補充療法（ステロイドカバー）を行います．ステ

ロイドカバーについては「JIA 初期診療の手引き」4）を

参考に検討するとよいでしょう．

患者さんへの説明・指導のコツ
体調不良時や手術を受ける際の治療薬の休薬や継続

については，医師とよく相談し，具体的に決めておく

とよいでしょう．例えば，「食事をしっかり摂れている

ときは休薬せずに様子をみてよい」，「38.5 ℃を超えた

らただちに受診する」など，できるだけ具体的な指示

があると安心できます．

また，患者さんにガイドライン等の内容を単に伝え

るのではなく，医師の指示の根拠をガイドラインを例

にあげて説明できるようになることが理想です．

文 献
1 ）	「医薬品等安全性情報	No.151」，厚生省，1998年12月

2）	「関節リウマチ診療ガイドライン2020」（一般社団法人日本
リウマチ学会/編），診断と治療社，2021

3 ）	 Jabbour	SA:	Med	Clin	North	Am,	85	:	1311-1317,	2001

4 ）	「若年性特発性関節炎初期診療の手引き2015」（一般社団法
人日本リウマチ学会小児リウマチ調査検討小委員会/編），メ
ディカルレビュー社，2015
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海外への医薬品の持ち込みは渡航先の国によって
ルールが異なる場合があります．英文での診断書
や証明書なども必要になる場合があるため，事前
に情報収集し，早めに準備することが重要です．

Overview

旅行前準備について
旅行中の体調不良や不慮の事故などに備えて，お薬

手帳やお薬情報のコピーを携帯するとよいです．旅行

中に受診が必要となる場合は診療情報提供書が，海外

に医薬品を持参する場合には，英文による医師の診断

書などが必要になることがあります．その際 ，製剤名

および自己注射器（針）であることを記載してもらい

ましょう．海外に医薬品を持参する際 ，医薬品を病院

や薬局で交付された本来の容器のまま持参する必要が

あります．他の容器に移し替えると，渡航先の国によっ

ては持ち込めないことがあります．一包化している場

合は，それぞれの薬の証明がしづらいため控えたほう

がよいでしょう．粉薬は，海外では違法薬物の疑いを

掛けられる恐れがあるため，他の剤形の医薬品に変更

できないか検討する必要があります．

また，医薬品は渡航先の国によっては，滞在期間に

かかわらず，一度に持参できる医薬品の数量に上限が

ある場合があるため，事前に確認することが重要です．

海外旅行中に医薬品が不足した場合には，日本から医

薬品の郵送は認められないことがあります．各国の医

薬品の持ち込み・持ち出しのルールを確認し，必要な

手続きを行うよう説明しましょう 1）．

薬の保管方法について
第 1 部 第 4 章 Q10 で詳しく述べますが，内服薬の多

くは PTP 包装であれば直射日光や湿気を避け，室温

（1 〜 30 ℃）で保存していれば，旅行中に持ち歩いて

も問題はありません（表1）．苛酷試験については巻末
治療薬一覧をご参照ください．

皮下注射製剤の生物学的製剤は，温度と光の影響を

強く受けます（表2）．遮光することがとても重要です

ので，薬の外箱あるいは遮光袋に入れて持参する必要

があります．温度に関しては，それぞれの医薬品で成

分の残存率に影響しない条件の範囲であれば，室温で

の保管も可能です．

いずれの医薬品も凍結を避けて保管しなくてはいけ

ません．飛行機の貨物室は気温が低く凍結する恐れが

ありますので，飛行機に乗る際はスーツケースには入

れず，手荷物として機内に持ち込む必要があります．
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旅行の際に知っておくべき内服薬や
注射薬の注意点は何か？

表1　代表的なDMARDs（内服）の保存条件と製剤安定性試験の結果

医薬品名 通常の保存条件 加速試験＊

メトトレキサート
（リウマトレックス®）

室温保存 残存率 99.1%

タクロリムス
（プログラフ®カプセル1 mg）

室温保存 該当なし
参考：有効成分の加速試験は「変化を認めず安定」

サラゾスルファピリジン
（アザルフィジン®EN）

室温保存 変化なし

イグラチモド
（ケアラム®）

室温保存 変化なし

＊�加速試験：通常の貯蔵方法で長期間保存した場合の化学的変化を予測，および流通時に起こり得る貯蔵方法の短期
的な逸脱の影響を評価するための試験

製薬会社各社インタビューフォームを参考に作成
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表2　代表的な生物学的製剤（皮下注射）の保存条件と製剤安定性試験の結果

医薬品名 保存条件 加速試験 苛酷試験

エタネルセプト10 mg
（エンブレル®皮下注用10 mg）

2 ～ 8 ℃ 25 ℃ / 暗所 / 無包装 /12 カ月： 
規格内 

該当資料無し

エタネルセプト25 mg
（エンブレル®皮下注用 25 mg）

2 ～ 8 ℃ 25 ℃ / 暗所 / 無包装 /3カ月： 
規格内
25 ℃ / 暗所 / 無包装 /6カ月： 
規格を逸脱

40 ℃ / 暗所 / 無包装 /6 週間：規格内
25 ℃ / 無包装 /200 W･ 時間 /m2 および 120 万
lx･ 時間：規格内

エタネルセプト後続 1
（エタネルセプトBS 皮下注用 10 
mg「MA」，25 mg「MA」）

2 ～ 8 ℃ 25 ℃ /60%RH/ 暗所 / 無包装 / 
12 カ月：規格内

40 ℃ /75%RH/ 暗所 / 無包装 /2 カ月：規格内
25 ℃ / 無包装 /200 W･ 時間 /m2 および 120 万
lx･ 時間：規格を逸脱

エタネルセプト後続 2
（エタネルセプトBS 皮下注 10 mg
シリンジ 1.0 mL「TY」，25 mg シ
リンジ 0.5 mL「TY）

2 ～ 8 ℃ 25 ℃ /60%RH/ 暗所 / 無包装 / 
6カ月：規格内

40 ℃ /75%RH/ 暗所 / 無包装 /28日間：規格内
（10 mg），14日までは規格内，28日では規格を
逸脱（25 mg）
5 ℃ / 無 包 装 /200 W･ 時間 /m2 および 120 万
lx･ 時間：規格を逸脱
5 ℃ / 遮光 /200 W･ 時間 /m2 および 120 万 l x･
時間：規格を逸脱

エタネルセプト後続 3
（エタネルセプトBS 皮下注 10 mg
シリンジ 1.0 mL「日医 工」，25 
mg シリンジ 0.5 mL「日医工」）

2 ～ 8 ℃ 25 ℃ /60%RH/ 箱包装（遮光）/ 
6カ月：3カ月までは規格内，6カ
月では規格を逸脱（10 mg），規
格内（25 mg）

40 ℃ /75%RH/ 箱包装（遮光）/28日間：規格内
（10 mg），14日間まで規格内，28日では規格を
逸脱（25 mg）
5 ℃ / 無 包 装 /200 W・時 間 /m2 および 120 万
lx・時間：規格を逸脱
5 ℃ / 包装（遮光）200 W・時間 /m2 および 120
万 lx・時間：規格内

アダリムマブ
（ヒュミラ®皮下注 20 mg シリンジ
0. 2 m L，40 m g シリンジ 0.4 
mL，20 mg ペン 0. 2 mL，40 
mg ペン 0.4 mg）

2 ～ 8 ℃ 25 ℃ /60%RH/ 遮光 / 無包装 / 
6カ月：規格を逸脱

（参考）
　 9 ～15 ℃ / 遮光 / 無包装 / 

5日間：規格内
　 15 ～25 ℃ / 遮光 / 無包装 / 

2日間：規格内
　 26 ～30 ℃ / 遮光 / 無包装 / 

12 時間：規格内

40 ℃ /75％ R H / 遮光 / 無包装 /6 カ月：規格を
逸脱

アダリムマブ後続 1
（アダリムマブ BS 皮下注 20 mg 
シリンジ 0.4 mL「FKB」，40 mg
シリンジ 0.8 mL「FKB」，40 mg
ペン 0.8 mL「FKB」）

2 ～ 8 ℃
遮光

25 ℃ /60%RH/ 暗所 / 無包装 / 
3カ月：規格内
25 ℃ /60%RH/ 暗所 / 無包装 / 
6カ月：規格を逸脱

40 °C/75％ R H / 暗所 / 無包装 /1カ月：規格を
逸脱
5 ℃ / 無 包 装 /200 W・時 間 /m2 および 120 万
lx・時間：規格を逸脱
5 ℃ / 包装（遮光）200 W・時間 /m2 および 120
万 lx・時間：規格内

アダリムマブ後続 2
（アダリムマブ BS 皮下注 20 mg 
シリンジ 0.4 mL「第一三共」，40 
mg シリンジ 0.8 mL「第一三共，
40 mg ペン 0.8 mL「第一三共」）

2 ～ 8 ℃
遮光

25 °C/ 無包装 /6カ月：規格を
逸脱

40 °C/ 無包装 /3カ月：規格を逸脱
5 ℃ / 無 包 装 /200 W・時 間 /m2 および 120 万
lx・時間：規格を逸脱
5 ℃ / 箱 包 装 /200 W・時 間 /m2 および 120 万
lx・時間：規格内

アダリムマブ後続 3
（アダリムマブ BS 皮下注 20 mg 
シリンジ 0.2 mL「MA」，40 mg
シリンジ 0.4 mL「MA」，40 mg 
ペン 0.4 mL「MA」）

2 ～ 8 ℃
遮光

25 ℃ /60%RH/ 暗所 / 無包装 / 
6カ月：規格を逸脱

40 °C/ 暗所 / 無包装 /1カ月：規格を逸脱
25 ℃ /60%RH / 無包装 /200 W・時間 /m2 およ
び 120 万 lx・時間：規格を逸脱
25 ℃ /60%RH / 箱包装 /200 W・時間 /m2 およ
び 120 万 lx・時間：規格内

＊�200�W・時間/m2とは総紫外線エネルギーを表し，近紫外線ランプ200�W・時間で3日間照射したエネルギーである．
　�120万lx・時間とは総照度を表し，1,000�lx（JIS照度基準【自宅の勉強読書】）で1,200�時間照射（24時間照射し続けた場合に50日）に
該当する．

製薬会社各社インタビューフォームを参考に作成
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薬品保冷用の保冷剤を持ち込む場合は，外装で薬品

保冷用とわかるもの，あるいは薬剤が保冷を必要とす

る旨が記載された医療機関からの証明書（海外渡航の

場合は英文）が必要となります．インスリン注射を除

く自己使用注射器の機内持ち込みを禁じている場合も

ありますので，事前に搭乗する予定の航空会社に問い

合わせるとよいでしょう．

患者さんへの説明・指導のコツ
旅行前はお薬手帳やお薬情報のコピーなど，必要に

応じて英文での準備が必要になりますので，早めの準

備をお勧めしましょう．海外渡航の場合は，渡航先の

国や利用する航空会社によってルールが異なりますの

で，情報収集の方法を説明できるようにしておきましょ

う．旅行中の交通機関での薬の保管方法についてアド

バイスできるようにしましょう．

文 献
1 ）	「厚生労働省 ．海外渡航先への医薬品の形態による持ち込

み・持ち出しの手続きについて」https://www.mhlw.go.jp/
stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/
yakubuturanyou/index_00005.html（2023年6月閲覧）

2）		製薬会社各社添付文書，インタビューフォーム

3）		航空会社各社ホームページ
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災害時に備え，普段からお薬手帳や治療薬をすぐ
に持ち出せるように準備しておきます．JIAでは副
腎皮質ステロイドの休薬により副腎クリーゼを生
じる可能性があります．災害時に薬を切らさない
ように，防災マップなどで事前に緊急時の医療救
護所を把握しておくことも重要です．

Overview

お薬とお薬手帳の準備について
災害時に備えて 1 週間程度のお薬や，お薬手帳など

の情報はすぐに持ち出せるようにしておくことが大切

です．携帯電話は災害時に使用できなくなることもあ

るので，お薬情報のコピーなどを準備しておくとよい

でしょう．

薬の保管方法について
災害時に薬を持ち出せた場合でも，家屋が損壊した

り，停電が長く続いたりした場合 ，普段と同じ状態で

薬を保存することが難しくなります．内服薬の多くは

PTP 包装であれば直射日光や湿気を避け，室温（1 〜

30 ℃）で保存していれば成分の残存率に問題はありま

せん（第 4 章 Q9 表 1，巻末治療薬一覧）．しかし，PTP

包装から出した状態（裸錠）や一包化された状態では，

成分が変化する可能性があります．普段から裸錠の状

態で長く保管しないことや，一包化された内服薬は乾

燥剤と共に保管するなどの指導が必要です．

一方 ，皮下注射製剤の生物学的製剤は温度だけでな

く，光の影響も強く受けます（第 4 章 Q9 表 2）．各製

剤で条件が異なるため，成分の残存率に影響しない条

件の範囲を把握しておいた方がよいでしょう．

薬の中断について
災害時に薬を持ち出せなかった場合は，一時的に治

療が中断してしまうことがあります．一般的に考える

と，効果の発現が緩やかなものや投与間隔が長いもの

に関しては，多少間隔が開いても病勢に大きく影響す

ることはないと考えられます．例えば，MTX（リウマ

トレッ クス®）や従 来 型 合 成 抗 リウマチ薬（csD-

MARDs）は効果が現れるのには数週間程度かかります．

したがって，1 〜 2 週の中断で病気がすぐに悪化するこ

とは通常ありません．同様に，投与間隔が 1 〜数週間

である生物学的製剤を使用中の場合も，1 〜 2 週の投与

延期で病勢に大きな変化を与えることはないでしょう．

一方，NSAIDs や副腎皮質ステロイドなどの即効性

がある薬は，服用間隔が開いてしまうと，痛みや炎症

が出現するかもしれません．特に副腎皮質ステロイド

を長期間使用している場合の急な中断は，数日間であっ

ても病状がかえって悪化するだけでなく，副腎クリー

ゼに陥る可能性もあります． 

中断前の病勢や災害時のストレス，環境の変化によ

り，中断後早期にJIA 症状の悪化がみられる可能性も考

えられますので，災害時に医療支援を受けることので

きる医療救護所を知っておくとよいでしょう．

患者さんへの説明・指導のコツ
災害に備え，お薬やお薬の情報に関しての準備だけ

でなく，保管方法についても指導しましょう．注射薬

は，冷蔵できなかった日時と，およその温度を記録し，

使用前にかかりつけ医または薬剤師に相談するように

説明しましょう．

副腎皮質ステロイドを災害時に持ち出せなかった場

合は，医療支援が速やかに受けられるよう，困ってい

ることを周囲に伝えられるように指導しましょう．お

住まいの近くの医療救護所について，市区町村から発

行されている防災マップやホームページなどで平時か

ら把握するように勧めましょう．

10
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災害時に備えて知っておくべき
内服薬や注射薬の注意点は何か？
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JIA患者さんは栄養障害を伴うリスクがあります．
Body Mass Indexを指標として，児の栄養状態に
注意する必要があります．

Overview

JIA患者さんの栄養評価指標とその運用
JIA 患者さんは，健常児に比して栄養障害を伴いやす

い傾向にあります．特に，少関節炎 JIA，4 歳以上の男

児で栄養障害の合併リスクが高くなります 1）．そのた

め，JIA 患者さんの栄養状態を把握することは重要で

す．このことから，JIA 診療においては経時的に身長・

体重の推移を標準成長曲線上にプロットし，解離傾向

を認めないかを常に評価することが推奨されます．

他の栄養評価指標としては，Body Mass Index

（BMI）と肥満度があります．BMIは体重（kg）÷〔身

長（m）〕2 で計算され，肥満度は（実測体重−標準体

重）/標準体重×100で計算されます．小児では性別・

年齢ごとに平均値および標準偏差が異なります．栄養障

害の定義に定まったものはないため，成長曲線と同様に，

経時的にプロットして推移を観察することが大切です．

小児科内分泌学会のホームページ 2）から，BMIと肥満度

のパーセンタイル曲線がダウンロード可能です（図）．

これらの客観的指標のみならず，生活リズム，食事

内容 ，共食者の聞き取りを行い，食生活全般の把握を

することも大切です．

血清総タンパク，アルブミン，末梢血総リンパ球数

といった血液検査項目も栄養評価指標となりますが，疾

患活動性や合併症などにも影響を受けるので，1 つの項

目で判断せず他の指標と併せて総合的に判断する必要

があります．

文 献
1 ）	 Shin	ST,	et	al	:	J	Microbiol	Immunol	Infect,	43	:	93-98,	

2010

2 ）	「小児内分泌学会．成長評価用チャート・体格指数計算ファ
イル」http://jspe.umin.jp/medical/chart_dl.html	（2023年
6月閲覧）

1

第5章　JIA患者さんを診るうえで栄養について知っておくべき知識第1部

JIAにおける栄養評価指標は何か？

図　Body Mass Index percentile 曲線
文献2より転載
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JIA患者さんでは，一般的な小児の成長に必要な総
カロリーおよびタンパク量を摂取することが大切
です．また，疾患活動性や治療内容に応じてミネ
ラルやビタミンの摂取もしくは制限を行います．

Overview

JIA患者さんにおける栄養療法の実際
小児の成長に必要な総カロリーおよび栄養素を摂取

することが必要です．特に，タンパク質摂取カロリー

が総摂取カロリーの10 ％未満になると栄養障害におち

いる可能性が指摘されています 1）．総摂取カロリーは

JIA に合併する栄養障害と関連しないという報告もあり

ますが，必要摂取カロリー以上の栄養を摂取している

欧州の研究に基づいた報告ですので注意が必要です 2）．

本邦における児の年齢および身体活動レベルに応じた

必要な総カロリーやタンパク質の推定量は，厚生労働

省の「日本人の食事摂取基準（2020 年版）」策定検討

会報告書 3）に記載されています（表1，2）．

疾患活動性や治療との関連においては，副腎皮質ス

テロイド治療を受けている児では積極的なカルシウム

やビタミン D の摂取が望ましいです（第 1 部 第 5 章 Q3
参照）．長期に副腎皮質ステロイド治療を継続している

児では，高血圧に対する塩分制限やカリウム補充が必

要になることがあります．慢性炎症による貧血を伴う

場合は，鉄分の補給が望まれます 4）．

2

第5章　JIA患者さんを診るうえで栄養について知っておくべき知識第1部

JIAにおける適切な栄養療法とは何か？

表1　推定エネルギー必要量（kcal/日）

性別 男性 女性

身体活動レベル 1 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ

0〜5（月） ―   550 ― ―   500 ―

6〜8（月） ―   650 ― ―   600 ―

9〜11（月） ―   700 ― ―   650 ―

1〜2（歳） ―   950 ― ―   900 ―

3〜5（歳） ― 1,300 ― ― 1,250 ―

6〜7（歳） 1,350 1,550 1,750 1,250 1,450 1,650

8〜9（歳） 1,600 1,850 2,100 1,500 1,700 1,900

10〜11（歳） 1,950 2,250 2,500 1,850 2,100 2,350

12〜14（歳） 2,300 2,600 2,900 2,150 2,400 2,700

15〜17（歳） 2,500 2,800 3,150 2,050 2,300 2,550

18〜29（歳） 2,300 2,650 3,050 1,700 2,000 2,300

30〜49（歳） 2,300 2,700 3,050 1,750 2,050 2,350

50〜64（歳） 2,200 2,600 2,950 1,650 1,950 2,250

65〜74（歳） 2,050 2,400 2,750 1,550 1,850 2,100

75以上（歳）2 1,800 2,100 ― 1,400 1,650 ―

妊婦（付加量）3  初期 ＋50 ＋50 ＋50

中期 ＋250 ＋250 ＋250

後期 ＋450 ＋450 ＋450

授乳婦（付加量） ＋350 ＋350 ＋350

1  身体活動レベルは，低い，ふつう，高いの3つのレベルとしてそれ
ぞれⅠ，Ⅱ，Ⅲで示した．

2  レベルⅡは自立している者，レベルⅠは自宅にいてほとんど外出し
ない者に相当する．レベルⅠは高齢者施設で自立に近い状態で過ご
している者にも適用できる値である．

3  妊婦個々の体格や妊娠中の体重増加量および胎児の発育状況の評価
を行うことが必要である．

注1： 活用に当たっては，食事摂取状況のアセスメント，体重および
BMIの把握を行い，エネルギーの過不足は，体重の変化または
BMIを用いて評価すること．

注2： 身体活動レベルⅠの場合，少ないエネルギー消費量に見合った
少ないエネルギー摂取量を維持することになるため，健康の保
持増進の観点からは，身体活動量を増加させる必要がある．

文献3より引用



64 若年性特発性関節炎患者支援の手引き

文 献
1 ）	 Cleary	AG	:	Rheumatology（Oxford）,	43	:	1569-1573,	

2004

2 ）	 Shin	ST,	et	al	:	J	Microbiol	Immunol	Infect,	43	:	93-98,	
2010

3 ）	『「日本人の食事摂取基準（2020年版）」策定検討会報告書』
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08517.html（2023
年6月閲覧）

4）	「Textbook	of	Pediatric	Rheumatology,	seventh	edition」
（Petty	RE,	et	al	eds.）,	pp.177-187,	Elsevier,	2016

表2　 身体活動レベル別に見た活動内容と活動時間の
代表例

身体活動
レベル 1

低い（Ⅰ） ふつう（Ⅱ） 高い（Ⅲ）

1.50
（1.40〜1.60）

1.75
（1.60〜1.90）

2.00
（1.90〜2.20）

日常生 活
の内容2

生活の大部分が
座位で，静的な活
動が中心の場合

座位中心の仕事
だが，職場内での
移動や立位での
作業・接客等，あ
るいは通勤・買い
物での歩行，家
事，軽いスポーツ
のいずれかを含む
場合

移動や立位の多
い仕事への従事
者あるいは，ス
ポーツなど余暇に
おける活発な運
動習慣をもってい
る場合

中程度の強
度（3.0 〜
5.9メッツ）
の身体活動
の1日当たり
の合計時間
（時間/日）3

1.65 2.06 2.53

仕事での1
日当たりの
合計 歩行
時 間（時
間/日）3

0.25 0.54 1.00

1 代表値．（　）内はおよその範囲．
2  Black AE, et al（Eur J Clin Nutr, 50：79-92, 1996），Ishika-

wa-Takata K, et al（Eur J Clin Nutr, 62：885-891, 2008）を参考
に，身体活動レベル（PAL）に及ぼす仕事時間中の労作の影響が大き
いことを考慮して作成．

3  Ishikawa-Takata K, et al（J Epidemiol, 21：114-121, 2011）によ
る．

文献3より引用
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JIAは肥満や骨粗鬆症と関連があります．各治療段
階での身体活動度に応じた栄養指導を行うととも
に，十分な治療により早期に社会活動性を取り戻
すことが望まれます．骨粗鬆症の予防としては，ビ
タミンDの摂取と日光浴が大切です．

Overview

JIA患者さんの肥満，骨粗鬆症対策の実際
JIA では，疾患活動性と肥満の関連が指摘されていま

す．JIA の疾患活動性が高い患者さんでは，健常の小児

に比べ肥満の割合が高く，JIA の疾患活動性が低い患者

さんでは，肥満の割合は健常人と比べ変化はありませ

ん 1，2）．疾患活動性と肥満の関係において，どちらが原

因でどちらが結果なのかはまだ明らかになっていませ

ん．疾患活動性が高く十分な身体活動ができないため

に肥満を合併した患者さんにおいては，発症前の身体

活動ができるよう，十分な治療により疾患活動性を低

下させることが必要になります．また，全身型 JIA のよ

うに治療の過程で副腎皮質ステロイドを使用する症例

では可能な限り早めの減量を目指し，必要に応じ生物

学的製剤を併用することで，その使用を極力少なくし，

副腎皮質ステロイドの副反応としての中心性肥満のリ

スクを下げることを意識したいところです．一方 ，発

症前の肥満が，発症時の罹患関節数や治療反応性の低

下のリスク因子となっている可能性も指摘されていま

す 3）．そのため，発症時にすでに肥満のある患者さんに

対しては，各治療段階での身体活動度に応じた栄養指

導を行い，適切なカロリーを摂取することが大切です．

骨粗鬆症に関しては，JIA 患者さんは健常の小児に比

べ，発症時から骨密度が低く治療によりある程度改善

するものの，健常小児よりは低いままであることが指

摘されています．特に，副腎皮質ステロイド治療を行っ

た患者さんでは骨密度が低い傾向にあります．そのた

め，医師の判断で活性型ビタミン D3 製剤（アルファカ

ルシドール）が処方されることがあります．その際は

高カルシウム血症・高カルシウム尿症による腎の石灰

化を生じないようモニタリングが必要です．

加えて，日常生活においても骨粗鬆症の対策が重要

になります．具体的には十分なビタミン D の摂取と日

光浴です．ビタミン D は脂溶性のビタミンで主に魚類

やキノコ類に多く含まれます．脂溶性ゆえにキノコ類

においては油と一緒に摂取することで吸収効率を上げ

ることができます．そのため，これらのものをバラン

スよく摂取することが肝要です 4）．

各年齢におけるビタミン D の食事摂取基準を表 5）に

示します．ビタミン D は，日照により皮膚で産生され

るので，日常生活において可能な範囲内で適度な日光

3
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JIAにおける肥満や骨粗鬆症対策には
どのようなものがあるか？

表　ビタミンD の食事摂取基準（μg/日）

性別 男性 女性

年齡等 目安量 耐容上限量 目安量 耐容上限量

0〜5（月） 5.0   25 5.0   25

6〜11（月） 5.0   25 5.0   25

1〜2（歳） 3.0   20 3.5   20

3〜5（歲） 3.5   30 4.0   30 

6〜7（歲） 4.5   30 5.0   30

8〜9（歲） 5.0   40 6.0   40

10〜11（歲） 6.5   60 8.0   60

12〜14（歲） 8.0   80 9.5   80

15〜17（歲） 9.0   90 8.5   90

18〜29（歲） 8.5 100 8.5 100

30〜49（歲） 8.5 100 8.5 100

50〜64（歲） 8.5 100 8.5 100

65〜74（歲） 8.5 100 8.5 100

75以上（歲） 8.5 100 8.5 100

妊婦  8.5 ―

授乳婦  8.5 ―

文献5より引用
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浴を心がけることが必要です．環境省によると，本邦

では平均的な食事のもと1 日 1 回日向で15 分，日陰で

30 分程度日光に照射されることが，必要なビタミン D

の生成に必要とのことです 6）．

日照時間の短い地域 では，食事によるビタミン D 摂

取をより意識的に心がける必要があります．

文 献
1 ）	 Schenck	S	:	Scand	J	Rheumatol,	44	:	288-295,	2015

2 ）	 Sherman	G	:	Clin	Exp	Rheumatol,	36	:	1110-1116,	2018

3 ）	 Giani	T,	et	al	:	Front	Pharmacol,	10	:	637,	2019

4 ）	「文	部	科	学	省 ．日	本	食	品	標	準	成	分	表	2020	年	版	（八
訂）」https://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/
mext_01110.html（2023年6月閲覧）．

5）	『「日本人の食事摂取基準(2020年版)」策定検討会報告書』	
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08517.html（2023
年6月閲覧）

6）	「環境省.紫外線環境保健マニュアル2008：第2章	紫外線に
よる健康影響」https://www.env.go.jp/chemi/uv/uv_
pdf/02.pdf（2023年6月閲覧）
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JIAにおける動脈硬化リスク因子として重要なの
は，脂質異常症です．血圧，体重，空腹時血糖と
併せて，脂質も定期的に測定することが大切です．

Overview

JIAにおける動脈硬化リスク因子
動脈硬化のリスク因子としては，一般的に肥満 ，高

血圧，高血糖，脂質異常が知られています．一方，動

脈硬化の病態として慢性炎症が関与していることが明

らかになり，小児期に発症しその後も慢性炎症が持続

するJIA と，動脈硬化の関係が注目されるようになって

きました 1）．

動脈硬化のリスク因子のなかで，JIA 患者さんで特に

注意する必要があるのは，脂質異常症です．実際，JIA

患者さんでは，健常児と比べて脂質異常症を合併する

割合が高く，また小児期から無症候性の血管病変が形

成されつつあることが明らかになってきました 2）．JIA

の患者さんが成人になったときに，無症候性の血管病

変や最終的な心血管イベントが健常人に比べて有意に

多いというデータはありませんが ，成人期になっても

脂質異常症の合併率は有意に高く，また寛解期にあっ

ても血清中の炎症性サイトカインが上昇していること

が示されています 3，4）．全身型 JIA のように副腎皮質ス

テロイドを長期間使用している患者さんではそのリス

クがさらに高くなります 5）．これらを念頭におき，血

圧，体重，空腹時血糖，総コレステロール，HDL コレ

ステロール，LDL コレステロール，トリグリセライド

の測定や頚動脈エコーの評価を定期的に行うことが大

切です．また，成人の患者さんでは，動脈硬化の程度

の客観的指標として，CAVI（心臓足首血管指数）およ

び ABI（足関節上腕血圧比）を測定することができま

す．

患者さんへの説明・指導の一例
「JIA の患者さんでは，将来脂質異常症により動脈硬

化を発症するリスクがあります．

脂質異常症とは，血液のなかの脂質の量が異常に高

くなる状態です．脂質の量が多い状態が続くと，血管

が硬く狭くなり血液の流れが悪くなる動脈硬化という

状態になります．脳や心臓の血管で動脈硬化が進むと，

脳梗塞や心筋梗塞といった病気になる可能性が高くな

ります．そのため，脂質異常症や動脈硬化の検査を定

期的に受けることが必要です．」

文 献
1 ）	 Jednacz	E	&	Rutkowska-Sak	L：Mediators	Inflamm,	

2012：714732,	2012

2 ）	 Hussain	KS,	et	al：Rheumatol	Int,	41：423-429,	2021

3 ）	 Anderson	JH,	et	al：Scand	J	Rheumatol,	45：299-303,	
2016

4 ）	 Aranda-Valera	IC,	et	al：Pediatr	Rheumatol	Online	J,	18：
59,	2020

5 ）	「Textbook	of	Pediatric	Rheumatology,	seventh	edition」
（Petty	RE,	et	al	eds.）,	p.134,	Elsevier,	2016
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JIAの治療薬と食品の相互作用で注意が必要なの
は，MTX（リウマトレックス®）と葉酸を多く含
む食品，タクロリムス（プログラフ®）と一部の柑
橘類です．

Overview

JIA治療薬と食品の相互作用
最も注意が必要な食品は，青汁や葉酸のサプリメン

トです．JIA で使用される重要な薬の 1 つに MTX があ

り，この薬剤は葉酸を活性型葉酸に還元する働きを抑

えることで細胞増殖を抑制し，効果を発揮します．

その際に葉酸を含む食品を大量に摂取するとMTX の

効果が弱まります．青汁の葉酸含有量は商品によって

も異なりますが，概して多く含まれるため，MTX 服用

中は青汁使用を控えることが必要です．また，サプリ

メントも成分表を確認して，葉酸含有量が多いものは

控える必要があります．葉酸は，藻類（焼き海のり，乾

燥わかめ，青のりなど），野菜類（えだまめ，モロヘイ

ヤ，干し椎茸，パセリ，ほうれん草，ブロッコリー，ア

スパラガスなど），肉類（レバー）などにも比較的多く

含まれていますが 1），これらの食品から摂取される葉酸

の量においては，MTX の効果減弱を心配する必要はあ

りません（コラム④参照）．

また，一部の難治例に対して用いられるタクロリム

スついては，フラノクマリン酸を含むグレープフルー

ツなどの柑橘類を摂取すると，代謝酵素であるCYP3A4

が不可逆的に阻害されるため，タクロリムスの血中濃

度が上昇する可能性があるので，処方の際には注意が

必要です（巻末表 6 参照）．

患者さんへの説明・指導の一例
「食品やサプリメントのなかには，くすりの効果に影

響を与えるものがあります．

MTX を服用している間は，青汁や葉酸のサプリメン

トは控えてください．MTX の効果が弱まる可能性があ

るためです．青汁を除く普段の食事に含まれる葉酸に

ついては心配する必要はありません．

タクロリムスを服用している間は，柑橘類の摂食は

避けてください．タクロリムスの効果が強まる可能性

があるためです．影響が大きい柑橘類については巻末
表 6 をご参照ください．」

文 献
1 ）	「文部科学省 ． 日本食品標準成分表2020年（八訂）」

https://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/
mext_01110.html（2023年6月閲覧）
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コラム④ JIAに漢方薬，サプリメント，健康食品（栄
養ドリンクを含めて）は有効か？

北欧で行われたアンケート調査では，JIA 患者さん
の38 ％がプロバイオティクス，ビタミン・ミネラルの
サプリメント，必須脂肪酸などの補完代替医療を行っ
ていると報告されています 1）．補完代替医療は，疾患活
動性が高いJIA 患者さんにおいて使用率が高く，また従
来の医療薬のアドヒアランスの低下はないことから，従
来の医療で抑えきれない患児の症状を緩和することを
期待して使用されていると推測されます1）．しかし，JIA
に対するこれら補完代替医療の有効性を科学的に示し
た根拠はありません．さらに，一般的に漢方薬やサプ
リメント，健康食品は「安全性が高く副作用が少ない」

と考えられていますが，なかには肝不全などの重篤な
副作用の報告もあります 2，3）．また，処方されている治
療薬と相互作用を及ぼすものがありますので注意が必
要です（第 1 部 第 5 章 Q5 参照）．そのため，処方以外
のものを服用する場合は，医師との相談が望ましいで
す．

文 献
1 ）	 Nousiainen	P,	et	al：BMC	Complement	Altern	Med,	

14：124,	2014

2 ）	 Bunchorntavakul	C	&	Reddy	KR：Aliment	Pharmacol	
Ther,	37：3-17,	2013

3 ）	 Teschke	R,	et	al：Eur	J	Gastroenterol	Hepatol,	25：
1093-1098,	2013
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JIA患者さんにおいて生じうる関節痛・倦怠感・機
能障害などに対し，JIAの担当医とリハビリテー
ション科とが密接に連携し，JIA患者さんに対する
「機能評価」，「障害予防目的とした治療的介入」，
「社会福祉的支援」を実施し，積極的に介入するこ
とが必要です．その際には成長・発達の問題や学
校生活の問題に代表される小児期特有の問題を意
識した対応が望まれます1）．

Overview

JIAにおけるリハビリテーション治療の
考え方

リハビリテーション治療は関節の疼痛・腫脹の軽減，

可動域の維持・改善 ，筋力・体力の維持・改善 ，関節

の負荷軽減 ，関節の変形進行の予防などを目的に作業

療法・理学療法などを組み合わせ，実施します．

JIA 患者さんに実施する際には患者さんが成長期であ

ること，適切な発達を促す必要があること，成長の過

程で生活環境が変化しうることが成人とは異なりま

す 1，2）．

以下に具体的なライフステージとそれに伴う留意点

を述べます 2，3）．

幼児期：発達の遅れが診断のきっかけになることが

あることに留意し，早期診断に努める必要があります．

特に発語前の発症の場合 ，痛みがあることが当然のた

め，正確に自覚症状を訴えないことがあることにも注

意が必要です．親子で遊びの要素を取り入れつつ，関

節保護を行いながら，運動発達を促すことが大切です．

学齢期：幼稚園や学校生活への適応や友人関係の維

持に留意が必要です．特に階段の使用や体育授業 ，学

校行事 ，部活動とのかかわりについての配慮を要しま

す．他児と同様の生活ができるように配慮し，病気に

よる生活面での劣等感を生じさせないことが重要です．

そのため，幼稚園や学校での生活環境や部活動などの

状況を確認し，本人や保護者の希望に応じたリハビリ

テーション治療の実施が求められます．

思春期：行動範囲が拡大する時期であり，進学や就

職といったことを視野に置くと同時に能力とのミスマッ

チが生じないように留意するべきです．また，困難な

姿勢や運動がある場合 ，リハビリテーション治療や装

具などの使用による解決策を提供する必要があります．

JIA 患者さんの成長過程においては反抗期のために怠

薬 ，受診忘れを認め，病状の悪化をみる場合があるこ

とに注意が必要となります．

成人期（移行期）：仕事に加え，結婚や家事，子育て

といったことへの配慮が必要になります．また，この

ころには成人診療科への移行を念頭に疾患そのものや

関節拘縮などの身体状況 ，リハビリメニュー ，装具な

どへの本人の理解を確認し，保護者ではなく，本人が

治療の主体となることを促す必要があります．

近年 ，早期診断や重症例への生物学的製剤の導入に

より，関節破壊を残さずに寛解を維持できる症例が増

えていますが，疼痛などによる関節機能障害の予防や

生活の質の維持という点でリハビリテーションは重要

です．

また，現在も少数ながら難治例の JIA 患者さんは存

在します．

リハビリテーション治療をチームで行う際には医師

の指示のもと作業療法士 ，理学療法士が治療にかかわ

ります．そして JIA 患者さんおよび保護者にリハビリ

テーション治療の重要性を理解してもらったうえで，生

活上の課題や，現在および将来における希望を確認し，

適切な介入を行います．

文 献
1 ）	「成人診療科医のための	小児リウマチ性疾患移行支援ガイド」

（厚生労働科学研究費補助金	難治性疾患等政策研究事業），
羊土社，2020

2 ）	 根本明宜：理療ジャーナル，48：651-657，2014

3 ）	 水落和也，他：J	Clin	Rehabil，193：225-234，2010
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・�実際にリハビリテーション治療を行う際には，必
要に応じ，JIAの担当医とリハビリテーション担
当スタッフなどによるチームで，リハビリの対
象となる関節の拘縮，筋力低下，活動制限や身
体機能発達の遅延や身体活動能力の低下などに
ついての客観的かつ包括的評価を行います．

・�そのうえで，JIA患者さんと保護者の現在や将来
への希望を満たせるような目標設定および介入
方法の選択を行います．

・�定期的に各療法の効果判定 ，見直しを行ってい
くことも大事です．

Overview

JIAにおける運動療法，作業療法，装具療法
の適応

実際の各療法の適応は表1のようなものがあげられ

ます 1）．

また，医師が作業療法士 ，理学療法士などのスタッ

フと連携し，チームとして行うべき具体的内容として

は表2の内容があげられます 1）．

リハビリテーションの実際
実際のリハビリテーションにおいては上記適応を踏

まえたうえで，以下のような流れになります 2）．

1）目標を設定する
関節痛のみで機能障害を認めない場合は機能障害の

予防が最大の目標であり，身体活動の制限を認める場

合は機能障害を改善し，活動制限を取り除くことが目

標になります．関節破壊 ，変形を認める症例では健常

部位の活用や，補装具の使用などでの機能の代償 ，活

動制限の軽減を実施し，現在の生活や将来像において

の児の希望を満たせるようにすることを目指します．

表1　リハビリテーション介入の適応

・病気として活動性がある状態

・朝の強いこわばりの存在

・�痛みや筋力低下のためにこれまでできていたことができなく
なった

・著明な倦怠感の存在

・動きの制限

・著しい気分や行動の変化，仲間からの孤立

・年齢相当の発達からの退行

・成長の異常

・学校や幼稚園への出席日数の減少

・睡眠の質の悪化

・通常の活動を時間通りに行うことができなくなった

文献1より引用

表2　リハビリテーションの実施にて期待されること

・疼痛管理を評価し，教える

・障害を評価，文書化し，その解決策を見つける

・�機能制限を評価，文書化し，リハビリテーション等を通し，
それを最小化する

・�関節の可動範囲や筋力および時間経過に伴う機能変化の一
貫した評価を実施する

・�障害に対処するための運動プログラムを開発し，児と家族に
提案，実施する

・症状管理のための対処スキルを評価し，教える

・病気のプロセスと病気の管理の教育を強化する

・身体活動の継続的な必要性と安全性について教育する

・人間工学を教える

・職業カウンセリングの必要性を説明し，指導する

・継続的な患者と家族のサポートを提供する

・学校生活や社会生活へのスムーズな参加を促し，援助する

・�家族，学校，地域社会で子供を擁護できるよう働きかけを
行う

・�心理士によるアプローチを併用し，心理的な問題への橋渡し
を行う

文献1より引用
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2）介入方法の選択
①運動療法：関節腫脹や関節痛が著明な場合は関節

負担の少ない愛護的な関節可動域訓練や等尺性訓練を

用いた訓練を実施し，関節可動域・筋力の維持に努め

ます．関節痛が改善した症例にはより積極的な運動療

法を考慮します．就学年齢のJIA 患者さんについては学

校での生活（特に体育の授業）を念頭に，関係者との

連携を意識することも重要です．

②作業療法：作業療法では障害予防的介入としての

日常生活における関節保護方法の指導や環境整備の指

導 ，疲労の少ない作業姿勢の指導など，多彩な介入を

考慮します．また機能障害・生活・活動制限がある場

合には，作業療法士が作製するオーダーメイドの自助

具や装具の 1 つであるスプリントがあります（図）．自

助具は，障害予防や同世代・同級生らと変わらないラ

イフステージを送るためには欠かせないツールです．

JIA 患者さんの自立を支援し，「自分でできた」を促す

こととなります（第 1 部 第 6 章 Q4 参照）．

③装具療法：装具療法としては各種関節の拘縮 ，変

形に対し，関節の固定 ，疼痛緩和を目的にさまざまな

装具を使用することができます（図）．乳児期の場合は

靴など自体が初めてであり，いかにして上手な歩行な

どの発達を得るかが重要です．学童期ではJIA 患者さん

や家族の他に教職員などに対する説明などの対応が必

要になる場合もあります．思春期では外見的な問題に

関する患者さんの希望にも配慮が必要です．配色や見

栄えにも注意し，患者さんが着けたくなるような装具・

スプリントが求められます．また共通することとして，

装具やスプリントがなぜ必要なのか，いつ装着するの

かを患者さん・家族に説明することも大切となります．

文 献
1 ）	「Textbook	of	Pediatric	Rheumatology,	seventh	edition」

（Petty	RE,	et	al	eds.）,	pp.177-187,	Elsevier,	2016

2 ）	 水落和也，他：J	Clin	Rehabil，193：225-234，2010

図　上肢のスプリント療法（装具）

手関節のサポーター サポーターの
カラーバリエーション

手指のリングスプリント 自着性包帯による
テーピング
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・�JIA患者さんのリハビリテーション治療では発
達・成長段階を考慮しつつ，必要性や方法をJIA
患者さんおよび保護者に理解してもらうことが
重要です．

・�JIA患者さんの状態 ，発達段階を考慮したうえ
で，実施方法などにつき，症例ごとに検討する
ことが大事です．

Overview

JIA患者さんの自宅でできるリハビリテー
ション，その実際と管理

JIA 患者さんのリハビリテーション治療では，対象が

乳幼児期から学童期といった発達段階 ，学童期から移

行期までといった成長段階を考慮することが大切です．

乳幼児期には，寝返り，はいはい，お座り，つかまり

立ちといった正常発達へのJIA 症状の影響を把握し，対

応します．自宅でできるリハビリテーション治療にお

いても機能訓練よりもボディランケージやジェスチャー，

あるいはスキンシップを含む親子・きょうだいでの遊

びを通して，JIA 患者さんの運動発達・身体活動を引き

出していくことが大切です．また学童期では活動の幅

も広がるため，体育やクラブ活動・同級生との遊びに

よる関節への負担など，JIA 症状への影響を配慮するこ

とが大切です．JIA 患者さん自身の学校内外における活

動への意欲を尊重し，活動がリハビリテーション治療

の一環となること，過用や誤用がさらなる機能障害を

引き起こすため予防的管理が必要なことを含めての指

導が必要となります．

実際の指導では，どのような運動（優先順位）を，ど

の程度（回数・頻度）実施していくのか，どのように

管理（実施状況）していくのかを，パンフレットなど

を用い JIA 患者さん，家族を含め，具体的に指導しま

す．さらに，実施状況を把握することや，実施に伴う

家族の疑問などを拾い上げることなど，サポーティブ

ケア（双方向でのフィードバックを伴う支援）も求め

られます．

また，成長に伴う身体・病状の変化によって機能障

害の部位や障害度 ，生活への影響度も変化する可能性

もあり，日常生活や学業生活で制約される場面も異なっ

てきます．したがって自宅でできるリハビリテーショ

ンの内容も症状・年齢・活動の幅などに応じて変更が

必要となるため，定期的なリハビリテーション専門職

による評価・フォローも必要となります．

罹患関節では，上肢では肘関節・手関節が，下肢で

は膝関節・足関節が多いとされており，本稿ではさら

に代償動作の効きにくい運動方法を提示します（巻末
図 1 も参照）．

手関節と前腕：手関節を同時にゆっくりと上げ下げ

をします．また小さく前ならえの状態から，手のひら

を上・下へ向けるように前腕を回します．１セット 20

回とし 1 日に 2 〜 3 回実施します．

肘関節：肘関節をゆっくりと最後まで伸ばします．曲

げるときは同側の肩に触るように曲げます．１セット

20 回とし 1 日に 2 〜 3 回実施します．

膝関節：膝関節は屈曲拘縮予防と筋力低下による起

居移動能力障害の予防において重要です．椅子に腰掛

けて，ゆっくりしっかり膝を伸ばし，5 秒程度保持しま

す．両膝交互に合計 20 回を，１セットとし 1 日に 2 〜

3 回実施します．

足関節：足関節の可動域低下は歩幅の減少や歩行速

度の低下，立位・歩行バランスの低下につながります．

椅子に腰掛けて，しっかり膝を伸ばし，足関節を背屈・

底屈を2 〜 3 秒保持を交互に10 回繰り返します．左右

1 回ずつを１セットとし 1 日に 2 〜 3 回実施します．

3

第6章　JIA患者さんを診るうえでリハビリテーションについて知っておくべき知識第1部

自宅でできるリハビリテーションには
どのようなものがあるか？



73若年性特発性関節炎患者支援の手引き

第
1
部

6

JIA患者さんの自助具や福祉用具についてはさまざ
まな種類があり，疾患に由来する生活面や運動面
での問題解決の手助けになりえます．医療者はこ
れらの用具に対しての知見をもち，必要に応じ，そ
の使用を提案できるよう心がけたいところです．

Overview

JIA患者さんのへの自助具・福祉用具の
適応と留意点

JIA 患者さんの自助具や福祉用具の適応については，

幼児期，学童期，思春期，移行期において用途や適応

が変化します．幼稚園，小学校，中学校，高等学校に

おける学業や運動，また集団行動・活動を通してJIA 患

者さんの身体能力の向上と過用・誤用による機能障害

予防を両立し，さらに移行期までの社会性を育むこと

も考慮し，自助具や福祉用具を適用していくことが望

まれます．

幼児期では身の回りへの支援が中心となり，食事や

トイレ環境（踏み台・補高便座など）が必要となりま

す．そして成長過程とともに，学童期からは学校生活，

社会生活へと使用する種類も変化していきます．これ

らの用具を用いる主な目的は，関節症状や痛みによっ

て，力が入りにくい，可動域制限がある，さらにはそ

の両者によって制約される日常生活・学業生活を補助・

支援することです．障害部位・罹患関節部位に応じて，

握力・ピンチを補助するもの，リーチを代償するもの

などがあります（図）．

肩関節・肘関節の可動域制限の場合には，ソックス

エイド，リーチャーを検討し，握力・ピンチ力に低下

がある場合には，ばね箸 ，太柄加工 ，ハサミの加工な

どを活用します．

頚椎に症状がある場合には，書見台やコップの工夫

も必要となります．

膝関節や足関節の痛みなど，起居移動能力の制限に

ついては，ロフストランド杖や松葉杖などの福祉用具

4
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図　自助具と福祉用具の一例

太柄鉛筆 自助はさみばね箸（小児用） 書見台 自着性包帯による書字加工

ソックスエイド リーチャー 児童用ロフストランド杖太柄歯ブラシ
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が適応となります．歩行補助具の適応については，肘

関節や手関節への過負荷を考慮し，グリップの形状や

大きさに注意を払う必要があります．また，下肢関節

への軟性装具や上肢関節へのサポーターの併用も検討

することも大切です．

JIA 患者さんへの自助具や福祉用具は，学業や集団行

動・活動を促進させる支援の 1 つですが，集団生活に

おける“特別な自助具や福祉用具”に対するJIA 患者さ

んの受け入れを考慮し，外観や色使いに“格好の良い”

といった基準を用いることも大切です．さらに，JIA 患

者さんや家族に対する説明や心理的サポートなどの対

応の他 ，教員などへの十分な説明を行い，理解を得る

ことも検討すべきです．
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JIA患者さんが受けることが可能な医療費助成制度
には
・小児慢性特定疾病対策による助成制度
・指定難病医療費助成制度
・障害者医療費助成制度
・こども医療費助成制度
・高額療養費制度
などがあります．

Overview

小児慢性特定疾病対策による助成制度
小児慢性特定疾病対策による助成制度（小慢制度）

は，児童の健全育成を目的として，疾病の治療方法の

確立と普及 ，患者家庭の医療費の負担軽減につながる

よう，医療費の自己負担分を補助するものです．医療

費助成の対象は 18 歳未満かつ，JIA の疾患活動性の程

度に関して一定の要件を満たす例です．ただし，対象

年齢については，18 歳に達した時点で小児慢性特定疾

病医療受給者証（受給者証）を有し，かつ引き続き有

効な受給者証を有する者に限り，20 歳の誕生日まで延

長可能です．

助成を受けるためには，自治体の指定医が作成した

医療意見書を添付のうえ，申請書を居住地の担当窓口

に提出し，審査を受ける必要があります．小慢制度の

認定を受け受給者証が発行されると，自治体の指定医

療機関で行われた医療費に限って，自己負担分の助成

を受けることができます．指定医療機関外で行われた

医療費の助成を受けることはできません．また，日常

の生活を営むのに著しく支障がある場合には，日常生

活の用具の給付を受けることができます．自己負担金

の上限や用具給付のサービスの詳細は，患者家族の居

住地により状況が変わる可能性があるため，居住地の

担当窓口にお問い合わせください．各自治体の担当窓

口・指定医療機関・指定医については，小児慢性特定

疾病センターのホームページ 1）から検索可能です．移

行期における更新申請の手続きや，指定難病医療費助

成制度への切り替えの注意点に関しては，p.80 コラム
⑤を参照してください．

指定難病医療費助成制度
2018 年 4 月 1 日より，難病の患者に対する医療等に

関する法律（難病法）の一部変更により，JIA 患者さん

も，年齢にかかわらず一定の基準を満たせば医療費助

成を受けることが可能になりました．つまり，これま

で小慢制度による医療費助成を受けていたJIA 患者さん

が，20 歳を超えても指定難病医療助成制度（指定難病

制度）により継続して医療費助成を受けることが可能

となりました．ただし，JIA のうち指定難病の対象と

なっているのは，全身型，リウマトイド因子（RF）陽

性多関節炎，RF 陰性多関節炎，少関節炎および，付着

部炎関連関節炎の方で強直性脊椎炎の診断基準を満た

した方です（強直性脊椎炎の診断基準は巻末表 5 参

照）．乾癬性関節炎，強直性脊椎炎の診断基準を満たさ

ない付着部炎関連関節炎 ，未分類関節炎は助成対象外

となるので注意が必要です．

助成を受けるためには，一定の診断基準と重症度基

準を満たす必要がありますが，軽症高額該当（医療費

総額が33,330 円を超える月が支給認定月以前の12 カ

月以内に 3 回以上ある）の場合は，症状の程度が軽く

重症度基準を満たさない場合にも，助成を受けること

が可能です．患者家族が助成を受けるためには，自治

体から指定を受けた難病指定医が作成した臨床調査個

人票を添付のうえ，申請書を居住地の担当窓口に提出

し，審査を受ける必要があります．認定を受け受給者

証が発行されると，自治体から指定を受けた指定医療

機関で行われた医療費に限って，自己負担分の助成を

受けることができます．指定医療機関外で行われた医

療費の助成を受けることはできません．各自治体の担

当窓口・指定医療機関・指定医については，難病情報

センターのホームページ 2）から検索可能です．

1
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なお，小児慢性特定疾病と指定難病の違いを巻末表
7 にまとめましたので，そちらも参照してください．

障害者医療費助成制度3）

1）重症心身障害者医療費助成
一定の等級の障害者手帳を所持している人に対して，

医療費の一部を助成する制度です．JIA 患者さんにおい

ては，一定の等級以上の身体障害者手帳を有している

場合に対象となります．自治体により対象となる等級

や助成金額が異なりますが，1 級または2 級の身体障害

者手帳の交付を受けている患者さんが対象となること

が多いようです．
2）自立支援医療（更生医療）

身体障害者手帳の交付を受けた18 歳以上の人に対し

て，その障害の軽減や除去 ，機能回復を目的とした治

療を行う場合に医療費を助成する制度です．JIA の場合

には，関節拘縮に対して行われる関節形成術や人工関

節置換術が該当します．この制度の利用は，更生相談

所の判定が必要であり，各自治体によって指定された

医療機関においてのみ利用ができます．
3）自立支援医療（育成医療）

身体に障害を有する18 歳未満の児に対して，その障

害を除去・軽減する目的で行われる手術などの医療費

を助成する制度です．身体障害者手帳の所持は問われ

ません．JIA の場合には，関節拘縮に対して行われる関

節形成術や人工関節置換術が該当します．更生医療と

同様に，この制度の利用には更生相談所の判定が必要

であり，各自治体によって指定された医療機関におい

てのみ利用可能です．

こども医療費助成制度
疾患の内容やその重症度によらず，患者さんの年齢

と保護者の所得に応じて自治体から支給される公的医

療費助成制度です．制度の名称，対象年齢や所得制限，

自己負担金は自治体によって大きな開きがあります．患

者さんの居住地の自治体のホームページを参考にする

か，ソーシャルワーカーに確認してください．

高額療養費制度
高額療養費制度とは，医療機関や薬局の窓口で支

払った額が，ひと月で上限額を超えた場合に，その超

えた金額を支給する制度です．上限額は，患者さんの

年齢や所得に応じて異なります．支給を受けるには，患

者さんが加入している公的医療保険に支給の申請をす

る必要があります．

文 献
1 ）	「小児慢性特定疾病情報センター．自立支援/自治体窓口」	 	

https://www.shouman.jp/support/	（2023年6月閲覧）

2）	「難病情報センター．都道府県・指定都市関係機関及び医療
提供体制情報」https://www.nanbyou.or.jp/entry/1352
（2023年6月閲覧）

3）	「メディカルスタッフのための	ライフステージに応じた関節
リウマチ患者支援ガイド」厚生労働省科学研究費補助金	免
疫・アレルギー疾患政策研究事業，羊土社，2020
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JIA患者さんが受けることが可能な福祉サービスには
・身体障害者手帳による福祉サービス
・障害者総合支援法による福祉サービス
・小児慢性特定疾病対策による福祉サービス
・特別児童扶養手当
などがあります．

Overview

以下でとりあげる各サービスの給付対象 ，内容は自

治体によって異なりますので，具体的な内容や手続き

は各自治体の担当窓口に確認してください．

身体障害者手帳による福祉サービス
「身体障害者手帳」とは，身体障害者福祉法に基づ

き，身体障害のある人に対して自治体が交付する手帳

です．手帳の交付を受けると，障害の種類や程度に応

じたさまざまな支援やサービスを利用できます 1）．JIA

の患者さんでは，肢体不自由のうち，主に上肢と下肢

の障害が対象となることが多いです．

交付のためには申請が必要です．まず，自治体の指

定を受けた指定医に診断書を記載してもらいます．そ

の診断書をお住まいの自治体の障害担当窓口に提出し，

審査の結果認定されれば手帳が発行されます．

障害者総合支援法による福祉サービス
JIA 患者さんにおいて，身体障害者手帳をおもちでな

い場合にも，障害者総合支援法によるサービスを受け

ることができます．障害者総合支援法は障害のある人

が基本的人権のある個人としての尊厳にふさわしい日

常生活や社会生活を営むことができるように，必要と

なる福祉サービスに関わる給付・地域生活支援事業や

その他の支援を総合的に行うことを定めた法律です．対

象者は，身体障害，知的障害，精神障害，発達障害を

もつ成人と児童，そして366 疾患の難病等です （2023

年 6 月現在）2）．JIA はその対象疾患の1 つですので，身

体障害者手帳を取得していなくても支援を受けることは

可能です．利用できる主なサービスとしては，補装具の

交付や修理，日常生活用具の給付，車椅子の貸し出しな

どです．その他に自立訓練，各種相談など，条件によっ

ては幅広い支援を受けることができます．サービスの利

用には，JIAに罹患していることが記載された診断書を

添えて，居住地の自治体の担当窓口に申請します．

小児慢性特定疾病対策による 
福祉サービス

小児慢性特定疾病対策による福祉サービスには，日

常生活用具給付事業や小児慢性特定疾病児童等自立支

援事業があります．日常生活用具給付事業は，日常生

活を営むのに著しく支障のある在宅の小児慢性特定疾

病児童等に対し，日常生活の便宜を図ることを目的と

して用具を給付する事業です．JIA 患者さんでは，下肢

の機能が不自由な場合に歩行支援用具の給付を受けら

れる可能性があります．

特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は，「特別児童扶養手当等の支給に

関する法律」に基づき，20 歳未満の障害児を監護する

父母または養育者に対して支給される手当です．JIA 患

者さんにおいては，関節破壊により上下肢に一定以上

の障害の程度がある場合に認定され，月額の手当が支

給されます．一定以上の障害の程度とは，概ね身体障

害者手帳の1 級から3 級程度に相当します．受給資格者

（障害児の父母など）もしくは配偶者または生計を同じ

くする扶養義務者の前年の所得が一定の額以上である

ときには手当は支給されません．

文 献
1 ）	「厚生労働省．障害者手帳」https://www.mhlw.go.jp/stf/

seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/
techou.html	（2023年6月閲覧）

2）	「厚生労働省．障害者総合支援法の対象疾病（難病等）の見
直 しについて」https://www.mhlw.go.jp/content/	
000847376.pdf（2023年6月閲覧）

2
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福祉サービスについて 
知っておくべき知識は何か？
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障害者総合支援法による福祉サービスとして，各
種の就労支援事業があります．JIA患者さんが，就
労に際して自己の疾患や障害を開示するべきかど
うかは，メリット・デメリットを考慮しながら，
個々の事情に応じて決定する必要があります．

Overview

障害者総合支援法による就労支援
障害者総合支援法による福祉サービス（第 1 部 第 7

章 Q2 参照）の一環として，表11）に示すような就労関

連支援事業があります．JIA は障害者総合支援法の対象

となる難病疾患に含まれますので，これらの支援事業

の対象となります．

また，JIA を含む難病疾患の患者さんの就労支援とし

て，全国のハローワークには，「難病患者就職サポー

ター」が配置されています．難病患者就職サポーター

は，難病相談支援センターと相談しながら，就職を希

望する難病の方に対して，症状の特性を踏まえたきめ

細かな就職支援や，在職中に難病を発症した方の雇用

継続などの総合的な支援を行っています．難病就労サ

ポーターが配置されている各都道府県のハローワーク

の場所および難病相談支援センターの所在地は，それ

ぞれ厚生労働省のホームページ 2）および難病情報セン

3
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就労支援で知っておくべき知識は何か？

表1　障害者総合支援法による就労に関する支援事業

就労移行支援事業 
（規則第6条の9） 

就労継続支援A型事業
（規則第6条の10第1項） 

就労継続支援B型事業 
（規則第6条の10第2項） 

就労定着支援事業 
（規則第6条の10）

事
業
概
要

通常の事業所に雇用されるこ
とが可能と見込まれる者に対
して，①生産活動，職場体験
等の活動の機会の提供その他
の就労に必要な知識及び能力
の向上のために必要な訓練 ，
②求職活動に関する支援，③
その適性に応じた職場の開
拓，④就職後における職場へ
の定着のために必要な相談等
の支援を行う
（標準利用期間：2年）
※�必要性が認められた場合に
限り，最大1年間の更新可
能

通常の事業所に雇用されるこ
とが困難であり，雇用契約に
基づく就労が可能である者に
対して，雇用契約の締結等に
よる就労の機会の提供及び生
産活動の機会の提供その他の
就労に必要な知識及び能力の
向上のために必要な訓練等の
支援を行う
（利用期間：制限なし）

通常の事業所に雇用されるこ
とが困難であり，雇用契約に
基づく就労が困難である者に
対して，就労の機会の提供及
び生産活動の機会の提供その
他の就労に必要な知識及び能
力の向上のために必要な訓練
その他の必要な支援を行う
（利用期間：制限なし）

就労移行支援 ，就労継続支
援，生活介護，自立訓練の利
用を経て，通常の事業所に新
たに雇用され，就労移行支援
等の職場定着の義務・努力義
務である6月を経過した者に対
して，就労の継続を図るため
に，障害者を雇用した事業所，
障害福祉サービス事業者，医
療機関等との連絡調整，障害
者が雇用されることに伴い生じ
る日常生活又は社会生活を営
む上での各般の問題に関する
相談，指導及び助言その他の
必要な支援を行う
（利用期間：3年）

対
象
者

①�企業等への就労を希望する
者

※�平成30年4月から，65歳
以上の者も要件を満たせば
利用可能

①�移行支援事業を利用した
が，企業等の雇用に結びつ
かなかった者

②�特別支援学校を卒業して就
職活動を行ったが，企業等
の雇用に結びつかなかった
者

③�就労経験のある者で，現に
雇用関係の状態にない者

※�平成30年4月から，65歳
以上の者も要件を満たせば
利用可能

①�就労経験がある者であって，
年齢や体力の面で一般企業
に雇用されることが困難と
なった者

② �50歳に達している者又は障
害基礎年金1級受給者

③�①及び②に該当しない者で，
就労移行支援事業者等によ
るアセスメントにより，就労
面に係る課題等の把握が行
われている者

①�就労移行支援 ，就労継続
支援，生活介護，自立訓練
の利用を経て一般就労へ移
行した障害者で，就労に伴
う環境変化により生活面・
就業面の課題が生じている
者であって，一般就労後6
月を経過した者

文献1より引用
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第
1
部

7

ターのホームページ 3）を確認してください．

就職先に疾患を開示すべきか， 
障害を開示すべきか

患者さんが就職先を考える際に，JIA に罹患している

ことを開示すべきか，障害者手帳を有していることを

開示すべきか，迷うことも多いと思います．開示して

働くか，開示せずに働くかについて，それぞれのメリッ

ト・デメリットを表24）に示します．JIA の疾患活動性

および障害による制限の程度にもよるので，一概にそ

の善し悪しは決められませんが，自分にとって働きや

すい環境はどちらかをしっかり考えてもらうことが重

要です．

また，企業の求人には一般枠と障害者枠があります．

障害者枠に応募するには障害者手帳の所持が必要です

が，障害者手帳を所持している方は，一般枠・障害者

枠のどちらにも応募ができます．障害者枠での就職に

ついては，居住地の自治体の障害者支援窓口で相談し

てもらうことになります．一般枠で応募する際は，障

害の開示は必須ではありません．

文 献
1 ）	「厚生労働省．障害者の就労支援対策の状況」https://www.

mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/
shougaishahukushi/service/shurou.html（2023年6月閲
覧）

2）	「厚生労働省．難病患者の就労支援　難病の方を対象とした
各種雇用支援リーフレット」https://www.mhlw.go.jp/
content/000761866.pdf（2023年6月閲覧）

3）	「難病情報センター．都道府県・指定都市難病相談支援セン
ター」https://www.nanbyou.or.jp/entry/1361（2023年6
月閲覧）

4）	「メディカルスタッフのための	ライフステージに応じた関節
リウマチ患者支援ガイド」（厚生労働科学研究費補助金	免
疫・アレルギー疾患政策研究事業「ライフステージに応じた
関節リウマチ患者支援に関する研究」研究班/編），2021

表2　難病・障害を開示 / 非開示での就労

メリット デメリット

開示 体調や障害に対して必要な配慮をしてもらえる
通院への配慮も得られる
障害者枠の求人に応募できる

職種の選択肢が狭くなる，求人件数が減る
軽作業が多く，作業内容が限られてしまう場合もある
非開示での雇用より賃金が低い場合もある

非開示 職種の選択肢が広がり，求人件数も多い 必要な配慮が受けられず職場への定着に不安が残る
通院のための休みが申請しづらい

文献4より引用
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JIAの患者さんの親の会として，「あすなろ会」が
あります．

Overview

「あすなろ会」は，JIA の症状や治療に対して小児リ

ウマチ性疾患を専門に診療する医師の助言を求め正し

い理解を深めて，JIA の子どもたちを取り巻く諸問題に

前向きに取り組むために，また突然病院で子どもがJIA

と診断され，戸惑う親の気持ちに寄り添えるように

1985 年に設立されました．年 1 回のサマーキャンプや

各地域での集いが開催され，医師による最新の治療情

報の提供，患者同士・親同士の情報共有が行われます．

また，「JIA の子どもをもつ親のガイドブック」や，患

者さんが周囲の人たちに自身の病気を伝える手助けに

なる小冊子の刊行も行っています 1）．

文 献
1 ）	「若年性特発性関節炎（JIA）親の会　あすなろ会」	 	

https://asunarokai.com/	（2023年6月閲覧）

4
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JIAにおける患者・家族会について 
知っておくべき知識は何か？

コラム⑤  移行期のJIA患者さんの医療費助成制度につ
いて注意すべき点は何か？

① 成人診療科移行時における，小児慢性特定疾病対策
による医療費助成の更新手続き
小児慢性特定疾病対策による医療費助成は，助成の

継続のために 1 年に 1 回 ，ご家族が自治体に更新の申
請をする必要があります．そのため，助成を受けてい
るJIA の患者さんが20 歳に満たない年齢で成人診療科
に移行した場合 ，更新申請に添える医療意見書を成人
診療科の医師に作成してもらうことになります．意見
書を作成する医師は，あらかじめ都道府県知事等に指
定された「指定医」である必要があります．また，移
行した先の医療機関での医療費の助成を受けるには，移
行した先の医療機関が「指定医療機関」である必要が
あります．各自治体の指定医・指定医療機関は，小児
慢性特定疾病センターのホームページ 1）から検索可能
です．移行先の成人診療科の医師が「指定医」ではな
い場合 ，以下の条件を満たし，医師が勤務する医療機
関の所在地を管轄する都道府県等に申請を出すことで

「指定医」の資格を取ることが可能です 2）．

< 指定医の要件 2）>
「指定医」は，以下のいずれかの要件を満たす医師で

あること．
1.  疾病の診断又は治療に5 年以上※ 1 従事した経験があ

り，関係学会の専門医※ 2 の認定を受けていること．

2.  疾病の診断又は治療に5 年以上※ 1 従事した経験があ
り，都道府県等が実施する研修を修了していること．

※1	医師法（昭和23年法律第201号）に規定する臨床研修を
受けている機関を含む．

※2	（参考）社団法人日本専門医制度評価・認定機構では，基
本領域18専門医制度とSubspecialty領域29専門医制度
（H26年9月末現在）を承認している．

②  小児慢性特定疾病による医療費助成から，指定難病
の医療費助成への切り替え
小児慢性特定疾病による医療費助成を受けているJIA

患者さんは，20 歳になると継続して助成を受けること
ができません．そのため，20 歳を境に指定難病の医療
費助成への切り替えが必要になります．切り替えの手
続きには，数カ月を要する場合もあるので，20 歳の誕
生日を迎える半年前には切り替えの手続きを開始する
ことが望ましいです．また，JIA のなかには，指定難病
の医療費助成を受けることができない病型があるので
注意が必要です．申請方法および適応となる病型の詳
細は第 1 部 第 7 章 Q1 を参照してください．

文 献
1 ）「小児慢性特定疾病情報センター．自治体別指定医・指定

医療機関」https://www.shouman.jp/support/pref_list/	
（2023年6月閲覧）

2）「小児慢性特定疾病情報センター．小児慢性特定疾病指定
医」https://www.shouman.jp/institution/doctor	（2023
年6月閲覧）



第2部
若年性特発性関節炎 
患者さんのための 

Q&A集

第1章　�若年性特発性関節炎（JIA）全般に関するQ&A� 82

第2章　治療に関するQ&A�

　　　　A．治療全般� 100

　　　　B．全身型JIAの治療� 105

　　　　C．全身型以外のタイプの治療� 109

第3章　�感染症の予防や注意点に関するQ&A�

　　　　A．感染症全般� 116

　　　　B．COVID-19（新型コロナウイルス感染症）� 122

第４章　�日常生活・就学・就職に関するQ&A� 126

第５章　�性の健康，妊娠，授乳に関するQ&A� 139

第６章　�移行期の注意点や，主治医との関わり方に関するQ&A� 143



82 若年性特発性関節炎患者支援の手引き

若年性特発性関節炎（JIA）とは若年者（16歳未
満）に発症する，原因不明の慢性関節炎です．

Answer

JIAという病気の定義，JIAとは？
J IA は 16 歳未満で発症し，6 週間以上持続す

る原因不明の慢性関節炎です．「特発性」とは原
因が不明であるという意味です．関節炎が進行し
て関節の変形や破壊が起こると，炎症がおさまっ
ても関節の変形や動きがもとに戻らないことがあ
るため，早期の治療で炎症を抑えることが重要
です．

JIAの疫学（日本にどのくらいの患者さん
がいるのか？）

JIA 全体として，わが国の有病率（病気に罹患
されている患者さんの割合）は小児人口 10 万人
あたり約 10 人とされています．第 2 部 第 1 章
Q2 でも触れますが，現在の国際リウマチ学会

（ILAR）分類では JIA は 7 つのタイプに分けられ
ています．大きく分けると，全身の炎症を伴う

「全身型」と関節の炎症がメインの「関節型〔少
関節炎，リウマトイド因子（RF）陰性多関節炎，
RF 陽性多関節炎〕」に分かれます．日本の全国調
査によると，JIA 患者さんの 42 ％が全身型で最
も多く，20 ％が少関節炎，18 ％が RF 陽性多関
節炎，14 ％がRF 陰性多関節炎です．男女別の患
者数をみると，全身型は男女ともほぼ同じです
が，少関節炎，RF 陰性多関節炎では女児が2 倍，
RF 陽性多関節炎では女児が 8 倍多いことがわ
かっています．上記の4 つのタイプでJIA 全体の
90 ％以上を占めています．

JIAの病態（どのようなことが起こってい
るのか？）と治療薬の関係

全身型 JIA は全身のあちこちで勝手に炎症が起
こり，自分の体を攻撃する「自己炎症性疾患」の
1つと考えられており，関節の炎症の他，熱や発

ほっ
疹
しん

が出ることが特徴です．また「炎症性サイトカイ
ン」と呼ばれる炎症を引き起こすタンパク質のう
ちインターロイキン（IL）-6，IL-1β，IL-18が
過剰に産生されていることがわかってきています．

全身型以外のJIA は関節に炎症が起き，長く続
くと変形に至ってしまうことが特徴です．詳しい
原因はまだよくわかっていませんが，本来であれ
ば自分を守るべき「免疫」という仕組みが異常を
起こして自分自身を攻撃する「自己免疫疾患」の
1 つと考えられています．関節を包んでいる「滑

かつ

膜
まく

」という組織に炎症を起こしますが，その炎症
が続くと周囲の軟骨や骨を破壊していきます．滑
膜 の炎 症 には，T リンパ球 や腫 瘍 壊 死 因 子

（TNF）- α，IL-6 といった物質が関与すること
がわかっています．

通常の治療ではなかなか良くならないJIA の治
療には病気にかかわるサイトカインや免疫の異常
を抑える「生物学的製剤」（第 2 部 第 2 章参照）
と呼ばれる新しい薬が使われるようになってきて
おり，全身性炎症に対しては IL-6，IL-1 βを抑
える薬が，関節炎に対しては（全身型では全身性
炎症が落ち着いている場合のみ）TNF- α，IL-6，
T リンパ球の異常を抑える薬がすでに治療として
使われています．

文 献
・小児慢性特定疾病情報センター資料より

・武井修治：小慢データを利用した若年性特発性関節炎JIAの二
次調査．厚生労働科学研究補助金（子ども家庭総合研究事業）
分担研究報告書．102-113，2008

1
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若年性特発性関節炎（JIA）とは
どのような病気ですか？
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1

第
2
部

7つのタイプに分けられますが，大きく分けると全
身の炎症を伴う全身型JIAと関節の炎症がメイン
の全身型以外のJIAに分けられ，治療の考え方も
異なります．

Answer

JIAの分類
現在 JIA は全部で7 つのタイプに分けられてい

ます．巻末表 1 に国際リウマチ学会（ILAR）分類
と国内でのJIA 全体に占める患者さんの割合をタ
イプ別に示します．日本では 90 ％以上が全身型
JIA，少関節炎，RF 陰性多関節炎，RF 陽性多関
節炎，の4 つに当てはまります．なお．乾

かん
癬
せん

性関
節炎と付着部炎関連関節炎は，頻度は少ないです
が，定義のなかにも含まれているように他の病型
に比べ，家族内に同じ病気の方がいる場合が多い
ことがわかっています．

全身型JIA
全身型 JIA は全身炎症を背景にして，関節炎が

起こるタイプです．全身型 JIA の発症時には関節
炎が目立たないこともあります．また全身型 JIA
も経過により 3 つのタイプに分かれます．

①単周期型（全身型の 30 〜 40%）：発症時の
炎症が治療で落ち着き（寛解といいます），治療
を徐々に弱めて中止した後も，無治療で落ち着い
た状態を維持するタイプ．

②多周期型（同 10 〜 20%）：いったん寛解し
た後，治療を弱めたり中止したりすると再び病気
が悪くなること（再燃といいます）を繰り返すタ
イプ．

③慢性持続型（同およそ 50 ％）：治療によっ
て一度も寛解せず，炎症のくすぶりが持続するタ
イプ．

②③は全身発症型関節炎（全身の炎症が落ち着

いた後に関節炎だけ残るタイプ）に移行しやすい
と言われています。

全身型以外のJIAに含まれる6つのタイプ
関節の炎症がメインの「全身型以外の JIA」と

される患者さんのうちほとんどの患者さんは，①
少関節炎 ，② RF 陰性多関節炎 ，③ RF 陽性多関
節炎のどれかに当てはまることが多いです．④乾
癬性関節炎は，皮膚の自己免疫疾患である「乾
癬」という病気を合併しているタイプで，手や足
のゆび全体が腫れることもあります（指

し
趾
し

炎
えん

）．
⑤付着部炎関連関節炎は，付着部炎（腱，靱帯な
どが骨にくっつく部分の炎症）を合併しているタ
イプで，アキレス腱が腫れたり，骨盤の後ろ側の
関節炎（仙腸関節炎）を伴うことがあります．

全身型以外のJIA では治療の効き具合がタイプ
によって異なる他，少関節炎，RF 陰性多関節炎，
乾癬性関節炎の患者さんでは特に眼のぶどう膜炎
の合併症が起こりやすいことがわかっており注意
が必要です．

全身型JIAと全身型以外のJIAの治療の違
い（詳しくは第2章参照）

全身型 JIA は全身の炎症を抑えることが基本
で，副腎皮質ステロイドを中心に行いますが治療
がうまくいかない場合やなかなか薬の量が減らせ
ない場合，シクロスポリン（免疫抑制薬：保険適
用外），IL-6 阻害薬（トシリズマブ：アクテム
ラ®）の点滴，IL-1 β阻害薬（カナキヌマブ：イ
ラリス®）の皮下注射で治療します．日本ではト
シリズマブで効果がないもしくは副作用等の理由
で使えない場合に限りカナキヌマブが使えること
になっています．

全身型以外のJIA は関節の炎症を抑えることが
中心で，非ステロイド性抗炎症薬〔N

エ ヌ セ イ ズ
SAIDs：イ

2
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JIAにはいくつかのタイプがあると
聞きました，どう違うのですか？
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ブプロフェン（ブルフェン®），ナプロキセン（ナ
イキサン®）〕，メトトレキサート（MTX；リウマ
トレックス®）を用いても抑えきれない場合は，
生物学的製剤を使用します．具体的には IL-6 阻
害薬（トシリズマブ），TNF 阻害薬〔アダリムマ
ブ（ヒュ ミラ®）， エタネルセプト（エンブレ
ル®）〕，T リンパ球の活性化を抑制する薬剤（ア
バタセプト：オレンシア®）から選びます．なお，
アダリムマブとエタネルセプトについては，バイ

オシミラーといって最初に発売された生物学的製
剤と同様の品質を満たした薬剤もJIA に対して承
認されています．

文 献
・武井修治：平成26年度　厚生労働科学研究費補助金（成育疾
患克服等次世代育成基盤研究事業　健やか次世代育成総合研
究事業）「今後の小児慢性特定疾患治療研究事業のあり方に関
する研究」分担研究報告書．生物学的製剤による治療がもたら
した若年性特発性関節炎JIAの臨床病態の変化．

コラム⑥ �JIAはこどもに発症した関節リウマチなの�
ですか？

JIA と関節リウマチ（RA）はどちらも原因不明の慢性
関節炎ですが，JIA と RA は違う病気です．

一番大きな違いは病気が発症する年齢です．JIA は
「16 歳未満」に発症し，第 2 部 第 1 章 Q2 や巻末表 1 に
ある基準に従い7 つのタイプに分けられます．一方，「16
歳以上」で発症する関節炎のうち，表にある基準を満た
す場合に RA と診断されます．

昔 ，小児期に発症する関節炎を若年性関節リウマチ
（JRA）と呼んでいたこともあり，今でもJIA はこどもに
発症したRA と誤解されがちです．確かに，JIA のなかで
も RF 陽性や陰性の多関節炎とよばれるタイプでは，RA
とよく似た症状を示すことがありますが RA と全く同じ
ということではありません．また，JIA 患者さんが大人
になったら病名が RA に変わるのかというとそんなこと
もありません．

ちなみに，全身型 JIA では少し話が違います．成人発
症スチル病（AOSD）という病気がありますが，これは
全身型 JIA を成人で発症したものと考えられており，発
症年齢が違うだけで同じ病気だろうと考えられています．

表　関節リウマチ分類基準（2020�ACR/EULAR）
1カ所以上の関節に滑膜炎（腫脹）を認め，RA以外の疾患を鑑別
する場合に以下を適用．合計スコア6点以上でRAと分類
罹患関節�（0〜5点） 点数
中・大関節に1カ所 0
中・大関節に 2 ～10 カ所 1
小関節に1～3カ所 2
小関節に 4 ～10 カ所 3
11カ所以上（小関節 1つ以上含む） 5
血清マーカー�（0〜3点） 点数
RF，抗 CCP 抗体ともに陰性 0
RF または抗 CCP 抗体が低値陽性（< 正常値 3 倍） 2
RF または抗 CCP 抗体が高値陽性（≧正常値 3 倍） 3
滑膜炎の持続期間�（0〜1点） 点数
6 週間未満 0
6 週間以上 1
炎症反応�（0〜1点） 点数
CRP，ESRともに正常 0
CRP，ESRいずれかが異常 1

大関節：肩，肘，股，膝，足関節
小関節：�手関節，第2〜5指PIP・MCP関節，母指IP，�

第2〜5趾MTP関節
除外関節：第2〜5指DIP関節，母指CM関節，母趾MTP関節
Aletaha�D,�et�al�:�Arthritis�Rheum,�62�:�2569-2581,�2010より引用
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JIAはタイプによりますが，治療により良い状態
（＝寛解）の時期を経て，最終的に治療薬がない状
態での寛解（＝治る）となる可能性があります．た
だし，治療薬を継続しないと再燃してしまう患者
さんもいることも理解して，粘り強く治療を進め
ていきましょう．

Answer

JIAでは，治ったことをどう判断するか？
JIA は原因がわからない病気であり，あくまで

炎症をしっかり抑えて関節が壊れないようにもし
くは発熱しないようにすることが治療の大きな目
的となります．そのため，治療によりその原因を
取り除くことができる病気とは「治る」という考
え方が異なります．

JIA では治療によりその原因を取り除くことが
できませんので，病気の勢いがなく落ち着いてい
る状態を「寛

かん
解
かい

」といいます（第 2 部 第 6 章 Q6
もご参照ください）．JIA で，どのようになれば
寛解かということについては，Wallace らの寛
解基準 2011（ACR 寛解基準）を用いることが多
いです（巻末表 3）．つまり，図に示すように，治

療中に病気の勢いがなく落ち着いた状態＝疾患活
動性なし（inactive disease）を 6 カ月満たす
と，「治療による寛解」，さらにその後薬を中止し
たまま 12 カ月維持できていると「無治療寛解」
とします．

JIAは無治療寛解が得られる割合が病気の
タイプにより大きく異なる

JIA で無治療寛解が得られる患者さんの割合は，
タイプにより大きく異なります．鹿児島大学で治
療された 285 例の検討では，治療中止後 2 年経
過した患者さんのタイプによる無治療寛解の割合
は，病気になって 10 年後で，全身型は 80 ％近
く，少関節炎と RF 陰性多関節炎でおよそ 50 ％
に達するのに対し，RF 陽性多関節炎と全身発症
型関節炎はおよそ 20 ％にとどまります．病気の
タイプを踏まえて，将来を予想した治療計画を医
師とよく相談するようにしましょう．

文 献
1 ）	 Wallace	AC,	et	al	:	J	Rheumatol,	31	:	2290-2294,	2004

2 ）	 Wallace	CA,	et	al	:	Arthritis	Care	Res,	63	:	929–936,	2011

3 ）	 武井修治：日本臨床，72	suppl	3：399-403,	2014
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JIAは治りますか？

図　JIAの「寛解（＝病気の勢いがなく落ち着いている状態）」の考え方
文献1，2をもとに作成

治療薬

JIA
炎症

病気の発症

6カ月経過 治療薬中止 12カ月経過

「治療による寛解」の達成 「無治療寛解」の達成疾患活動性なし
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JIAでは血液検査で主に炎症の状態を，画像検査
（X線，MRI，超音波検査，ガリウムシンチなど）
で主に関節の状態を評価しながら，診断，もしく
は経過観察していきます．全身型では血液検査を
中心に，全身型以外では画像検査を中心に評価し
ます（表）．また，定期受診時の採血では薬の副作
用チェックも行います（感染症の有無，肝機能，腎
機能，血球数など）．

Answer

全身型JIAの診断・経過観察にあたって�
行われる検査

全身型 JIA では多くの場合，「原因のわからな
い持続する発熱（不明熱）」の検査を進めていく
なかで診断がついていきますので見分けるべき疾
患がとても多いです．全身型 JIA の診断が確実に
できる特定の検査項目はありませんので，「全身
型 JIA らしい」血液検査所見，画像所見を見つけ

出し，かつ，多岐にわたる見分けるべき疾患（悪
性腫瘍，他の炎症性疾患）を除外することで診断
に至ります．

最近は，全身型 JIA を他の疾患と見分けるため
に，炎症性サイトカインの測定を行うことが増え
てきました．IL-18 の上昇は全身型 JIA に特徴的
とされています．保険適用の検査ではないのです
べての医療機関でいつでもできる検査ではないで
すが，診断や経過観察のために測定する場合があ
ります．

診断後の経過観察では，一般的な炎症反応，関
節炎のマーカーであるMMP-3，サイトカインの
産生を反映する項目（フェリチン，β 2- ミクロ
グロブリンなど），FDP（もしくは D ダイマー），
などが重要です．特に発熱時はマクロファージ活
性化症候群への移行に注意します（第 2 部 第 1
章 Q5 参照）

4
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JIAではどのような検査をしますか？

表　JIAで行われる可能性のある検査

JIA病型 目的 画像検査，検査項目

全身型 診断時 炎症状態の把握 血球計数（白血球，ヘモグロビン，血小板），CRP，赤沈，血清アミロイドタンパクA
（SAA），FDP（もしくは D ダイマー）

関節炎の評価 MMP-3，MRI，関節超音波検査

診断 /
他の疾患の鑑別

サイトカインプロファイル（保険適用外），
核医学検査（ガリウムシンチ，PET-CT：悪性腫瘍・深部感染：保険適用外）
血清補体価，抗核抗体，自己抗体（他の膠原病），培養，ウイルス抗体価（感染症），
便潜血（炎症性腸疾患）

経過観察時 病勢の把握 血球計数（白血球，ヘモグロビン，血小板），CRP，赤沈，SA A，MMP-3（関節
炎），フェリチン，β2-ミクログロブリン，FDP（もしくは D ダイマー）
IL-6，IL-18（保険適用外）

全身型以外 診断時 炎症状態の把握 血球計数，CRP，赤沈，SAA，FDP（もしくは D ダイマー）

関節炎の評価 MMP-3，MRI，関節超音波検査，RF，抗 CCP 抗体（関節破壊予測）

他の疾患の鑑別 /
合併症の確認

骨髄検査（白血病疑いの場合），関節液検査（化膿性関節炎），ウイルス抗体価（感染症），
便潜血（炎症性腸疾患），自己抗体（他の膠原病），ANA・眼科診察（ぶどう膜炎）

病型判断 RF，HLA-B27（保険適用外）

経過観察時 病勢の把握 血球計数（白血球，ヘモグロビン，血小板），CRP，赤沈，SA A，MMP-3（関節
炎），関節の画像検査
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全身型以外のJIAの診断・経過観察に�
あたって行われる検査

全身型以外のJIA では，注意深い診察で痛みの
部位を推定したうえで，関節を評価するために画
像検査（X 線，MRI，関節超音波検査）を行いま
す．また，血液検査では一般的な炎症反応や滑膜
炎を反映して上昇するMMP-3，FDP（もしくは
D ダイマー）を測定します．

JIA の病型を判断するための検査としては，RF，
（保険適用の検査ではありませんが）HLA-B27 が
あります（巻頭用語解説参照）．また，関節破壊
の進行を予測する検査としてRF 以外に抗 CCP 抗

体があり，眼のぶどう膜炎を予測する検査として
抗核抗体（ANA）があります．

経過観察の際には， 血液検査の炎症反応 ，
MMP-3，画像検査が重要です．特に関節超音波
検査は診察室で簡便にでき，関節の状態がよくわ
かりますので，関節炎の経過をみていくのに役立
ちます．

文 献
・	Shimizu	M,	et	al	:	Rheumatology（Oxford）,		49	:	1645-1653,	
2010
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全身型JIAの経過中に起こることがある合併症で
す．炎症性サイトカインと呼ばれるタンパク質が
体中に大量に放出され全身の炎症反応がコントロー
ルできなくなる危険な状態です．速やかな診断と
治療が必要な合併症です．

Answer

MASとは？
マクロファージ活性化症候群（M

マ ス
AS）とは，全

身型 JIA の経過中に起こることがある合併症で，
ウイルス感染の合併やある種の薬が引き金となる
と考えられています．わが国の調査では，全身型
JIA 患者さんの 8 ％に合併していました．

一般的に体の中で炎症が起こっているときに
は，免疫にかかわるさまざまな細胞から炎症性サ
イトカインというタンパク質が分泌されて免疫反
応が調節されています．しかし，この MAS を発
症したときには，マクロファージやリンパ球とい
う免疫にかかわる細胞が異常に勢いづいたり増え
たりすることでさまざまな炎症性サイトカインの
調整ができなくなり異常放出されます．そのた
め，強い炎症反応が持続してしまい，結果として
体中の機能が落ちて危険な状態を引き起こしま
す．このような病態を血球貪

どん
食

しょく
性リンパ組織球

症（HLH）と呼びますが，そのなかでも全身型
JIA などリウマチ性疾患に合併する HLH を MAS
と呼んでいます．

全身型 JIA に合併する MAS は短時間に悪化す
ることがあり，すぐに治療を行わなければ約 10
～ 20 ％が死に至る重篤な病態です．そのため早
期診断・早期治療が重要です．

MASの症状について
MAS を発症した際にみられる症状として特徴

的なものはありませんが，元々全身型 JIA の発熱

があるときに MAS が発症した場合には，1 日の
なかで出たり引いたりする発熱（間

かん
欠
けつ

熱
ねつ

・弛
し

張
ちょう

熱
ねつ

）だったのが，高熱が出続ける（稽
けい

留
りゅう

熱
ねつ

）よ
うになったり，急に全身状態が悪くなったりする
などの症状がありえます（巻頭用語解説参照）．
ただし，IL-6 阻害薬（トシリズマブ：アクテム
ラ®）を使用されている患者さんでは発熱の症状
が出にくいことがわかっており，発熱の症状に乏
しくても元気がない，だるい，呼吸が苦しいなど
普段みられない症状が出現したときには医師に早
めに相談する必要があります．

MASはどのように診断され，�
治療されるか？

全身型 JIA に合併する MAS の診断には血液検
査所見を用いた分類基準があり（表），それを参
考にします．実際には MAS の発症が強く疑われ
る状況であれば基準を満たす前でも治療をするこ
とが必要で，1 日に 2 回以上採血をして確認する
こともあります．

治療は副腎皮質ステロイド，シクロスポリン
〔サンディミュン®（免疫抑制薬：保険適用外）〕
の持続点滴が行われます．副腎皮質ステロイド治
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マクロファージ活性化症候群（MAS）とは
何ですか？

表　�全身型JIAに合併したMASの分類基準（2016）

全身型 JIAと診断されている症例，または発熱があって全身型
JI A が疑われる症例において，下記の 2 項目を満たす場合 ，
MASと分類する

1 血清フェリチン値上昇（684 ng/mLを超える）

2 下記のうち2 つ以上を満たした場合

血小板減少（18.1 万/μL 以下）

AST上昇（48 IU/Lを超える）

トリグリセライド（中性脂肪）上昇（156 mg/dLを超える）

低フィブリノーゲン血症（360 mg/dL 以下）

文献1より引用



89若年性特発性関節炎患者支援の手引き

1

第
2
部

療としてステロイドパルス療法（大量点滴を3 日
間セット）や特殊な副腎皮質ステロイド注射薬

（リメタゾン®：保険適用外）の点滴が行われる
こともあります．重症の患者さんでは過剰な炎症
性サイトカインを強制的に体外に取り除くために
血漿交換療法が行われることもあります．なお，
2022 年に二次性の血球貪食症候群に対するサン
ディミュン®とリメタゾン®は社会保障基金で適

応外使用算定認可となりました〔添付文書には薬
の効能・効果（適応症）として記載されていない
が，保険診療で使用できる〕．

文 献
1 ）	 Ravelli	A,	et	al	:	Arthritis	Rheumatol,	68	:	566-576,	2016	

2 ）	 Shimizu	M,	et	al	:	Cytokine,	58	:	287-294,	2008
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JIAはぶどう膜炎という眼の合併症が起こることが
あります．また副腎皮質ステロイドを使用する患
者さんでは副作用のチェックのために眼科受診が
必要です．受診頻度は病気のタイプにより異なり
ます．

Answer

JIA の患者さんでは眼の合併症に注意する必要
があります．主な理由は① JIA は眼にぶどう膜炎
という合併症を起こすことがあるためと，② JIA
の治療に用いる副腎皮質ステロイドの副作用の
チェックのためです．そのために眼科への通院が
必要となります．

ぶどう膜炎の早期発見
JIA に伴うぶどう膜炎の患者さんで，診断時に

何らかの自覚症状を認めていた患者さんはおよそ
1/3 に過ぎず，ほぼ無症状です．自覚症状が出て
からの発見では視力が戻らないこともありえるた
め，定期的な眼科診察がとても重要になります．

同じJIA でも病気のタイプや検査値によりぶど
う膜炎の起きやすさが異なりますので，推奨され
る眼科受診間隔も異なっています（巻末表 4 参
照）．

最もぶどう膜炎の合併率が高いのは少関節炎
で，検査で抗核抗体（ANA）が高い（160 倍以
上），RF が陰性である患者さんはさらに注意が必
要とされています．その他，若年発症の乾癬性関

節炎や未分類関節炎の患者さんも合併しやすいと
されています．以上のタイプの患者さんに関して
は3 カ月に1 回以上の眼科の定期診察が推奨され
ています．また特に低年齢で発症したJIA 患者さ
んに合併しやすいこともわかっていますのでより
注意が必要です．また，関節炎とぶどう膜炎の活
動性は同じとは限りません．関節炎としての治療
を終了した後，ぶどう膜炎が出現する患者さんも
いますので，関節炎の治療終了後も医師の指示に
従って眼科の定期診察は続ける必要があります．

副腎皮質ステロイドの副作用チェック
また副腎皮質ステロイド投与が必要な患者さん

については，副腎皮質ステロイドの副作用チェッ
クのために眼科診察が推奨されます . 主な副腎皮
質ステロイドの副作用は眼圧上昇により視神経が
障害されうる緑内障および水晶体が白く濁る白内
障があります．副腎皮質ステロイドの副作用は個
人差が大きいため，副腎皮質ステロイドの投与量
に応じて医師の指示に従い眼科受診を行ってくだ
さい．全身型以外の JIA に比べ，全身型 JIA の患
者さんはぶどう膜炎の頻度は低いです．しかし，
一般的に副腎皮質ステロイドの使用量が多いの
で，眼科での診察は欠かせません．

文 献
・	岡本奈美：小児リウマチ，12：50-57，2022
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眼科には通った方がよいですか？�
（通院は）どれくらいの頻度ですか？
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少し関係はありそうですが，まだよくわかってい
ません．

Answer

常在細菌と病気の発症
常在細菌（私たちの体の中や表面で共存してい

る細菌）と私たちの健康状態や生活環境とは，お
互い複雑に関係していることがわかっています．
口
こう

腔
くう

細
さい

菌
きん

叢
そう

/ 腸
ちょう

内
ない

細
さい

菌
きん

叢
そう

（口腔や腸の中にいて私
たちと共生している細菌たち）は，アレルギーや
関節リウマチ（RA），炎症性腸疾患，大腸がん，
アルツハイマー病と関係があります．RA 患者さ
んでは，「歯周病の頻度が高い」「歯周病の原因菌
の一種であるポルフィロモナス・ジンジバリス

（Pg）は抗 CCP 抗体を作りやすくする」「歯周病 /
Pg 感染があると関節炎が悪くなり，歯周病治療
をすると関節炎のコントロールが良くなる」こと
がわかっています．

JIAと口腔細菌叢
JIA 患者さんでは「歯肉出血や歯肉のやせが多

い」「歯周病が悪いほど JIA の病状が悪い」「口の

中にいる菌の種類が一般の方々と異なる」と報告
されています．しかし，子どもの歯周病自体少な
いこともあって，RA ほど強い関連や，Pg の関与
は確認されていません．成人期のJIA 患者さんに
関する研究はまだないのですが，歯周病自体がい
ろいろな病気と関係していますし，JIA の治療で
免疫が抑えられますので，歯周病予防のために口
腔環境を整えておくことは推奨されます．

なお，飲み込んだ唾液に含まれる口腔細菌叢が
腸内細菌叢を変化させ，自己免疫疾患発症のきっ
かけになる可能性や，治療によって腸内細菌叢が
変化する可能性も研究されていますが，現在のと
ころ明らかな関係性はわかっていません．

文 献
・	McInnes	IB,	et	al	:	N	Engl	J	Med,	365	:	2205-2219,	2011

・	Hashimoto	M,	et	al	:	PLOS	ONE,	10	:	e0122121,	2015	

・	Sato	K,	et	al	:	Sci	Rep,	7	:	6955,	2017

・	Maeda	Y,	et	al	:	Arthritis	Rheum,	68	:	2646-2661,	2016

・	Vahabi	S,	et	al	:	Dent	Res	J（Isfahan）,	12	:	541–547,	2015

・	Pugliese	C,	et	al	:	Clin	Rheumatol,	35	:	81–91,	2016

・	Lange	L,	et	al	:	Pediatr	Rheumatol	Online	J,	14	:	8,	2016

・	Frid	P,	et	al	:	Front	Cell	Infect	Microbiol,	10	:	article	602239,	
2020

・	Xin	L,	et	al	:	World	J	Pediatr,	17	:	40-51,	2021
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JIAと歯周病は関係がありますか？
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病気や治療による場合もあるので，医師に相談し
ましょう．

Answer

見た目にわかる皮膚の変化のことを，発
ほっ

疹
しん

（皮
疹）と呼びます．発疹には紅

こう
斑
はん

（赤み），膨
ぼう

疹
しん

（じ
んましん），水

すい
疱
ほう

（水ぶくれ），丘
きゅう

疹
しん

（硬さと盛り
上がりのある発疹）などさまざまな種類がありま
す（図A〜D）．

JIAによる発疹
JIA の症状として出る発疹には，「全身型 JIA の

紅斑性皮疹」「乾
かん

癬
せん

性関節炎の乾癬」があります
（図E，F）．全身型の紅斑性皮疹は短時間に出た
り消えたり移動したりするのが特徴で，時に痒

かゆ
み

を伴いじんましんのように見えます．病気の動き

と関連するので，受診時に医師に伝えるようにし
ましょう（受診時には消えていることも多いの
で，携帯電話等で写真に撮っておくとよいです）．
乾癬は免疫の異常で起こる皮膚の病気で，他の人
にうつる病気ではありません．皮膚が盛り上がっ
て厚くなったり，紅斑が見られたり，細かいフケ
のように皮むけが起きたりします．また，爪の変
形（爪乾癬）や，水滴状の細かい赤い発疹や膿を
もった膿

のう
疱
ほう

ができる場合もあります．小児ではア
トピー性皮膚炎・脂

し
漏
ろう

性
せい

湿疹と間違われやすいの
で，診断のために皮膚の一部を取って調べる（皮
膚生

せい
検
けん

する）こともあります．乾癬性関節炎の半
数では，皮疹が出る数カ月～数年前に関節炎が出
るため，当初は「少関節炎」「RF 陰性多関節炎」
など別のタイプのJIA と診断されることがありま
す．頑固な発疹がある場合，医師に伝えるように
しましょう．
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発疹ができて治りません．
病気と関係ありますか？

図　さまざまな発疹の例
Cは文献1より転載

A　紅斑 B　膨疹 C　水疱

D　丘疹 E　全身型 JIA の紅斑性皮疹 F　乾癬
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治療に関係した発疹
治療と関係している発疹には，薬の副作用で起

こる「薬疹」や，治療によって免疫力が低下した
ために起こる「皮膚の感染症」があります．皮下
注射製剤を使用している方では，注射部位反応

（腫れ，赤み，発疹，痛み / 痒み）も見られます．
治療と関連した発疹が出ても，すぐに治療を変え
ないといけないとは限りませんので，自己判断で
中止したり減らしたりせず，医師に伝えて相談し
ましょう．

その他
なお，全身型 JIA ではアレルギー性疾患の合併

が多いことがわかっており，アレルギーによる発
疹（じんましん，アトピー性皮膚炎など）ではそ
れに対する治療を行います．また，皮疹ではあり
ませんが，多関節炎の方では炎症の強い関節近く
でこすれやすい場所（膝や肘など）に，小さなこ
ぶ（リウマトイド結節）ができることがありま
す．痛みはなく，関節炎の治療で消えてしまうこ
ともあります．

文 献
1 ）	 加倉井真樹：「内科で出会う	見ためで探す皮膚疾患アトラ

ス」（出光俊郎/編），p.23，羊土社，2012

2 ）	「Textbook	of	pediatric	rheumatology,	eighth	edition」
（Petty	RE,	et	al	eds.）,	CHAPTER	17,	18,	21,	Elsevier,	
2021
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必ず遺伝する病気ではないので確率は高くありま
せんが，一般人の方々に比べるとJIAの発症率は
10倍ほど高くなります．

Answer

国際的な調査によると，一般人口に比べてJIA
にかかる確率は，JIA 患者さんのきょうだいで12
倍 ，いとこで 6 倍高くなります．現在日本人が
JIA にかかる確率は0.01 ％（1 万人に1 人）です
から，きょうだいは0.12 ％，いとこは0.06 ％と
いうことになりますので，さほど高いとはいえま
せん．ただし，一卵性双生児では 250 ～ 400 倍
高くなるといわれていますので，2.5 ～ 4.0 ％の
確率です（二卵性双生児は通常のきょうだいと一
緒です）．なお，関節リウマチ（RA）の患者さん
でも，一卵性双生児で328 倍，きょうだいで4.6
倍，RA にかかる確率が高くなるといわれており，
リウマチ性疾患では多かれ少なかれ体質的な影響
が知られています．そのため，JIA 患者さんの親，
きょうだい，子どもに，何らかの自己免疫疾患に
かかった方がいる確率（家族歴）は 30 ％以上と
いう報告もあります．

わが国で厚生労働省研究班が2016 年に行った

JIA 疫学調査結果では，自己免疫疾患の家族歴は
12.2 ％で，うちわけは JIA 1.5 ％，RA 4.7 ％，
その他のリウマチ性疾患 3.6 ％，HLA-B27 関連
疾患（炎症性腸疾患，脊椎関節炎，非感染性ぶど
う膜炎）0.8 ％，自己免疫性甲状腺疾患 1.6 ％で
した．

しかし，必ずきょうだいがJIA になるわけでは
なく，患者さんの 98.5 ％は家族に JIA 患者さん
がいません．むしろ，JIA の発症には遺伝的要因
よりも環境要因（感染症 ，性ホルモン，腸内環
境，口腔内環境，けが，ストレスなど）の影響の
方が大きいとされています．特に生活習慣や感染
症（風邪）などさまざまな要素が複雑に関係する
と考えられています．極度に心配することや，無
症状の家族が検査を受ける必要はありませんが，
規則正しく健康的な生活を送ることが重要です．
万が一，家族にJIA や関節炎を疑う症状がみられ
たら，早めに専門医に相談するようにしましょう．

文 献
・	「Textbook	of	pediatric	rheumatology,	eighth	edition.」（Petty	
RE,	et	al	eds.）,	CHAPTER	2,	Elsevier,	2021

・	「若年性特発性関節炎を主とした小児リウマチ性疾患の診断基
準・重症度分類の標準化とエビデンスに基づいたガイドライン
の策定に関する研究	平成27・28年度総合研究報告書」〔厚生
労働科学研究費補助金　難治性疾患等政策研究事業（難治性
疾患政策研究事業）〕
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JIA自体が落ち着いていないときや，中等量以上の
副腎皮質ステロイドを飲んでいるときは，身長が
伸びにくくなります．

Answer

JIA自体による影響
JIA のような慢性的に炎症がある病気では，炎

症性サイトカインと呼ばれる，免疫細胞などから
産生され，体の中に炎症を引き起こすタンパク質
がたくさん分泌されています．炎症性サイトカイ
ン自体に，骨の成長を抑える作用があるため，病
気の勢いが強いときは身長が伸びにくくなりま
す．全身型 JIA の患者さんでは，炎症性サイトカ
インが大量に分泌されるため，成長抑制も顕著に
みられますが，全身型以外のJIA の方にもみられ
ます．また，関節の近くには骨の成長をつかさど
る「成長軟骨」があって，成長軟骨にまで炎症が
及ぶと骨の成長に影響します．炎症により成長が
抑えられる場合と，刺激で過剰に成長する場合が
あり，左右で骨の長さが変わってしまうことがあ
ります．

骨の成長への影響は，治療により改善すること
がわかっており，成長期の間に炎症を抑えること
ができれば，成長が追いついて本来の予定身長に
近づきますし，左右差も改善が期待できます．成
長期とは思春期が始まるまでのことで，男性で
12 歳，女性で11 歳頃にピークを迎え，男性が声
変わり・女性が初潮を迎えると終盤の合図です．
JIA の患者さんでは，慢性炎症によって性ホルモ
ンを含めた内分泌系機能が抑えられていることが
多く，思春期の始まりも遅れる場合があります．
身体（からだ）の年齢や内分泌系の発達状態を知

るには，手のX 線検査（骨年齢）や性ホルモンの
血液検査が役立ちます．思春期の始まりが遅いこ
とは，身長にとって決して悪いことではなく，成
長期が長くなるという側面があります．

JIA治療薬による影響
薬のなかで，身長を伸びにくくするのは副腎皮

質ステロイドです．その他の薬にはこのような作
用は報告されていません．プレドニゾロン（プレ
ドニン®）という薬に換算して，体重 1 kg 当たり
1 日 0.15 mg（10 kg の方だと1.5 mg）を超え
ると身長が伸びにくくなります．そのため，病気
が落ち着いたことを確認できたらできるだけ早く
0.15 mg/kg 以下を目指して減量をしていきま
す．こちらも，成長期の間に減量すれば身長は本
来の所まで追いつきます．副腎皮質ステロイドを
減量すると病気が悪化する場合は，治療の強化を
して副腎皮質ステロイドだけに頼らない管理を心
がけます（詳細は第 2 部 第 2 章も参照）．

低身長への対応
低身長の状況によっては，成長ホルモンの治療

が適応になることもあります．また，成長期を長
くするために思春期を遅らせるホルモン治療を行
う場合もあり，小児内分泌専門医と連携が必要に
なります．

文 献
・	Rivkees	SA,	et	al	:	J	Pediatr,	125	:	322–325,	1994

・	楢崎秀彦：第Ⅶ部小児リウマチ性疾患の治療薬・治療法．1.副
腎皮質ステロイド．「小児リウマチ学」（伊藤秀一，森	雅亮/監，
日本小児リウマチ学会/編），pp.	252-256，朝倉書店，2020
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身長が伸びません．
病気や薬が原因ですか？
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海外のデータでは，無治療で成人期に至った場合，
約40％が強直性脊椎炎の基準を満たすという報告
があります．治療した場合や，日本におけるデー
タはありません．

Answer

脊椎関節炎について
「脊椎関節炎」という病気があります．脊椎（背

せ

骨
ぼね

）や骨盤の関節（椎体と椎体の間の関節や，骨
盤の後ろにある仙腸関節）やその周りの靱帯に炎
症が起こったり，手足の関節やその周りの腱・靭
帯に炎症が起こったりする病気です（図）．強直
性脊椎炎（指定難病 271）は，体軸性脊椎関節

炎を代表する病気で，診断には1984 年の強直性
脊椎炎の改訂ニューヨーク基準が国際的に使われ
ます（小児でも使用できる分類基準です）（巻末
表 5 参照）．付着部炎関連関節炎は，若年性脊椎
関節炎に含められます．腱や靱帯が骨に付着する
部分に炎症が起こることを，「付着部炎」といい
ます．海外のデータでは，無治療で成人期に至っ
た場合，約 40 ％が強直性脊椎炎の分類基準を満
たすという報告があります．特に，この疾患の発
症はHLA-B27 という白血球の血液型が関与して
いるといわれていて，HLA-B27 陽性の方では強
直性脊椎炎を発症する確率が上がります．

付着部炎関連関節炎の方の予後について日本の
データはありません．海外では，研究により異な
るのですが，治療を中止（終了）後も寛解を維持
できていた患者さんの割合が，5 年後に0～47 ％，
17 年後に 17 ％だったと報告されています．

治療によって強直性脊椎炎に進展するのを予防
できるかどうかについては，まだ成人患者さんで
も報告がありません．しかし，すでに強直性脊椎
炎を発症した成人患者さんでは，TNF 阻害薬な
どの生物学的製剤使用によって関節機能の回復
や，関節強直の進行を止めることができたことが
報告されており，期待がもたれています．

文 献
・	「難病情報センター．強直性脊椎炎（指定難病271）」https://
www.nanbyou.or.jp/entry/4848（2023年6月閲覧）

・	岡本奈美：第Ⅱ部関節炎を主徴とする小児リウマチ性疾患 ．
1.その他のJIA（若年性脊椎関節炎，付着部炎，若年性強直性
脊椎炎）．「小児リウマチ学」（伊藤秀一，森	雅亮/監，日本小
児リウマチ学会/編），pp.	120-126，朝倉書店，2020

・	Klavdianou	K,	et	al	:	Rheumatology（Oxford）,	60（Suppl	6）	:	
vi29-vi37,	2020
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付着部炎関連関節炎です．
将来，強直性脊椎炎になるのですか？

図　脊椎の模式図
左：通常の脊椎．右：強直した脊椎．脊椎周囲の炎症が進むと骨化
が起こり，首や腰の前弯は消失し，胸部の後弯が増強する
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治療により落ち着いていた病気が，（治療中に）再
び悪化した状態をいいます．関節痛に対して痛み
止めなどの頓服を使用して様子をみても構いませ
んが，良くならない場合は，早めに医師に連絡を
して受診が必要か確認しましょう．全身型JIAの
方で熱が出た場合は，できるだけ速やかに医師に
連絡しましょう．

Answer

「再燃」の定義
「再燃」とは，病気の治療中に悪化がみられた

状態をいいます．似た言葉に「再発」があります
が，これはいったん病気が治った（無治療寛解）
後に再び病気が出現した状態をいいます．臨床試
験や臨床研究では，国際的な「再燃」の定義とし
て下記が用いられます．
「ACRpedi（JIA）コアセット 6 項目のうち，

少なくとも 3 項目で 30 ％以上の悪化があり，か
つ 1 項目以上で 30 ％以上の改善がない」
【ACRpedi コアセット】

①医師による全般評価
②患者／保護者による全般評価
③機能評価（小児健康評価質問票：CHAQ）
④活動性関節数（腫脹または圧痛がある関節，ま

たは伸展時に痛みのある関節）
⑤変形によらない可動域制限がある関節数
⑥赤血球沈降速度（ESR）

日常診療での再燃の判断
上記はあくまでも試験や研究で用いられるもの

で，普段の日常診療では医師が診察所見，血液検
査結果，画像検査結果などをもとに総合的に判断
します．また，全身型 JIA では発熱などの全身症
状や炎症反応で判断しますが，生物学的製剤を使
用していると再燃時の症状が軽くみえてしまうこ
ともありますので注意が必要です（詳細は第 2 部 
第 2 章 B をご参照ください）．

再燃との向き合い方
再燃のきっかけは，感染症（かぜ）やけが，運

動で関節を酷使したなどはっきり自覚できる場合
もありますが，はっきりしない場合も多いです．
あまり原因探しで自分を責めたり落ち込んだりし
ないようにしましょう．

元気な日々を過ごしていて久々に関節が痛く
なったり，熱が出たりすると不安になるかもしれ
ません．こういった症状のすべてがJIA の再燃と
は限りませんが，普段元気なときから医師に悪化
時の対応を確認しておくことをお勧めします．

文 献
・	Giannini	EH,	et	al	:	Arthritis	Rheum,	40	:	1202–1209,	1997
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再燃とはどういう状態ですか？�
受診のタイミングはどうすればよいですか？
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JIA には7 つのタイプがありますが（第 2 部 第
1 章 Q2），子どもさんがどのタイプであるかを知
ることは大切です．なぜなら，それぞれのタイプ
で，治療や治療に対する反応性 ，合併症 ，予後

（第 2 部 第 1 章 Q3）が異なるからです．また発
症時期にも違いがあり，全身型や少関節型は幼児
期が多く，それ以外では学童以降が多いのも特徴
です．

JIAの検査（第2部 第1章Q4）のうち，MMP-3
は滑膜炎を反映する大切な検査で，関節リウマチ

（RA）では将来の関節破壊予測因子としても利用
されています．ただMMP-3 の正常値は成人で決
められたものであり，小児の正常値は，成人より
低いことが指摘されています．またMMP-3 は副
腎皮質ステロイドでも増加しますので，全身型の
関節炎評価には，副腎皮質ステロイドの影響を考
慮する必要があります．

また画像検査のうち，X 線検査は関節内の骨の
状態や，骨と骨の隙間の距離（関節裂

れつ
隙
げき

）から軟
骨の状態を推測できますが，これらに異常所見が
あれば，すでに関節破壊が進んだ状態であること

を意味します．一方，関節炎の正体は関節を包む
滑
かつ

膜
まく

の炎症です．したがって，より早い段階の関
節炎を評価するには，滑膜の状態を知る必要があ
ります．超音波検査や MRI 検査では，骨・軟骨
だけでなく滑膜の状態も評価できますので，より
早い段階で関節炎を診断でき，また治療開始後の
関節炎の変化を知ることが可能です．

全身型 JIA の8 ％にみられるマクロファージ活
性化症候群（MAS）は危険な合併症で，早期診
断・早期治療が鍵を握ります（第 2 部 第 1 章
Q5）．発熱が続く活動期にMAS へ移行すること
が多いのですが，寛解期（病気が落ち着いてい
る）でも何かの契機で突然発症することがあり，
油断できません．したがって，全身型 JIA では，
ご家族がこの MAS という状態をよく知っておく
ことが必要です．

ぶどう膜炎は全身型 JIA 以外のタイプの重要な
合併症の 1 つです（第 2 部 第 1 章 Q6）．発症早
期は自覚症状に乏しいこと，また自覚症状があっ
ても上手にそれを訴えることができない幼児発症
が少なくないことから，ぶどう膜炎の合併リスク

第1章　若年性特発性関節炎（JIA）全般に関するQ&A第2部

JIA親の会「あすなろ会」顧問医師からのメッセージ
〜第1章について〜

コメントについて
「あすなろ会」はJIA の子どもさんをもつご家族が運営する任意の非営利団

体です．1985 年に創立され，この会の活動を担う親御さん自身の体験をも
とに，今日までさまざまな形で全国の JIA 患児とその家族を支援してきまし
た．私は 1986 年からこの会にかかわり，2019 年からはこの会の顧問とし
て活動を支援してきました．ご存じのように，JIA の子どもさんとその家族
を取り巻く問題は実に多様で，そして繊細です．そこで JIA 患者支援の手引
き第 2 部では，執筆担当者の想いがより深く患者家族に届くよう，いくつか
のコメントを追加したいと思います．

あすなろ会〔若年性特発性関節炎（JIA）親の会〕
顧問　武井修治
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がある患児では，定期的な眼科検査が必要です．
しかし，JIA 発症からおおむね 6 年を過ぎると，
ぶどう膜炎を発症する危険性は減りますので，そ
れまでは油断なく眼科受診を続けた方がよいと思
います．

JIA による発疹（第 2 部 第 1 章 Q8）として，
全身型の 60 ％に紅斑性皮疹（リウマトイド疹）
がみられますが，その色調からサーモンピンク疹
ともよばれています．この皮疹には，発熱時に赤
みが強くなり解熱すると色調が薄くなること，ま
た紅斑周囲の正常な色調の皮膚を指でこすると，
そこに同じ色の紅斑が出現する（ケブネル現象）
といった特徴があり，他の皮疹と区別するのに役
立ちます．

きょうだいへの遺伝（第 2 部 第 1 章 Q9）は，
必ずご家族からいただく質問です．

JIA の 7 タイプの比率は，国や地域によって大
きな違いがあります．JIA の乾癬性関節炎（PsA）
や付着部炎関連関節炎（ERA）では，第 2 部 第
1 章 Q2 の回答欄にもあるように，家族内に同じ
タイプの患者がいることが定義の1 つとして含ま
れていますが，この2 つのタイプは海外と比べて
日本ではきわめて少ないことがわかっています．
したがって，国際的な調査で得られたJIA の家族
内での発症率を，そのまま日本に当てはめること
はできません．

そこで日本で行われた調査結果から，同じ病気
（JIA）にかかったきょうだいを，頻度（％）では
なく推定患者数から考えてみました．

日本での JIA の有病率は小児 1 万人につき 1
人，つまり0.01 ％で，厚労省研究班（2016 年）
のJIA 疫学調査ではJIA の患児の家族内にJIA を

発症した患者比率はその1.5 ％でした（第 2 部 第
1 章 Q9 の回答）．したがって，日本のJIA 患者の
家族内での JIA の有病率は 0.01 ％× 1.5 ％＝
0.015 ％，つまり小児 1 万人につき 0.015 人と
なります．これを調査が行われた2016 年の日本
の子どもの数（15 歳未満）で計算すると，1578
万人× 0.015 ％＝ 23.7 人になります．

つまり，JIA の子どもさんの家族で JIA になっ
た人は日本全体でわずか 23.7 人ということにな
り，「きょうだい」に限定すれば，この数字はさ
らに小さなものになるはずです．したがって，遺
伝性が報告されていない全身型や関節型 JIA の場
合，そのきょうだいがJIA を発症する可能性はか
なり低いと思われます．

むしろ，全身型や関節型 JIA のきょうだいが
JIA と診断された場合は，「自己炎症性疾患」と
よばれる別の病気の可能性を再検討してもらう必
要があります．なぜなら，多くの自己炎症性疾患
ではきょうだいを含む家族内発症がありますし，
JIA でみられる発熱や関節炎は，自己炎症性疾患
に共通する症状だからです．実際にも，自己炎症
性疾患の 1 つであるブラウ症候群や TNF 受容体
関連周期性症候群という病気では，多くの患者
が，はじめは全身型 JIA や関節型 JIA と診断され
ています．したがって，きょうだいがJIA と診断
された場合，「自己炎症性疾患」ではないことを
確認してもらいましょう．

文 献
・	中島章子，他：Clin	Rheumatol，20：336-341，2008

・	Matsuda	T,	et	al：Ann	Rheum	Dis,	79：1492-1499,	2020

・	Manki	A,	et	al：Allergol	Int,	55：337-341,	2006
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NSAIDs・副腎皮質ステロイド・抗リウマチ薬・生
物学的製剤を，症状やJIAのタイプに合わせて使
います（巻末治療薬一覧参照）．

Answer

それぞれの薬の特徴
1）N

エヌセイズ
SAIDs

痛みや炎症を抑えるために使われる薬です．小
児ではイブプロフェン（ブルフェン®）やナプロ
キセン（ナイキサン®）などがよく使われます．
どの病型でも使われますが，全身型 JIA ではマク
ロファージ活性化症候群（MAS）を起こす可能
性があるといわれているため，注意が必要です．

全身型以外の JIA では，NSAIDs のみで症状が
治る方もいます．
2）副腎皮質ステロイド

免疫を担当する細胞に影響し，炎症を抑える薬
です．

全身型 JIA では副腎皮質ステロイドが主たる治
療薬です．全身型 JIA では炎症が強いため，大量
に使うことが多いです．症状が治まったあとは，
急に中止することで症状の悪化（再燃）やステロ
イド離脱症候群（体の中の副腎皮質ステロイド不
足で起こる，倦怠感や血圧低下，吐き気，低血糖
などの症状を呈する副腎不全の病態）を起こすこ
とがあるため，徐々に減らします．

全身型以外のJIA では，抗リウマチ薬の効果が
出てくるまでの期間に一緒に使うことがありま
す．多くは少量の使用で，抗リウマチ薬の効果が
得られれば，徐々に減量中止します．
3）抗リウマチ薬

炎症の原因である免疫異常に働きかける薬
です．

JIAではMTX（リウマトレックス®：保険適用）
やタクロリムス（プログラフ®：社会保険診療報酬

支払基金で適応外使用算定認可）がよく使われま
す．効果が出るまでに数カ月かかることがあります．
4）生物学的製剤

バイオテクノロジーという技術を駆使し，生物
が産生したタンパク質を利用して作られるため
に，生物学的製剤と呼ばれています．上記の薬で
は効果が不十分，または副作用で使えない場合な
どに使われます．

全身型 JIA では，発熱などの全身症状に対して
トシリズマブ（アクテムラ®），カナキヌマブ（イ
ラリス®）を使用します．全身症状が落ち着いた
後に関節炎のみが残った場合はアダリムマブ

（ヒュミラ®），エタネルセプト（エンブレル®），
アバタセプト（オレンシア®）も使用可能です．

全身型以外のJIA では，関節炎に対してトシリ
ズマブ，アダリムマブ，エタネルセプト，アバタ
セプトが使われます．
※トシリズマブとアバタセプトには点滴製剤と皮

下注射製剤がありますが，JIA で保険適用があ
るのは点滴製剤のみです．

5）その他
海外では，別の抗リウマチ薬や生物学的製剤以

外に，ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害薬という炎症
を誘導する物質の刺激伝達を抑える内服の薬も使
用可能となっています．

また，15 歳以上では関節リウマチの治療薬が
使用されることもあります．

薬を使う前の注意事項
一部の薬を使用する前にはワクチン接種歴やワ

クチンの対象となる病気の罹患歴を確認するの
で，母子手帳など記録がわかるようなものを病院
に持参しましょう．

文 献
・�Karen�B,�et�al�:�Arthritis�Rheumatol,�74�:�570-585,�2022
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【A．治療全般】

JIAの治療にはどのような薬を
使うのですか？
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治療薬と飲み合わせの良くない薬が含まれている
ことがあります．医師や調剤薬局の薬剤師に相談
をしたうえで使いましょう．

Answer

JIAの治療薬と風邪薬や市販薬との
飲み合わせについて

JIA で使用する薬に限らず，どの薬にも飲み合
わせが良くないことがありえます．飲み合わせが
良くない理由としては，薬の効果が強くなりすぎ
てしまう場合や効果が弱くなってしまう場合など
さまざまです．結果として治療薬の副作用が強く
出すぎたり，治療薬の効果が不十分になって症状
が悪 くなることもありえますので注 意 が必 要 
です．

（例）
NSAIDs

市販の解熱鎮痛薬・頭痛薬・生理痛薬などに
NSAIDs が使われていることがあります．

結果として過量投与になる可能性があります．
葉酸

ビタミン剤に葉酸が含まれていることがありま
す．葉酸はMTX（リウマトレックス®）の副作用

予防で使用されますが，過量に摂取すると MTX
の効果が弱まることがあります．

薬は肝臓や腎臓で処理されることが多く，たく
さん内服すると臓器に負担が出ることもありえま
す．また，JIA( 特に全身型）では，軽い風邪と
思っていても病気の悪化の可能性もありえます．
医師や調剤薬局の薬剤師によく相談をしたうえで
使いましょう．

また，市販薬にも説明書（添付文書）が付いて
おり，大事な注意〔一緒に飲んではいけないもの

（併用禁忌）や一緒に飲むとお互いの薬に影響を与
えるもの（相互作用）〕が書いてありますので，自
分でも確認する習慣をつけるとより良いでしょう．

そして，医師とは前もって風邪のときはどうす
るかや，熱が出たときはどうするかなどの対応に
ついて必ず相談しておきましょう．

文 献
・�各薬剤の添付文書参照（IBP/PSL/MTX/アザルフィジン/レフ
ルノミド/HCQ/CyA/Tac/TCZ/ADA/ABT/CAN）

・ �「独立行政法人医薬品医療機器総合機構．Q6�市販のくすり（一
般用医薬品・要指導医薬品）を使用する場合、どんなことに注
意したらよいですか？」https://www.pmda.go.jp/safety/
consultation-for-patients/on-drugs/qa/0011.html（2023
年6月閲覧）
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第2章　治療に関するQ&A第2部

【A．治療全般】

JIAの治療中に，風邪薬や市販薬を
飲んでも大丈夫ですか？
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使用している薬，歯科治療/手術の侵襲の程度，病
気の活動性により，対応が異なります．JIAの担当
医と相談のうえで対応を決めましょう．

Answer

歯科治療/手術を受ける際の対応
J IA 治療中の歯科治療や手術のとき（周術期）

にどうすべきか，JIA に特化した明確な指針はあ
りません．ただし，国内では関節リウマチ（RA）
のガイドラインが，海外からはJIA を含めたリウ
マチ疾患におけるガイドラインや報告があります
ので，それらが参考になります．周術期に注意す
ることとして，処置を受けた部位の感染症と傷の
治りにくさ（創

そう
傷

しょう
治
ち

癒
ゆ

遅
ち

延
えん

）があります．また，
薬を中断する（休薬）期間が長くなりすぎると病
気の再燃のリスクがあります．歯科医師や手術を
行う医師，医療機関からの情報提供や情報共有が
とても重要ですので，それらを踏まえてJIA の担
当医と相談のうえで対応を決めましょう． 

使用している薬による対応
1）NSAIDs

感染症や創傷治癒遅延に影響しないため，休薬
は不要です．
2）副腎皮質ステロイド

海外のガイドラインでは手術前にプレドニゾロ
ン（PSL：プレドニン®）を 20 mg/ 日未満に慎
重に漸減することが推奨されています．一方で，
PSL 10 mg/ 日以上の投与量では重篤な感染症
のリスクがあり，それ以下の投与量でも感染症に
注意するべきとの報告もあります．
3）抗リウマチ薬

国内のRA のガイドラインでは，MTX（リウマ
トレックス®）は処置を受けた部位の感染症や創
傷治癒遅延のリスクは増やさないとされ，休薬は

推奨されていません．海外のガイドラインも同様
です．
4）生物学的製剤

国内のRAのガイドラインでは，処置を受けた
部位の感染症や創傷治癒遅延のリスクを高める可
能性があることから，休薬が推奨されています．
休薬期間については情報が乏しく，海外のガイド
ラインや報告でも，術前後1週間や薬の半減期

（血液中の薬が半分になるまでの期間）の3〜5倍
の間隔をあけて投与するなどのさまざまな推奨が
あります．ただし，休薬による病気の再燃やそれ
に伴う副腎皮質ステロイドの内服開始や増量のリ
スクもあり，バランス良く考えることが必要です．

歯科治療/手術の侵襲の程度による対応
副腎皮質ステロイドを常用している患者さんで

は，歯科治療 / 手術などのストレスで体内の副腎
皮質ステロイドが不足する場合があるので，歯科
治療 / 手術の侵襲の程度によっては副腎皮質ステ
ロイドの補充を推奨する報告があります．

抗リウマチ薬については，国内の RA のガイド
ラインでは，出血量の多くなる手術（股や膝の人
工関節置換術など）では，MTX の血液中の濃度
が増える可能性があり，手術前後（手術当週）は
休薬を考慮するよう推奨されています．

病気の活動性による対応
活動性が高い状態では，休薬による再燃の可能

性が高いため慎重な対応が必要です．

文 献
・�Goodman�SM,�et�al：Arthritis�Rheumatol,�69：1538-1551，
2017

・ �「関節リウマチ診療ガイドライン2020」（一般社団法人日本リ
ウマチ学会/編），診断と治療社，2021

・Seo�KH：Anesth�Pain�Med,�16：8-15,�2021�

・Ding�T,�et�al：Rheumatology,�49：2217-2219,�2010
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歯科治療／手術を受けることになりました．
いつもの薬はどうしたらよいですか？
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関節の変形や破壊が徐々に進行して日常生活が不
自由で，リハビリテーションなどでもカバーでき
ない場合には，手術が必要となることがあります．

Answer

JIAにおける手術について
JIA では，手術以外の治療を優先させることが

基本です．関節障害のために日常生活が不自由
で，リハビリテーションの手段を使ってもカバー
できない場合には手術が検討されます．ほとんど
の場合 ，成人になってから手術療法が行われま
す．JIA で手術が必要となる病態の方の多くは成
長障害に伴う変形と関節破壊に伴う変形が重な
り，高い専門性と経験を要する手術となる場合が
多く，専門施設との連携が重要です．薬物治療が
進歩した現在でも，関節の変形や破壊が徐々に進
行する方は依然として存在しますので，適切な時
期に検討し，必要に応じて実施することが望まれ
ます．

手術の種類
1）滑膜切除術

痛みや腫れを取り除く目的で，炎症性に増殖し
た滑膜組織を切除する手術です．薬物療法の進歩
で行われる機会が減っていますが，肩，肘，手，
膝の関節などに行われ，負担の少ない関節鏡を用
いた手術も行われます．薬物によるJIA の病勢鎮
静化が十分でない場合は，効果が限定的になった
り再燃してしまったりする可能性があります．
2）関節形成術

変形や痛みにより生じた運動機能や生活機能を
改善する目的で，手首や肘の関節，足

そく
趾
し
（あしの

ゆび）の関節で行われます．
3）人工関節置換術

変形や構造破壊により機能障害に至った関節を

再建する目的で，肩，肘，股，足・足趾，手・手
指の関節などに行われます（図）．
4）腱移行・移植術

手関節の炎症や変形に伴い手指の伸筋腱の断裂
が生じ指の伸展ができなくなった際に，腱移行や
腱移植で機能再建をします．
5）変形矯正骨切り術や矯正位置関節固定術

手指や足の変形による機能障害に対して変形を
矯正位（変形を戻した位置）にする骨切り術や関
節固定術が行われます．

文 献
・ �「リウマチ病学テキスト第2版」（日本リウマチ財団�教育研修

委員会，日本リウマチ学会�生涯教育委員会/編），診断と治療
社，2016

・阿部麻美：リウマチ科，66：684-690，2021
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第2章　治療に関するQ&A第2部

【A．治療全般】

関節の手術はどのようなときに必要ですか？ 
どのような手術がありますか？

図　股関節と膝関節の人工関節置換術のイメージ
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JIAのリハビリテーションは，障害に対して回復・
維持を目指すだけではなく，関節の曲げ伸ばしの
範囲（可動域）を確保して変形を予防するという
意味があります．発症早期から開始することが望
ましいとされています．種類として物理療法 ，運
動療法，作業療法，装具療法などがあります．

Answer

リハビリテーションの意義
関節が固くなること（関

かん
節
せつ

拘
こう

縮
しゅく

）や変形を予防
することを最大の目標とします．その他にも，筋
力の向上，機能障害の回復，持久力の向上，傷害
の予防，日常生活活動や職業への参加の向上を促
すことを目的としています．関節炎があるときに
は痛みのある関節の保護を十分に行い，痛みのな
い関節や筋肉の可動域を確保するリハビリテー
ションを行います．関節炎が落ち着いたら，可能
な限り動かせなかった関節のリハビリテーション
を開始して関節拘縮を予防します．関節拘縮が進
行した関節でも矯正目的の装具療法で改善が得ら
れるため，装具の利用についても医師と相談し，
必要に応じて整形外科やリハビリテーション科と
連携をとるとよいでしょう．また，リハビリテー
ション科での指導だけでなく，自宅でも同じ程度
の訓練や運動を継続することが大切です（巻末図
1参照）．

リハビリテーションの種類
理学療法（物理療法 ，運動療法），作業療法 ，

装具療法があります．
関節障害の程度や広がりにより，どの部位の練

習から行うかは個々に異なりますので，医師の指
示の下，理学療法士や作業療法士と相談しながら
進めていきます．

1）物理療法
冷やしたり，温めたりすることで，関節の痛み

や腫れを和らげます．
2）運動療法

関節を自分で動かしたり理学療法士が動かして
関節の可動域を維持・改善します．

また，各部分の体操や起立や歩行などの動作で
筋肉に負荷をかけて筋力・体力・機能を維持・改
善します．
3）作業療法

日常生活動作や作業（趣味・余暇活動・遊び
など）での関節保護の方法や作業姿勢の指導，学
校や家庭などの環境整備，自助具の作成などを行
います．
4）装具療法

変形やアライメントの矯正や関節安定化，圧迫
により，痛みや腫れの緩和と機能改善を行いま
す．手関節の固定用装具，手指の変形予防や矯正
のスプリント，足底装具があり，作業療法士や理
学療法士，義肢装具士が必要に応じて作製します

（第1部第6章Q2参照）．

海外では，手や指の動きを追跡することができ
る光電子システムを用いた，ビデオゲームベース
のトレーニングが従来のリハビリテーションプロ
グラムと比較して同等の効果が得られたと報告さ
れています．今後，こういったものも利用できる
ようになるのかもしれません．

文 献
・�Karen�B,�et�al�:�Arthritis�Rheumatol,�74�:�570-585,�2022

・�Tarakci�E,�et�al�:�J�Hand�Ther,�33�:�220-228,�2019

5

第2章　治療に関するQ&A第2部
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リハビリテーションは必要ですか？ 
どのようなことをしますか？
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「若年性特発性関節炎初期診療の手引き2015」を
参考に，病状に応じてNSAIDsや副腎皮質ステロ
イド，免疫抑制薬 ，生物学的製剤を組み合わせて
治療を行います（巻末治療薬一覧参照）．

Answer

全身型 JIA の治療に関しては，「若年性特発性
関節炎初期診療の手引き2015」を参考に，病状
に応じて行われます．マクロファージ活性化症候
群（MAS）（第 2 部 第 1 章 Q5 参照）の発生や感
染症の合併などに注意しながら治療を行うことが
重要です．初期治療を巻末図 2 に示します．

NSAIDsによる治療
治療の初期に関節炎の抗炎症・鎮痛目的に

NSAIDs が使用されます．

副腎皮質ステロイドによる治療
副腎皮質ステロイドの全身投与は全身型 JIA に

対する主となる治療法です．病状を落ち着かせる
ためにメチルプレドニゾロン（mPSL）の超大量
療法であるステロイドパルス療法が一般的に行わ
れます．パルス療法終了後から手引きに記載され
ている減量方法を参考にしながら，病状に合わせ
て医師の判断で副腎皮質ステロイドの減量が行わ
れますが，漫然と副腎皮質ステロイドが投与され
ることは後述する副作用の出現などが懸念される
ため，可能な範囲で速やかに減量・中止を検討し
ます．

抗リウマチ薬による治療
上記のような標準的な治療を行っても再燃する

副腎皮質ステロイドの減量が困難な方や関節炎症
状が持続する方（全身発症型関節炎）など，治療
に難渋する方が約半数存在します．そのような
方々に対しては，免疫機能をコントロールするた
めに使 用 する MTX（リウマトレッ クス®）や
2022 年度に社会保険診療報酬支払基金で適応
外使用算定認可されたタクロリムス（プログラ
フ®）などの免疫抑制薬（抗リウマチ薬）が使用
されることがあります．特に関節炎症状が持続す
る症例では関節症状に対して効果が期待される
MTX が使用されることが多いです．

生物学的製剤による治療
副腎皮質ステロイドに反応不十分な方や減量中

に再燃する方に対し，生物学的製剤のトシリズマ
ブ（アクテムラ®）が使用されることがあります．
最近では，トシリズマブに反応不十分または副作
用で使用できない方に対してカナキヌマブ（イラ
リス®）も使用可能になっています．

近年関節リウマチにて使用可能になったJAK 阻
害薬を全身型 JIA にも使用できないかを検討して
おり，今後全身型 JIA に対しても使用可能になっ
ていくことが期待されます．このような研究の成
果で，将来，全身型 JIA の治療法が刷新されるこ
ともあるかもしれません．

1

第2章　治療に関するQ&A第2部

【B．全身型JIAの治療】

全身型JIAの治療はどのように行いますか？
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副腎皮質ステロイドにはさまざまな副作用があり，
出現時期もそれぞれ異なります．生物学的製剤の
使用時は感染症に注意が必要です．

Answer

全身型 JIA の治療にはさまざまな薬が使用され，
それぞれの薬で注意すべき副作用があります．以
下が薬剤別の副作用です．

副腎皮質ステロイドの副作用
①投与初期から出現する可能性のあるもの

精神症状（不眠・精神的な不安定さ），食欲亢
進，眼圧上昇（緑内障），高血糖（糖尿病），血圧
上昇（高血圧），消化性潰瘍
② 投与1〜2カ月後から出現する可能性のあるもの

満月様顔貌・中心性肥満，皮膚線条，多毛，ざ
瘡，易感染（図）
③長期投与中に注意すべきもの

骨粗しょう症 ，白内障 ，成長障害 ，脂質異常
症・動脈硬化

比較的よくみられる成長障害，骨粗しょう症に
関して下記に記載します．
1）成長障害

副腎皮質ステロイドによる成長障害は，長期投
与時に発生することが知られています（第 2 部 第
1 章 Q10 も参照）．少量の投与でも身長の伸びが
遅くなることがあるため，可能ならば副腎皮質ス
テロイド投与を中止することが望まれます．ただ
し，慢性炎症によっても成長障害が生じる可能性
があるため，必要時は副腎皮質ステロイドを使用
して炎症の鎮静化をしっかりと行うことも必要
です．
2）骨粗しょう症

副腎皮質ステロイドが3カ月以上投与される場
合，骨密度が低下する危険性が高くなります．ま
た，副腎皮質ステロイドによって肥満になること
で骨粗しょう症やそれに伴う骨折のリスクが上が
るため，適度な運動を行うことも重要です．また，
薬物療法としてカルシウム製剤やビタミンD 製剤
の使用が「ステロイド性骨粗鬆症の管理と治療ガ
イドライン」を参考に行われることもあります．

生物学的製剤の副作用
生物学的製剤の副作用については，第 2 部 第 2 章

C-Q2 をご参照ください．

文 献
・ �「ステロイド性骨粗鬆症の管理と治療ガイドライン�2014年改

訂版」（日本骨代謝学会�ステロイド性骨粗鬆症の管理と治療ガ
イドライン改訂委員会/編），大阪大学出版会，2014�

2

第2章　治療に関するQ&A第2部

【B．全身型JIAの治療】

全身型JIAの治療の副作用には
どのようなものがありますか？

図　代表的なステロイドの副作用

腹部赤色皮膚線条

中心性肥満

野牛肩

満月様顔貌

皮膚の菲薄化

ざ瘡（ニキビ）

多毛 近位筋の筋力低下
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一定期間寛解が維持された状態が得られた場合，薬
を減らしていくことが可能です．しかし，薬を減
量していくと病気が再燃する場合もあるので十分
な注意が必要です．

Answer

一定期間，寛解が維持されることで薬を減らす
ことが可能になってきます．

全身型 JIA において寛解の評価方法としては
Wallace らの寛解基準 2011（ACR 寛解基準）
と呼ばれるものを使用することが多いです（巻末
表 3 参照）．症状がなくなり，血液検査でも異常
が認められなくなった場合は寛解となった，と判
断します．

全身型 JIA には単周期型，多周期型，慢性持続
型という異なる臨床経過をとる3 つの病型が存在
するといわれています（各病型の詳細は第 2 部 第
1 章 Q2 参照）．

単周期型が全身型 JIA の4 割程度といわれてい
ます．この方々では一定期間の治療は必要としま
すが寛解後に徐々に治療薬を減量し，中止が可能
です．寛解導入後，徐々に副腎皮質ステロイドを
減らしていきます．少量まで減量が可能であり，
2 〜 3 カ月症状や検査値が安定している場合，副

腎皮質ステロイドの投与を中止できることがあり
ます．

多周期型や慢性持続型であっても，副腎皮質ス
テロイドの減量中に再燃する場合，生物学的製剤
や免疫抑制薬を加えることで病状を落ち着かせ，
より長期的な副作用が多い副腎皮質ステロイドの
減量を行っていきます．

さらに，寛解が長期間（1 年から 2 年）維持さ
れていれば，生物学的製剤や免疫抑制薬の減量や
中止を試みることが可能です．ただし，1 回量を
減らすのか？ 投与間隔を空けていくのか？ どれ
だけ時間をかけて減らすのか？ など具体的な減
量方法は決まったものがありません．

また，生物学的製剤や免疫抑制薬の減量中に再
燃を認め，副腎皮質ステロイドの再開を余儀なく
される可能性もあります．副腎皮質ステロイドの
合併症なども考慮しないといけませんので，治療
を減らしたりやめたりするかどうかは慎重な判断
が必要です．

文 献
・Wallace�CA,�et�al�:�J�Rheumatol,�31�:�2290-2294,�2004

・Mellins�ED,�et�al�:�Nat�Rev�Rheumatol,�7�:�416-426,�2011

・De�Benedetti�F,�et�al�:�Engl�J�Med,�367�:�2385-2395,�2012

・De�Benedetti�F,�et�al�:�Arthritis�Rheumatol,�66�:�S8-9,�2014
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【B．全身型JIAの治療】

全身型JIAで，将来薬を減らしたりやめることは
できますか？ どのような状態であればできますか？
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生物学的製剤の使用時は感染症の重症化や再燃時
の症状の軽症化に注意が必要です．軽症であって
も気になる症状が出現した際には医師に相談する
ことが大切です．

Answer

全身型 JIA の治療として生物学的製剤を使用し
ているときに注意すべきことは大きく分けて2 つ
あります．

感染症に関することと再燃時に関すること 
です．

感染症に関して
全身型 JIA の治療として生物学的製剤を使用す

ると，感染症に対する抵抗力が低下します．その
ため，感染症予防を積極的に行う必要があります．
外出する際には極力マスクを着用して人混みを避
ける，手洗い・うがいなどの習慣をつけるなど，
なるべく感染症に罹患しないようにしましょう．

感染症予防の観点から予防接種を実施すること
は大切です．インフルエンザワクチンなどの不活
化ワクチンや，新型コロナワクチン（mRNA ワ
クチン）に関しては病状が安定しているときに治
療の状況などを踏まえながら接種を行うことが大
切です．しかし，生ワクチンに関しては，高用量
の副腎皮質ステロイド使用時，抗リウマチ薬・免
疫抑制薬使用時と同様に生物学的製剤使用時に
も接種できないので注意が必要です（第 2 部 第
3 章 A-Q1，Q2，B-Q4 参照）．予防接種の接種
状況の確認を行いつつ，必要に応じてワクチンで
抗体ができたかどうかの検査について，医師に相
談しましょう．

治療薬のある感染症（水痘・帯状疱疹ウイルス
やインフルエンザウイルスなど）の場合，ワクチ
ン未接種の方が感染患者さんと濃厚接触した場
合，発症を抑えるための予防内服を行うこともあ
ります．予防内服を行う必要があるかどうかは，
医師に確認してください．

特にトシリズマブ（アクテムラ®）使用時は感
染症に罹患しても発熱しにくくなるため，咳や喉
の痛み，下痢などの普段認めない症状が出ている
場合には早めに病院に相談を行い，必要に応じて
診察を受けることが大切です．

また，トシリズマブ投与中の副作用として腸管
穿孔の発生の可能性があります．感染症時に症状
が出にくいことと腸管の炎症が治る過程に影響す
ることで発生する可能性が考えられています．強
めの腹痛を感じた際には早めに病院を受診するこ
とを検討してください．

再燃に関して
トシリズマブ投与中は全身型 JIA が再燃してい

る場合やマクロファージ活性化症候群（MAS）が
発症している場合でも，発熱やだるさなどの症状
が出にくいことがあります．また，血液検査でも
CRP などの炎症反応が上昇しづらくなります．関
節痛など再燃が疑われる症状が少しでもある場合
や普段はないような胃腸症状やだるさが継続する
場合には再燃の可能性もあるため医師に相談して
ください．

文 献
・Strangfeld�A,�et�al�:�Ann�Rheum�Dis,�76�:�504-510,�2017
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全身型JIAの治療で生物学的製剤を使っている 
ときは，どのようなことに注意すればよいですか？
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リスクに応じた治療を行います．NSAIDs，MTX
（リウマトレックス®），副腎皮質ステロイドなどを
使用します．難治例では，生物学的製剤を使用す
ることもあります（巻末治療薬一覧参照）．

Answer

全身型以外のJIAのタイプ
全身型以外の JIA は少関節炎・RF 陽性多関節

炎・RF 陰性多関節炎・乾癬性関節炎・付着部炎
関連関節炎・未分類関節炎があります．

全身型以外のJIAの治療
巻末図 3 に全身型以外のJIA 治療アルゴリズム

を示します．JIA が疑われ，全身型を疑う所見が
ない場合は，NSAIDs を服用しながら他の病気と
の鑑別が進められます．そして，JIA と診断がつ
き次第，リスク判定が行われます．巻末図 3 の4
つのリスク因子のうち，1 つ以上あてはまる場合
は高リスクと判断され，MTX が追加されます．
また，NSAIDs で関節炎が改善しない場合も
MTX が追加されます．MTX を追加しても関節炎
が改善しない場合は，小児リウマチ疾患に精通し
た医師や施設〔リウマチ専門医（小児科）または
日本小児リウマチ学会運営委員（現：理事）〕と
連携しつつ治療方針を決める場合もあります

（http://pro.ryumachi-net.com/，http://
www.praj.jp/about/outline.html）．MTX の
効果が出現するまでには時間がかかることがある
ため，早期に炎症を抑えるために副腎皮質ステロ
イドが投与されることもあります．これらの治療
でも関節炎が改善しない場合は，生物学的製剤の
導入が検討されます．

なお，高用量の副腎皮質ステロイド，免疫抑制
薬，生物学的製剤などを開始後は，生ワクチンの
接種は原則禁忌です．そのため，関節炎の状態に

もよりますが，精査期間に接種することや，これ
らの治療よりも予防接種を優先することも選択肢
になります．医師と相談しましょう．予防接種に
ついては第 2 部 第 3 章 A-Q1 もご参照ください．

MTXの使用法
小児では成人と比較して腎からの排泄が早いな

ど特有の薬物動態をとり，小児 JIA においては10 
mg/m2/ 週（約 0.3 mg/kg）の内服が最適と考
えられ，成人量（最大 16 mg/ 週）を超えない範
囲で内服します．内服の方法は，1 週間に 1 回，
朝 1 回とします．可能であれば空腹時の投与が最
も効果があるといわれています．MTX の使用中
の注意点については第 2 部 第 2 章 C-Q4 をご参
照ください．

生物学的製剤について
全身型以外の JIA に対する生物学的製剤とし

て，TNF 阻害薬のエタネルセプト（エンブレ
ル®），アダリムマブ（ヒュミラ®），IL-6 阻害薬
のトシリズマブ（アクテムラ®），T 細胞選択的共
刺激調節薬のアバタセプト（オレンシア®）のい
ずれかが用いられます．また，乾癬性関節炎，付
着部炎関連関節炎 ，一部の未分類関節炎は脊椎
関節炎というグループにも含まれます．脊椎関節
炎で，活動性のある関節炎には上記 2 剤の TNF
阻害薬を用いることができます．また2021 年に
小児の乾癬性関節炎に対してIL-17 阻害薬のセク
キヌマブ（コセンティクス®）が適応されました．

その他の薬剤について
今後は関節リウマチで使用されている JAK 阻

害薬がJIA でも使用されるようになるかもしれま
せん．
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【C．全身型以外のタイプの治療】

全身型以外のJIAの治療は
どのように行いますか？
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バイオ後続品（バイオシミラー）とは
バイオシミラーとは，すでに新薬として承認さ

れた先行バイオ医薬品と同等 / 同質の品質，安全
性および有効性を有する医薬品として，異なる製
造販売業者により開発された医薬品のことです．
エタネルセプトやアダリムマブのバイオシミラー
が登場しています．先行バイオ医薬品と比較する
と安価です．

自己注射について
先行品の生物学的製剤，バイオシミラーのなか

には，自己注射できるタイプのものもあります．
練習し，医師が安全に行えていると判断した後，
自己注射が開始となります．患者さん本人による
注射が難しい場合には，家族が代わりにトレーニ
ングを受けて自宅で注射することもできます．

文 献
・ �「若年性特発性関節炎�初期診療の手引き�2015」（一般社団法人

日本リウマチ学会小児リウマチ調査検討小委員会/編），メディ
カルレビュー社，2015

・ �「脊椎関節炎診療の手引き2020」（日本脊椎関節炎学会/編），
pp.118-122，診断と治療社，2020
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NSAIDs，MTX（リウマトレックス®），副腎皮質
ステロイド，生物学的製剤にはそれぞれ注意しな
いといけない副作用があります．

Answer

NSAIDsの副作用
消化管障害，肝障害，腎機能障害などがありま

す．最も多い副作用は胃炎・胃潰瘍や食欲不振な
どの消化管障害です．小児におけるNSAIDs によ
る胃潰瘍の予防には，胃粘膜保護剤を使用するこ
とが多いです．他の薬剤を使用するかどうかは医
師と相談しましょう．NSAIDs による胃潰瘍が発
生した場合はNSAIDs の中止が原則ですが，痛み
を抑えるために NSAIDs 中止が不可能であれば
H2 受容体拮抗薬，プロトンポンプ阻害薬やプロ
スタグランジン製剤とよばれる胃薬による治療を
行います．

MTXの副作用
骨髄抑制，肝線維症，間質性肺炎があげられま

す．小児では，関節リウマチでみられるような
MTX 関連間質性肺炎や医原性免疫不全関連リン
パ増殖性疾患の合併はまれです．最も多い副作用
は，消化管障害（吐き気，嘔吐，食欲不振，口内
炎）と肝障害です．MTX 内服中の注意点や副作
用出現時の葉酸の服用，制吐薬服用については第
2 部 第 2 章 C-Q4 もご参照ください．

生物学的製剤の副作用
一番問題になるのは感染症です．JIA で使用さ

れる生物学的製剤は，本来であれば感染症を防ぐ
役割がある炎症性サイトカインというタンパク質
を抑制します．したがって，生物学的製剤による
治療を開始することで，感染症の危険性が高くな
ります．そのため，生物学的製剤を開始する前
に，血液検査，画像検査などを行い感染症がない
ことを調べる必要があります．また，投与中も定
期的に血液検査，画像検査などで感染症がないこ
とを確認します．

その他の副作用として，点滴静注製剤投与時
は，発熱，皮疹，血圧低下などの輸

ゆ
注

ちゅう
反応とい

われる反応が出現する場合があります．皮下注射
製剤では，注射した部位の発赤や熱感，かゆみな
どの局所反応がみられることがあります．トシリ
ズマブ（アクテムラ®）使用時は感染症に罹患し
ても発熱しにくくなるため，感染症を疑う症状が
出た場合は病院を受診することが大切です．ま
た，IL-17 阻害薬では，クローン病や潰瘍性大腸
炎を悪化させる可能性があるため，これらの病気
がある場合は注意して使用します．

副腎皮質ステロイドの副作用
副腎皮質ステロイドの副作用については，第 2

部 第 2 章 B-Q2 をご参照ください．

文 献
・ �「消化性潰瘍診療ガイドライン2020」（日本消化器学会），

pp.116-117，南江堂，2020
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【C．全身型以外のタイプの治療】

全身型以外のJIA治療の副作用には
どのようなものがありますか？
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治療薬の減量・中止についてはデータが少ないの
が現状です．治療目標を達成した後に治療薬を減
量・中止することは，副作用や医療費の軽減につ
ながる反面 ，疾患の活動性が高まり，再燃する可
能性が出てきます．

Answer

全身型以外のJIAの無治療寛解率について
全身型以外のJIA に関して，治療により寛解し

た後に薬を中止しても寛解を維持できていた方の
割合（無治療寛解率．巻末表 3 参照）については
国内での報告があります．治療薬を中止し5 年間
寛解を維持していた割合は，少関節炎で 44 ％，
RF 陰性多関節炎で 37.4 ％，RF 陽性多関節炎で
10.4 ％と報告されています．その他の型（乾癬
性関節炎，付着部炎関連関節炎，未分類関節炎）
については国内のデータはありません．海外の
データでは，治療薬を終了し5 年間寛解を維持し
ていた割合は，乾癬性関節炎で 47 ～ 50 ％ ，付
着部炎関連関節炎で 0 ～ 47 ％，未分類関節炎で
は 46 ％と報告されています．しかし，全身型以

外のJIA の薬の減量・終了についてのデータは乏
しいのが現状です．

治療薬の減量・中止について
寛解期に治療薬を減量・中止することは，副作

用や医療費の軽減につながるメリットがありま
す．しかし，治療薬を減量・中止することは疾患
の活動性が高まり，再燃するリスクを高めてしま
います．前述のように，全身型以外のJIA の無治
療寛解率についてのデータはほとんどないため，
治療薬の減量・中止の定まった基準や方法はあり
ません．したがって，全身型以外のJIA は，寛解
期でも治療薬の減量・中止は慎重に行います．病
気が落ち着いている場合は，医師と十分話し合っ
て，治療薬の減量・中止を検討しましょう．

文 献
・武井修治：日本臨牀，72：399-403，2014

・ �「小児リウマチ学」（伊藤秀一，森�雅亮/監，日本小児リウマチ
学会/編），pp.114-126，朝倉書店，2020

・�Shoop-Worrall�SJW,�et�al�:�Semin�Arthritis�Rheum,�47�:�331-
337,�2017
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副作用で最も多いのは，肝障害，消化管障害です．
妊娠中や授乳中もMTX（リウマトレックス®）は
内服できません．青汁や葉酸含有量の多いサプリ
メントの取りすぎにも注意してください．

Answer

MTXの副作用について
MTX の副作用は骨髄抑制（貧血，白血球減少，

血小板減少），間質性肺炎 ，感染症 ，リンパ腫 ，
肝機能障害，消化管障害（吐き気，頭痛，食欲不
振，口内炎）などがあります．その他，妊娠中や
授乳中の女性は MTX を飲めません．なぜなら，
MTX により流産や奇形が誘発されやすいとされ
ているからです．また，妊娠を希望する際には
MTX 休薬後 1 回生理を見送るまでは避妊が必要
です．

発熱，咳，息切れ，口内炎，頭痛・吐き気，だ
るさ，皮下出血，むくみ，尿量低下など，MTX
服用中に何らかの体調の異変を感じた場合は，遠
慮なく医師に相談してください．

MTXの副作用対策について
1 回内服量が多い場合や副作用が出る場合は，

MTX 投与 24 ～ 48 時間後に葉酸製剤の服用が勧
められています．通常，食品から摂取される葉酸
の量では MTX の効果減弱を気にする必要はあり
ませんが，青汁や葉酸含有量の多いサプリメント
を摂取すると，MTX の効果が減弱していまいま
す．MTX 内服中は自己判断で青汁や葉酸含有量
の多いサプリメントを摂取しないように注意しま
しょう．

MTX 内服後 6 ～ 12 時間後に吐き気を感じる
場合は，吐き気止めを服用することもできます．
また，MTX による吐き気・嘔吐を経験した患者
さんでは，MTX 内服前から吐き気や嘔吐が生じ
ることがあります．状況によっては，MTX 内服
前日から吐き気止めを開始してもよいといわれて
います．

MTX製剤の曝
ば く

露
ろ

対策
MTX 製剤は顆粒状や液状の飲み薬がありませ

ん．年齢が小さい患者さんや錠剤・カプセル剤の
内服が苦手な患者さんが内服する際には，内服し
やすくするために錠剤を分割・粉砕したり，カプ
セルを外したり（脱カプセル）する必要がありま
す．一方で，分割・粉砕や脱カプセルによって
MTX が空気中に飛散しやすくなり，患者さんや
家族がMTX に曝露される危険性が高くなるため，
薬局で処理してもらうようにしましょう．ただ
し，薬局によっては処理ができないところもある
ので，事前に相談しましょう．もし，自宅でMTX
を分割・粉砕，脱カプセルする場合には，薬が皮
膚に付いたり，薬を吸い込んだりしないように使
い捨ての手袋とマスクを着けて処理を行うように
しましょう．処理後は手洗いとうがいをしましょ
う．また，簡易懸濁という方法で溶かして内服す
る方法もあります．日本小児リウマチ学会のホー
ムページ 1）をご参照ください．

文 献
1 ）�「日本小児リウマチ学会．メトトレキサート（MTX）を安全

に服用するために」http://www.praj.jp/guideline/MTXEx-
poMeasure.pdf�（2023年6月閲覧）

4

第2章　治療に関するQ&A第2部

【C．全身型以外のタイプの治療】

MTX使用中に注意すべきことは何ですか？
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副腎皮質ステロイドの点眼が基本です．炎症の強
さや合併症によっては，副腎皮質ステロイドの内
服・点滴 ，免疫抑制薬 ，生物学的製剤を使用する
こともあります．

Answer

ぶどう膜炎とは
ぶどう膜炎とは，虹彩・毛様体・脈絡膜などの

ぶどう膜組織（図参照）とそれに隣接する網膜な
どに生じる炎症性疾患の総称です．

ぶどう膜炎とJIAの関係
ぶどう膜炎は，JIA の関節外合併症として最も

一般的であり，治療の遅れまたは不十分な治療に
より失明に至る危険性のある重要な合併症です．
国内では，JIA 全体の 6.1 ％に合併すると報告さ
れています．小児のぶどう膜炎の患者さんは，成
人と比べて視力低下などの自覚症状の訴えが少な
く，受診時にはある程度炎症・合併症が進行して
いる場合も少なくありません．また，合併症の存
在は視力予後に影響するため，ぶどう膜炎の早期
診断・早期治療が重要となります．

ぶどう膜炎の治療について
初期治療は，副腎皮質ステロイド点眼を基本と

し，眼科医と一緒に治療を行います．MTX（リ
ウマトレックス®）を併用することもあります．
副腎皮質ステロイド点眼の効果が乏しい例や重症
例では，副腎皮質ステロイド点眼に加え，大量の
副腎皮質ステロイドを内服・点滴する治療を併用
します．なお，重症例，副腎皮質ステロイド点眼
や MTX が無効もしくは効果不十分な場合は，リ
ウマチ専門医（小児科）または日本小児リウマチ
学会運営委員（現：理事）がいる施設（http://
pro.ryumachi-net.com/，http://www.praj.
jp/about/outline.html）に相談または紹介し
てもらうことを推奨しています．

副腎皮質ステロイドや MTX 治療の効果が不十
分な場合，再発を繰り返す場合，副作用のため副
腎皮質ステロイドの継続が困難な場合は，MTX
以外の免疫抑制薬や生物学的製剤〔アダリムマブ

（ヒュミラ®）〕が必要なことがあります．
JIA にぶどう膜炎を合併した場合には，「JIA そ

のもの」と「ぶどう膜炎」の状態によって，治療
方針や眼科の受診間隔が決まります（巻末表 4 参
照）．眼科医・小児科医が連携をとるのはもちろ
んですが，医師からJIA 患者さん・保護者に対し
て，「もう一方の科でどのような治療を行ってい
ますか」など聞かれることがあるかもしれません
ので，受診したときに何を伝えればよいか，確認
しておくのもよいでしょう．

文 献
・Yasumura�J,�et�al�:�Pediatric�Rheumatol,�17�:�15,�2019
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【C．全身型以外のタイプの治療】

ぶどう膜炎の治療はどのように行いますか？

図　ぶどう膜（眼球を横からみたところ）

ぶどう膜

虹彩 毛様体 脈絡膜
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全身型 JIA の治療の中心は副腎皮質ステロイド
です（第 2 部 第 2 章 B-Q1）．しかし副腎皮質ス
テロイドにはさまざまな副作用があるため（第 2
部 第 2 章 B-Q2），再燃などで減量・中止が難し
い症例では，生物学的製剤（アクテムラ®やイラ
リス®）を併用します．しかしそれでも減量・中
止が難しく，投与が長期化した症例では，深刻な
問題が発生します．骨粗しょう症はその 1 つで，
骨密度（骨の量）が減って骨が弱くなり，骨折し
やすくなった状態です．骨密度は小児期に増加
し，20 歳代に生涯のピーク値を獲得しますが，
それ以降は加齢とともに低下し，特に女性の場合
は閉経後にその低下スピードが加速します．その
結果発生するのが，老人性（閉経後）骨粗しょう
症です．この老後の骨粗しょう症を予防するに
は，20 歳代までに確保する骨密度の生涯ピーク
値を，より高くする必要があります．しかし小児
期に副腎皮質ステロイドが長期間使用されると，
十分なピーク値を獲得できません．したがって，
副腎皮質ステロイド投与が長期化している症例で
は，骨密度を少しでも高める治療薬の併用が必要
です．

成人で副腎皮質ステロイドを3 カ月以上投与す
る場合，一定以上の骨折リスク（プレドニゾロン
5 mg/ 日以上，骨折の既往，腰椎骨密度が80 ％
未満）があれば，ビタミン D 製剤より高い推奨度
でビスホスホネート（アレンドロネート，リセド
ロネート）の使用が推奨されています．小児では
十分なデータがないため保険適用がありません

が，海外の小児での前向き研究では，ビスホスホ
ネートの使用を薦めています．

ビスホスホネートの妊娠や胎児への影響につい
ては，データ（エビデンス）が少ないため，妊娠
する可能性のある女性においては，治療上の有益
性（メリット）が危険性を上回ると判断される場
合にのみ投与する（有益性投与）とされており，
妊娠中や授乳中の方には投与を控えます．しか
し，一部のビスホスホネートは妊娠中も有益性投
与とされているものがあります．

MTX の副作用として一番多いのは，吐き気や
嘔吐などの消化器症状です．いずれも危険な副作
用でないので我慢してもらうことが多いのです
が，消化器症状の少ない皮下注射製剤（メトジェ
クト®）が関節リウマチで保険適用を取得しまし
た．7.5 mg，10 mg，12.5 mg，15 mg の製
剤がありますので，15 歳以上で吐き気が辛い場
合は，皮下注射（自己注射）への変更を主治医に
相談されたらどうでしょう（※ JIA への保険適用
はありません）．

文 献
・Suzuki�Y,�et�al：J�Bone�Miner�Metab,�32：337-350,�2014

・Bianchi�ML,�et�al：Arthritis�Rheum,�43：1960-1966,�2000

・�「全身性エリテマトーデス（SLE），関節リウマチ（RA），若年
性特発性関節炎（JIA）や炎症性腸疾患（IBD）罹患女性患者の
妊娠，出産を考えた治療指針」（厚生労働科学研究費補助金�難
治性疾患等政策研究事業「関節リウマチ（RA）や炎症性腸疾患
（IBD）罹患女性患者の妊娠，出産を考えた治療指針の作成」研
究班），2018� �
https://ra-ibd-sle-pregnancy.org/data/sisin201803.pdf
（2023年6月閲覧）

第2章　治療に関するQ&A第2部

JIA親の会「あすなろ会」顧問医師からのメッセージ
〜第2章について〜
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JIA患者さんは，生ワクチン・不活化ワクチン・ト
キソイドは受けた方がよいと考えられています．た
だし，副腎皮質ステロイドや免疫を抑える薬（免
疫抑制薬 ，抗リウマチ薬 ，生物学的製剤）の治療
を受けているときは，生ワクチンを受けてはいけ
ません．

Answer

JIA患者さんと感染症
JIA患者さんは，一般的に感染症にかかりやす

いと考えられています．さらに副腎皮質ステロイ
ドや免疫を抑える薬による治療によって，感染症
にかかりやすくなることや，感染症が重症化しや
すくなる確率が高くなります．また，JIAが感染
症によって悪化することがあります（第2部 第3
章A-Q5をご参照ください）．そこで，JIA患者さ
んは，ワクチンを受けることが勧められています．

生ワクチン，不活化ワクチン，トキソイド，
mRNAワクチン

ワクチンは，生ワクチン，不活化ワクチン，ト
キソイド，メッセンジャー RNA（mRNA）ワク
チンに大きく分類されます（表）．

不活化ワクチンやトキソイドは副腎皮質ステロ
イドや免疫を抑える薬を投与している場合，ワク
チンの効果が弱くなることが考えられます．安全
性はJIA 以外の方と同等です．一方で，生ワクチ
ンは生きているウイルスや細菌を弱毒化したもの
で，副腎皮質ステロイドや免疫を抑える薬の治療
を受けているときは，生ワクチンに含まれる病原
体にかかってしまう可能性があるため，受けては
いけません．予防接種は通常のスケジュールに
従って受けていただくことが望ましいです．医療
系に就職されるリウマチ性疾患の患者さんは，第
2 部 第 4 章 Q12 もご参照ください．

標準的ワクチン接種スケジュール
ワクチンの標準的なスケジュールは日本小児科

学会ホームページに掲載されています．最新のも
のをご覧ください．わからない場合は，医師，各
自治体の保健所にお問い合わせください．

文 献
・ �「小児の臓器移植及び免疫不全状態における予防接種ガイドラ

イン2014」（日本小児感染症学会/監），pp.77-97，協和企画，
2014

・ �「公益社団法人�日本小児科学会．日本小児科学会が推奨する予
防接種スケジュール」https://www.jpeds.or.jp/modules/
activity/index.php?content_id=138（2023年6月閲覧）

1

第3章　感染症の予防や注意点に関するQ&A第2部

【A．感染症全般】

予防接種は受けてもよいですか？

表　ワクチンの種類と性質

ワクチンの種類 ワクチンの性質 ワクチンの名前

生ワクチン 病原体となるウイルスや細菌の毒性を弱めて
病原性をなくしたもの

ロタウイルス・BCG・麻しん風しん混合（MR）
麻しん・風しん・水痘（みずぼうそう）
おたふくかぜワクチン

不活化ワクチン 病原体となるウイルスや細菌の感染する能力
を失わせた（不活化・殺菌）もの

4種混合（DPT-IPV）・3種混合（DPT）・2種混合（DT）
インフルエンザ菌b型（Hib：ヒブ）・ポリオウイルス
肺炎球菌・B型肝炎・日本脳炎
インフルエンザウイルス・A型肝炎
ヒトパピローマウイルス・髄膜炎菌ワクチン
SARS-CoV-2（新型コロナウィルス）ワクチンの一部　など

トキソイド 病原体となる細菌が作る毒素だけを取り出
し，毒性をなくしたもの

2種混合（DT）ワクチン・ジフテリア
破傷風トキソイド

メッセンジャーRNA
（mRNA）ワクチン

病原体となるウイルスのタンパク質の設計図
となるmRNAを脂質の膜で包んだもの

SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）ワクチンの一部
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ワクチンを打つにあたり，JIAの薬を中止・延期す
る必要はありません．JIAの調子が良いときに，ワ
クチンを接種するようにしてください．

Answer

予防接種を打つべき時期について
病気に対して免疫を抑える薬で治療を受けてい

る患者さんに対する予防接種の有効性 ･ 安全性に
関する検討は，元の病気が安定している方を対象
としているため，病気が安定していない方につい
ては検討されていません．そこで，JIA 患者さん
は，JIA が安定しているときに予防接種を行うの
がよいと考えます．

副腎皮質ステロイド・免疫を抑える薬と不
活化ワクチンの効果・安全性について

小児リウマチ性疾患の患者さんでは，副腎皮質
ステロイドや免疫を抑える薬で治療を受けている

場合，不活化ワクチン・トキソイドの効果は，正
常もしくは軽度低下すると考えられています．一
般的に，不活化ワクチン・トキソイドを打って
も，元のリウマチ性疾患を悪化させることは多く
なく，副作用も多くありません．しかし，少数な
がら予防接種後に元のリウマチ性疾患が悪化した
報告があるため，今後多くの症例で安全性の検討
を行うことが必要と考えられています．

一方で，副腎皮質ステロイドや免疫を抑える薬
を継続したときと中止・延期したときとを比較し
て不活化ワクチン・トキソイドの効果や安全性を
検討した報告はありません．JIA の治療薬を中止
するとJIA が悪化する可能性があるため，予防接
種を打つときにJIA の治療薬は中止・延期するべ
きではないと考えます．

文 献
・ �「小児の臓器移植及び免疫不全状態における予防接種ガイドラ

イン2014」（日本小児感染症学会/監），pp.77-97，協和企画，
2014

2

第3章　感染症の予防や注意点に関するQ&A第2部

【A．感染症全般】

予防接種を打つとき，
JIAの薬は延期した方がよいですか？
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手指消毒・マスク着用による感染予防が重要です．
また，家庭内で患者さん以外の家族が感染症を発
症した場合は，可能な限り接触を避けること，家
庭内で感染を拡大しないことが重要です．また，
JIA患者さんは肉を生で食べることは避けた方が望
ましいです．

Answer

手洗い，マスク着用について
感染症は①病原体②感染経路③宿主（感染者）

の３つがそろって感染します．感染予防の方法に
手指消毒・マスク着用があります．手洗いの効果
は，流水による 15 秒間の手洗いで，手指に付着
したウイルス量が 100 分の 1 程度に減り，さら
にハンドソープでもみ洗いしたのちに，流水で
15 秒手洗いした場合 ，ウイルス量が 1 万分の 1
程度に減った報告があります．また，マスク（不
織布）着用も感染予防に有効と考えられています．

家庭内で患者さん以外の家族が感染症を
発症した場合の対応

感染を拡大しない対応が必要です．感染した方
の血液・体液・吐物・排泄物に触れるときは手袋
を着用し，これらが飛び散る可能性があるときは
手袋の他に使い捨てマスク・エプロン，ゴーグル

などを着用し，手袋を外したときは手指消毒を行
います．ドアノブ・電気のスイッチ・リモコンな
ど手がよく触れる共用部分を掃除・消毒すること
が重要です．

感染経路別の感染予防方法
感染経路の種類（表）によってさらに予防策を

追加します．
１）空気感染

感染症を発症した方は個室隔離とし，可能な限
り部屋の扉は閉めておくことが望ましいです．こ
まめな換気を行ってください．感染症を発症した
方の部屋に入るときはマスクをしてください．
２）飛沫感染

感染症を発症した方は，可能であれば個室隔離
とし，感染症を発症した方と2 メートル以内に接
するときは，マスクを着用してください．通常の
風邪は診断がつくまでは，飛沫感染対策をしてく
ださい．
３）接触感染

感染症を発症した方は，可能であれば個室隔離
とし，感染症を発症した方と接触するときには手
袋を着用してください．また，感染症を発症した
方の吐物や便を処理するときには，使い捨てのエ
プロン，マスクと手袋を着用し汚物中のウイルス

3

第3章　感染症の予防や注意点に関するQ&A第2部

【A．感染症全般】

感染症に注意するようにいわれました．具体
的にどのような点に注意すればよいですか？

表　感染経路の種類と特徴

感染経路の種類 特徴 病原体

空気感染 空気中を漂う病原体を吸い込むことによって
感染する

結核，麻疹（はしか），水痘，（水ぼうそう）
換気が悪く，空気が乾燥している場合：新型コロナ
ウイルスやノロウイルス

飛沫感染 感染した方から，咳やくしゃみ，話をして飛
沫が2メートル以内に飛び散り感染する

新型コロナウイルス，アデノウイルス
インフルエンザウイルス
マイコプラズマ，Ａ群溶連菌，百日咳
ライノウイルス等

接触感染 感染した方に触れたときやその方が接触した
ものに触れることで感染する

ウイルス性結膜炎（アデノウイルス等），ウイルス性
腸炎（ノロウイルス，ロタウイルス等）
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が飛び散らないようにし，ペーパータオル等で静
かに拭き取ります．拭き取った後は，次亜塩素酸
ナトリウムや亜塩素酸水で浸すように床を拭き取
り，その後水拭きをします．拭き取りに使用した
ペーパータオルなどは，ビニール袋に密閉して廃
棄します．

生肉の摂食について
ユッケや生レバーなどのように肉を生で食べた

り，加熱が不十分な肉料理を食べたりすること
で，腸管出血性大腸菌 O-157，サルモネラ，カ

ンピロバクター，E 型肝炎ウイルスに感染するこ
とがあります．JIA 患者さんが肉を食べる際には，
生で食べることを避けた方が望ましいです．

文 献
・ �「最新感染症ガイドR-book�2018-2021」（米国小児科学会/

編，岡部信彦/監），pp.147-155，日本小児医事出版社，2019

・ �「厚生労働省 ．感染対策の基礎知識」https://www.mhlw.
go.jp/content/000501120.pdf（2023年6月閲覧）

・ �「政府広報オンライン．ご注意ください！�お肉の生食・加熱不
足による食中毒」https://www.gov-online.go.jp/useful/
article/201005/4.html（2023年6月閲覧）
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副腎皮質ステロイドを内服しているJIA患者さん
は，風邪のときや熱があっても，副腎皮質ステロ
イドを中断してはいけません．嘔吐などで副腎皮
質ステロイドを内服できないときは，点滴で投与
する必要があります．

Answer

副腎皮質ステロイド
副腎皮質ステロイドを長く内服しているJIA 患

者さんは，自分の体の中で副腎皮質ステロイドを
作る機能が落ちています．感染症によって発熱や
嘔吐があるときは，普段より多くの副腎皮質ステ
ロイドが必要となります．そのため，風邪や熱が
あっても副腎皮質ステロイドを中止してはいけま
せん．副腎皮質ステロイドを内服できないとき
は，点滴で副腎皮質ステロイドを投与する必要が
あります．

副腎皮質ステロイド不足になると「副腎不全」
と呼ばれる症状を発症します．副腎不全症状は，
脱力，無気力，腹痛，気持ち悪さ，嘔吐，下痢，
食欲がないといった症状から始まり，続いて血圧
の低下，意識障害，場合によっては死に至ること
があります．小児は副腎不全症状を自分で訴える
ことができないことがあるので，保護者の方は注
意が必要です．

MTX
明確な基準はありませんが，感染症による発熱

時や重篤な感染症にかかった場合は，MTX（リ
ウマトレックス®）の服用は延期することが多い
ので，事前に医師とよく相談しておいてください．

NSAIDs
インフルエンザや水痘などのウイルス感染後に

NSAIDs によって脳症を発症することがありま
す．インフルエンザや水ぼうそうにかかった場合
は，NSAIDs を中止する場合があるので，医師に
指示を受けてください．

生物学的製剤
感染症を発症している場合，投与を見合わせる

場合があります．また，重症な感染症を発症して
いる場合は，中止する必要があります．医師に連
絡し，指示を受けてください．

感染症流行時の外出について（登園・学校・
勤務を含めて）

JIA 患者さんは，一般的に感染症にかかりやす
く，さらに免疫抑制薬を内服しているため，感染
症が重症化する可能性が高いと考えられていま
す．感染症流行時には，マスク着用，うがい，手
洗いといった感染予防が特に必要です（第 2 部 第
3 章 A-Q3 をご参照ください）．不特定多数の人
と接する閉鎖空間は，一般に感染のリスクが高く
なるため，感染症流行時は，このような状況を避
けることが望ましいです．

なお，今のところJIA 患者さんが新型コロナウ
イルス感染症（COVID-19）に対して，一般の
方々に比べてかかりやすい，あるいは重症化する
というデータはありません（第 2 部 第 3 章 B-Q1
も参照）．

4

第3章　感染症の予防や注意点に関するQ&A第2部

【A．感染症全般】

風邪のときや熱があるとき，JIAの治療はどうすればよいですか？ 
また，嘔吐などで薬が飲めないときはどうすればよいですか？
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① 免疫抑制作用のある薬を投与されている患者さ
んでは，感染していても発熱しにくい傾向があ
ります．特に，トシリズマブ（アクテムラ®）を
投与されている患者さんは，発熱しにくいので
注意が必要です．

② 感染症にかかるとJIAが悪化する可能性があり
ます．

Answer

免疫抑制作用のある薬と感染症による症状
感染症にかかると炎症が起き，咳 ，鼻水 ，嘔

吐 ，下痢を発症し，時に熱が出ます．一般的に
JIA の治療薬は，炎症を抑える薬であるため，発
熱しにくくなりますが，全く発熱しなくなるわけ
ではありません．ただし，生物学的製剤のうちト
シリズマブは，発熱に関係するサイトカインであ
る IL-6 を抑えるため，特に発熱しにくくなるこ
とに注意が必要です．一般の方々は熱が続くこと
をきっかけに病院を受診されることが多いです
が，JIA の治療薬を投与されている患者さんは，
咳，鼻水，嘔吐，下痢が悪化傾向の場合や，だる
さが強いときは，発熱がなくても早めの受診をし
た方がよいです．

免疫抑制作用のある薬による血液検査に
対する影響

免疫抑制作用のある薬のうちトシリズマブを投
与しているJIA 患者さんは，血液検査のなかで細
菌感染や重篤な感染症の診断の参考になる CRP
が，本来なら陽性になってもおかしくない状況で
も陽性にならないことがしばしばあります．その
ため，感染症を疑って病院を受診される際には，
どんな治療薬を患者さんが使っているのかを担当
医に伝えてください．特に小児リウマチ性疾患を

専門としていない医師に受診する場合は，普段
JIA を診てもらっている医師と連携をとっていた
だくよう担当医にお願いしてみましょう．

感染症とJIAの悪化の関連
約60人のJIA患者さんを2年間観察した研究に

よると，50 回の JIA の再燃がみられ，そのうち
20 ％は呼吸器感染症と関連していました．

新型コロナウイルス感染症とJIAの悪化の
関連

J IA 患者さん 988 人を対象とした研究では，
13 人が新型コロナウイルスに感染し，2 人はJIA
の治療を中断して JIA が再燃し，5 人は JIA の治
療を継続していたにもかかわらずJIA が再燃しま
した．また，JIA 患者さん 51 人を対象とした研
究では，10 人が新型コロナウイルスに感染し，3
人は JIA が悪化しました．

いずれの研究も，感染したJIA 患者さんの数が
少ないため，感染によってJIA が再燃するのかど
うかは，結論が出ていません．しかし，一般的に
感染症にかかるとJIA が悪化する可能性があると
考えられています（第2部 第3章B-Q1も参照）．

全身型JIAにおける感染症とマクロファー
ジ活性化症候群

一般的に，全身型 JIA 患者さんでは，病気が安
定していないときに感染症や薬などがきっかけに
なって，マクロファージ活性化症候群を発症する
と考えられています．

文 献
・�Carvalho�LM,�et�al�:�Pediatr�Rheumatol�Online�J,�11�:�10,�
2013

・�Hügle�B,�et�al�:�Pediatr�Rheumatol�Online�J,�19�:�163,�2021

・�Boyarchuk�O,�et�al�:�Reumatologia,�59�:�197–199,�2021
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第3章　感染症の予防や注意点に関するQ&A第2部

【A．感染症全般】

①JIAの治療をしていると，感染症にかかっても気づかない
のですか？ ②感染症にかかるとJIAは悪くなるのですか？
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①�今のところ，よくわかっていませんが，そのと
き流行しているウイルスの種類（株）によって
も特徴が異なるので注意が必要です．

②�状況によって，重症化予防の治療対象と判断さ
れる場合があります．

③�今のところ，よくわかっていません．JIA治療の
ために陽性者のPCR・抗原検査の結果が偽陰性
になることはないものの，使用中の薬剤によって
は発熱などの症状が軽くなる可能性があります．

Answer

新型コロナウイルス感染症について
COVID-19（以下，新型コロナウイルス感染

症）は2019 年末に中国より報告されました．一
般的に成人に比べ小児は軽症とされています．

症状としては発熱や咳，喉の痛みのほか，味覚
異常を訴える患者さんもいます．小児例では腹痛
や下痢など胃腸炎を思わせる場合もあります．感
染したほとんどの小児は，微熱，咳，喉の痛み，
くしゃみ，鼻水 ，だるさなど，症状は軽度です
が，一部の小児では，より中等度の症状を経験す
る場合もあります．これらの症状に気付いた場合
は，医師に連絡してください．一方，呼吸困難や
顔色が悪いなど，重度の感染症の徴候に気付いた
場合は，ただちに医療機関を受診してください．

JIA患者さんの感染・重症化リスク
JIA およびその治療が新型コロナウイルス感染

症の重症化に関係するかははっきりわかっていま
せん．JIA のタイプ，病気の活動性，治療薬の種
類，関節炎以外の合併症の関与などのさまざまな
要因が影響を与える可能性があります．

現在のデータでは，免疫抑制薬を服用している
JIA 患者さんが他の小児よりも新型コロナウイル
ス感染症や合併症のリスクが高いとの報告はあり
ません．JIA を含めた膠原病患者さんの新型コロ

ナウイルス感染症に関する海外の大規模な研究報
告では，新型コロナウイルスに感染した 19 歳未
満の 609 人の小児リウマチ患者さんのうち，43
人（7 ％）が入院し，3 例（0.5 ％）が亡くなっ
ています．JIA 患者さんは 378 人（62 ％）いま
したが，亡くなった患者さんはいませんでした．
JIA 以外の小児リウマチ性疾患や肥満といったリ
スクに比べるとJIA は重症化のリスクは高くない
と報告されています．しかしJIA のなかでも全身
型 JIA は他のタイプのJIA と比べるとやや重症化
のリスクが高いため注意が必要です．

また，JIA の病状が悪いときに新型コロナウイ
ルスに感染すると，JIA が重症化しやすくなる可
能性があるとされています．

重症化予防薬の治療対象となるか
JIA 治療による重症化リスクはわかっていませ

んが，免疫を抑制する治療を受けている場合は，
他の感染症同様，重症化に注意する必要がありま
す．免疫抑制治療中の軽症新型コロナウイルス感
染症患者さんに対して，重症化予防治療を行うか
どうかは患者さんの年齢，状態や併存疾患を考慮
したうえで判断されます．

JIA治療薬が検査結果や症状に与える影響
TNF 阻害薬や IL-6 阻害薬，IL-1 阻害薬といっ

た生物学的製剤を使用すると，新型コロナウイル
ス感染症の症状がわかりにくくなる場合がありま
す．特に IL-6 阻害薬などは発熱がわかりにくく
なる場合があります．さらに血液検査でも CRP
などの炎症反応の上昇が抑えられてしまいます．

文 献
・�Katsuta�T,�et�al�:�Pediatr�Int,�64�:�e14912,�2022

・�Kearsley-Fleet�L,�et�al�:�Ann�Rheum�Dis,�81�:�998-1005,�2022

・�Shimizu�M,�et�al�:�Cytokine,�58�:�287-294,�2012
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【B．COVID-19（新型コロナウイルス感染症）】
新型コロナウイルスについて，①感染リスク，重症化リスクは高いのですか？�
②重症化予防の治療対象になりますか？�③JIAの薬は新型コロナウイルス
感染症の検査結果や症状に影響しますか？
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濃厚接触者になった場合や，新型コロナウイルス
に感染した場合は医師に連絡して相談してくださ
い．特に感染症状があるときは，JIAの治療薬であ
るMTX，生物学的製剤などは一時的に投与を中止
する場合もあります．

Answer

濃厚接触になった場合
濃厚接触になったことを医師に連絡してくださ

い．感染症状の有無に関して十分観察する必要が
あります．NSAIDs〔イブプロフェン（ブルフェ
ン®）やナプロキセン（ナイキサン®）〕や MTX

（リウマトレックス®），生物学的製剤による治療
に関しては，必要に応じて継続します．JIA 治療
薬を中止すると，JIA 症状の悪化，関節の損傷の
リスクが高くなります．これは，NSAIDs を含む
すべての治療薬に適用されます．現在までの臨床
研究では，JIA において MTX や他の免疫抑制薬
を服用している小児は，どの薬を服用しているか
に関係なく，新型コロナウイルス感染や合併症の
リスクが高くなることは証明されていません．

新型コロナウイルスに感染した場合
JIA 患者さんに熱，乾いた咳，息切れなどが出

現して新型コロナウィルス感染症が確認された場
合，JIA の治療薬を一時的に中止する場合があり
ます．ただし，医師に相談せずに，内服薬・自己
注射の量や間隔を変えたり，止めたりしないでく
ださい．特に，副腎皮質ステロイドでは重要で
す．副腎皮質ステロイドは突然止めてはいけませ
ん（第 2 部 第 3 章 A-Q4 参照）．そのため，新型
コロナウイルス感染症にかかったときには医師に
連絡してください．NSAIDs の継続は考慮しま
す．MTX や生物学的製剤は中止する場合があり
ます．また，新型コロナウイルス感染症が治った
ら，JIA 治療を再開しますので，症状や後遺症を
確認のうえ，再開時期に関しても医師と相談して
ください．一般的には発熱および呼吸器症状の解
消後 7 〜 14 日で再開を考慮します．COVID-19
の重症例での投薬の再開は，症例ごとに決定する
必要があります．

文 献
・�Wahezi�DM,�et�al�:�Arthritis�Rheumatol,�72�:�1809-1819,�2020

・�Wahezi�DM,�et�al�:�Arthritis�Rheumatol,�73�:�e46-e59,�2021
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第3章　感染症の予防や注意点に関するQ&A第2部

【B．COVID-19（新型コロナウイルス感染症）】

新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者になった場合，
あるいはかかった場合，JIAの薬はどうすればよいですか？
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①�今のところ，よくわかっていません．
②�鑑別は難しい場合があります．

Answer

リウマチ治療薬で軽症化するのか
JIA および関節リウマチ（RA）の治療薬で，新

型コロナウイルス感染症の治療にも使用されてい
る薬としてIL-6 阻害薬（アクテムラ®）がありま
す．IL-6 というサイトカインの働きをブロックし
て感染に伴う炎症を抑え込むことでその効果を発
揮し，中等症以上の患者さんに使用されます．ま
た，RA の治療薬で，バリシチニブという J

ジャック
AK 阻

害薬の1 種も新型コロナウィルス感染症に合併す
る肺炎に対して使用されます．また，もともと
JIA の治療としてIL-6 阻害薬を使用している患者
さんが新型コロナウイルス感染症にかかった場
合，重症化しにくくなるかどうかははっきりして
いません．

なお，JIA の治療では通常使いませんが，全身
性エリテマトーデスという膠原病の治療薬である
ヒドロキシクロロキンは新型コロナウィルスの治
療薬として推奨されていません．

サイトカインストームと全身型JIAの再燃
の鑑別

小児における新型コロナウイルス感染症の合併
症として小児多系統炎症性症候群（MIS-C）と
いう病態が報告されています．これは新型コロナ
ウイルス感染後に体内においてサイトカインス
トーム（コラム⑦参照）が起こり，発熱や皮疹と
いった症状と血管や心臓の筋肉に炎症をきたしま
す．川崎病という小児特有の病気に似ており，全
身型 JIA との鑑別も重要な病態です．鑑別には身
体症状，血液検査や尿検査とともに，超音波検査
などの画像所見も重要です．MIS-C に特有の検
査所見はないので特に全身型 JIA の患者さんでは
再燃との鑑別に注意が必要です．

ただし，この MIS-C という合併症が起きるこ
とはまれです．新型コロナウイルスに感染したほ
とんどの子どもは，重篤な後遺症を経験すること
なく回復します．

文 献
・ �「日本小児科学会 ．小児COVID-19関連多系統炎症性症候群
（MIS-C/PIMS）診療コンセンサスステートメント」http://
www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_
id=391（2023年6月閲覧）
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【B．COVID-19（新型コロナウイルス感染症）】
新型コロナウイルス感染症について，①リウマチ治療薬の一部が治療に
使われると聞いています．もともと使っていると軽症化するのですか？�
②サイトカインストームと，全身型JIAの再燃は区別できますか？

コラム⑦ サイトカインストームとは
サイトカインとは，さまざまな感染症などがきっかけ

となり，炎症細胞（マクロファージ・リンパ球など）な
どから分泌される免疫応答を調整するタンパク質です．
新型コロナウイルス感染症などによって，サイトカイン

が血液中に放出されることで過剰な炎症反応が引き起こ
されることがあります．その結果，さまざまな臓器に致
命的な傷害を生じます．このような病態をサイトカイン
ストームとよびます．
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A

B

①�一般の小児と同等に推奨されます．
②�今のところ，よくわかっていません．

Answer

ワクチン接種の必要性について
わが国の小児への新型コロナウイルスワクチン

接種は，まず12 歳以上で承認・適応となった後，
適応年齢が5 歳以上，次いで生後 6 カ月以上と段
階的に引き下げられました（2023 年 6 月現在）．
小児の新型コロナウイルス感染症は成人と比べる
と軽症な方が多いですが，接種を受ける意義は十
分あります．

成人を対象とした調査では，新型コロナウイル
スワクチンを2 回接種したリウマチ性疾患患者さ
んの大多数で抗体が作られたことが実証されてい
ます．副反応は軽いもののみでした．現在まで，
小児リウマチ性疾患患者さんにおける新型コロナ
ウイルスワクチン接種のデータは不足していま
す．海外からは，16 歳から21 歳の生物学的製剤
投与中のJIA 患者さんに新型コロナウイルスワク
チンを接種した結果が報告されています．登録さ
れたのは JIA の経過が安定している 21 人です．
JIA のタイプは多関節炎 8 人 ，乾癬性関節炎 7
人，付着部炎関連関節炎 6 人です．治療内容はア
ダリムマブ（ヒュミラ®）10 人，エタネルセプト

（エンブレル®）が11 人で，MTX（リウマトレッ
クス®）は15 人でした．2 回目のワクチン接種後
の局所反応（注射した部位の赤み，痛み，腫れ）
の頻度は1 回目の接種より高かったですが，重篤
な副反応はみられませんでした．経過観察中に
JIA の病勢に変動はなく，生物学的製剤治療に関
しても継続できていました．

今のところ，JIA 患者さんにおいて新型コロナ

ウイルス感染症が重症化するとの報告はありませ
ん．しかし，JIA 罹病期間，活動性や合併症，免
疫抑制薬など，個々の患者さんで状況は異なりま
すので，医師とよく相談することをお勧めします．

米国リウマチ学会が公表したガイダンスにおい
ても，リウマチ性疾患自体が安定している時期で
の新型コロナウイルスワクチン接種を推奨してい
ます．そのためJIA 患者さんにおいても病気が安
定した状態でワクチン接種することが望ましいと
考えます．

JIAの薬は中止した方がよいか
現時点では， MTX（リウマトレックス®）や免

疫抑制薬が新型コロナウイルスワクチンに与える
影響は十分にわかっていません．ワクチン接種に
関する一般的な推奨では，たとえ抗リウマチ薬に
よってワクチンの効果に影響があるとしても，一
定のベネフィット（利益）を得られると考えられ
るならワクチン接種を行ってもかまわないとされ
ています．ワクチン接種時期と抗リウマチ薬の投
与時期に関しては，明確な臨床研究はなされてい
ません．病気が安定していれば，MTX はワクチ
ン接種後 1 〜 2 週の休薬ともあります．実際には
医師と相談することが必要と考えます．

最新の情報は日本リウマチ学会の患者向けホー
ムページ（https://www.ryumachi-jp.com/
information/medical/covid-19_2/）を確認
するか，医師にご確認ください，

文 献
・�Furer�V,�et�al�:�RMD�Open,�7�:�e001594,�2021

・�Dimopoulou�D,�et�al�:�Arthritis�Rheumatol,�74�:�365-366,�
2022

・�Curtis�JR,�et�al�:�Arthritis�Rheumatol,�74�:�e21-e36,�2022

・�Hazlewood�GS,�et�al�:�J�Rheumatol,�48�:�1330-1339,�2021

4

第3章　感染症の予防や注意点に関するQ&A第2部

【B．COVID-19（新型コロナウイルス感染症）】
新型コロナウイルスについて，①ワクチンは打った方がよいですか？�治療
によって副反応や効果はどうなりますか？�②ワクチンを打つとき，JIAの
薬は中止した方がよいですか？
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・�関節が温まると痛みやこわばりが軽くなること
があります．

・�関節が熱く腫れているときは避けましょう．

Answer

温泉のJIAへの効果について
温泉の効能効果にリウマチと書いてあることが
多いと思いますが，これはどの成分が効果的とわ
かっているわけではなく保温効果やリラックス効
果によるところが大きいと思われます．具体的に
は，温まることで痛みの感じ方が弱まることや，
筋肉の緊張が緩むこと，血管が拡張すること，あ
る種のホルモン分泌が促進されることが報告され
ています．過去に，MTX（リウマトレックス®）
のような効果的な薬剤がなかった時代では，湯治
や温泉治療と称して温泉に通うことが数少ない治
療法の1つであったことはよく知られています．
実際に関節リウマチやJIAに限らず，筋骨格系の
痛みは温めると軽くなることがあり，こわばって
動きが悪い関節は保温してからリハビリテーショ
ンを行うことが効果的です．したがって，自宅で

の入浴でもある程度同じ効果が得られると思いま
す．ぬる目のお湯にゆったりと浸かり自律神経を
整えることや，入浴剤やアロマの香りを楽しむの
もリラックス効果があります．いずれにせよ，多
くの効果的な薬剤が使えるようになった現在で
は，温泉によるJIAへの効果はあくまで補助的な
ものとして考えるのがよいでしょう．

注意すべきポイント
関節が熱く腫れているとき（炎症が強いとき）
は温まると血流が増加して症状が悪化することが
あります．温泉に入る前に関節の状態について医
師に聞いてみましょう．また，不衛生な入浴施設
の場合はレジオネラ肺炎など感染症のリスクが考
えられます．衛生状態の確認をするようにしま
しょう．

文 献
・�Vaidya�B�&�Nakarmi�S�：�J�Environ�Public�Health,�3694627，
2020

・�延永　正：日温気物医誌，56：3-8，1992

1
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温泉に入ることは病気に良いのですか？
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・�飲酒は適量であれば大きな影響はありません．
・�過度な飲酒や，適量でもタイミングによっては
症状を悪化させることがあります．

・�喫煙は“百害あって一利なし”です．病気にも
大きな影響を及ぼします．

Answer

飲酒について
20歳以上になり，適量のお酒を時折飲むのは
病気に大きな影響は及ぼさないでしょう．しか
し，一般にアルコールは炎症を悪化させることが
わかっているため，関節の痛みや腫れが悪化する
ことがあり得ます．病気の勢いが強く症状が不安
定なうちは控えましょう．
また，アルコールは薬剤の副作用に影響する場
合があり，MTX（リウマトレックス®）を内服し
た日に飲酒をすると嘔気などの副作用が強く出る
可能性があります．服薬日には飲酒をしないよう
にしましょう．

喫煙について
喫煙は，病気があってもなくても，健康にとっ
て良くありません．喫煙の害としては肺がんや慢
性閉塞性肺疾患（COPD）などが有名ですが，30
年以上前にはすでに関節リウマチの発症・悪化リ
スクとなることもわかっています．さらには血管
を傷つけ，動脈硬化をはじめとする生活習慣病の
原因にもなりますし，受動喫煙で周囲の非喫煙者
にも悪影響を及ぼします．タバコに含まれるニコ
チンは，麻薬やアルコールと同様，依存性のある
薬物です．電子タバコも同じです．一度喫煙の習
慣をもつと禁煙することは難しいので，喫煙を始
めない勇気をもつことが大事です．

文 献
・�Vessey�MP，et�al：Contraception，35：457-464，1987

・�Larsson�I，et�al：BMJ�Open，8：e024367，2018

・�後藤　眞：禁煙科学，7：1-7，2013

2
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飲酒や喫煙は病気に影響しますか？
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・�病気を良くしたり悪くしたりするとわかってい
る食べ物はありません．バランスの良い食事を
こころがけましょう．

・�サプリメントや健康食品は科学的に効果が示さ
れていないものがほとんどです．逆に含有成分
によっては治療薬の効果に影響を及ぼすものが
あり注意が必要です．

Answer

食事について
J IAやその他のリウマチ性疾患の発症原因・
きっかけはまだはっきりとはわかっていません
が，現在までに病気の発症・悪化について食事が
関係していると証明する研究報告はありません．
したがって，一般的な食べ物で特に食べてはいけ
ないというものや，逆に，これを食べた方がよい
というものもありません．後述する治療薬との関
係について注意すべきポイントに気をつけて，過
食や偏食を避け，バランスの取れた食生活をおく
りましょう．

サプリメント・健康食品について
かつて効果的な薬剤がなかった時代には，一部
の患者さんたちは少しでも症状が良くなればとさ
まざまなサプリメントや健康食品を自己判断で摂
取していました．実際にたくさんの商品が売り出
されていますが，いずれもJIAに対する効果は科
学的に示されていません．たとえ何らかの効果を
感じたとしても，最近の治療薬の効果と比較する
と非常に小さいものですので，あえて摂取する意
義は乏しいといえます．次に記載するように治療
薬の効果に影響してしまうものもありますので，

サプリメントや健康食品を摂取しようと思った場
合は，事前に医師とよく相談して慎重に判断して
ください．

治療薬との関係について注意すべきポイント
副腎皮質ステロイドを内服中の方は，その副作
用のために肥満，糖尿病，脂質異常症などが起こ
りやすいため，糖質や脂質が過剰にならないよう
な食事をとりましょう．
MTX（リウマトレックス®）を内服中の方は，
葉酸を大量に摂取すると効果が減弱してしまいま
す．葉酸は食べ物では海藻類，緑黄色野菜，レ
バーなどに比較的多く含まれますが，通常の食事
の量であればそれほど気にする必要はありませ
ん．問題となるのは青汁やサプリメントなど葉酸
の含有量が非常に多いものです．成分表を確認す
るとともに摂取する前に医師に相談しましょう．
シクロスポリンA（ネオーラル®）などある種

の薬剤を内服中の方は，グレープフルーツとその
他一部の柑橘類の成分により薬剤の血中濃度が上
がり，副作用が強く出てしまう場合があります．
この成分は果肉や果汁だけでなく果皮にも含まれ
ているため，マーマレードやレモンピールなど果
皮を用いたものにも注意が必要です．避けるべき
ものと比較的影響が少ないもの，影響がほとんど
なく安心して食べられるものを巻末表 6に示しま
す．この種の薬剤が処方された際は医師や薬剤師
から注意喚起があり，おくすり手帳に注意書きが
書いてありますので確認しましょう．

文 献
・�齋田哲也，他：医療薬学，32：693-699，2006
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食事で気を付けることはありますか？��
サプリメントを取った方がよいですか？
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・�体調が良ければ採血自体は可能ですが，血液中
の治療薬成分が輸血を受ける方に作用してしま
う恐れがあるため，免疫抑制作用のある薬で治
療中は献血ができません．

・�詳細は各県の赤十字血液センターに問い合わせ
ましょう．治療終了後でも，問診医師や各セン
ターの施設基準により献血が可能かどうか判断
されます．

Answer

献血と社会貢献について
献血をしようと思うのは素晴らしいことです．
JIAなど小児リウマチ性疾患の患者さんたちは，
成人したのち医療福祉に関係する職業に就く割合
が，同年代と比較して多いという報告がありま
す．小さいころから医療を身近に感じていること
で，献血を通じて社会貢献をしようと思うのかも
しれません．献血だけでなく，患者さんたちが成
長して医療福祉を通じた社会貢献を志してくれる
ことは，医療従事者にとって大きな喜びです．

JIA患者さんが献血可能かどうか
採血すること自体は，貧血がなく体調が良けれ

ば可能です．しかし，治療中の場合，治療薬の成
分が血液中に一定の濃度で存在しているため，輸
血を受ける方に治療薬成分が意図せず移行してし
まう可能性があります．副腎皮質ステロイドや免
疫抑制薬を服用中，あるいは生物学的製剤を定期
的に注射している方は輸血ができません．
薬剤に関しては日本赤十字社の基準で，ビタミ
ン剤などは当日服用していても献血できる場合が
あるとされています．また，NSAIDsは服用中止
後3日経過で，副腎皮質ステロイドや免疫抑制薬
は中止後1カ月経過で献血できることがあるそう
です．しかしこの条件を満たしても，疾患によっ
ては以前かかったことがあるだけで献血ができな
いものがあるようです．JIAについては明記され
ていませんが，この基準は各地域の赤十字血液セ
ンターや問診医師でそれぞれ異なるようなので，
お住いの地域の赤十字血液センターにお問い合わ
せください．

文 献
・�野中由希子，他：小児リウマチ，12：58-64，2021

・ �「日本赤十字社山梨県赤十字血液センター．献血可能な薬につ
いて」https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/yamanashi/donation/
m2_01_02_kusuri.html（2023年6月閲覧）
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治療中ですが，献血をすることはできますか？
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①�病気や治療に影響はしないので大丈夫です．カ
ラー液による頭皮のかぶれなどは病気に関係な
く起きる可能性があります．

②�皮膚に傷をつけるものは，感染症のリスクがあ
ります．イヤリングやタトゥーシールなど傷をつ
けないタイプのものでおしゃれを楽しみましょう．

③�ハイヒールや圧迫感のある靴はお勧めしません．
中敷きや足底板で足への負担が軽減できます．

Answer

おしゃれと心の健康について
病気や治療のためにと過剰に心配してやりたい
ことを我慢していると，気持ちがふさぎ込む，気
分が晴れないなどの症状が出現することがありま
す．医師，家族と相談してやりたいおしゃれを楽
しみましょう．

ヘアカラー/ブリーチ，脱毛について
毛髪のカラーリングやムダ毛の脱毛は，病気や
治療に影響しません．ただし，カラー液による頭
皮のかぶれや，脱毛部位の皮膚変化などは，病気
と関係なく注意が必要です．自分で行う場合は目
立たない部位で試してから使用しましょう．

ピアスやファッションタトゥーについて
体に穴を開けるピアスや，皮膚を彫って色素を
入れるファッションタトゥーに関しては，一般論
的に，器具や施術環境の衛生状態によって皮膚の
細菌感染症，血液を介したウイルス感染症のリス
クがあります．JIAの治療で免疫を抑制する薬を
使用中の場合，それらの感染症が治りにくくなる
ことが考えられます．したがって，皮膚を傷つけ
ないようにピアスはイヤリング，ファッションタ
トゥーはタトゥーシールを選択しましょう．デザ
インが気に入ったピアスを，穴を開けないイヤリ
ングタイプに加工してもらうこともできるので，
販売店に相談してみましょう．

社会の慣習と個人の選択権について
最近，女性がハイヒール着用を要求されること
が問題視されるようになってきました．その一方
で，おしゃれの一環としてハイヒールを履きたい
と思う女性もいます．海外の研究によると，ハイ
ヒールを履きたいと望む女性では，心理的には社
交的になるなど良い効果があるものの，健康面で
は筋骨格系の痛み，関節の変形などの悪影響があ
るというジレンマが報告されています．その研究
では女性の選択権を尊重するべきであるという結
論でしたが，JIA患者さんにおいても同じことが
いえると思います．関節に負担がかかって痛いの
で履きたくないという場合は，冠婚葬祭などでも
無理をする必要はありません．おしゃれの一環で
ヒールのある靴を履きたい場合は，次にあげるポ
イントを参考にしてなるべく足への負担が増えな
いデザインを選ぶようにしましょう．

靴デザインのポイント
・ヒールが高く，細くて不安定なものは避け，履
き口が大きく脱げにくいものを選びましょう．
・足の甲にも関節があり，JIAではそこに炎症が
起きることがあります．歩く際に足の甲にも痛
みがないことを確認しましょう．
・靴の中で足の指を動かせるくらいの幅があると
よいです．
・土踏まずのアーチを支えるように立体的な構造
のものを選びましょう．中敷きや足底板を使用
することも効果的です．
・整形外科やリハビリテーション科の医師に相談
してみるのもよいでしょう．

文 献
・�Barnish�M,��et�al�:�BMC�Public�Health,�18�:�37,�2018

・�日常生活を送る上で知っておきたい知識と工夫 ．「関節リウマ
チ患者と家族のための生活を楽しむ知恵と工夫」（植木幸孝/
監），p.36，羊土社，2018

5
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①ヘアカラー/ブリーチ，脱毛，②ピアス，ファッションタトゥー，
③ヒールのある靴，などのおしゃれはできますか？
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治療薬の影響に注意が必要ですが，可能です．

Answer

歯科治療のJIAへの影響について
歯科治療が直接的にJIAに影響を及ぼすことは
ないと思います．しかし次にあげるように，いく
つかの理由でJIA治療薬の影響に注意が必要で
す．歯科医に具体的な処置の内容を聞いて，JIA
の担当医と相談しましょう．

感染リスクについて
出血を伴う歯科治療の場合，一時的に歯周病菌
や口の中の雑菌が血液中に入り込むことが知られ
ています．心臓病の患者さんは，心臓に細菌が塊
を作って炎症を起こす感染性心内膜炎を予防する
ために，歯科処置の際に抗菌薬を内服します．
JIA患者さんの場合は，副腎皮質ステロイドや免
疫抑制薬，生物学的製剤の作用により，処置した
創部の治癒が遅くなる，細菌の侵入を防ぎにくい
などの状態が考えられますので，同じように抗菌
薬を内服する必要があります．マウスピースなど
を用いた歯列矯正は，出血しないため問題ありま
せん．インプラントは歯肉を切開して顎の骨にも
処置をするため創部の治癒遅延や細菌感染のリス
クがあります．

ビスホスホネート製剤/抗RANKL製剤と�
顎骨壊死について
長期の副腎皮質ステロイド内服の副作用で骨粗
しょう症がある場合，ビスホスホネート製剤の内
服や注射，あるいは抗R

ラ ン ク ル
ANKL製剤の注射を行う

ことがあります．これらの骨粗しょう症治療薬を
使用中，または過去に使用していたことがある方
は，抜歯，インプラント埋入，骨への侵襲を伴う
歯周外科処置などの際に，感染をきっかけに顎の
骨が壊死してしまうリスクが報告されています．
これら歯科処置の際に骨粗しょう症治療薬を休薬
するかどうかはさまざまな議論がありますが，感
染症予防を十分に行うことでこのリスクを減少さ
せることができると考えられており，骨粗しょう
症治療薬を使用しながら歯科処置を行うこともあ
ります．ただし可能な限りこれら骨粗しょう症治
療薬を使用する前までに歯科処置を終えておくこ
とが望ましいです．JIAの担当医，歯科医とよく
話し合いましょう．

文 献
・ �「日本骨代謝学会，他．骨吸収抑制薬関連顎骨壊死の病態と管

理：顎骨壊死検討委員会ポジションペーパー2016」http://
jsbmr.umin.jp/guide/pdf/bppositionpaper2016.pdf　（2023
年6月閲覧）
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歯科治療（抜歯，歯列矯正，インプラント）
はできますか？
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次の点を確認しましょう
・�1～2週間分の予備の薬と処方内容がわかるもの．
・�電気が止まったときの，冷蔵保管薬の対処方法
（薬局に確認）．
・�これまでの経過や治療 ，検査データなどを簡単
にまとめたもの．

・�緊急時の家族間の連絡方法 ，避難先や避難先へ
の移動方法．

Answer

治療薬について
災害には，自然災害（地震，津波，火山の噴
火・噴石，土砂災害），気象災害（大雨洪水，台
風，大雪等）などがあり，災害それぞれでも居住
地域によっても対策は違います．いろいろな場合
を想定して準備することが大切です．日本リウマ
チ学会ホームページの「災害時に対する備えと対
応について」を参考に，非常用持ち出し品の
チェックリストを確認します（巻末図 4参照）．
すぐにかかりつけ医や薬局を受診できない可能性
もあるので，普段から治療薬の予備を持つように
しましょう．特に副腎皮質ステロイドを中断する
と，疾患の悪化（リバウンド現象）や副腎機能不
全を起こす可能性があります．東日本大震災時は
3日後に医薬品の流通が復活しましたが，JIAの
治療薬は特殊なため少なくとも1週間分，できれ
ば2週間分の予備を持ち，一部は非常用バッグに
も入れましょう（常温保存薬のみ）．保管条件も
確認しましょう．内服薬の多くは“直射日光や湿
気を避けて室温保存”できます．皮下注射の生物
学的製剤は，2〜8℃で保存と指定されています
が，異なる環境での成分の安定性は薬剤ごとに違

います〔例えばエタネルセプト（エンブレル®）
は23℃で12週間，アダリムマブ（ヒュミラ®）
は室温で48時間放置後も規格内〕．

診療情報について
かかりつけ以外の医療機関を受診する可能性も
想定されます．ご自身の病名，病状，治療日記，
お薬手帳，検査データなどのファイリングがあれ
ばスムーズです．携帯電話などスマホで撮影・保
存しておいたり，緊急連絡カードを財布などに入
れておいたりするのも一案です（巻末図 5参照）．

緊急時の連絡先や避難について
家族や親戚・知人を含め，かかりつけ医など緊
急連絡先・連絡方法を確認しておきましょう．
NTTが提供する災害用伝言ダイヤル（171）や
災害用伝言板（web171）など，災害時に必要
なことを記載しているパンフレットも一読してお
きましょう．
関節の具合が悪いときは，移動が困難になるか
もしれません．最寄りの避難所を確認し移動の手
段を想定しておくこと，早め・日中の移動を心が
けましょう．また，避難所においては予期せぬ感
染症をもらわないように，あらかじめマスクや消
毒薬なども備えましょう．

文 献
・ �「日本リウマチ財団．予期せぬ災害-そのときに」https://www.

rheuma-net.or.jp/rheuma/rm400/saigai/saigaipamphlet.pdf
（2023年6月閲覧）

・�第４部�災害時に対する備えと対応について．「メディカルスタッ
フのための�ライフステージに応じた関節リウマチ患者支援ガイ
ド」（厚生労働科学研究費補助金�免疫・アレルギー疾患政策研
究事業「ライフステージに応じた関節リウマチ患者支援に関す
る研究」研究班/編），2021　�https://www.ryumachi-jp.com/
jcr_wp/media/2022/03/life_4-1.pdf（2023年6月閲覧）
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災害時に備えておくこと，注意することは
ありますか？
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学校や職場の関係者，旅行代理店に相談し，①旅行
先/留学先の医薬品持ち込み・持ち出し条件と手続
き方法，②旅行先/留学先の医療機関情報，③旅行
保険のカバー範囲などの情報を収集します．JIAの
担当医に英文での紹介状を記載してもらいましょう．

Answer

厚労省のHPに準じて記載します．
１）�持ち込む医薬品の種類，自身の病気・病状を

説明・証明できるようにしましょう
空港での保安検査で薬剤について質問があるか
もしれません．また，旅行中や留学中に急に体調
不良になり病院を受診することがあるかもしれま
せん．また，留学であれば定期受診の必要もある
でしょう．自分の病状と服用している医薬品を説
明できる文書を持参することが望まれます．JIA
の担当医に，現地医師への紹介状と薬の証明書を
英文で記載してもらいましょう．医薬品は温度管
理・紛失を防ぐために，機内持ち込み手荷物を推
奨しています．航空会社にあらかじめ確認しま
しょう．
２）�医薬品は，本来の容器に入れたまま持参しま

しょう
海外に医薬品を持参するときには，処方された
ままの状態（例えば，PTP包装入りの錠剤やカプ
セル剤の場合にはそのまま）で持参しましょう．
他の容器に移し替えると，どのような医薬品なの
か確認することが難しくなり，渡航先の国によっ
ては持ち込めないことがあります．複数の錠剤を
まとめる一包化は証明がしづらいため控えた方が
よいでしょう．また，粉薬は，海外では違法薬物
の疑いをかけられる恐れがあるので，他の剤形の

医薬品に変更できないか，事前に医師や薬剤師に
相談しましょう．
３）�医薬品は，渡航中に必要と考えられる分にと

どめましょう
必要以上に多量の医薬品は，渡航先の国によっ
ては，持ち込みが認められない恐れがあるので，
事前に確認しましょう．
４）医薬品の郵送は避けましょう
医薬品を渡航先の国に持ち込む場合には，その
医薬品を使用する渡航者が自ら持ち込みましょ
う．渡航先の国によっては，郵送による医薬品の
持ち込みを一切認めていないところがあります．
渡航先の国のルールがどのようになっているか確
認することが必要です．
５）�事前に，渡航先の国の情報を十分に確認しま

しょう
渡航先の国によっては，その国の医薬品の持ち
込み・持ち出しのルールをインターネット上で説
明している場合があります．このような情報を入
手して，必要な手続きを確認しましょう．旅行会
社を利用して旅行する場合には，旅行会社に渡航
先の国に医薬品の持ち込み・持ち出しが可能か，
事前に相談しましょう．留学する場合は，現地の
医療制度を十分に確認しましょう．また，人工関
節置換術施行者が空港の保安検査の際に金属探
知機で反応することがあります．英文表記の証明
書があると迅速に対応可能となるためJIAの担当
医にあらかじめお願いしておくとよいでしょう．

文 献
・ �「厚生労働省．海外渡航先への医薬品の形態による持ち込み・

持ち出しの手続きについて」https://www.mhlw.go.jp/stf/
seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubutura-
nyou/index_00005.html（2023年6月閲覧）

8

第4章　日常生活・就学・就職に関するQ&A第2部

海外に行く予定があります（旅行・留学）．注意すべき点や，
事前に主治医/担当医に相談した方がよいことはありますか？
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安心して学校生活が送れるように，保護者と学校
が患者さんの病状などを共有することが必要です．
入学時には，担任教師・養護教諭に病名と注意点
を伝えましょう．また，病状の悪化など変化があ
る際にも学校と病院の連携が望ましいでしょう．同
級生には必ずしも伝えなければいけないことはあ
りませんが，小学校高学年以降は病気を理解して
くれる友人の存在がいる方が望ましいことがあり
ます．

Answer

入学時の注意点
入学時には，担任教師と養護教諭に病名と現在
の病状と学校での注意点，配慮事項等を伝えてい
た方がよいでしょう．患者さんのプライバシーを
守る必要もあるため，学校にどこまで伝えるかは
家族と医師で十分に話し合ってから決めるとよい
でしょう．どういう病気なのか，どんな注意点が
あるか，例えば人にうつるようなものではないこ
と，長く付き合う必要があること，調子が悪いと
きは保健室を利用させてほしいことなどを伝えて
おくことで学校生活が過ごしやすくなると思いま
す．また，学校生活管理指導表を上手に利用する
と細かな管理が把握しやすく学校の先生もやりや
すいでしょう．さらに，入学時だけではなく，復
学，進級，進学など患者さんの病状の変化に応じ
て，学校と病院が連携することが望ましいでしょう．

同級生への伝え方
学校生活では，病気を理解してくれる身近な人
の存在が重要です．担任教師に理解してもらうこ
とは必要ですが，それ以上に身近な友人が理解し
てくれていることが，学校生活を充実したものに
してくれます．小学生の途中までは自分の病気を
説明することも難しく伝えられた方も理解が難し
いと思います．高学年以降になると自分の病気を
受容できずに悩み孤独感や焦燥感を感じることが
あります．自分を理解してくれる友人がいると学
校生活が違ったものになるかもしれません．その
病気を理解してくれる友人の作り方ですが，通常
の友人の作り方と何ら変わりはありません．普通
におしゃべりして楽しければ，気の合う友達にな
れますし，友達になれば病気を自分なりの言葉で
伝えればよいだけです．病気を隠していれば，楽
しくおしゃべりできません．また，相手も何か違
和感をもってしまい，打ち解けることが難しくな
ります．友達に病気の全部を伝えることができれ
ば，理解した友達は自分をサポートしてくれる存
在になってくれます．また友達にとっても，サ
ポートしようとするその気持ちが豊かな心を育む
糧になるはずです．

文 献
・ �「病気のこどもの理解のために　―膠原病―」，全国特別支援学

校病弱教育校長会，2013
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入学時に，気を付けることはありますか？�学校
や同級生にはどのように伝えればよいですか？
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就職活動の段階では原則として伝える義務はない
のですが，業務遂行能力の判断として持病に関す
る質問を受けた際に，虚偽の報告をすると告知義
務違反に当たります．また，通院や病状悪化のた
め勤務時間の短縮，欠勤，業務内容の配慮が必要
になる可能性があるようなら，就職が決まった際
に伝えておく方がよいでしょう．

Answer

病名の告知
原則として，就職活動中に自身の病気を告知す
る義務はありません．厚生労働省の「公正な採用
選考の基本」のなかに，「障害者，難病のある方，
LGBT等性的マイノリティの方（性的指向及び性
自認に基づく差別）など特定の人を排除しないこ
とが必要です．特定の人を排除してしまうという
のは，そこに予断と偏見が大きく作用しているか
らです．当事者が不当な取り扱いを受けることの
ないようご理解をいただく必要があります」と書
かれています．とはいっても，実際迷われること
だと思います．就職後も定期的な通院が必要であ
り，また病状の悪化が予想される場合などは業務
に支障が出てしまうことも予想されます．
もし，通院中の疾患の有無を問われた場合に
は，正直に答えた方がよいでしょう．業務遂行能
力の判断として通院中の病気がありますかと問わ
れ，ないと答えると，告知義務に反するからです．
病気について問われた際は，現在の病状につい
て話すとともに，勤務形態や就業規則に則って勤
務できることもしっかり伝えましょう．

障害の開示
JIAの患者さんが就職先を考える際，障害を伝
えた方がよい点もあります．
患者さんが自身の障害を就職先に開示した場合
としなかった場合，どんなメリット，デメリット
があるのか，それについてまとめた表をご覧くだ
さい．障害の内容や程度によってそのメリットデ
メリットは変わるでしょうが，自分の病状と，ど
んな働き方が可能か，どの程度通院が必要かなど
を伝え，自分にとって働きやすい環境を探してい
くことが大事だと思います．

文 献
1 ）�「メディカルスタッフのための�ライフステージに応じた関節

リウマチ患者支援ガイド」（厚生労働科学研究費補助金�免
疫・アレルギー疾患政策研究事業「ライフステージに応じた
関節リウマチ患者支援に関する研究」研究班/編），2021

2 ）�「厚生労働省．採用選考の基本的な考え方」https://www.
mhlw.go.jp/www2/topics/topics/saiyo/saiyo1.htm（2023
年6月閲覧）
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就職活動にあたって，
病気のことを話すべきですか？

表　障害をオープン/クローズでの就労

メリット デメリット

開示
（オープン）

体調や障害に対して必
要な配慮をしてもらえる
通院への配慮も得られ
る
障害者枠の求人に応募
できる

職種の選択肢が狭くな
る，求人件数が減る
軽作業が多く，作業内
容が限られてしまう場
合もある
非開示での雇用より賃
金が低い場合もある

非開示
（クローズ）

職種の選択肢が広が
り，求人件数も多い

必要な配慮を受けられ
ず職場への定着に不安
が残る
通院のための休みが申
請しづらい

文献1より引用
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生活に関する行政的な支援は，身近な市町村の役
所で相談できます．また，受診している病院の医
師やソーシャルワーカーに相談してみましょう．就
労中の支援も「障害者総合支援法」による就労に
関する支援事業はさまざまなものがあります．最
近は難病両立支援があり，関節リウマチ（JIAの記
載含む）に対する支援マニュアルも策定されてい
ます．医師やソーシャルワーカーに相談してみま
しょう．

Answer

厚生労働省のホームページをみますと，「障害
のある人が自立した日常生活又は社会生活を営む
ことができるよう（中略）相談支援事業を実施し
ています．詳細については，最寄りの市町村窓口
にお問い合わせください」と記載されています．
身体や経済的な負担の軽減のためのさまざまな医
療・福祉制度やサービスがありますが，利用可能
な制度やサービスは，患者さんの病状や障害の程
度，本人・家族の収入などで変わってきます．支
援・制度の利用には，患者さん側から申請を行う
必要があるため，詳しくは病院の医師とソーシャ
ルワーカーに尋ねるかもしくは市町村の窓口に尋
ねるとよいでしょう．
次に，就労は，関節への負担，職場環境，精神

的ストレスなどさまざまな点を配慮する必要があ
ります．JIAのため身体機能に障害のある場合，
働く意欲があってもさまざまな制約を受ける可能
性があります．「障害者総合支援法」による就労
に関する支援事業はさまざまなものがあります
が，JIAも対象疾患となっており，支援を必要と
する場合は市町村や保健所の担当窓口，施設の
ソーシャルワーカーなどに相談するとよいでしょう．
仕事をしながら治療を継続する環境を確保し安
心して就労できるよう支援することを目的とし
て，医療機関や職場に両立支援コーディネーター
が配置されている場合があります．まずは困って
いる内容を医師に相談してみましょう．その他，
医療ソーシャルワーカーや，勤務先に配置されて
いる保健師，産業医などにも相談ができます．

文 献
・ �「厚生労働省 ．障害のある人に対する相談支援について」

https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/
soudan.html（2023年6月閲覧）

・ �「メディカルスタッフのためのライフステージに応じた関節リ
ウマチ患者支援ガイド」（厚生労働科学研究費補助金�免疫・ア
レルギー疾患政策研究事業「ライフステージに応じた関節リウ
マチ患者支援に関する研究」研究班/編），2021

・ �「アレルギー疾患・関節リウマチに罹患した労働者と患者の養
育者に対する治療と就労の両立支援マニュアル」（厚生労働科
学研究費補助金�免疫・アレルギー疾患政策研究事業「アレル
ギー疾患の患者および養育者の就労・就学支援を推進するため
の研究」班/編），2022　https://mhlw-grants.niph.go.jp/
system/files/report_pdf/202013001B-sonota1.pdf（2023
年6月閲覧）
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第4章　日常生活・就学・就職に関するQ&A第2部

生活や仕事に不便が生じているのですが，
何か行政的な支援を受けることはできますか？
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医療従事者は予防接種を積極的に行うよう求めら
れています．JIAで使用している薬によってはワク
チン接種ができないことがあります．免疫抑制薬，
生物学的製剤使用下では，不活化ワクチンは病状
が安定していたら可，生ワクチンは原則不可になっ
ています．事前に，進学，就職先と相談した方が
よいでしょう．

Answer

医療関係への進学・就職ということで，事前に
情報収集が必要です．例えば，進学の場合，他施
設での病院実習があり，そこでの実習にワクチン
接種が必要条件であったりすると入学してから実
習ができないということにもなりかねません．事
前に十分に進学先に相談しておいた方がよいで
しょう．医療従事者のためのワクチンガイドライ
ンによると，「医療関係者は自分自身が感染症か
ら身を守るとともに，自分自身が感染源になって
しまってはいけないので，一般の人々よりもさら
に感染症予防に積極的である必要があり，また感
染症による欠勤等による医療機関の機能低下も防
ぐ必要がある」と記載されています．医療従事者
は，日常の感染防止行動に加えて，少なくともワ
クチンで予防可能な疾患に対しては免疫をもって
自分も患者さんも守るという考えが求められま
す．一方で，個人個人の厳格な予防を目的として
いるものではなく，医療施設での免疫の度合いを

高めることが必要であり，絶対にそのワクチン接
種が必要というわけではありません．JIAという
病気とその薬の使用が個人の進学就職を妨げるも
のであってはなりません．
医療関係に進学・就職を考えているということ
で，可能であれば予防接種はしておくに越したこ
とはありませんが，使用している薬剤によっては
予防接種ができません．予防接種には大きく分け
て2種類あります．不活化ワクチンと生ワクチン
です．不活化ワクチンは接種してもその病原体が
体内で増殖することはないため，副腎皮質ステロ
イドや免疫抑制薬，生物学的製剤を使用していて
も接種可能です．ただし，病状が安定していない
ときに接種して病状悪化に繋がったり，免疫抑制
が強くかかっている場合には，効果が少なくなる
恐れがあります．生ワクチンは，副腎皮質ステロ
イドや免疫抑制薬を使用しているときは原則禁止
ですが，倫理委員会の承認を得て臨床試験として
ワクチン接種を行っている施設もありますので，
医師と相談してください（第 2 部 第 3 章 AQ1，
Q2参照）．

文 献
・ �「医療関係者のためのワクチンガイドライン第2版」（一般社団

法人�日本環境感染学会ワクチンに関するガイドライン改訂委
員会/編），2014

・ �「医療関係者のためのワクチンガイドライン第3版」（一般社団
法人�日本環境感染学会ワクチン委員会/編），2020

12

第4章　日常生活・就学・就職に関するQ&A第2部

医療関係に進学・就職を考えています．�
予防接種を受けないといけませんか？
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JIA患児の日常生活や将来を考えれば，患児自
身が自分に何ができて何ができないかを理解し，
それをきちんと把握できるように成長することが
必要です．何か問題があったときに，その問題か
ら子どもを切り離し，問題解決を親だけで担い続
ければ，子どもの成長はありません．問題と向き
合い，理解して行動できる子どもに育ててくだ
さい．
治療の進歩によりJIAの予後が改善し，成人し
たJIA患者が就労先に医療関係の仕事を選ぶケー
スが増えてきました．そのためには医療系の大学
や専門学校を卒業して資格をとる必要があるので
すが，必須科目の臨床実習（患者さんを担当）を
はじめる際に，しばしば学生のワクチン接種状況

が問題となります（第 2 部 第 4 章 Q12）．しか
し筆者の経験では，学校側から学生が生ワクチン
接種をできない事情と，実習中の学生の健康管理
を厳密に行うことを実習先に説明することで，実
習生受け入れに支障があった事例はありませんで
した．学生の学ぶ権利は守られるべきですし，実
際にもほとんどの医療系学校ではこの問題は経験
ずみであることがその理由と思われます．もし生
ワクチンを接種できない学生が，必須科目の臨床
実習を受けられないのであれば，学校側はそのこ
とを入学者選抜要項（入試要項）に明記する必要
がありますので，事前に書類で確認しておけば安
心です．

第4章　日常生活・就学・就職に関するQ&A第2部

JIA親の会「あすなろ会」顧問医師からのメッセージ
～第4章について～
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・�パートナーにも病気のことを理解してもらいま
しょう．

・�妊娠希望がある場合には，必ずJIAの担当医に
相談し，計画的に妊娠しましょう．

Answer

結婚するにあたって
JIA は生涯にわたってつきあっていく病気にな

りますので，パートナーにも病気のことを理解し
てもらう必要があります．インターネットの情報
は古かったり，不正確であったりすることもあり
ますので，できれば一度パートナーと一緒に外来
を受診し，どういう病気で何に注意が必要なの
か，JIA の担当医に説明してもらいましょう．家
事や仕事，医療費，妊娠出産のことなど，2 人で
よく話し合い，協力しあって新生活をスタートさ
せてくださいね．

妊娠，出産について
1）�家族計画についてパートナーと相談しましょう

妊娠出産は可能ですが，計画的に行う必要があ
ります．何歳ごろまでに何人子どもが欲しいか，
不妊治療も考慮するのか，まずはパートナーと相
談しましょう．30 代後半になると受胎率が下が
り，自然流産が増えるため，不妊治療を受けたと
しても，子どもが生まれる確率は急激に低くなっ
ていきます．妊活を始めても，すぐ妊娠するとは
限りませんので，早めに準備を始めましょう．将
来の妊娠を考えて自分たちの生活や健康と向き合

うことをプレコンセプションケアといいます（詳
細はp.140 コラム⑧，巻頭用語解説参照）．かか
りつけの産婦人科を作り，普段から月経について
の相談を行うことは大切です．子宮頸がん検診や
乳がん検診も受けておくようにしましょう．
２）�妊娠を希望することをJIAの担当医に相談し

ましょう
妊娠を希望される場合，必ずJIA の担当医に相

談して，妊娠可能かどうか確認してください．そ
の際には，なるべくパートナーも同席してくださ
い．安全に妊娠・出産していただくためには，「妊
娠中も使える薬でJIA が落ち着いていること」が
大切です．JIA の担当医に相談しにくい場合には，
看護師などを通してもらっても構いません．妊娠
の許可が出るまでは，確実な避妊を心がけてくだ
さい．コンドームは性感染症の予防には有効です
が，意外と失敗も多いです．低用量ピルや子宮内
避妊具は生理痛がひどい場合にも使われることが
ありますが，優れた避妊法でもありますので，使
用を検討される場合には産婦人科で相談してくだ
さい．
３）妊娠，出産時の注意点を知っておきましょう

妊娠中，授乳中の薬の安全性については第 2 部 
第 5 章 Q2，その他の注意点に関しては第 2 部 第
5 章 Q3 を参考にしてください．

文 献
・ �「メディカルスタッフのための�ライフステージに応じた関節リ

ウマチ患者支援ガイド」（厚生労働科学研究費補助金�免疫・ア
レルギー疾患政策研究事業「ライフステージに応じた関節リウ
マチ患者支援に関する研究」研究班/編），2021

1

第5章　性の健康，妊娠，授乳に関するQ&A第2部

結婚，妊娠，出産について気を付けること
はありますか？
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・�MTX（リウマトレックス®）は妊娠前に1月経
周期以上中止が必要で，妊娠中，授乳中も使用
できません．

・NSAIDsも妊娠後期は内服できません．
・�上記以外は，注意して使用することが可能です．
詳しくは必ずJIAの担当医に確認してください．

Answer

一般的に薬によると考えられる奇形児の発生は
3 ％，流産は15 ％程度で起こりますが，MTX 内
服中に妊娠すると奇形や流産が起こりやすくなり
ます．MTX 内服中は確実な方法で避妊を行って
ください．妊娠したいときにはJIA の担当医に相
談し，MTX 内服を中止して最低１回生理を見
送ってから妊活に入る必要があります．万が一内
服中に妊娠した場合には，産婦人科で薬に関する
カウンセリングと胎児エコーでのフォローを受け
ることをお勧めします．

主な治療薬について，妊娠中・授乳中に使用で
きるかどうか，巻末治療薬一覧にまとめていま
す．自己判断で薬を止めたらJIA が悪化する可能
性があるので，妊娠を検討する際には必ずJIA の
担当医に相談しましょう．妊娠と薬情報センター

（https://www.ncchd.go.jp/kusuri/）への相
談も可能です．リスクのある薬に注意しつつ，妊
娠前～授乳中も上手に薬を使って，JIA の治療を
続けていきましょう．

文 献
・ �「薬物治療コンサルテーション�妊娠と授乳�改訂3版」（伊藤真

也，村島温子/編），南山堂，2020

・ �「全身性エリテマトーデス（SLE），関節リウマチ（RA），若年
性特発性関節炎（JIA）や炎症性腸疾患（IBD）罹患女性患者
の妊娠，出産を考えた治療指針」（厚生労働科学研究費補助金�
難治性疾患等政策研究事業「関節リウマチ（RA），若年性特発
性関節炎（JIA）や炎症性腸疾患（IBD）罹患女性患者の妊娠，
出産を考えた治療指針の作成」研究班），2018

・ �「メディカルスタッフのための�ライフステージに応じた関節リ
ウマチ患者支援ガイド」（厚生労働科学研究費補助金�免疫・ア
レルギー疾患政策研究事業「ライフステージに応じた関節リウ
マチ患者支援に関する研究」研究班/編），2021

2

第5章　性の健康，妊娠，授乳に関するQ&A第2部

妊娠前，妊娠中，授乳中の薬の安全性に
ついて教えてください．

コラム⑧ プレコンセプションケアとは
2012 年に世界保健機関（WHO）が，「妊娠前の女性

とカップルに医学的・行動学的・社会的な保健介入を行
うこと」をプレコンセプションケアと提唱し，国際的に
取り組みが推奨されるようになりました．プレコンセプ
ションケア（preconception care）のプレ（pre）は

「～より前の」，コンセプション（conception）は「妊
娠・受胎」のことで，「妊娠前の健康管理」を意味します．

具体的には，妊娠前から女性とそのパートナーに対し
て，妊娠・出産・性感染症・不妊に関する教育および相
談支援を行いながら，健康な生活習慣を身につけること
ができるようサポートしていきます．最近では，国の事
業として「性と健康の相談支援に向けた手引書」が公開
され，有識者のヒアリング（第 1 回 2021 年 5 月 20 日）
がはじまりました．今後は本格的に各自治体で体制整備
がはじまると予想されます．すでにいくつかの医療機関
においては，慢性疾患の患者さんおよびそのパートナー

に対して，疾患に応じたより個別性の高いプレコンセプ
ションケアが行われています．

JIA 合併妊娠においては，早産および低出生体重児の
リスクが高いことが指摘されています．母体のリスクに
関しては，妊娠前の JIA 疾患活動性が高いと妊娠中に再
燃する可能性が高くなります．また，JIA の治療薬のな
かには催奇形性のリスクが指摘されている薬剤があり，
服用を継続する場合は確実な避妊が必要となり，妊娠を
希望する場合には治療の変更が必要になります．そのた
め，JIA 患者さんはパートナーとともに，可能な限り早
期にプレコンセプションケアを通じて JIA 合併妊娠の理
解を深め，計画的に妊娠することが重要です．JIA 患者
さんが妊娠を希望される場合には，その希望を主治医に
伝え，妊娠計画に沿った治療薬の変更と疾患活動性の管
理を行っていく必要があります．

※�本コラムはコラム②（p.39）の内容を再掲載しています．
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抗SS-A抗体の有無，葉酸の補充，出産場所，赤
ちゃんのワクチンに注意が必要です

Answer

１）�妊娠後期に生物学的製剤を使っていた場合，
生後半年間は赤ちゃんの生ワクチンが接種で
きません

妊娠後期（妊娠 30 週以降）まで生物学的製剤
を使用した場合，薬の一部が胎児に移行するため
赤ちゃんの免疫力が落ちている可能性があり，生
ワクチンは生後 6 カ月になるまで接種しないこ
とになっています．2023 年 6 月現在，定期接種
の生ワクチンで生後６カ月以内に接種が必要なの
は BCG（結核）ワクチンとロタワクチンの 2 種
類です．BCG ワクチンは生後 1 歳までに（標準
的に生後 5 ～ 8 カ月 ，ただし地域の流行状況に
よって自治体ごとに推奨時期は異なる）接種し，
ロタワクチンは生後 2 カ月から出生 14 週 6 日後
以内での接種が必要です．よって，BCG ワクチ
ンは生後 6 カ月から1 歳までの間に接種し，ロタ
ワクチンは接種しないことになります．不活化ワ
クチンは通常通り接種して構いません．
２）�抗SS-A抗体が陽性かどうか確認しておきま

しょう
妊娠したお母さんの血液のなかに“抗 SS-A 抗

体”と呼ばれる自己抗体（自分の体の一部に対す
る抗体）がある場合 ，まれではありますが，赤
ちゃんに「新生児ループス」と呼ばれる症状が出
ることがあります．これは，抗 SS-A 抗体が胎盤
を通って赤ちゃんの体に入り，妊娠中の赤ちゃん
に重度の不整脈が出たり，出産後に赤ちゃんに皮
疹が見られたり，血液検査で異常所見（血球減少

や肝機能異常）が起きたりするものです．産科の
担当医には，必ず抗 SS-A 抗体陽性であることを
伝えましょう．不整脈は妊娠 18 ～ 24 週に出や
すいので，その時期は２週ごとにエコーで赤ちゃ
んの心臓をみてもらう方がよいでしょう．不整脈
が出た場合，出産後すぐにペースメーカーが必要
になったり命にかかわったりすることも多く，大
きな病院での出産が必要になります．皮疹や血液
検査の異常は生後半年くらいで自然と治ります
が，特に皮疹は紫外線が引き金になることがある
ので，赤ちゃんが強い日差しを浴びないよう気を
付けてあげてください．
３）葉酸サプリメントを摂取しましょう

妊娠前から葉酸を摂取すると，胎内の赤ちゃん
の神経管閉鎖障害の予防になります．できれば妊
娠 1 カ月前から１日 0.4 mg の葉酸をサプリメン
トで摂取しましょう．
4）�どこで出産するか，JIAの担当医とも相談して
おきましょう

JIA の病勢が落ち着いていれば，個人の産院で
出産することも可能です．JIA の担当医と相談し
てください．里帰り出産をする場合には，JIA の
急な病状悪化に備えて，産科の担当医だけでなく
JIA の担当医からも必ず診療情報提供書を作成し
てもらい，里帰り先で受診できる病院を探してお
きましょう．

文 献
・ �「全身性エリテマトーデス（SLE），関節リウマチ（RA），若年

性特発性関節炎（JIA）や炎症性腸疾患（IBD）罹患女性患者
の妊娠 ，出産を考えた治療指針」（厚生労働科学研究費補助
金　難治性疾患等政策研究事業「関節リウマチ（RA），若年性
特発性関節炎（JIA）や炎症性腸疾患（IBD）罹患女性患者の
妊娠，出産を考えた治療指針の作成」研究班），2018

・ �「産婦人科診療ガイドライン産科編2020」（日本産科婦人科学
会，日本産婦人科医会/編），pp.76-78，2020
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ありますか？
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MTX（リウマトレックス®）は薬の添付文書で中
止が勧められていますが，実際に赤ちゃんに影響
があったという報告はありません．

Answer

MTX は，中止して3 カ月たつまではパートナー
の妊娠を避けるよう，薬の添付文書に記載されて
いますが，実際に赤ちゃんに影響があったという
報告はありませんでした．

また，レフルノミド（アラバ®，JIA への保険
適用なし）も，薬の添付文書上，子どもが欲しい
場合には念のためレフルノミドを中止し，コレス
チラミンで薬を除去することが勧められています
が，動物実験では赤ちゃんへの影響はありません
でした．

一時的な男性不妊の原因になる可能性があるの

は， サラゾスルファ ピリジン（アザルフィ ジ
ン®EN，JIA への保険適用なし）です．内服中に
精子の数や動きが減ったという報告があります
が，3 カ月以上の休薬で回復しています．妊娠し
にくい場合には精液検査を受け，その結果によっ
てはサラゾスルファピリジンの中止を検討しても
よいでしょう．

これまでに男性が内服していた薬が赤ちゃんに
影響したという報告はありませんが，これらの薬
に関しては，継続するか中止するか，JIA の担当
医とよく相談してください．

文 献
・ �「薬物治療コンサルテーション�妊娠と授乳�改訂3版」（伊藤真

也，村島温子/編），南山堂，2020

・�O’Morain�C,�et�al�:�Gut,�25�:�1078-1084,�1984

・�Beghin�D,�et�al�:�J�Rheumatol,�38�:�628-632,�2011

・�Weber-Schoendorfer�C,�et�al�:�Rheumatology（Oxford）,�53�:��
757-763,�2014
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男性患者ですが，子どもを作るにあたり，
病気や治療の影響はありますか？
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①疾患や個人の自立（自律）状況で異なります．
②�まずは自身が各診療科にかかっている病気や状
態についてしっかりと理解し，各担当医に他の
診療科にも通院していることを伝えてください．

Answer

理想的な移行
移行する時期は成人年齢（18 歳）が 1 つの目

安になりますが，個々人の状況で異なります．患
者さんが自身の病気や薬に対して理解があり，周
囲の援助があれば自立（自律）できる状態になっ
ており，移行先である成人診療科の受け入れ体制
が整っていれば移行はよりスムーズに行えます．

移行の現状
同じ施設内に，「小児リウマチ医」と「成人リ

ウマチ医」がいる場合は理想的な移行が可能です
が，現状では，進学・就職・転居をきっかけにし
て，これまで通っていた病院とは違う病院へ紹介
されることが多いようです．紹介先の成人診療科
では，それまでの医療体制と違うことがあり，患
者さんや家族が戸惑うことがあります．また，移
行患者さんの受入れ経験が乏しい成人診療科も多
く，紹介先が見つかるまでに時間がかかることも
あります．このように転院に際して，小児科医と
成人診療科医との間で十分な連携がとれずに移行
がうまくいかないことがあるため，進学や就職な
どによる転居の予定がある場合には早めに申し出
るなど，移行のための準備はできるだけ早くから
始めるとよいでしょう．

移行の準備と対策
移行前の準備段階では，ご自身の発達段階に応

じて小児科医から疾患や治療について説明をして
もらい，家族と一緒に理解を深めるようにしま

しょう．移行先の成人診療科が決まっていれば，
成人診療科との併診を経て段階的に移行ができる
ことが理想です．「移行期医療」について患者・
家族や医療関係者の間で認識のずれが存在し，移
行を妨げる要因の1 つになっています．現在，国
や関連学会が中心となり，問題を解決すべく活動
しています．医療関係者は移行がスムーズに行え
るように，移行チェックリストを活用して患者さ
んの状態を把握するように努めています．患者さ
ん自身は病院でもらった「検査結果」，「画像の
CD-ROM」，「医療助成申請書のコピー」などを
資料として保管しておくとよいでしょう．この
際，日本リウマチ学会が作成・配布する移行支援
手帳「MIRAI TALK（ミライトーク）」も活用す
るとよいでしょう（第 2 部 第 6 章 Q7 参照）．

複数の診療科間の連携
JIA の患者さんはその病態の煩雑性から，小児

リウマチ科，膠原病内科のみではなく眼科，整形
外科，リハビリテーション科など多くの診療科に
通院している場合も少なくありません．

同一医療施設内では他科連携は比較的スムーズ
ですが，他医療施設での通院があり，かつ各々の
診療科で治療方針が変更になった場合には，必要
に応じてJIA の担当医から他診療科の医師宛てに
診療情報提供書を作成してもらいましょう．

患者さん自身で各々の診療科の通院理由や治療
内容をしっかり理解し，各担当医に伝えられるよ
うにしておきましょう．またそれぞれの診療科を
受診する際は必ずお薬手帳を持参してください．

文 献
・ �『「小児期発症慢性疾患を有する患者の成人期移行に関する調

査」報告書』（小児慢性疾病患者の移行支援ワーキンググルー
プ），pp.62-64,�日本小児科学会，2016

・�Matsumoto�T,�et�al�:�Mod�Rheumatol,�31�:�691-696,�2021
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①いつごろ小児科から成人診療科に移るとよいですか？　②複数の診療
科に通院しています．うまく連携してもらうにはどうすればよいですか？
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・�小児慢性特定疾病（小慢）は新規申請は18歳ま
で，更新すれば20歳になるまで使用できます．

・�疾患および重症度によって異なりますが，自己
負担上限額が定められた指定難病制度があり
ます．

Answer

指定難病による医療費助成制度
小慢の医療費助成制度は，新規申請は 18 歳ま

で可能ですが，更新すれば 20 歳になるまで使用
できます．成人では，JIA のうち全身型と関節型

〔少関節炎，RF 陰性多関節炎，RF 陽性多関節炎〕
のみが指定難病として告知されています．さら
に，医療費助成を受けるためには重症度基準を満
たす必要があり，軽症のため助成対象にならない
人もいます．ただし，軽症者であっても高額医療
の方は認定されることもあります．世帯の所得に
応じて自己負担上限額が 0 ～ 3 万円まで定めら
れ，指定医療機関の窓口での自己負担は2 割で計
算され，自己負担額上限に達するとそれ以上の負
担はありません．一般的には，小慢よりも自己負
担が増えるため，20 歳の誕生日前日までは小慢
の申請更新をするのがよいでしょう．小慢の申請
資格のある成人診療科医はごく少数ですので，あ
らかじめ確認しておきましょう．指定難病を申請
する場合は，認定に時間がかかることを考慮し
て，20 歳になる少なくとも半年前から準備する

のがよいでしょう．医療費について確認できる書
類は残しておきましょう．指定難病に認定されな
い場合でも，1 カ月の支払い上限額を定めた高額
療養費制度が利用できます（https://www.
gov-online.go.jp/useful/article/201412/3.
html 参照）（巻末表 7 参照）．

その他の医療費助成制度
その他，身体障害者手帳制度（1 ～ 6 級）や介

護保険制度（特定疾病患者は 40 歳以上から利用
可能）があり，制度に詳しいソーシャルワーカー
などに相談するとよいでしょう．

また，あまり知られておらず利用されることが
少ない制度ですが，障害者総合支援法により指定
された 366 疾患（若年性特発性関節炎，関節リ
ウマチ，皮膚筋炎・多発筋炎，成人スチル病，全
身性エリテマトーデス，強直性脊椎炎，抗リン脂
質抗体症候群，シェーグレン症候群，全身性強皮
症などを含む）において，各都道府県・指定都市
の難病相談支援センターが相談支援を行い，支援
が必要と認定されれば障害福祉サービスなどの利
用が可能となります．

文 献
・ �「難病情報センター」https://www.nanbyou.or.jp/（2023年6

月閲覧）

・ �「厚生労働省．障害者福祉」https://www.mhlw.go.jp/stf/
seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/
index.html（2023年6月閲覧）
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子ども医療費助成の対象から外れた後の�
医療費助成にはどのようなものがありますか？
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受診中断（ドロップアウト）をしないように，患
者さん自身，家族，医療者が注意しておきましょ
う．親元を離れて束縛されない自由な生活は，自
立（自律）ができていないと怠惰な生活習慣や怠
薬から病状を悪化させるリスクがあるので注意が
必要です．

Answer

一人暮らしの際の注意点
進学・就職などで成人診療科に移行し，さらに

親元を離れて慣れない環境で一人暮らしが始まる
と，環境の変化から体調を崩して病気が悪化する
ことがあります．そのため，日頃から健康管理に
努めて，医療機関への受診は欠かさずに行うこと
が大切です．

親元から離れて束縛されなくなると，ゲームや
SNS に熱中して生活リズムが乱れ，食事の時間
がこれまでと違ってきたり，欠食するようになっ
たりします．食事をするタイミングで薬を飲んで
いますが，食事が不規則になると，服薬も不規則
になりがちです．そうすると安定していた病気が
悪化することがありますが，このときに体調の変
化にすぐに気づいて医療機関を受診することが大
切になります．しかし，予約外の診察だと待ち時
間が長いためにすぐに受診しなかったり，移行先
の医師との折り合いが悪くなって受診を中断した
りする患者さんもいますが，病状が悪化してしま

うとその後の治療が長引いたり，障害を残すこと
があります．

これまでは家族が管理して問題が起こらないよ
うに注意してくれていましたが，一人暮らしを始
めると，自分で自分自身を管理することが大切に
なります．

自立（自律）のための対策
成人診療科に移行する前から小児科の医師から

自分の病気や今後起こる可能性がある合併症につ
いて説明を受けて理解し，説明ができるようにし
ましょう．移行期は思春期に重なり，異性との交
遊も増えてくる時期ですが，予期せぬ妊娠や性病
の罹患を予防するために，医療関係者から正確な
知識を得るようにしましょう．妊娠・出産は病状
に影響を与えることがあるので，避妊法や計画出
産についても専門の医師からアドバイスを受ける
ようにしましょう．孤立しないように患者・家族
会に参加して情報交換をすることも考慮しましょ
う．社会保障，医療福祉制度について難病相談支
援センターやソーシャルワーカーから説明を聞い
て，理解し，活用しましょう．成人診療科の専門
の医師以外に，救急で診てもらえるかかりつけの
医院をもっておくとよいでしょう．就学・就労で
困ることがあれば，教育機関・医療機関・難病相
談支援センターに相談して支援を受けるようにし
ましょう．

3

第6章　移行期の注意点や，主治医との関わり方に関するQ&A第2部

進学・就職を機に親元を離れて一人暮らし
をします．気を付けることはありますか？
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突然セカンドオピニオンを受けたいと申し出た場
合 ，医師は患者さんとの信頼関係が築くことがで
きないと感じてしまい，以後の関係性が悪くなる
可能性があります．セカンドオピニオンを受けた
い場合は，普段から医師と治療方針についてよく
話し合って，理解しておくことが大切です．

Answer

セカンドオピニオンは治療法が確立していない
難病などで，納得のいく治療法の選択ができるよ
うに，複数の医師から意見を聞くもので，ドク
ターショッピングとは異なります．保険がきかな
いため自費となり，1 回数万円程度かかります．

治療方針について，普段からよく話し合ってい
る場合は問題がありませんが，医師があまり説明
してくれず，治療法に納得いかない場合は，セカ
ンドオピニオンを受けたいと思うかもしれませ
ん．医師が説明なく治療を行うことはないと思わ
れますが，治療方針について疑問に思ったことは

その都度尋ねるのがよいでしょう．診察のときに
質問せずに言われたとおりにしていて，突然セカ
ンドオピニオンを受けたいと申し出た場合，医師
は患者さんとの信頼関係が築くことができないと
感じてしまい，以後の関係性が悪くなる可能性が
あります．

治療法は医師が一方的に決めるものではなく，
患者さんが理解し，納得して治療を受けることが
大切です．セカンドオピニオンは患者さんが治療
に対する理解を深めて納得するための手段として
有効です．セカンドオピニオンの結果は患者さん
にもJIA の担当医にも同じように伝えられるので，
その結果を踏まえてJIA の担当医と患者さんで治
療方針を検討します．

ただし，膠原病など難病の一部では，専門医の
間で標準治療法をまとめたガイドラインが作成さ
れており，その場合はセカンドオピニオンもガイ
ドラインの内容に沿った意見になることが多いと
予測されます．
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セカンドオピニオンを考えていますが，
主治医との関係性は悪化しないですか？
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質問内容をメモにして事前に看護師やスタッフか
ら渡してもらう方法があります．診察のときにわ
からなかったことや疑問があり，その場で聞けな
かった内容は看護師やスタッフから医師に伝えて
もらうようにしましょう．

Answer

まずは自分から質問する
忙しそうにしている医師に対して質問をするこ

とは，申し訳ないと思う気持ちになるかもしれま
せん．しかし，患者さんから質問がなければ，患
者さんは理解しているものと医師は思っていま
す．そして疑問をもちながら診察を受けている
と，医師との信頼関係を築くことができない場合
があり，受診の中断（ドロップアウト）を起こす
ことにつながり，自身の病気が悪化する危険があ
ります．

小児科の医師はこちらから質問しなくても，す
べて丁寧に説明してくれたかもしれませんが，成
人になれば，自分でわからないことを聞いて疑問
点を解決する能力が必要になります．医師に対し
ては，「お忙しいところ申し訳ありませんが，1
つだけいいですか．今の説明でわかりにくいとこ
ろがあったので，もう少し詳しく説明してもらえ
ますか」など，患者さん自身から丁寧な言葉遣い
で尋ねることが大切です．このように患者さんか
ら質問があれば，自分の説明がうまく伝わってい
ないことに医師が気付いて，詳しい説明を追加し

てくれると思います．また，診察中に説明する時
間が足りない場合は，別の日に説明の時間を十分
にとってくれる場合もあります．何度か質問を繰
り返すうちに医師との間に信頼関係ができれば，
より質問しやすい状況が生まれるでしょう．いろ
いろなことを気軽に尋ねることができるようにな
れば理想的です．

看護師や周囲のスタッフに相談する
どうしても診察中に質問しにくい場合は，あら

かじめ聞きたい内容をメモにして渡す方法があり
ます．メモを渡すタイミングも大切です．できれ
ば診察の前に看護師やスタッフから医師に渡して
もらうようにすると，医師が患者さんの疑問点を
あらかじめ把握できるので，診察のときにより詳
しい説明が聞きやすくなります．診察のときに疑
問が生じて，そのときに聞けなかった場合は，診
察の後で看護師やスタッフに相談してみるのもよ
いでしょう．専門知識をもった看護師であれば，
その場で答えてくれることがあり，さらにわから
ないことは看護師やスタッフから医師に伝えても
らって，時間のあるときに説明を受けるようにし
ましょう．

患者・家族の会に参加する
患者・家族の会に参加すると，同じような悩み

をもっている患者さんからアドバイスを得ること
もできます．

5
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外来が混んでいて，主治医に質問をしづらい
状況です．何か良い方法はありますか？
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JIAのタイプによっては寛解・治療終了後も病気が
再燃する可能性があります．自分の病型を理解し，
治療終了した場合も今後の経過観察については医
師と相談してください．

Answer

長期予後について
近年新しい治療薬の発展で関節炎の予後は大き

く改善されています．しかしその予後はJIA の重
症度やタイプ，早期診断であったか，早期から適
切な治療が行われたかなどに左右されています．

「寛解」とは，病気が落ち着いた状態を意味しま
す．寛解には国際的な定義がありますので，巻末
表 3 をご参照ください．

全身型JIA
わが国の報告では，全身型 JIA の患者さんの

43 ％が無治療寛解に至り，最終的な予後は良好
です．しかし一方で残りの半数の患者さんでは，
全身症状が数年で治まっていくにもかかわらず，
関節炎が持続する特徴があります．10 ～ 20 ％の
患者さんでは再燃・寛解を繰り返します．

全身型以外のJIA
抗リウマチ薬や生物学的製剤を含む最近の治療

の発展により，わが国の報告では，少関節炎

31 ％，RF 陰性多関節炎 34 ％，RF 陽性多関節炎
6 ％の方が無治療寛解を維持できています．その
他の病型についてはまだデータがありません．

一方，約 5 ～ 10 ％の患者さんに眼のぶどう膜
炎という合併症がみられます．無症状で発症し，
進行すると失明することもあるため，リスクの原
因である「抗核抗体が陽性（160 倍以上）」「少
関節炎」「幼児期発症」の方では，関節炎の症状
が落ち着いていても，定期的な眼科検診が重要 
です．

目覚ましい治療方法の発展により今後より多く
の患者さんが無治療寛解を達成できることが期待
されています．しかし現時点でどのような背景の
患者さんが完全寛解（完治）しやすいのか，と
いったはっきりとした予想を立てることは難しい
です．

患者さんには無治療寛解となった後もかかりつ
け医をもち，切れ目のない医療とのつながりが望
まれます．

文 献
・ �「小児慢性特定疾病センター．若年性特発性関節炎」https://

www.shouman.jp/disease/details/06_01_001/（2023年6
月閲覧）

・ �「難病情報センター ．若年性特発性関節炎（指定難病107）」
https://www.nanbyou.or.jp/entry/3946（2023年6月閲覧）

・�Wallace�CA,�et�al�:�J�Rheumatol,�31�:�2290–2294,�2004
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寛解（治療が終了）したあとは
通院しなくてよいですか？
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自身の病気が発症したときの状況や，これまでの
治療の経過などを把握し，以下の書類を参考に準
備しておいてください．

Answer

準備しておくとよい書類
1）MIRAI TALK（図）

小児リウマチ性疾患は長い経過において，安定
していた病状が再燃したり，悪化したりすること
があります．また，進学・就職・結婚などのライ
フイベントをより良い状態で迎えるためにも，日
常の健康管理はとても重要です．また，転居や成
人診療科への転科などによって受診先が変わって
も，最適な医療が継続できるようにするために
は，患者さんご自身が病気や自分に必要な医療情
報を理解して記録しておくことが大切です．その
ため，日本リウマチ学会が作成・配布している移
行支援手帳 MIRAI TALK（ミライトーク）の活用
をお勧めします．MIRAI TALK では小児リウマチ
性疾患の中学生以上の患者さんが，病気発症から
現在までの主な治療内容や合併症などの重要なこ
とについて記録し，自分の健康管理に役立てると
ともに，病院に受診したときにこれまでの診療情
報を伝える手助けをすることを目的としてい 
ます．

医師に申し出ていただき，ぜひご活用ください
（日本リウマチ学会ホームページからもダウンロー
ド可能です 1））．
２）診療情報提供書

医師が他の医師，あるいは医療機関へ患者さん
を紹介する場合に作成する書類です．内容は症
状・診断・治療など，現在までの診療のまとめと
紹介の目的などです．他の医療機関と患者さんの

医療情報を共有することで最適な診療を行うツー
ルとなります．基本的にはこれまでに行った検査
データや画像も添付されていることが多いです．
病気の寛解を達成し，治療終了となって一度小児
科通院が終了となる際に医師に用意してもらいま
しょう．
３）検査データ，画像

上述の診療情報提供書を作成してもらう際に，
これまでの検査データや画像データも添付しても
らってください．自身でおもちの場合はできるだ
け時系列順に整理し，保管しておきましょう．
４）重要書類控え

小児慢性特定疾病や指定難病申請の際の医療
意見書などのコピーも大変重要です．紛失しない
ように保管しておいてください．

文 献
1 ）�「一般社団法人�日本リウマチ学会．小児・移行期医療につい

て」https://www.ryumachi-jp.com/member/pediatrics/
（2023年6月閲覧）
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成人後に再燃した場合に備えて，
今のうちから準備できることはありますか？

図　�小児リウマチ性疾患移行支援手帳「MIRAI�TALK（ミラ
イトーク）」

文献1より転載
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こころと身体はお互いに影響を及ぼし合います．こ
ころの健康がさまざまな身体の病気の発症や悪化
の原因になることもあれば，身体の病気が患者さ
んの考え方や気分に影響を与えることもあります．

Answer

メンタル面からJIAへの影響
J IA を発症する詳しい原因は，現時点でまだ

はっきりとはわかっていません．しかし，病気が
発症・悪化する引き金として自分の体内の免疫の
異常やウイルスなどによる感染，ストレスなどが
考えられており，これらに続いて自己免疫機能が
自分の細胞を攻撃することで起こるといわれてい
ます．そのため，自分のストレスサインを知って
おくことはとても大切です．そして，そのサイン
が出ていないかどうか，ときどき自分の状態を確
認するようにしましょう．こまめに休息を取る，
気分転換をするなどのセルフケアを心がけましょ
う．

JIAからのメンタル面への影響
『病気をもつこと』自体が患者さんや家族に心

理社会的な影響を及ぼすといわれています．JIA

をわずらいながら成長していくうえで，この病気
が慢性的な経過をたどること，そして長期的な通
院，治療の継続が必要であることは多くの患者さ
んにとって大きな心の負担となります．また，症
状や治療が長期にわたって生活の質を低下させる
ことは，大きなストレスの要因となります．朝の
こわばりの持続や関節拘縮などからの行動障害が
続くことで日常生活の質の低下や通学困難等を引
き起こすこともあります．日常生活での困難，将
来への不安（就学，就職，さまざまなライフイベ
ント）などがある場合は医師や看護師，臨床心理
士など医療スタッフに相談して，自分自身の状況
をしっかりと理解すること，また周囲の理解を得
られるように働きかけることも大切です．ソー
シャルワーカーのサポートの協力を得るなど，公
的補助を受けることも有用です．患者さんや家族
だけで抱え込まず周囲のサポートを活用してくだ
さい．

文 献
・ �「国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター�精神保健

研究所．こころの情報サイト」https://kokoro.ncnp.go.jp/
（2023年6月閲覧）

・�五十嵐隆：医学のあゆみ，265：609-613，2018

8
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JIAはこころの健康にも影響を与えますか？
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小児科から大人の診療科へ移行する準備（第 2
部 第 6 章 Q1，Q7）として，子どもさんが中学
生になった頃から MIRAI TALK（ミライトーク）
を活用してください．母子手帳をヒントにつくら
れたものですが，母子手帳と違う点は，患児自身
が自分の病気に関する情報を記録することです．
子ども達はこの MIRAI TALK の空欄を自分で埋
めることで，JIA という病気を少しずつ自分のも
のと捉えられるようになり，自立する気持ちが育
つことを期待しています．もう1 つ準備するもの
として，あすなろ会が親の視点から作成した，

「JIA の子どもをもつ親のTo-Do リスト」があり
ます．この To-Do リストには，発症から成人す
るまでの年齢や出来事（イベント）に応じて，教
育機関（学校）や公的支援 / 医療機関とのかかわ
りや，患児本人の自律・自立にむけた準備として
気 に留 めておきたいことが網 羅 されています

（図）．ただ，このTo-Do リストは何歳までに何
を準備すべきかといった到達目標を示すものでは
ありません．患児本人やご家族の負担とならない
範囲で，おおまかな目安として利用していただく
のがよいと思います．あすなろ会が会員に無料で
配布していますので，下記まで問い合わせをされ
たらいかがでしょう（PDF データは巻頭に掲載
した URL からダウンロードできます）．

JIA の病態（病気の様子）はじつに多様で，
個々の患者で大きな違いがあります．特に治療に
対する反応は，病態の違いだけでなく，患者さん
の特性でも大きく変わりますので，主治医はJIA
の病態や患者さんの特性に合った治療を模索しな
がら，診療を進めています．一方，診療ガイドラ
インは科学的根拠に基づいて最適と考えられる標
準治療を示していますが，JIA の多様な病態や患
者個々の特性に的確に対応した治療指針を提供す
るものではありません．したがって，より良い治

療を模索している主治医にとって，他の医師から
セカンドオピニオン（第 2 部 第 6 章 Q4）を得る
ことは，有益な診療手段と考えています．現在の
治療や自分が考えている病態に関して，異なった
視点による意見がもらえるからです．またセカン
ドオピニオンを求めることは，患者さんの権利で
もあります．

以上から，主治医にセカンドオピニオンを申し
出るのに，躊躇や遠慮は不要です．ただ，セカン
ドオピニオンを申し出ることで関係性が悪化する
ことを心配されている背景には，地域における専
門医療の整備環境や，主治医との対話が少なく，
納得できるような説明をしてくれない状況などが
あるかもしれません．ただ，それでも主治医との
関係性を重視するのか，それとも子どもさんに対
するより良い医療，十分な説明や納得が得られる
医療を求めてセカンドオピニオンを申し出るの
か，答えは明確だと私は思います．

第6章　移行期の注意点や，主治医との関わり方に関するQ&A第2部

JIA親の会「あすなろ会」顧問医師からのメッセージ
〜第6章について〜

図　JIAの子どもを持つ親のTo-Doリスト
あすなろ会 https://asunarokai.com
メール：asunarokai1985@gmail.com
事務局： 〒105-0003東京都港区西新橋3-15-3上地ビル4階B  

FAX03-5405-3782
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巻末図1　⾃宅でできるリハビリテーションの一例　［▶関連項目 第1部 第 6 章 Q3，第 2 部 第 2 章 A-Q5］

C）膝関節

開始の姿勢 膝関節伸展

D）足関節

足関節底屈 足関節背屈

A）手関節と前腕

前腕回内 前腕回外
手関節の背屈 手関節の掌屈

B）肘関節

肘関節屈曲 肘関節伸展

巻末図表一覧
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巻末図 2　 全身型 JIA 治療アルゴリズム 
［▶関連項目 第1部 第1章 Q7，第 2 部 第 2 章 B-Q1］

「若年性特発性関節炎診療ハンドブック 2017」（一般社団法人日本
リウマチ学会小児リウマチ調査検討小委員会/編），メディカルレ
ビュー社，2017より転載

全身型 JIA の疑い

PSL 漸減中止し治療終了

小児リウマチ診療医へ紹介

全身型 JIA と診断できる
（MASの発症に
十分注意する）

PSL 減量へ
（2週間ごとに現投与量の 10%
を目安に減量）
約 1.5～2年間で中止を検討

全身症状寛解

全身型 JIA の再燃なし，
関節炎の所見もない

注意点：全身型 JIA はMASの合併を起こしやすい（5～10%）ため，経過中の感染症
の合併や薬剤変更時には特に注意が必要となる．

※小児リウマチ診療医との
連携・相談はどのタイミング
でも可能であるが，特に
①MASが疑われる場合（至急）
②GC減量が進まない場合
③関節炎が持続する場合
は早期の連携が望ましい．

鑑別診断を
進める

全経過を通じて
MASの発症に注意
が必要

①寛解導入療法を行う
　・NSAIDs（関節症状次第で中止を検討）
　・mPSL パルス療法〔30 mg/kg/ 日
　　（最大投与量 1,000 mg/ 日）×3日間〕
　　：2～3コース（7日ごと）
②後療法
　・PSL（0.7～1.0 mg/kg/ 日）（最大投与量 30～40 mg/ 日）

YES

YES

YES

YES

NO

NO

NO（効果不十分）

NO

巻末図 3　 関節型 JIA 治療アルゴリズム 
［▶関連項目 第1部 第1章 Q7，第 2 部 第 2 章 C-Q1］

「若年性特発性関節炎診療ハンドブック 2017」（一般社団法人
日本リウマチ学会小児リウマチ調査検討小委員会/編），メディ
カルレビュー社，2017より転載

JIA の疑い，全身型を疑う所見はなし
（NSAIDs を使用しつつ鑑別を進める）

関節型 JIA と
診断できる

MTX経口療法を追加

関節炎改善＊
関節炎改善＊

定期的に画像検査で関節炎
進行の有無を確認しつつ，

現治療を続行

NSAIDs 使用（2週間程度）を継続

＊関節炎改善の目安：腫脹・疼痛・可動域制限のある関節がない．
画像検査で活動性のある関節炎や骨炎がない．
MTX開始後については３カ月（ハイリスク群では２カ月）
時に判定．

鑑別診断を
進める

診断がつき次第，リスク判定を行う
・抗CCP抗体陽性またはRF陽性
・手関節炎または足関節炎に炎症マーカー高値
　（CRP・ESRが正常上限の 2倍以上）を伴う
・頸椎または股関節病変がある
・画像で骨破壊や骨髄浮腫を認める

YES

YES YES

YES（ハイリスク群）

YES

NO

NO

NO

NO

NO

以上のうち 1つ以上当てはまる

小児リウマチ診療医へ紹介

非常用持ち出し品（非常用持ち出しバッグに準備しておきましょう）
□ 飲料水 □ 持病の薬（内服，注射製剤，個包装のアルコール綿）は1 週間分ぐら

いの予備を準備しておく，お薬手帳のコピー，直近の検査データ
※携帯電話にも保存

□ 食 品〔ご 飯（アルファ 米 など）， レトルト食 品 ， ビスケット， 
チョコレート，乾パンなど：最低 3 日分の用意〕

□ 救急用品（体温計，ばんそうこう，包帯，ネット包帯，ガーゼ，消毒液，
常備薬，湿布など）

□ 防災用ヘルメット・防災ずきん □ マスク

□ 衣類・下着・タオル・ブランケット □ 手指消毒用アルコール

□ レインウェア・軍手 □ 緊急連絡先リスト，緊急連絡カード　 ※携帯にも保存

□ ウェットティッシュ，トイレットペーパー □ 避難所や避難ルート　※携帯にも保存

□ 紐なしのズック靴 □ 自助具・杖（必要に応じて）

□ 懐中電灯（手動充電式が便利） □ 携帯トイレ

□ 携帯ラジオ（手動充電式が便利） □ 折り畳み椅子（必要に応じて）

□ 予備電池・携帯充電器 □ エア枕，エアクッション

□ マッチ・ろうそく □ 使い捨てカイロ

□ 洗面用具・歯ブラシ・歯磨き粉・石鹸・ハンドソープ □ サポーター・レッグウォーマー

□ ペン・ノート □ アルミブランケット

□ 携帯電話，貴重品 （通帳，印鑑，現金，健康保険証，パスポート，運
転免許証，マイナンバーカードなど）

□ 防犯ブザー/ ホイッスル（キーホルダータイプが便利）

備蓄品（上記以外）
□ 飲料水　3日分（1 人 1日3リットルが目安） □ カセットコンロ

□ 食品（最低 3 日分，できれば 1 週間分） □ ラップ，ゴミ袋，ポリタンク（折り畳み式が便利）

巻末図４　災害時に備えて用意すべき必需品チェックリスト　［▶関連項目 第 2 部 第 4 章-Q7］

※必要に応じて非常用持ち出しバックにヘルプマークをつけておくとよいでしょう
「首相官邸 ．災害に対するご家庭での備え～これだけは準備しておこう！～」https://www.kantei.go.jp/jp/headline/bousai/sonae.html（2023
年6月閲覧）／「メディカルスタッフのための ライフステージに応じた関節リウマチ患者支援ガイド」（厚生労働科学研究費補助金 免疫・ア
レルギー疾患政策研究事業「ライフステージに応じた関節リウマチ患者支援に関する研究」研究班/編），2021より引用
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巻末図 5　緊急連絡カード　［▶関連項目 第 2 部 第 4 章 Q7］

「メディカルスタッフのための ライフステージに応じた関節リウマチ患者支援ガイド」（厚生労働科学研究費補助金 免疫・アレルギー疾患政策
研究事業「ライフステージに応じた関節リウマチ患者支援に関する研究」研究班/編），2021より引用
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携帯電話番号

携帯電話番号

携帯電話番号
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病名：関節リウマチ / 若年性特発性関節炎

調剤薬局
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巻末表1　JIAの分類基準（ILAR 分類表，2001，Edmonton 改訂）　［▶関連項目 第1部 第1章 Q1，第 2 部 第1章 Q2］

分類 定義 除外
全身型 1カ所以上の関節炎と2 週間以上続く発熱（うち 3日間は連続する）を伴い，以下の徴候を1つ以上

伴う関節炎
1）暫時の紅斑，2）全身のリンパ節腫脹，3）肝腫大または脾腫大，4）漿膜炎

a, b, c, d

少関節炎 発症 6カ月以内の炎症関節が 1〜 4 カ所に限局する関節炎．以下の2 つの型を区別する
1）持続型：全経過を通して4 カ所以下の関節炎
2）進展型：発症 6カ月以降に 5カ所以上に関節炎がみられる

a, b, c, d, e

リウマトイド因子
（RF）陰性多関
節炎

発症 6カ月以内に 5カ所以上に関節炎が及ぶ型で，RF が陰性 a, b, c, d, e

RF 陽性多関節
炎

発症 6カ月以内に 5カ所以上に関節炎が及ぶ型で，RF が 3カ月以上の間隔で測定して2 回以上陽性 a, b, c, e

乾癬性関節炎 以下のいずれか
1）乾癬を伴った関節炎
2）少なくとも以下の2 項目以上を伴う例
　（A） 指趾炎
　（B） 爪の変形（点状凹窩，爪甲剥離など）
　（C） 親や同胞に乾癬患者

b, c, d, e

付着部炎関連
関節炎

以下のいずれか
1）関節炎と付着部炎
2）関節炎あるいは付着部炎を認め，少なくとも以下の2 項目以上を伴う例
　（A） 現在または過去の仙腸関節の圧痛±炎症性の腰仙関節痛
　（B） HLA-B27 陽性
　（C）  親や同胞に強直性脊椎炎，付着部炎関連関節炎，炎症性腸疾患に伴う仙腸関節炎，Reiter

症候群または急性前部ぶどう膜炎のいずれかの罹患歴がある
　（D） しばしば眼痛，発赤，羞明を伴う前部ぶどう膜炎
　（E） 6 歳以上で関節炎を発症した男児

a, d, e

未分類関節炎 6 週間以上持続する小児期の原因不明の関節炎で，上記の分類基準を満たさないか，または複数の
基準に重複するもの

JIAの定義：16歳未満で発症し，6週間以上持続する原因不明の関節炎．他の病因によるものは除外する．

除外項目：
a．  患児や親・同胞での乾癬罹患や乾癬既往歴
b． 6歳以降に発症したHLA-B27陽性の関節炎男児
c．  強直性脊椎炎，付着部炎関連関節炎，炎症性腸疾患に伴う仙腸関節炎，Reiter症候群または急性前部

ぶどう膜炎のいずれかに罹患しているか，親・同胞に罹患歴がある
d． 3カ月以上の期間をおいて少なくとも2回以上の免疫グロブリン（Ig）M-RF陽性
e． 全身型JIA

Petty RE, et al：J Rheumatol, 31：390-392, 2004／「若年性特発性関節炎初期診療の手引き 2015」（一般社団法人日本リウマチ学会小児
リウマチ調査検討小委員会/ 編），メディカルレビュー社，2015より引用

巻末表 2　ILAR 分類7 病型の疫学　［▶関連項目 第1部 第1章 Q1］

病型 頻度 男女比 発症年齢の
ピーク小児慢性特定疾病医療費助成制度

（小慢）
2008年

小児リウマチ診療医
アンケート調査

2016年
全身型 41.7% 8 〜 50% なし 1〜 5 歳
少関節炎 20.2% 持続型：10 〜 40%

進展型：0 〜10%
1：2.5 5.8±3.8 歳

RF 陰性多関節炎 13.7% 10 〜30% 1：2.2 7.0±4.2 歳
RF 陽性多関節炎 18.2% 10 〜35.3% 1：8.0 9.9±3.5 歳
乾癬性関節炎 0% 0 〜 5.9%
付着部炎関連関節炎 1.6% 0 〜14%
未分類関節炎 4.7% 0 〜 4%

「若年性特発性関節炎診療ハンドブック2017」（一般社団法人日本リウマチ学会　小児リウマチ調査検討小委員会/編），メディ
カルレビュー社，2017より改変して転載
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巻末表 3　 Wallaceらの寛解基準 2011（ACR 寛解基準） 
［▶関連項目 第 2 部 第1章 Q3，第 2 部 第 2 章 B-Q3，第 2 部 第 2 章 C-Q3，第 2 部 第 6 章 Q6］

臨床的非活動状態：下記 1〜 6 のすべてを満たす

1 活動性関節炎（骨肥大によるものではない腫脹，または動かしたときの痛みや圧痛に
よる可動域制限を認める関節）がない

2 JIA による発熱・発疹・漿膜炎・脾腫大・リンパ節腫脹が見られない

3 活動性ぶどう膜炎がない（前房部の炎症細胞が 0 個）

4 赤沈値または CRP が施設基準値内（あるいはJIA によるものではない上昇）

5 医師による全般評価が最も良い

6 朝のこわばりが 15 分以下

治療による寛解：治療中に臨床的非活動状態が 6カ月以上続いている

無治療寛解：治療終了後，臨床的非活動状態が 12 カ月以上続いている

Wallace CA, et al : J Rheumatol, 31 : 2290–2294, 2004／Wallace CA, et al : Arthritis Care 
Res, 63 : 929–936, 2011より作成

巻末表 4　 JIA 関連ぶどう膜炎早期診断のための推奨眼科受診間隔　 
［▶関連項目 第1部 第1章 Q8，第 2 部 第1章 Q6，第 2 部 第 2 章 C-Q5］

A．JIA発症から4年以内

JIA 発症型 抗核抗体
眼科受診間隔

発症年齢 6歳以下 発症年齢 7歳以上

少関節炎，RF 陰性多関節炎，未分類関節炎 160 倍以上 3カ月ごと 6カ月ごと

少関節炎，RF 陰性多関節炎，未分類関節炎 80 倍以下 6カ月ごと 6カ月ごと

4 歳未満発症の乾癬性関節炎 不問 3カ月ごと ―

その他 不問 12 カ月ごと 12 カ月ごと

B．JIA発症から4年を超えて7年以内

JIA 発症型 抗核抗体
眼科受診間隔

発症年齢 6歳以下 発症年齢 7歳以上

少関節炎，RF 陰性多関節炎，未分類関節炎 160 倍以上 6カ月ごと 12 カ月ごと

少関節炎，RF 陰性多関節炎，未分類関節炎 80 倍以下 12 カ月ごと 12 カ月ごと

4 歳未満発症の乾癬性関節炎 不問 6カ月ごと ―

その他 不問 12 カ月ごと 12 カ月ごと

JIA関連ぶどう膜炎は，「JIAを発症した年齢」「JIAを発症してからの期間」「JIAの病型」「抗核抗体値」によって発症
しやすさが異なります．少関節炎・RF陰性多関節炎・未分類関節炎で抗核抗体陽性（160倍以上）の方と，4歳未満で
発症された乾癬性関節炎の方は発症率が高いため，特にJIAから発症4年たつまでは，無症状でもこまめな眼科定期受
診が必要です．なお，JIA発症から7年以上の方は全病型で12カ月ごとの受診が推奨されます．また，JIAの治療を中
止して1年以内は全病型・どの時点であっても1年間は3カ月ごとの受診が推奨されます．

「若年性特発性関節炎（JIA）における生物学的製剤使用の手引き 2020 年版」（厚生労働科学研究費補助金 難治性疾患
等政策研究事業），羊土社，2020より改変して転載
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Ａ　診断

１．臨床的基準

① 腰背部痛とこわばり（3カ月以上持続，運動により改善，安静で
改善しない）

②腰椎可動域制限（矢状面，前額面）
③胸郭拡張制限（性・年齢補正値と比較）

２．仙腸関節のX 線所見

a）Grade2 以上の両側性仙腸関節炎
b）Grade3 〜 4 の片側性仙腸関節炎

Ｂ　診断の段階

（1） definite：臨床的基準①②③のうち１項目以上に加えて X 線
所見がある

（2）probable：
　　 a）臨床的基準３項目がある
　　 b）X 線所見はあるが臨床的基準にあてはまらない

Grade0 正常
Grade1 疑わしい変化
Grade2  軽度の変化：小さな限局性のびらん像や硬化像
Grade3  中等度の変化：びらん像や硬化像の拡大，関節

裂隙の幅の変化
Grade4 著しい変化：強直

van der Linden S, et al : Arthritis Rheum, 27 : 361-368, 
1984より引用

巻末表 5　強直性脊椎炎　改訂ニューヨーク基準（1984）　［▶関連項目 第1部 第 7 章 Q1，第 2 部 第1章 Q11］

巻末表 6　 タクロリムス（およびシクロスポリン）服薬中に注意すべき柑橘類 
［▶関連項目 第1部 第 5 章 Q5，第 2 部 第 4 章 Q3］

避けるべきもの 比較的影響が少ないもの 影響がほとんどないもの

グレープフルーツ レモンの果肉・果汁 温州ミカン

スウィーティー 日向夏の果肉・果汁 デコポン

メロゴールド ネーブルオレンジ

晩白柚（バンペイユ） スウィートオレンジの果汁

レッドポメロ ポンカン

橙（ダイダイ） スダチ

文旦（ブンタン）・ザボン 伊予柑（イヨカン）

八朔（ハッサク） 柚子（ユズ）

サワーポメロ カボス

メキシカンライム 金柑（キンカン）

甘夏ミカン

パール柑

三宝柑（サンポウカン）

レモンの果皮

日向夏の果皮

スウィートオレンジの果皮

避けるべきものを太字で表示しています．
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巻末表 7　小児慢性特定疾病と指定難病の違い　［▶関連項目 第1部 第1章 Q6，第1部 第 7 章 Q1，第 2 部 第 6 章 Q2］

1）小児慢性特定疾病と指定難病の違い：対象病型
小児慢性特定疾病 指定難病

6．膠原病群 1．若年性特発性関節炎 全身型 107．若年性特発性関節炎　1）全身型

少関節炎 107．若年性特発性関節炎　2）関節型

RF 陰性多関節炎

RF 陽性多関節炎

乾癬性関節炎 （対象疾患ではない）

付着部炎関連関節炎（強直性脊椎炎） 271．強直性脊椎炎

付着部炎関連関節炎（上記以外） （対象疾患ではない）

未分類関節炎 （対象疾患ではない）

強直性脊椎炎はJIAの付着部炎関連関節炎に含まれます．指定難病では，全身型，少関節炎，多関節炎，強直性脊椎炎の方のみが対象疾患
です．

2）小児慢性特定疾病と指定難病の違い：医療助成対象
小児慢性特定疾病 指定難病

診断 小児慢性特定疾病の診断基準 # を満たす
若年性特発性関節炎（https://www.shouman.jp/
disease/instructions/06_01_001/）

指定難病の診断基準 # を満たす
若年性特発性関節炎（ht t ps : //w w w.na nbyou .
or.jp/entry/3946）
強直性脊椎炎（ht t ps : //w w w.na nbyou .or.jp/
entry/4847）

医療費助成の対象 「疾患の状態の程度」を満たす（膠原病疾患群では
「治療で非ステロイド系抗炎症薬 ，ステロイド薬 ，免
疫調整薬 ，免疫抑制薬 ，抗凝固療法 ，γグロブリン
製剤，強心利尿薬，理学作業療法，生物学的製剤 又
は血漿交換療法のうち一つ以上を用いている場合」）

指定難病の重症患者認定基準（附記 2）＊＊を満たす
または
指定難病の軽症高額該当＊＊＊

自己負担額軽減対象
（その１）

小慢の重症患者基準（附記1）＊を満たす
（「療養に係る負担が特に重い者として厚生労働大臣が
定めるもの」または「高額かつ長期＊＊＊＊」）

高額かつ長期＊＊＊＊

自己負担額軽減対象
（その２）

人工呼吸器等装着者 人工呼吸器等装着者

入院時の食費 1/2　自己負担 全額自己負担

対象年齢 新規は 18 歳の誕生日まで，継続申請すれば 20 歳の
誕生日まで

年齢制限なし

＃ 同じ病名でも診断基準が異なる場合がありますので，詳しくは小児慢性特定疾病，指定難病のHPを参照ください．
＊  小児慢性特定疾病の重症患者基準：「療養に係る負担が特に重い者として厚生労働大臣が定めるもの」の【2-イ】は全疾患共通 ．【2-ロ】

には膠原病疾患群は含まれません（https://www.shouman.jp/assist/accreditation；2023年6月閲覧）．
＊＊ 指定難病の重症患者認定基準は疾患ごとに異なります（附記2）．
＊ ＊＊ 症状の程度が疾病ごとの重症度分類等に該当しない軽症者でも，高額な医療を継続することが必要な人は，医療費助成の対象となりま

す．「高額な医療を継続することが必要」とは，医療費総額が33,330円を超える月が支給認定申請月以前の12月以内に3回以上ある場合を
いいます．

＊ ＊＊＊ 高額な医療が長期的に継続する患者については，一般所得・上位所得について，軽減された負担上限額が設定されています．対象とな
るのは，指定難病及び小児慢性特定疾病に係る月ごとの医療費総額が5万円を超える月が，申請日の月以前12月で既に6回以上ある患者さ
んです．
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3）小児慢性特定疾病と指定難病の違い：⾃己負担額 （単位：円）

階層
区分

年収の目安
（夫婦2人子1人世帯）

⾃己負担上限額

小児慢性特定疾病 指定難病

一般 重症 人工呼吸器
等装着者

一般（重症分類
を満たす，または
軽症かつ高額）

高額かつ
長期

人工呼吸器
等装着者

Ⅰ 生活保護等 0 0

Ⅱ 市町村民税
非課税

低所得Ⅰ 小 慢：世 帯 年
収〜約 80 万

1,250

500

2,500 2,500

1,000

難 病：本 人 年
収〜約 80 万

Ⅲ 低所得Ⅱ 小 慢：世 帯 年
収〜約 200 万

2,500 5,000 5,000
難 病：本 人 年
収約 80 万〜

Ⅳ 一般所得Ⅰ
（〜市区町村民税 7.1 万円未満） 5,000 2,500 10,000 5,000

Ⅴ 一般所得Ⅱ
（〜市区町村民税 25.1 万円未満） 10,000 5,000 20,000 10,000

Ⅵ 上位所得
（市区町村民税 25.1 万円〜） 15,000 10,000 30,000 20,000

入院時の食費 1/2 自己負担 全額自己負担

巻末表 7 附記1　小児慢性特定疾病：療養に係る負担が特に重い者として厚生労働大臣が定めるもの【２-イ】 

次の表に掲げる部位等のいずれかについて，同表に掲げる症状の状態のうち，1つ以上が長期間（おおむね 6カ月以上）継続すると認
められるもの

対象部位等 症状の状態

眼 眼の機能に著しい障害を有するもの（視力の良い方の眼の視力が 0.03 以下のもの又は視力の良い方の眼の視力が 0.04
かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの）

聴器 聴覚機能に著しい障害を有するもの（両耳の聴力レベルが 100 デシベル以上のもの）

上肢 両上肢の機能に著しい障害を有するもの（両上肢の用を全く廃したもの）
両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの（両上肢の全ての指を基部から欠いているもの又は両上肢の全て
の指の機能を全く廃したもの）
一上肢の機能に著しい障害を有するもの（一上肢を上腕の２分の１以上で欠くもの又は一上肢の用を全く廃したもの）

下肢 両下肢の機能に著しい障害を有するもの（両下肢の用を全く廃したもの）
両下肢を足関節以上で欠くもの

体幹・脊柱 １歳以上の児童において，体幹の機能に座っていることができない程度
又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの（１歳以上の児童において，腰掛け，正座，あぐら若しくは横
座りのいずれもできないもの又は，臥位若しくは座位から自力のみでは立ち上がれず，他人，柱，杖，その他の器物
の介護若しくは補助によりはじめて立ち上がることができる程度の障害を有するもの）

肢体の機能 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が，この表の他の項（眼の項及び聴器の項を除く．）の症
状の状態と同程度以上と認められる状態であって，日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの（一上肢及
び一下肢の用を全く廃したもの又は四肢の機能に相当程度の障害を残すもの）

「小児慢性特定疾病情報センター．重症患者認定基準」https://www.shouman.jp/assist/accreditation（2023年6月9日閲覧）より引用
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巻末表 7 附記 2　指定難病の重症患者認定基準

107．若年性特発性関節炎 1） 271．強直性脊椎炎 2）

107-1．全身型 以下のいずれかを満たす
・BASDAIスコアが４以上かつCRP が1.5 mg/dL 以上（附記 5）
・BASMI スコアが５以上（附記 5）
・ 脊椎 X-P上，連続する２椎間以上に強直（bamboo spine）が

認められる
・ 薬物治療が無効の高度な破壊や変形を伴う末梢関節炎がある
・ 局所治療抵抗性・反復性もしくは視力障害を伴う急性前部ぶど

う膜炎がある

以下のいずれかを満たす
・ ステロイドの減量・中止が困難で，免疫抑制剤や生物学的製剤

の使用が必要
・ マクロファージ活性化症候群を繰り返す
・難治性・進行性の関節炎を合併する

107-2．関節型

寛解基準を満たさず，以下のいずれかを満たす
・ Juvenile Arthritis Disease Activity Score-27　2.1 以上を

認めるもの（附記 3）
・ mod i f ied Ra nk in Scale（mR S）の評価スケールで3 以上 
（附記 4）

〇寛解基準
治療中に以下のすべての状態が直近の 6 カ月以上連続するもの
を寛解とする．
1．活動性関節炎がない
2．活動性ぶどう膜炎がない，
3．赤沈値正常 * または CRP＜0.3 mg/dL

＊正常値：50 歳未満　男性≦15 mm/h　女性≦20 mm/h
50 歳以上　男性≦20 mm/h　女性≦30 mm/h

4．朝のこわばりが 15 分以下

巻末表 7 附記 3　疾患活動性指標：Juvenile Arthritis Disease Activity Score （JADAS）-27

以下の1〜 4 項目の数値の総和で評価する（0 〜 57）
1．評価者による全般評価 （VAS）（0-10 cm）
2．患者による全般評価（VAS）（0-10 cm）
3．活動性関節炎＊数（0-27）
　＊圧痛または腫脹のある関節．圧痛がない場合は伸展負荷にて痛みがある（下図参照）
4．標準化赤沈値＊＊（0-10）
　 ＊＊（赤沈 1 時間値（mm）−20）÷10 で算出（20 mm/h 未満は 0，120 mm/h 以上は 10）
　JADAS-27の関節図：■の27 関節中，活動性関節炎数をカウントする．
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「厚生労働省．平成27年1月1日施行の指定難病．107　若年性特発性関節炎．概要、診断基準等」https://
www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000198074.docx（2023年6月閲
覧）より引用

1） 「厚生労働省．平成27年1月1日施行の指定難病．107　若年
性特発性関節炎．概要、診断基準等」https://www.mhlw.
go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku 
/0000198074.docx（2023年6月閲覧）より引用

2） 「厚生労働省．平成27年7月1日施行の指定難病．271　強直
性脊椎炎．概要、診断基準等」https://www.mhlw.go. jp/
file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000 
157171.docx（2023年6月閲覧）より引用
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巻末表 7 附記 4　日本版modified Rankin Scale（mRS）判定基準書

modified Rankin Scale 参考にすべき点

0 全く症候がない 自覚症状および他覚徴候が共にない状態である

1 症候はあっても明らかな障害はない：日常の勤めや活動は行える 自覚症状および他覚徴候はあるが，発症以前から行っていた仕
事や活動に制限はない状態である

2 軽度の障害：発症以前の活動が全て行えるわけではないが，自
分の身の回りのことは介助なしに行える

発症以前から行っていた仕事や活動に制限はあるが，日常生活
は自立している状態である

3 中等度の障害：何らかの介助を必要とするが，歩行は介助なし
に行える

買い物や公共交通機関を利用した外出などには介助を必要とす
るが，通常歩行，食事，身だしなみの維持，トイレなどには介
助を必要としない状態である

4 中等度から重度の障害：歩行や身体的要求には介助が必要で
ある

通常歩行，食事，身だしなみの維持，トイレなどには介助を必
要とするが，持続的な介護は必要としない状態である

5 重度の障害：寝たきり，失禁状態，常に介護と見守りを必要と
する

常に誰かの介助を必要とする状態である。

6 死亡

「厚生労働省．平成27年1月1日施行の指定難病．107　若年性特発性関節炎．概要、診断基準等」https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisaku-
jouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000198074.docx（2023年6月閲覧）より引用

巻末表 7 附記 5　BASDAIとBASMI

1）BASDAI（Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index）スコア 

以下のA）〜F）について VAS（10 cm スケール）により評価し，以下の計算式で算出した値（0 〜10）とする．
BASDAI＝ 0.2（A＋B＋C＋D＋0.5（E＋F））

A）疲労感の程度 
B）頚部や背部〜腰部または臀部の疼痛の程度 
C）上記 B 以外の関節の疼痛・腫脹の程度 
D）触れたり押したりしたときに感じる疼痛の程度 
E）朝のこわばりの程度 
F）朝のこわばりの継続時間（0 〜120 分）

2）BASMI（Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index）

下記 5つの計測指標を実測値により点数化し，その合計点数にて脊椎・股関節の可動性と肢位を評価する．

「厚生労働省．平成27年7月1日施行の指定難病．271　強直性脊椎炎．概要、診断基準等」https://www.mhlw.go.jp/
file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000157171.docx（2023年6月閲覧）より引用

0 点 1 点 2 点 

A．耳珠 - 壁距離 ＜15 cm 15 〜30 cm ＞30 cm

B．腰椎前屈 ＞4 cm 2 〜 4 cm ＜2 cm

C．頚椎旋回 ＞70 ° 20 〜70 ° ＜20 °

D．腰椎側屈 ＞10 cm 5 〜10 cm ＜5 cm

E．内顆間距離 ＞100 cm 70 〜100 cm ＜70 cm
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本表に関して：
本表は若年性特発性関節炎（以下，JIA），成人スチル病，関節リウマチ（以下，RA），関節症性乾癬，強直性脊椎炎およびそれに関連するも
ののみを記載する．また，表の「小児」は15歳未満を指す．
本表は2023年6月時点の製薬企業各社インタビューフォーム等の情報にもとづき作成された．掲載された各薬剤の使用にあたっては，必ず
自身で添付文書等を確認されたい．

解熱鎮痛薬

一般名 アセトアミノフェン

先行商品名 カロナール®，アルピニー®，アンヒバ®

ジェネリックの有無 有

適応 / 適応外使用
算定認可疾患

各種疾患及び症状における鎮痛，小児科領域における解熱・鎮痛

用法・用量 幼児および小児：1回 10 ～15 mg/kgを投与，投与間隔は4 ～ 6 時間以上とする（最大量 60 mg/kg/日）
成人：1回 300 ～1,000 mgを投与，投与間隔は4 ～ 6 時間以上とする（最大量 4,000 mg/日）

禁忌 消化性潰瘍 ，重篤な血液異常・肝障害・腎障害・心機能不全 ，本剤成分に対し過敏症の既往歴のある患者 ，
アスピリン喘息

注意すべき副作用 肝障害

小児の使用 低出生体重児，新生児および 3カ月未満の乳児に対する安全性は確立していない（使用経験が少ない）

妊娠中の使用 有益性投与※

授乳中の使用 有益性投与※

男性患者の妊娠へ
の影響

添付文書に記載はないが，特段の配慮は不要

製造安定性試験 / 
苛酷試験結果

カロナール® 錠：40 ℃ /75% 相対湿度 /6カ月：規格内
アルピニー®，アンヒバ® 坐剤：室温で3 年間安定

※治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与

巻末治療薬一覧
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NSAIDs（非ステロイド性抗炎症薬）

一般名 イブプロフェン ナプロキセン ロキソプロフェン ジクロフェナク セレコキシブ メロキシカム

先行商品名 ブルフェン® ナイキサン® ロキソニン® ボルタレン® セレコックス® モービック®

ジェネリックの有無 有 無 有 有 有 有

適応 / 適応外使用
算定認可疾患

関節痛および関
節炎，RA

R A，強直性脊
椎炎，鎮痛

RA，鎮痛 R A，変形性脊
椎症

RA RA

用法・用量 30～40 mg/kg/
日（最大量2,400 
mg/日），分3～
4※1

10～20 mg/kg/
日（最大量 1,000 
mg/日），分2※1

180 mg/日，分
3

75 ～100 m g /
日，分 3

200 ～400 mg/
日，分2

10 mg/日，分1
（最大量 15 mg/
日）

禁忌 消化性潰瘍，重篤な血液異常・肝障害・腎障害・心機能不全・高血圧症のある患者，本剤成分に対し過敏症の
既往歴のある患者，アスピリン喘息，妊娠後期の女性

注意すべき副作用 消化管障害，腎障害，出血傾向

小児の使用 5 歳未満の幼児
等を対象とした
臨床試験は実施
していない

2 歳未満の乳児
等を対象とした
臨床試験は実施
していない

小児等を対象と
した臨床試験は
実施していない 

小児等を対象と
した臨床試験は
実施していない

小児等を対象と
した臨床試験は
実施していない

小児等を対象と
した臨床試験は
実施していない

妊娠中の使用 有益性投与※ 2（妊娠後期は禁忌）

授乳中の使用 有益性投与※ 2

男性患者の妊娠へ
の影響

添付文書に記載はないが，特段の配慮は不要

製造安定性試験 /
苛酷試験結果

40 ℃ /75% 相対湿度 /6カ月：規格内

※1  「若年性特発性関節炎初期診療の手引き2015」（一般社団法人日本リウマチ学会小児リウマチ調査検討小委員会/編），メディカルレビュー
社，2015

※2  治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与
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副腎皮質ステロイド

一般名 プレドニゾロン（PSL） メチルプレドニゾロンコハク酸エステ
ルナトリウム（mPSL）

デキサメタゾンパルミチン酸エステル

先行商品名 プレドニン® ソル・メドロール® リメタゾン®

ジェネリック/ 
BS の有無

有 無 無

適応 / 適応外使用
算定認可疾患

JIA，成人スチル病，RA，関節症
性乾癬，強直性脊椎炎

治療抵抗性・難治性リウマチ性疾
患

全身型 JIA に合併したマクロファー
ジ活性化症候群※1，RA

用法・用量 全身型 JIA：mPSL パルス療法後
の後療法としてPSL 0.7～1.0 mg/
k g /日（最大投与量 30 ～ 40 mg /
日）※ 2

関節型 JIA：PSL 0.1～ 0. 2 mg /
kg/日（最大投与量 15 mg/日） ※ 2

RA：PSL 10 mg /日以下をめどに
投与 （重症 R A の場合は 30 ～ 60 
mg/日）※3

全身型 JIA：mPSL 30 mg/kg/日
（最大投与量 1,000 mg /日）経静
脈投与を1日1回 ，3日間連続を1
クールとし，1 週間ごとに 2 ～3クー
ル実施※ 2

全身型 JIAに合併したマクロファー
ジ活性化症候群：デキサメタゾンパ
ルミチン酸エステルとして 10 mg /
m2/日（最大 10 mg /日）を2 回に
分けて投与※ 4

RA：デキサメタゾンパルミチン酸エ
ステルとして 2.5 mg / 回を2 週に1
回投与

禁忌 本剤成分に対し過敏症の既往歴のある患者

注意すべき副作用 易感染性，消化管障害，高血糖，骨粗鬆症，大腿骨頭壊死，高血圧，食欲亢進・肥満，脂質異常症，白内障，
緑内障，血栓症，精神症状，成長障害，副腎不全

小児の使用 全年齢

妊娠中の使用 有益性投与※ 5

授乳中の使用 有益性投与※ 5

男性患者の妊娠へ
の影響

添付文書に記載はないが，特段の配慮は不要

製造安定性試験 /
苛酷試験結果

40 ℃ /75% 相対湿度 /6カ月：規格
内

点滴静注用であり省略 点滴静注用であり省略

※1 社会保険診療報酬支払基金で適応外使用算定認可
※2  「若年性特発性関節炎初期診療の手引き2015」（一般社団法人日本リウマチ学会小児リウマチ調査検討小委員会/編），メディカルレビュー

社，2015
※3  「関節リウマチの診療マニュアル（改訂版） 診断のマニュアルとEBMに基づく治療ガイドライン」，財団法人日本リウマチ財団，2004
※4  社会保険の審査情報提供検討委員会による用法用量
※5  治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与
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csDMARDs （従来型合成抗リウマチ薬）

一般名 メトトレキサート タクロリムス レフルノミド シクロスポリン ミゾリビン

先行商品名 リウマトレックス® プログラフ® アラバ® サンディミュン®

ネオーラル®
ブレディニン®

ジェネリック/
BS の有無

有 有 無 有 有

適 応 / 適 応外
使用算定認可
疾患

関節症状を伴うJI A，
RA，関節症性乾癬

JI A（全 病 型） ※ 1，
R A（既 存 治 療 で効
果不十分な場合に限
る：0.5 mgと1 mg
のみ適応）

RA 全身型 JI A に合併し
たマクロファージ活性
化症候群※1，関節症
性乾癬

R A（過 去 の治 療 に
おいて，非ステロイド
性抗炎症薬さらに他
の抗リウマチ薬の少
なくとも1 剤により十
分な効果の得られな
い場合に限る）

用法・用量 関節症状を伴うJIA：
1 週 間 単位の投与量
を 4 ～10 mg /m2 と
し，1回または 2 ～3
回に分 割して経口投
与．分割して投与する
場合，初日から2日目
にかけて12 時間間隔
で投与する．1回また
は 2 回分割投与の場
合は残りの 6日間 ，3
回分割投与の場合は
残りの5日間は休薬す
る．これを1 週間ごと
に繰り返す
RA，関節症性乾癬：
1 週 間 単位の投与量
を 6 mgとし，1回ま
たは2 ～3 回に分割し
て経口投与．分割して
投与する場合，初日か
ら2 日目にかけて 12
時間間隔で投与する．
1回または 2 回分割投
与の場合は残りの6日
間 ，3 回分割投与の
場合は残りの5日間は
休薬する．これを1 週
間ごとに繰り返す．
1 週間単位の投与量と
して 16 mg を超えな
いようにする

JIA：1日0.05～ 0.15 
mg /kgを1日1回夕
食後に経口投与 ．上
限量 3 mg を超えな
い．
RA：3 mg を1 日 1
回 夕 食 後 に経 口 投
与．なお，高齢者に
は1.5 mgを1日1回
夕食後経口投与から
開始し，症状により1
日 1 回 3 mg まで 増
量できる

100 mgを1日1回，
3 日間経口投与から
開始し，その後 ，維
持量として20 mgを
1日1 回 経 口 投 与 ．
また，20 mgを1日
1 回の経口投与から
開 始することもでき
る．なお，維持量は，
症状 ，体重により適
宜 10 mg を1日1 回
に減量する

全身型 JIAに合併し
たマクロファージ活性
化 症 候 群：1 日 1～
1.5 mg/kgを持続点
滴静注する．
関 節 症 性 乾 癬：1日
量 5 mg/kgを2 回に
分けて経口投与 ．効
果がみられた場合は1
カ月ごとに1日1 mg/
kg ずつ減量し，維持
量は 1日量 3 mg / kg
を標準とする

50 mgを1日3 回経
口投与

禁忌 妊婦または妊娠してい
る可能性のある女性 ，
本剤の成分に対し過
敏症の既往歴のある
患者 ，骨髄抑制のあ
る患者 ，慢性肝疾患
のある患者 ，腎障害
のある患者，授乳婦，
胸水 ，腹水等のある
患者 ，活動性結核の
患者

本剤の成分に対し過
敏症の既往歴のある
患者，シクロスポリン
またはボセンタン投与
中の患者，カリウム保
持性利尿剤投与中の
患者 ，投与中は生ワ
クチンを接種しないこ
と

本剤の成分に対し過
敏症の既往歴のある
患者
妊婦 ，妊娠している
可能性のある婦人ま
たは授乳中の婦人 ，
慢性肝疾患のある患
者，活動性結核の患
者

本剤の成分に対し過
敏症の既往歴のある
患者，タクロリムス（外
用剤を除く），ピタバス
タチン，ロスバスタチ
ン，ボセンタン，アリス
キレン，アスナプレビ
ル，バニプレビル，グ
ラゾプレビル，ペマフィ
ブラートを投与中の患
者 ，肝臓または腎臓
に障害のある患者で，
コルヒチンを服用中の
患者，投与中は生ワク
チンを接種しないこと

本剤に対し重篤な過
敏症の既往歴のある
患 者 ， 白 血 球 数
3,000/mm3 以下の
患者 ，妊婦または妊
娠している可能性の
ある婦人

（次ページへつづく）
※1  社会保険診療報酬支払基金で適応外使用算定認可
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一般名 メトトレキサート タクロリムス レフルノミド シクロスポリン ミゾリビン

注意すべき副
作用

ショック，アナフィラ
キシー，骨髄抑制，感
染症
結核 ，劇症肝炎 ，肝
不全 ，急性腎障害 ，
尿細管壊死 ，重症ネ
フロパチー，間質性肺
炎，肺線維症，胸水，
中毒性表皮壊死融解
症（Toxic Epidermal 
Necrolysis：TEN），
皮 膚 粘 膜 眼 症 候 群

（Stevens-Johnson
症 候 群）， 出 血性 腸
炎 ，壊死性腸炎 ，膵
炎，骨粗鬆症，脳症，
進行性多巣性白質脳
症（PML）

急性腎障害，ネフローゼ
症候群，心不全，不整
脈，心筋梗塞，狭心症，
心膜液貯留 ，心筋障
害 ，中枢神経系障害 ，
脳血管障害 ，血栓性
微小血管障害 ，イレウ
ス，皮膚粘膜眼症候群

（Stevens-Johnson症
候群），呼吸困難，急性
呼吸窮迫症候群 ，感
染症，進行性多巣性白
質脳症（PML），BKウ
イルス腎症，リンパ腫等
の悪性腫瘍，膵炎，糖
尿病および糖尿病の悪
化，高血糖，肝機能障
害，黄疸，間質性肺炎

アナフィラキシー，皮
膚 粘 膜 眼 症 候 群

（Stevens-Johnson
症候群），中毒性表
皮壊 死 融 解 症 ， 汎
血 球 減 少症 ， 肝 不
全，急性肝壊死，肝
炎，肝機能障害，黄
疸 ，感染症 ，結核 ，
間質性肺炎，膵炎

腎障害，肝障害，肝
不全 ，可逆性後白質
脳症症候群 ，高血圧
性脳症等の中枢神経
系障害，感染症，進
行性多巣性白質脳症

（PML），BKウイルス
腎症 ，急性膵炎，血
栓性微小血管障害 ，
溶血性貧血 ，血小板
減 少 ， 横 紋 筋 融 解
症，悪性腫瘍

骨髄機能抑制，感染
症，間質性肺炎，急
性腎不全，肝機能障
害，黄疸，消化管潰
瘍，消化管出血，消
化管穿孔，重篤な皮
膚障害，皮膚粘膜眼
症 候 群 （ S t e -
vens-Johnson 症
候群），膵炎 ，高血
糖，糖尿病

小児の使用 低出生体重児，新生児，
乳児を対象とした臨床
試験は実施していない

小児等に対する安全
性は確立していない

（使用経験がない）

18 歳 未 満の患者に
対する安全性は確立
していない

低出生体重児，新生児，
乳児を対象とした臨床
試験は実施していない

小児等に対する安全
性は確立していない

（使用経験が少ない）

妊娠中の使用 妊婦または妊娠してい
る可 能 性のある女 性
には投与しない
休薬後 1 月経 周期は
妊娠を避ける

有益性投与※3 妊婦または妊娠して
いる可能性のある女
性には投与しない

有益性投与※3 妊婦または妊娠して
いる可能性のある女
性には投与しない

授乳中の使用 投与中は授乳しないこ
とが望ましい

有益性投与※ 4 投与中は授乳しない
ことが望ましい

有益性投与※ 4 投与中は授乳しない
ことが望ましい

男性患者の妊
娠への影響

添付文書上あり※ 2 添付文書に記載はない
が，特段の配慮は不要

添付文書に記載はない
が，特段の配慮は不要

添付文書に記載はない
が，特段の配慮は不要

添付文書に記載はない
が，特段の配慮は不要

製 造 安 定 性
試 験 / 苛酷試
験結果

該当なし
参考：25 ～30 ℃ /44
～ 85% 相対湿度 / 遮
光～室内散 光 / 無 包
装 /30 日 ： 残 存 率
99.0 ～101.0%

30 ℃ /60% 相 対 湿
度 /PTP 包装 /24 カ
月：規格内での変化
あり
30 ℃ /75% 相 対 湿
度 / P T P 包 装 /3 カ
月：規格内での変化
あり
5 ℃ ⇔ 40 ℃ / P T P
包 装 ＋アルミ包 装
75%RH×2 サイクル

（2 カ月）：規格内で
の変化あり
室 温 / 常 湿 /1,000 
lx/PTP 包装 50 日：
規格内での変化あり

60 ℃ / 常 湿 / 無 包
装 /2 カ月：変化なし
40 ℃ /90% 相 対 湿
度 / 無包装 /3 カ月：
粒子が凝集，その他の
試験項目は変化なし
室 温 / 常 湿 / 無 包
装 /120 万 l x・h r：
変化なし

40 ℃ / 75% 相 対 湿
度 / 6 カ 月 / 金 属
キャップ付きガラス製
薬品瓶：変化なし
50 ℃ / 75% 相 対 湿
度 / 2 カ 月 / 金 属
キャップ付きガラス製
薬品瓶：変化なし
室 内 散 光（ 6 0 万
l x）/ 金属キャップ付
きガラス製 薬 品 瓶：
変化なし

40 ℃ / 常湿 /3 カ月/
無包装（遮光気密容
器）：変化なし
30 ℃ /75% 相 対 湿
度 / 3 カ月 / 無 包 装

（遮光，開放）：1カ月
後水分増加 ，硬度低
下，2カ月後外観変化

（微黄緑色に変色）
室温 / 常湿 /3,000 lx

（総 照 射 量 最 大120
万 l x・hr）/ 無 包 装

（気密容器）：変化なし
40 ℃ /75% 相 対 湿
度 / 2 カ月 / 無 包 装

（遮光，開放）：2 週
後水分増加，硬度低
下と外観変化 ，2 カ
月後主薬の含量低下

※2  添付文書上は投与中および投与中止後3カ月間は配偶者の妊娠を避けるよう注意されているが，児の奇形発生リスクの上昇の報告はない
ため，治療に不可欠な場合継続は可能 1，2）

※3  治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与
※4  添付文書上は授乳しないことが望ましいとされているが，乳汁中へ移行する薬物量は非常に少ないと考えられ，授乳は可能 2）

参考文献　 1）「関節リウマチ診療ガイドライン 2020」（一般社団法人 日本リウマチ学会/編），診断と治療社，2021  
2） 「全身性エリテマトーデス（SLE），関節リウマチ（RA），若年性特発性関節炎（JIA）や炎症性腸疾患（IBD）罹患女性患者の妊

娠，出産を考えた治療指針」（厚生労働科学研究費補助金 難治性疾患等政策研究事業「関節リウマチ（RA），若年性特発性関節
炎（JIA）や炎症性腸疾患（IBD）罹患女性患者の妊娠，出産を考えた治療指針の作成」研究班），2018

（前ページからのつづき）
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csDMARDs（従来型合成抗リウマチ薬）

一般名 サラゾスルファピリジン ブシラミン イグラチモド D- ペニシラミン 金チオリンゴ酸ナトリウム

先行商品名 アザルフィジン®EN リマチル® ケアラム® メタルカプターゼ® シオゾール®

ジェネリック/
BS の有無

有 有 有 無 無

適応 / 適応外
使用算定認可
疾患

RA RA RA RA RA

用法・用量 1日投与量 1 gを朝食お
よび夕食 後 の 2 回に分
割経口投与

100 mg を1日 3
回食後に経口投
与．なお，患者の
年齢 ，症状 ，忍
容性 ，本剤に対
する反 応 等 に応
じ，また，効果の
得られた後には1
日量 100 ～ 300 
mg の範囲で投与
する．1日最大用
量 は 300 mg と
する

1 回 25 m g を 1
日1 回 朝 食 後 に
4 週 間 以 上 経口
投与し， それ以
降 ，1 回 25 mg
を1日2 回（朝食
後 ，夕食後）に
増量する

1回 100 mgを1日1～
3 回 ，食間空腹時に経
口投与．
患者の年齢，体重 ，症
状 ，忍容性 ，本剤に対
する反応等に応じて適
宜増減するが，一般的
には初 期 量を1日100 
mgとし，増量するとき
は 4 週間以上の間隔を
おいて 100 mg ずつ漸
増する．維持量は効果
が得られる最低用量に
調節する．また，投与を
再開するときは，低用量
から開始すること
なお，1日300 mg では
効果不十分で増量によ
り有効性が期待される
場合には ，患者の状態
を十分に観察しつつ1日
600 mg まで増量するこ
ともできる．ただし，効
果が得られた後は減量
して有効最少量で維持
する

下記の方法により，10 
mg から増量，毎週もし
くは隔週に 1 回筋肉内
注射するが，この間に効
果発現をみた場合には
適当な最低維持量の投
与を継続する
徐々に増量する方式：
第 1～ 4 週 1回 10 mg
第 5 ～ 8 週 1回 25 mg
第 9 ～ 1 2 週 1 回 5 0 
mg
第 13 週 以 降 1 回 50 
mg，場合によっては100 
mg
比較的急速に増量する
方式：
初期量 1回 10 mg
2 週間目 1回 25 mg
3 週 間 目 以 降 1 回 50 
mg，場合によっては100 
mg

禁忌 サルファ剤またはサリチ
ル酸製剤に対し過敏症
の既 往 歴 のある患 者 ，
新生児，低出生体重児

血 液 障 害のある
患 者 および骨 髄
機能が低下してい
る患者 ，腎障害
のある患者，本剤
の成 分 に対し過
敏症の既往歴の
ある患者 ，手術
直後の患者 ，全
身状 態の悪 化し
ている患者

妊婦または妊娠し
ている可 能 性 の
ある女性 ，重篤
な肝 障 害 のある
患者 ，消化性潰
瘍のある患者，本
剤の成 分に対し
過敏症の既往歴
のある患者，ワル
ファリンを投与中
の患者

金製剤が投与されてい
る患者 ，血液障害のあ
る患者および骨髄機能
の低下している患者，腎
機能障害のある患者 ，
SLE の患者，成長期の
小児で結合組織の代謝
障害のある児 ，妊婦ま
たは妊娠している可能性
のある女性

腎障害，肝障害，血液
障害，心不全，潰瘍性
大腸炎のある患者およ
び放射線療法後間もな
い患者 ，金製剤による
重篤な副作用の既往の
ある患者 ，キレート剤

（D- ペニシラミン）を投
与中の患者，妊婦または
妊娠している可能性のあ
る婦人および授乳婦

（次ページへつづく）
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一般名 サラゾスルファピリジン ブシラミン イグラチモド D- ペニシラミン 金チオリンゴ酸ナトリウム

注意すべき副
作用

再生不良性貧血 ，汎血球
減少症，無顆粒球症，血小
板減少 ，貧血〔溶血性貧
血，巨赤芽球性貧血（葉酸
欠乏）等〕，播種性血管内
凝固症候群（DIC），中毒
性表皮壊死融解症（Toxic 
Epidermal Necrolysis：
TEN）（頻度不明），皮膚
粘 膜 眼 症 候 群（Ste-
vens-Johnson症候群），
紅皮症型薬疹 ，過敏症症
候群 ，伝染性単核球症様
症状，間質性肺炎，薬剤性
肺炎，PIE症候群，線維性
肺胞炎，急性腎障害，ネフ
ローゼ症候群，間質性腎炎，
消化性潰瘍（出血，穿孔を
伴うことがある），S状結腸穿
孔，脳症，無菌性髄膜（脳）
炎，心膜炎，胸膜炎，SLE
様症状 ，劇症肝炎 ，肝炎 ，
肝機能障害，黄疸，ショック，
アナフィラキシー

再生不良性貧血 ，
赤芽球癆，汎血球
減少，無顆粒球症，
血小板減少，過敏
性血管炎，間質性
肺炎，好酸球性肺
炎，肺線維症，胸
膜炎，急性腎障害，
ネフローゼ症候群

（膜性腎症等），肝
機能障害 ，黄疸 ，
皮膚粘膜眼症候
群（S t e v e n s - 
Johnson 症候群）

（頻度不明），中毒性
表皮壊死融解症

（Toxic Epidermal 
Necrolysis：TEN） 

（頻度不明），天疱
瘡様症状 ，紅皮症
型薬疹 ，重症筋無
力症，筋力低下，多
発性筋炎 ，ショック，
アナフィラキシー

肝機能障害 ，黄
疸 ，汎血球減少
症，無顆粒球症，
白血球減少 ，消
化性潰瘍 ，間質
性肺炎，感染症

白血球減少症，無顆粒球
症，顆粒球減少症，好酸
球増多症 ，血小板減少
症，再生不良性貧血，貧
血（低色素性貧血，溶血
性貧血等），汎血球減少
症，血栓性血小板減少性
紫斑病（モスコビッチ症候
群），ネフローゼ症候群（膜
性腎症等），肺胞炎，間質
性肺炎・PIE（好酸球性
肺浸潤）症候群，閉塞性
細気管支炎 ，グッドパス
チュア症候群，味覚脱失，
視神経炎，SLE様症状），
天疱瘡様症状，重症筋無
力症 ，神経炎 ，ギランバ
レー症候群を含む多発性
神経炎，多発性筋炎，筋
不全麻痺 ，血栓性静脈
炎，アレルギー性血管炎，
多発性血管炎 ，胆汁うっ
滞性肝炎

ショック，アナフィラキ
シー様症状 ，剥脱性皮
膚 炎 ， S t e v e n s - 
Johnson 症候群，再生
不良性貧血 ，血小板減
少，白血球減少，無顆
粒球症，赤芽球癆，ネ
フローゼ症候群 ，間質
性肺炎，肺線維症，好
酸 球 性 肺 炎 ， 気 管 支
炎 ，気管支喘息発作の
増悪，大腸炎（ときに劇
症），角膜潰瘍，網膜出
血，脳症，末梢性神経
障害，ミオキミア

小児の使用 新生児 ，低出生体重児
には投与しないこと
小児に対する安全性は
確立していない（使用経
験がない）

小児 に対 する安
全 性 は確 立して
いない（使用経験
が少ない）

小児等を対 象と
した臨床 試 験は
実施していない

小児等を対象とした臨床
試験は実施していない

小児に対する安全性は
確立していない
低出生体重児 ，新生児
に使用する場合には十
分注意すること

妊娠中の使用 有益性投与※1 有益性投与※3 妊婦または妊娠して
いる可能性のある女
性には投与しない

妊婦または妊娠している
可能性のある女性には
投与しない

妊婦または妊娠している
可能性のある女性には
投与しない

授乳中の使用 有益性投与※ 2 有益性投与※ 4 有益性投与※3 投与中は授乳しないこ
とが望ましい

投与中は授乳しないこ
とが望ましい

男性患者の妊
娠への影響

添付文書に記載はないが，特段の配慮は不要

製造安定性試
験 / 苛酷試験
結果

室 温 / 常 湿 / 窓 際 自 然
光 下 / P T P 包 装 /6 カ
月：変化なし
250 mg；30 ℃ /75%
相対湿度 /6 カ月 / 無包
装：変化なし
500 mg；30 ℃ /75% 相
対 湿 度 / 3 カ月 / 無 包
装：含量3.6％上昇，硬
度 17.5→ 5.2 kgに低下
250 mg；室 温 / 常 湿 / 
1,000 lx（総照射量120
万 l x･h r）/ 気密容器：
変化なし 
500 mg；室 温 / 常 湿 / 
1,000 lx（総照射量 432
万 lx･hr）：変化なし

40 ℃ /75% 相対
湿 度 /6 カ月 / 無
包装：変化なし
25 ℃ /75% 相対
湿度 /700 lx（総
照 射 量 6 0 万
l x ･ h r） / 無 包
装：変化なし

温度 ，湿度 ，光
による変化なし

PTP 包装では温度，湿
度，光による変化なし
40 ℃ / 常湿 /6 カ月/ 密
封：規格内
4 0 ℃ / 8 0 % 相 対 湿
度 /6 カ月無包装：外観
上黄変 ，10 ～20% 定
量値の低下

褐色ガラスアンプルおよ
び紙箱での保管であれ
ば温度，湿度，光によ
る変化なし

※1  添付文書上は妊婦または妊娠している可能性のある婦人には投与しないことが望ましいとされているが，これまでの様々な報告により妊
娠中の使用は安全とされている 1）．

※2  児に血性下痢の報告があり，添付文書上は授乳しないことが望ましいとされているが，頻度は高くないため注意しながらの授乳は可能 1）．
※3  治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与
※4  授乳中の婦人への使用経験がない
参考文献　1） 「全身性エリテマトーデス（SLE），関節リウマチ（RA），若年性特発性関節炎（JIA）や炎症性腸疾患（IBD）罹患女性患者の妊

娠，出産を考えた治療指針」（厚生労働科学研究費補助金 難治性疾患等政策研究事業「関節リウマチ（RA），若年性特発性関節
炎（JIA）や炎症性腸疾患（IBD）罹患女性患者の妊娠，出産を考えた治療指針の作成」研究班），2018

（前ページからのつづき）
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bDMARDs （生物学的製剤）

種類 TNF阻害薬

一般名 エタネルセプト アダリムマブ インフリキシマブ ゴリムマブ セルトリズマブ ペゴル

先行商品名 エンブレル® 皮下注 ヒュミラ® 皮下注 レミケード® 点滴静注 シンポニー® 皮下注 シムジア® 皮下注
ジェネリック/
BS の有無

有：3 種類
BS の種 類 で適 応 疾
患が異なる

有：3 種類
BS の種 類 で適 応 疾
患が異なる

有：5 種類
先行品とBSで適応疾
患が異なる

無 無

適応 / 適応外
使用算定認可
疾患

多関節に活動性を有
するJIA，RA

多関節に活動性を有す
るJIA，RA，関節症性
乾癬，強直性脊椎炎

R A，関節症性乾癬 ，
強直性脊椎炎

RA RA，関節症性乾癬

用法・用量 多関節に活動性を有
する JIA：0. 2 ～ 0.4 
mg/kg，週に 2 回

多関節に活動性を有
する JIA ： 15 ～ 30 
kg：20 mg
30 kg 以上：40 mg，
2 週に1回

RA：3 mg/kg
0，2，6 週，以後 8 週
ごと（投与量の増量や
投与間隔の短縮が可
能であり，添付文書を
参照のこと）
なお，メトトレキサート
製剤による治療に併用
して用いること
関節症性乾癬：5 mg/kg
0，2，6 週，以後 8 週
ごと（R A 同様に投与
量の増量や投与間隔
の短縮が可能である）
強直性脊椎炎：5 mg/kg
0，2，6 週，以後 6 ～
8 週ごと

メトトレキサートを併
用する場合 ，50 mg
を 4 週に1回（患者の
状態に応じて1回 100 
mgを使用できる）
メトトレキサートを併
用しない場合 ，100 
mgを 4 週ごと

RA：1回 400 mg
0，2，4 週，以後 1回
200 mgを2 週ごと
関 節 症 性 乾 癬：1 回
40 0 m g を 2 週 ごと

（状態安定後には 1 回
200 mg を 2 週 ごと，
または 1回 400 mgを
4 週ごと）

禁忌 敗 血 症の患者または
そのリスクを有する患
者 ，重篤な感染症の
患者 ，活動性結核の
患者 ，本剤の成分に
対し過敏症の既往歴
のある患者 ，脱髄疾
患およびその既 往 歴
のある患者，うっ血性
心不全の患者

重篤な感染症の患者，
活動 性 結 核の患者 ，
本剤の成分に対し過
敏症の既往歴のある
患者 ，脱髄疾患およ
びその既往歴のある患
者，うっ血性心不全の
患者

重篤な感染症の患者，
活 動 性 結 核の患 者 ，
本剤の成分またはマウ
ス由来 の蛋白質に対
する過 敏 症の既 往 歴
のある患者，脱髄疾患
およびその既往歴のあ
る患者，うっ血性心不
全の患者

重篤な感染症の患者，
活動 性 結 核の患者 ，
本剤の成分に対し過
敏症の既往歴のある
患者 ，脱髄疾患およ
びその既往歴のある患
者，うっ血性心不全の
患者

重篤な感染症の患者 ，
活 動 性 結 核 の患 者 ，
本剤の成分に対し過敏
症 の既 往 歴 のある患
者，脱髄疾患およびそ
の既往歴のある患者 ，
うっ血性心不全の患者

注意すべき副
作用

重篤な感染症，結核，
重 篤 なアレルギー反
応，重篤な血液障害，
脱髄疾患 ，間質性肺
炎 ，ループス様症候
群 ，肝機能障害 ，中
毒 性 表 皮 壊 死 融 解
症，注射部位反応

重篤な感染症，結核，
重 篤 なアレルギー反
応，重篤な血液障害，
脱髄疾患 ，間質性肺
炎 ，ループス様症候
群 ，肝機能障害 ，注
射部位反応

感染症 ，結核 ，重篤
な i n f u s ion r eac-
t ion，脱髄疾患 ，間
質性肺炎 ，肝機能障
害 ，遅発性過敏症 ，
抗 d sDNA 抗体の陽
性化を伴うループス様
症候群 ，重篤な血液
障害，横紋筋融解症

敗血症性ショック，敗
血症 ，肺炎等の重篤
な感染症 ，間質性肺
炎，結核，脱髄疾患，
重 篤 な 血 液 障 害 ，
うっ血性心不全 ，重
篤なアレルギー反応 ，
ループス様 症 候 群 ，
注射部位反応

重篤な感染症，結核，
重篤なアレルギー反応，
脱髄疾患 ，重篤な血
液障害 ，抗 d sDNA
抗体 の陽 性 化を伴う
ループス様症候群，間
質性肺炎 ，注射部位
反応

小児の使用 4 歳 未満の幼児等を
対 象とした臨床 試 験
は実施していない

4 歳 未満の幼児等を
対 象とした臨床 試 験
は実施していない

クローン病および潰瘍
性 大 腸炎と川崎 病の
急性 期以外の小児等
を対象とした臨床試験
は実施していない

小児等に対する臨床
試験は実施していない

小児等を対象とした国
内臨床試験は実施して
いない

妊娠中の使用 有益性投与※：出生児への生ワクチン接種時などには感染に注意 有益性投与※

授乳中の使用 有益性投与※

男性患者の妊
娠への影響

添付文書に記載はないが，特段の配慮は不要

製造安定性試
験 / 苛酷試験
結果

バイアル：40 ℃ / 暗
所 / 未包装：6 週まで
規格内
シリンジ：25 ℃ /60%
相対湿度 /3 カ月：規
格内

シリンジ：25 ℃ /60%
相対 湿度 /6 カ月：含
有成分の減少を確認

点滴静注用であり省略 シリンジ：35 ℃ /3 カ
月：規格内

シリンジ：5 ℃ および
30 ℃を数日ごとに3 回
の温 度サイクル：変化
なし

※治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与
参考文献　 「関節リウマチ診療ガイドライン2020」，診断と治療社，2020
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bDMARDs（生物学的製剤）

種類 IL-6阻害薬 T細胞選択的共刺激調節薬

一般名 トシリズマブ サリルマブ アバタセプト

先行商品名 アクテムラ® 点 滴 静
注

アクテムラ® 皮下注 ケブザラ® 皮下注 オレンシア® 点 滴 静
注

オレンシア® 皮下注

ジェネリック/
BS の有無

無

適 応 / 適 応外
使用算定認可
疾患

全身型 JIA，多関節
に活 動 性 を有 する
JIA，成人スチル病，
RA

RA RA 多関節に活動性を有
するJIA，RA

RA

用法・用量 全身型 JIA：8 mg /
kg，2 週に1回（症状
により1 週 間まで短
縮可能）
多関節に活動性を有
するJIA：8 mg/kg，
4 週に1回

162 mg，2 週に1回
（症状により1 週間ま
で短縮可能）

1 回 200 mg を 2 週
間隔
患者の状 態により1
回 150 mg に減量す
ること 

多関節に活動性を有
するJIA：10 mg/kg
75 ～100 k g：750 
mg
100 kg 以上：1 g
0，2，4 週 ，以後 4
週ごと

投与初日に負荷投与
としてアバタセプト点
滴静注用製剤の点滴
静注を行った後，同日
中に 125 mg の皮 下
注射を行い，その後
125 mg を 週 1 回 皮
下注射する
125 mg の 週 1 回 皮
下注射から開始するこ
ともできる

禁忌 活動性結核の患者 ，
本剤の成分に対し過
敏症の既往歴のある
患者，重篤な感染症
を合併している患者

同左 重篤な感染症を合併
している患者 ，活動
性結核の患者，本剤
の成分に対する過敏
症の既往歴のある患
者

本剤の成分に対し過
敏症の既往歴のある
患者，重篤な感染症
の患者

同左

注意すべき副
作用

ア ナ フィ ラ キ シ ー
ショック，感染症，間
質 性 肺炎 ， 腸 管 穿
孔，血球減少，心不
全，肝機能障害 

左記に加えて注射部
位反応

感 染 症 ， 無顆 粒 球
症，血球減少，腸管
穿孔，ショック，アナ
フィラキシー，間質性
肺炎，肝機能障害 

重篤な感染症，重篤
な過敏症，間質性肺
炎

左記に加えて注射部
位反応

小児の使用 乳児等を対象とした
臨床試験は実施して
いない

小児等を対象とした
臨床試験は実施して
いない

小児を対象とした臨
床試験は実施してい
ない

5 歳未満の幼児等に
投与した国内臨床試
験成績は得られてい
ない

小児等を対象とした国
内臨床試験は実施し
ていない

妊娠中の使用 有益性投与※

授乳中の使用 有益性投与※

男性患者の妊
娠への影響

添付文書に記載はないが，特段の配慮は不要

製造安定性試
験 / 苛酷試験
結果

点滴静注用であり省
略

シリンジ：25 ℃ /6カ
月：規格内，40 ℃ /3
カ月：規格外

シリンジ：純 度 の減
少，分子変化体の増
加等の変化が認めら
れた

点滴静注用であり省
略

シリンジ：30 ℃ /75%
相 対 湿 度 / 暗 所：1
週 間 で 規 格 内 ，
40 ℃ / 75% 相 対 湿
度 / 暗所：1日で規格
外

※治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与
参考文献　 「関節リウマチ診療ガイドライン2020」，診断と治療社，2020
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bDMARDs（生物学的製剤）

種類 IL-1阻害薬 IL-17阻害薬

一般名 カナキヌマブ セクキヌマブ イキセキズマブ ブロダルマブ

先行商品名 イラリス® 皮下注 コセンティクス® 皮下注 トルツ® 皮下注 ルミセフ® 皮下注

ジェネリック/ 
BS の有無

無

適応 / 適応外使用
算定認可疾患

全身型 JIA（トシリズマブ
が無効 例 ，不 耐例の場
合）

関節症性乾癬 ，強直性脊
椎炎 ，X 線基準を満たさ
ない体軸性脊椎関節炎

関節症性乾癬 ，強直性脊
椎炎 ，X 線基準を満たさ
ない体軸性脊椎関節炎

関節症性乾癬 ，強直性
脊椎炎，X 線基準を満た
さない体軸性脊椎関節炎

用法・用量 4 m g / k g（最 大 3 0 0 
mg），4 週に1回

50 kg 未満：75 mg
50 kg 以上：150 mg（状
態に応じて 300 mg を投
与可能）
0，1，2，3，4 週，以後
4 週ごと

関 節 症 性 乾 癬：初 回 に
160 mg，2 週 後 から12
週後までは 80 mg を2 週
ごと，以降は 80 mg を 4
週ごと
強直性脊椎炎 ，X 線基準
を満たさない体軸性脊椎
関 節炎：80 mg を 4 週ご
と 

210 mg
0，1，2 週，以後 2 週ご
と

禁忌 重篤な感染症の患者，活動性結核の患者，本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

注意すべき副作用 重篤な感染症，好中球減
少，注射部位反応

重篤な感染症 ，過敏性反
応 ，好中球減少 ，炎症性
腸疾患 ，紅皮症，注射部
位反応

重篤な感染症 ，重篤な過
敏反応 ，好中球減少，炎
症 性 腸 疾 患 ， 間 質 性 肺
炎，注射部位反応

重篤な感染症，好中球数
減少，重篤な過敏症，注
射部位反応

小児の使用 2 歳未満の幼児等に対する
安全性および有効性を検
討することを目的とした臨
床試験は実施していない

6 歳未満の幼児等を対象
とした臨床試験は実施して
いない

小児等を対 象とした臨床
試験は実施していない

小児等を対象とした臨床
試験は実施していない

妊娠中の使用 有益性投与※

授乳中の使用 有益性投与※

男性患者の妊娠へ
の影響

添付文書に記載はないが，特段の配慮は不要

製造安定性試験 /
苛酷試験結果

バイアル：25 ℃ /60% 相
対湿度 /6カ月：規格外

ペン：25 ℃ /60% 相対湿
度 /6カ月：規格外

シリンジ：30 ℃ /75% 相
対湿度 /2 週間：規格内

シリンジ：40 ℃ /0.5カ月
までは規格内 ，1カ月以
降で規格外

※治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与
参考文献　 「関節リウマチ診療ガイドライン2020」，診断と治療社，2020
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bDMARDs（生物学的製剤）

種類 IL-12/23阻害薬 IL-23阻害薬

一般名 ウステキヌマブ グセルクマブ リサンキズマブ

先行商品名 ステラーラ® 皮下注 トレムフィア® 皮下注 スキリージ® 皮下注

ジェネリック/ 
BS の有無

無

適応 / 適応外使用
算定認可疾患

関節症性乾癬

用法・用量 45 mg
0，4 週，以後 12 週ごと

（効果不十分な場合には1回 90 mg
を投与することができる）

100 mg
0，4 週，以後 8 週ごと

150 mg
0，4 週，以後 12 週ごと（患者の状
態に応じて1回 75 mgを投与するこ
とができる）

禁忌 重篤な感染症の患者，活動性結核の患者，本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

注意すべき副作用 アナフィラキシー ，重篤な感染症 ，
結核，間質性肺炎，注射部位反応

重篤な感染症，重篤な過敏症，注
射部位反応

重篤な感染症，重篤な過敏症，注
射部位反応

小児の使用 小児等を対象とした臨床試験は実
施していない

小児等を対象とした国内臨床試験
は実施していない

小児等を対象とした国内臨床試験
は実施していない

妊娠中の使用 有益性投与※

授乳中の使用 有益性投与※

男性患者の妊娠へ
の影響

添付文書に記載はないが，特段の配慮は不要

製造安定性試験 /
苛酷試験結果

バイアル：40 ℃ /75% 相対湿度 /3
か月：3カ月時点で規格外

シリンジ：2 ℃～ 8 ℃ /24 カ月：変
化なし

シリンジおよびペン：40 ℃ /75% 相
対湿度 /6カ月：1カ月で規格外

※治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与
参考文献　 「関節リウマチ診療ガイドライン2020」，診断と治療社，2020
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tsDMARDs（分子標的合成抗リウマチ薬）

一般名 トファシチニブ バリシチニブ ペフィシチニブ ウパダシチニブ フィルゴチニブ

先行商品名 ゼルヤンツ® オルミエント® スマイラフ® リンヴォック® ジセレカ®

ジェネリック/
BS の有無

無

適応/適応外使
用算定認可疾患

RA RA RA R A，関節症性乾癬，
X 線基準を満たさな
い体 軸 性 脊 椎 関 節
炎，強直性脊椎炎

RA

用法・用量 1回 5 mgを1日2 回 4 mgを1日1回．治
療効果が認められた
際には，2 mgを1日
1 回投与への減量を
検討する

150 mgを1日1回 RA：15 mg を1日1
回．なお，患者の状
態に応じて7.5 mgを
1日1回投与すること
ができる
関節症性乾癬，X 線
基準を満たさない体
軸性脊椎関節炎，強
直性脊椎炎：15 mg
を1日1回

200 mg を1日 1 回 ．
なお，患者の状態に応
じて100 mgを1日1回
投与することができる

禁忌 本剤の成分に対し過敏
症の既往歴のある患者，
重篤な感染症（敗血症
等）の患者 ，活動性結
核の患者，重度の肝機
能障害を有する患者 ，
好中球数が500/mm3

未満の患者，リンパ球数
が500/mm3 未満の患
者，ヘモグロビン値が8 
g/dL未満の患者 ，妊
婦または妊娠している可
能性のある女性

本剤の成分に対し過
敏症の既往歴のある
患者 ，活動性結核の
患 者 ， 好 中 球 数 が
500/mm3 未 満の患
者，妊婦または妊娠し
ている可能性のある女
性，重篤な感染症（敗
血症等）の患者 ，重
度の腎機能障害を有
する患者，リンパ球数
が500/mm3 未満の患
者，ヘモグロビン値が
8 g/dL 未満の患者

重篤な感染症（敗血症
等）の患者 ，活動性結
核の患者，重度の肝機
能障害を有する患者 ，
好中球数が500/mm3

未満の患者，リンパ球数
が500/mm3 未満の患
者，ヘモグロビン値が8 
g/dL未満の患者 ，本
剤の成分に対し過敏症
の既往歴のある患者 ，
妊婦または妊娠している
可能性のある女性

本剤の成分に対し過敏
症の既往歴のある患者，
重篤な感染症（敗血症
等）の患者 ，活動性結
核の患者，重度の肝機
能障害を有する患者 ，
好 中 球 数 が 1,000/
mm3 未満の患者，リン
パ球数が500/mm3 未
満の患者，ヘモグロビン
値が8 g/dL未満の患
者，妊婦または妊娠して
いる可能性のある女性

本剤の成分に対し過敏
症の既往歴のある患者 ，
重篤な感染症（敗血症
等）の患者，活動性結核
の患者 ，末期腎不全患
者，重度の肝機能障害を
有する患者，好中球数が
1,000/mm3未満の患者，
リンパ球数が500/mm3

未満の患者 ，ヘモグロビ
ン値が8 g/dL未満の患
者，妊婦または妊娠してい
る可能性のある女性

注意すべき副
作用

肺炎や結核等の感染
症，帯状疱疹，好中球
数減少，リンパ球数減
少 ，ヘモグロビン値減
少，肝機能障害，B型
肝炎ウイルスの再活性
化，消化管穿孔，間質
性肺疾患 ，静脈血栓
塞栓症，悪性腫瘍，心
血管系事象 ，横紋筋
融解症，ミオパチー

肺炎や結核等の感染
症，帯状疱疹，好中球
数減少，リンパ球数減
少 ，ヘモグロビン値減
少，肝機能障害，B型
肝炎ウイルスの再活性
化 ，静脈血栓塞栓症 ，
間質性肺炎 ，消化管
穿孔，悪性腫瘍，脂質
代謝異常 ，心血管系
事象，ミオパチー

肺炎や結核等の感染
症，帯状疱疹，好中
球数減少 ，リンパ球
数減少 ，ヘモグロビ
ン値減少，消化管穿
孔 ，間質性肺炎，B
型肝炎ウイルスの再
活 性 化 ， 肝機 能 障
害，悪性腫瘍，心血
管系事象，横紋筋融
解症，ミオパチー

肺炎や結核等の感染
症，帯状疱疹，静脈血
栓塞栓症，消化管穿孔，
肝機能障害，間質性肺
炎，好中球数減少，リン
パ球数減少，ヘモグロビ
ン値減少，B型肝炎ウイ
ルスの再活性化 ，悪性
腫瘍 ，心血管系事象 ，
横紋筋融解症 ，ミオパ
チー，腎機能障害

肺炎や結核等の感染
症 ，帯状疱疹 ，静脈血
栓塞栓症，消化管穿孔，
肝機能障害 ，間質性肺
炎，好中球数減少，リン
パ球数減少，ヘモグロビ
ン値減少，B型肝炎ウイ
ルスの再活性化 ，悪性
腫瘍 ，心血管系事象 ，
横紋筋融解症 ，ミオパ
チー，低リン血症

小児の使用 小児等を対象とした
臨床試験は実施して
いない

小児等を対象とした
臨床試験は実施して
いない

小児等を対象とした
有効性および安全性
を指標とした臨床試
験は実施していない

小児等を対象とした
臨床試験は実施して
いない

小児等を対象とした臨
床試験は実施していな
い

妊娠中の使用 妊婦または妊娠している可能性のある女性には投与しない※

授乳中の使用 投与中は授乳しないことが望ましい

男性患者の妊
娠への影響

添付文書に記載はな
いが，特段の配慮は
不要

添付文書に記載はな
いが，特段の配慮は
不要

添付文書に記載はな
いが，特段の配慮は
不要

添付文書に記載はな
いが，特段の配慮は
不要

生殖可能な男性には，
投与による精子形成障
害に伴う妊孕性低下の
可能性について説明した
うえで，投与を開始する

製造安定性試
験 / 苛酷試験
結果

40 ℃ /75% 相 対 湿
度 6カ月：規格内

40 ℃ /75% 相 対 湿
度 6 カ月：規 格 内 ，
70 ℃ /75% 相 対 湿
度 21日：規格内

40 ℃ /75% 相 対 湿
度 6カ月：規格内

40 ℃ /75% 相 対 湿
度 6 カ月：規 格 内 ，
50 ℃ /75% 相 対 湿
度 15日：規格内

40 ℃ /75% 相対湿度
6カ月：規格内，60 ℃
4 週：規格内

※妊娠する可能性のある女性に投与する場合は，投与中および投与終了後少なくとも1月経周期は妊娠を避ける
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B 型肝炎・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38

C・D
CHAQ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
Childhood Health Assessment 

Questionnaire・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
CID・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
clinical inactive disease・・・・・・・・・・・・・・・・・25
clinical remission off medication・・・・25
COVID-19・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38
COX・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47
CR・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
CRM・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
csDMARDs・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52
DMARDs・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50

I・J
ID・　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
ILAR 分類基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
inactive disease・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
JADAS-27・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
Juvenile Arthritis Disease Activity 

Score・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25

M・N
MAS・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
modified Rankin Scale・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
mRS・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
MTX・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50
MTX の副作用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50
NSAIDs・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47
NSAIDs の副作用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47

T
T2T・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26

あ〜え
あすなろ会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80
アダリムマブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53
アバタセプト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53

移行期・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80
遺伝的要因・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
医療費助成制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75
運動療法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71
栄養障害・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62
栄養評価指標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62
栄養療法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63
疫学・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
エタネルセプト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53

か〜こ
画像検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
学校生活・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43
顎骨壊死・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46
カナキヌマブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53
環境要因・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
関節評価法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
感染症・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38
漢方薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・68
急性副腎不全・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
血液検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
結核・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38
健康食品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・68
高額療養費制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75
口腔ケア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
骨粗鬆症・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46,・65
こども医療費助成制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・75

さ〜そ
細菌性肺炎・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38
作業療法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71
サプリメント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・68
シクロオキシゲナーゼ・・・・・・・・・・・・・・・・・・47
自己炎症性疾患・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
自己注射・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55
自己免疫性疾患・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
脂質異常症・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67
自助具・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73
疾患活動性なし・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
疾患活動性の評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
疾患修飾性抗リウマチ薬・・・・・・・・・・・・・・・50
指定難病・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80
指定難病医療費助成制度・・・・・・・・・・・・・・・75
就学・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35
従来型合成抗リウマチ薬・・・・・・・・・・・・・・・52
就労・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35
就労支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・78
出産・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35
障害者医療費助成制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・75
障害者総合支援法・・・・・・・・・・・・・・・・・・77,・78
消化管障害・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47
症状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
小児慢性特定疾病対策・・・・・・75,・77,・80
小慢制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75
新型コロナウイルス感染症・・・・・・・・・・・・38
身体障害者手帳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77
身体的成長・発達・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32

水痘・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38
ステロイド離脱症候群・・・・・・・・・・・・・・・・・・49
精神的成長・発達・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
生物学的製剤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53
セクキヌマブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53
装具療法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71

た・ち・と
帯状疱疹・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38
タクロリムス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52
長期予後・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
治療による寛解・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
治療目標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
特別児童扶養手当・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77
トシリズマブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53

に
ニューモシスチス肺炎・・・・・・・・・・・・・・・・・・38
妊娠・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35

は・ひ・ふ
バイオシミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53
ビスホスホネート製剤・・・・・・・・・・・・・・・・・・46
ビタミン D・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65
肥満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65
病態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
福祉サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77
福祉用具・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73
副腎クリーゼ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
副腎皮質ステロイド・・・・・・・・・・・・・・・46,・48
副腎皮質ステロイドの副作用・・・・・・・・・48
フットケア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45
ぶどう膜炎・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
不明熱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
プレコンセプションケア・・・・・・・・・35,・39

ま・む
マクロファージ活性化症候群・・・・・・・・・28
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