
2A02 バイオ産業化の 視点からみた 生命倫理政策 

塚本荒 昭 ， 0 福島伸 享 ( 経 産省 ) 

「 ． 問 題 の 所 在 

平成 1 2 年 の い わ ゆ る r ミ レ ニ ア ム ・ プ ロ ジ ェ ク ト 」 の 開 始 を 契機 と し て 、 バ 

イ オ テ ク ノ ロ ジ 一 に 対 す る 政府 の 予 算 配分の 重   日 化 が 進 み 、 「 米 国 に 追 い っ け 、 追 

い越せ 」 と ば か り に バ イ オ テ ク ノ ロ ジ 一 に 関 す る 研究 が 進 め ら れ て い る 。 こ れ ら 

の 政府予算 は 、 当 然 こ れ ら の成果 が 近 い将来 に 革新的 な 医療や医薬品 の 開発 に 生 

か さ れ て 、 最 終 的 に 国 民 一 人一 人 に 恩恵が 行 き 渡 る こ と を 目 標 と し て い な け れ ば 

正 当 性 を 獲 得 し 得 な い も の で あ る 。 す な む ち   現在 は 大 学 や研究機 関 の 中 の 限 ら 

ね た コ ミ ュ ニ テ ィ の 中 で 行 わ れ て い る 研 究 は   や が て そ の 成 果 が 国 民 に 届 け ら れ 

る こ と と な る 段 階 で 、 一 人 一 人 の 暮 ら し や社会 と の 接 点 が 生 じ る こ と と な る の で 

あ る 。 そ の 新 た な 科 学技術 と 社会 と の 接点 と な る も の 、 社会 が 新 た な 科学技術 を 

ど こ ま で受 容す る の か と い う 価値基準 が 生命 倫理 で あ る 。 し た が っ て 、 と り わ け 

バ イ オ テ ク ノ ロ ジ 一 の 分 野 は 、 そ れ を 実用 化 し て 人 々 の 暮 ら し に 活用 し て い く た 

め に は 、 自 然科学 的 な研究 開 発 に加 え て 、 人文 ・ 社会学的 な観点か ら 社会 が 新 た 

な 科 学 技 術 を 受 容 し て い く た め の 価 値基 準 を 形 成 し て い く と い う 知 的 作 業 が な さ 

れ な け れ ば な ら な い 。 

以 下 に お い て は 、 生命 倫理 を こ の よ う な も の と と ら え た 上 で   最近 の 生命 倫理 

を め ぐ る 我 が 国 の 政府 の 動 き 、 私 の 所属 す る 経済産業省 の 政策課題 で も あ る 、 バ 

イ オ テ ク ノ ロ ジ 一 の 産 業 化 と い う 観 点 か ら み た 生命 倫 理 政 策 の 評 価 と 課題 に っ い   
2 . 生 命 倫 理 を め ぐ る 我 が 国 の 最近 の 動 き 

我が 国 に お い て 生命 倫理に 関す る 議論が行政 に おい て と り あ げ ら れた の は、 そ 

う 古 い こ と で は な い。 平成 9 年 の ク ロ ー ン 半 ド リ 一 の 誕 生 を 契機 と し て 、 ク ロ ー 

ン技術の 人 間 へ の 適用 に 関 す る 問題 が 生 じ 、 バ イ オ テ ク ノ ロ ジー と 人 間 社会 の 接 

点 は つ い て の 議論 が 政 治 レ ベル に お い て も 行 われ る よ う に な っ た の が 、 同 年 に 開 

催 さ れた デ ン バ ー ・ サ ミ ッ ト で あ っ た。 こ の よ う な 国 際政治 に お け る 議論 を 背 景 

と し て 、 平成 9 年 に 当 時 の 橋本総理 の 指 示 に よ り 、 旧 科学技術会議 に 生命 倫 理委 

員会 が設置 さ れ る こ と と な っ た。 そ の 生命 倫理委員会 で議論 さ れた の は 、 ① ク ロ ー 

ン 技術の 人 間 へ の 適 用 の 問 題 、 ② ヒ ト ゲ ノ ム 研 究 に と も な う 遺伝子 に よ る 差別 や 

個 人 の プ ラ イ バ ン 一 に 深刻 に 関 わ る 問 題 、 ③ ヒ ト E S 細胞研 究 な ど の ヒ ト 胚 を 扱 

う 研究に 関 す る 問 題 の 主 に 3   占 に つ い て で あ る 。 

こ れ ら の 議論 は 、 ま ず①の ク ロ ー ン の 問題 に つ い て は   平成 1 2 年 1 2 月 の 「 ク 

ロ ー ン 技術規制 法 」 の 公布 に よ っ て 実 を 結 び 、 ②の ヒ ト ゲ ノ ム 研 究 に つ い て は   

平成 1 2 年 6 月 (7) r ヒ ト ゲ ノ ム 研究 に 関 す る 基本原則 」 の 決 定 と い う 成 果 が 生 ま 
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ね 、 ③の ヒ ト E S 細胞研究に つい て は 、 平成 1 2 年 1 2 月 に 下部組織た る ヒ ト 胚 

研究小委員会 に お け る 議論は き と ま ら な かっ た も の の 、 今年の 9 月 に文部科学大 

臣 告示の 「 ヒ ト E S 細胞研究指針」 ( 後述の生命倫理専門調査会にお いて検討を 実 

施 ) と し て 実 を 結ぶ こ と と な っ た 。 

こ れ ら の 成果 は 、 我が 国 の 大 き な 方 向 性 を 示す も の で あ っ た が 、 さ ら に 細 かい 

行政的 な事項に つい て は、 ②の ヒ ト ゲ ノ ム研究 につい て は、 平成 1 3 年 4 月 に 平 

成文部科学者 、 厚生 労働省、 経済産業省 の 3 省共 同 で告示 さ れた 「 ヒ ト ゲ ノ ム   

遺伝子解析研究 に 関 す る 倫理指針」 の 作成 に よ っ て 具体化す る こ と と な る 。 さ ら 

に 、 平成 1 3 年 1 月 の 中央省庁再編 に よ っ て科学技術会議が 廃止 さ れ こ れに と も 

な い 生命倫理委員会 は消滅 し た が 、 そ の後 こ れ を 引 き 継 ぐ も の と し て新 た に 総合 

科学技術会議の 下 に 設置 さ れ た 生命 倫理専門調査会 に お いて 、 ①の ク ロ ー ン技術 

規制 法 に お い て 指針 に よ っ て 規制 す る こ と 定め ら れ て い る ヒ ト ク ロ ー ン 胚等 の 研 

究 に関する指針が 議論されており、 また、 ク ローン技術規制法の 国会審議や E S 

細胞指針の 議論等 を つ う じ て 生 じ た 、 ク ロ ー ン 胚や E S 細胞 の 元 と な る ヒ ト 胚 全 

体の 取扱 い に 関 す る 議論 が こ れ か ら な さ れ よ う と し て い る 。 

こ の よ う に 、 我 が 国 で は政府 の 予 算 の 重 点化 と そ れ に 伴 う 研究 の進 展 に 合 わせ 

て 、 そ れ ら の研究 を 行 う こ と に 伴 い 生 じ る 様 々 な 問題 に 対応す る た め の ルール と 

し て 、 各種 の 法令 や 指針等 が つ く ら れ て き た 。 

3 . バ イ オ テ ク ノ ロ ジ一 の 産 業 化 と 生 命倫理 の 接 点 

こ の よ う な 動 き に 対 し て 、 経 済 産 業省 は 、 た と は 1 3 年 2 月 の 第 2 回 総 合科学 

技術会議に お い て 平 沼 経 済 産 業 大 臣 が 「 ク ロ ー ン 技術等 生命 倫理 の 問題 は 総 合 科 

学技術会議が 重要 な 役割 を 担 う 。 生命 倫理専門 調査会 で は、 人文社会科学 、 自 然 

科学 の 英知 を 結 集 し て 、 縦割 り を排 し 、 権 威 あ る 実体 的 な機 関 と すべ き 。 」 と 発 言 

す る な ど 、 一 頁 し て積極 的 な 姿勢で 対応 し て き て い る 。 こ れ は、 ま さ に 1 . の r 問 

題 の 所在 」 で も 指摘 し た よ う に 、 新 た な 科学技 術 の 成果 が社会 に 受 け 入れ ら れ る 

た め に は 、 そ の よ う な 科 学技術 の 進 展 に 伴 う 法 的 、 社会 的 、 倫理 的 問題 を 同 時 に 

解決 し て い か な け れ ばな ら な い と い う 観点か ら の も の で あ る 。 すな む ち 、 い く ら 

多額 の 予算 を 投入 し て研究 開 発 を 進 め た と し て も 、 最終的 に そ れが製品 や商 品 と 

な っ た 段 階 ( 産 業 化 段 階 ) で 社会 に 受 け 入 れ ら れ な け れ ば 、 そ れ ら の 研 究 開 発 費 

は 全 く の 無駄 に な っ て し ま う の で あ り 、 こ れ ま で 原 子 力 な ど の 例 か ら 、 た と え 研 

免者や行政 な ど の 専 門 家集 団 が そ の 科学技術 が 社会 の た め に な る と 認識 し て 研 究 

や事 業 を 進 め て も 、 一般 国 民 の 側 に そ れ を 受 け 入 れ る た め の あ る ま と ま っ た 共 通 

認識 や社会 的 基盤 が な け れ ば 、 結 局 の と こ ろ 最 後 の 段 階 で行 き 詰 ま っ て し ま う と 

い う 実体験 を 踏 ま え た も の で あ る 。 

こ の よ う な こ と に 対応 す る た め に 、 し ば し ば パ ブ リ ッ ク ・ ア ク セ プ タ ン ス ( 社 

会 的 受 容性 ) 、 す な わ ち 専 門 家集 団 は 中 立 的 で 透 明 な 情報 を 一般 国 民 に 対 し て 提供 

し 、 国 民 自 身 が そ の 是 非 を 判 断 す る と い う こ と の 必 要性 が 主 張 さ れ る が 、 バ イ オ 

テ ク ノ ロ ジ ー の 場 合 は 、 そ れ ほ ど 単純 で は な い 。 ま た 、 し ば し ば 産業 の 側 か ら 主 

張 さ れ る よ う に 、 適切 な 情報 を提供 し て 消費者 を r 教育」 すれば商品 が 売れ る と 
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い う 類の も の で も ない。 た と え 国民に情報を 提供 した と して も 、 国民の側がそ の 

是非を判断す る た めの価値基準を 持っ こ と が困難であ る か ら であ る。 た と え ば ク 

ロ ー ン人間 の誕生 の場合 を考 え て も 、 一見誰が考 え て も やっ て はい け な い こ と の 

よ う に現在では思 われて い る が 、 た と え ば生ま れた直後に亡 く な っ た子供 と 全 く 

同 じ 造伝 子を持っ た子供を作 り たい と い う 両親の意思を 完全に否定で き る価値観 

や論理は果 た し て あ る の か。 子宮 に着床 さ せれば人間 と して生ま れて く る 可能性 

の あ る 受精卵 を破壊 して E S 細胞 を作 り 、 全 く の他人の生命 を救 う た め に移植用 

臓器 を作 る と い う こ と は 、 現に 生 き てい る 人の生命 を 救 う か ら と い う 理由 のみ で   

本 当 に 正 当 化 さ れ ぅ る の か。 ゲ ノ ム 医療の 時代 に な っ て 、 個人の遺伝情報 を提供 

す る と い う こ と に な っ た場合 に 、 そ の遺伝情報は 単に提供 した個人のみ な ら ず   

そ の血縁者ま での 情報 を含み ぅ る も の で あ る が 、 一人の個人の 判断でそ の よ う な 

も の を他人 に提供 し て よ い の か。 少 し考 え た だ け で、 従来の近代社会の 個人の 人 

権 や単な る 公共の福祉を 尊重す る 価値観だけ では、 是非 を判断で き ない問題が た 

く さ ん あ る こ と に 気 付 く 。 

さ ら に 、 こ の よ う な科学技術か ら 実用 化 さ れた 医療や医薬品 が 、 近代の資本主 

義社会 の 中 で 国 民 に提供 さ れ る 以 上 、 そ こ に は金銭 と い う 交換手段 を 通 じ て 流 通 

さ れ る こ と は否定の し ょ う が ない。 ま た 、 将来の利潤 の獲得 と い う イ ンセ ンテ ィ 

ブが存在する ため 、 研究開発が加速度的に 進む と い う こ と も事実であ る。 こ の よ 

う な 場合に 、 た と え ぱあ る 人 の 人体試料か ら 得 ら れた情報を元 に な さ れた研究 か 

ら なんで も 無条件 に特許を と っ て よ いのか、 と られた特許の 帰属は無条件に 特許 

権 者の も の と な り そ こ か ら利益が発生す る こ と には何の問題 も ないのか。 再生医 

療や抗体医薬の よ う な も のは、 人の生体資料を 使 う こ と が必要 と な る が、 人の体 

を あ る 意味で 「資源」 や 「材料」 と して利用す る こ と は許 さ れ る のか、 仮に許 さ 

れた と して も 元の 「資源」 や 「材料」 を有 して いた人の権 利 は どの よ う な も の が 

あ り 、 その権 利 は ど こ ま で及ぶのか。 そ う した 「資源」 や 「材料」 を起源 と す る 

商品の利益は 誰に 帰属す る の か。 結局は 、 富め る 者だけ が新た な科学技術の 恩恵 

を 受けて   富ま ざ る者は 「材料」 の提供者 と い う 、 「デジタル ・ デバイ ド」 な ら ぬ 

「バイ オ   デバイ ド」 が発生 し 、 別の意味での 「奴隷制」 の よ う な社会に な っ て 

し ま う の で は な い か ・ ・ ・ ， 等 々 。 

こ の よ う に 、 バイ オテ ク ノ ロ ジー は   研究の み を進 め て い る 段階では 、 研究 に 

協力 して く れた人の人権 を侵害 しない、 あ る いは科学的興味のみか ら ク ロ ー ン人 

間 を 作 り 出す よ う な こ と は し な い と い つ た あ る 意味 当 然の研究ルールを 定めれば 

問題は解決す る が 、 実際に研究開発の 結果産み出 さ れたモ ノ や技術が一般社会に 
流通す る と い う 段階に な っ た 場合に は、 それ を社会が利用す る に 当 た っ て はかな 

り の困難で深刻な 価値判断を迫 られ、 た と えそ う した価値判断がな さ れた場合で 

あ っ て も 、 こ れま での法制度や 社会的ルールでは 対応が 困難な様々 な 問題が存在 

す る の で あ り 、 こ れ ら が解決 し な い限 り 、 バイ オテ ク ノ ロ ジ一の研究の 成果は社 

会 に還元 さ れな いの で あ る 。 

し た が っ て 、 バイ オテ ク ノ ロ ジー が研究の段階か ら 産業化すな む ち一般社会 に 

流通する段階にな る ま でに 、 新た な科学技術を 社会が受け入れる 是非を判断す る 
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ための基準となるあ るまとまった 価値観なり価値基準を 形成しなければならな 
い。 こ の こ と こ そ が ま さ に 、 生命倫理について 国家 と して事業 を行 う 意義なの で 

あ る 。 さ ら に 、 そ の よ う な価値観や価値基準 を反映 し た法制度や社会ルール も あ 

わせて形成 して いかな ければな ら ないのであ る。 バイ オ先進国の米国は、 この よ 

う な国家と しての生命倫理事業の 重要性を十分に 認識 している ために、 E L S I 

( Ethical. ぬ ga け ndSocialISsue ) 研究に研究開発予算の 3 ～ 5 パーセ ン ト ( N I H 予算で 

は 8 1 2 0 0 万 ) を 投 じ て い る の で あ り 、 すで に我が 国が ま っ た く 太刀 打ち で き 

ないほ どに生命倫理研究や 法的、 社会的ルールに 関す る知的資産の 蓄積を行っ て 

い る の で あ る 。 

4 . 屋 正の 生命倫理 政策 を め ぐ る い く っ かの論 点 

こ の ょ う な観点か ら 、 最近の生命倫理政策 を眺めてみる と   科学技術会議生命 

倫理委員会が 設置 さ れて以降、 さ ま ざま な法令やガイ ド ラ イ ンが作成 さ れて き た 

が、 それ ら は予算が認め ら れ研究の実施の 必要性が発生 して は じめて ・ 研究者が 

社会的な批判を 浴び る リ ス ク を軽減する 目 的 も あ っ て、 その研究領域に 関連する 

「研究ガイ ドラ イ ン」 を次々 に作成 している と い う 状況にあ る のではないか。 し 

か も 、 それ ら は あ る も の は何列付 き の法律で定 め 、 あ る も の は大臣告示に よ る行 

政ガイ ド ラ イ ンで定 め 、 あ る も のは審議会報告に よ り 研究者等に 自 主的な対応を 

求め る と い う よ う に 対応がバ ラバ ラ であ り 、 こ の よ う な違いを生 じ さ せた合理的 

な理由 は見出 しがた い。 ま た、 それ らの法令やガイ ド ラ イ ンには、 「人の耳 厳 の 尊 

重 」 や 「人権 の尊重」 と い う 文言が記載されている が、 そ もそ も個々 の事例を前 

に した場合に、 その よ う な文言が具体的に 如何な る ものなのか、 どの よ う な視点、 

から物事を判断すればよいのか、 共有されるべき 価値基準が示されていない。 

こ の よ う な現状 と な っ て い る のは、 現在の我が 国の行政シス テ ム上に 問題があ 

る よ う であ る。 行政 は 、 何 ら かの問題が発生 し な い よ う に規制や予防 をする 技術 

についての専門性は あ る が 、 国民の間に新たな 価値を形成 して い く と い う プ ロ セ 

ス には全く 対応でき ない。 そ もそ も 、 生命倫理の問題は 国民の本質的な 価値選択 

に関わ る 問題であ る ため、 行政が中心 と な っ て役人の作文に よ り 解決でき る よ う 

な 問題ではない。 したがっ て、 現状の行政システムの 中で生命倫理の 問題に対応 

した場合、 なん らかの規制やガイ ドライ ンの原案を行政が 作成 し、 それを生命倫 

理 専門調査会のよ う な場において 審議し決定する と い う プロセス と な ら ざる を得 

ない。 しかし、 3 . に述べた生命倫理について 国家と して事業を行 う 意義を考え 

た 場合、 単に法令やガイ ドライ ンのよ う な ものを作る こ と が生命倫理に 関する問 

題に対応する 本質ではな く 、 価値形成のプロセス 自 体が問題なのであ る。 こ う し 

た こ と に対応する ためには、 総合科学技術会議を 単な る審議会ではな く 、 人文   

社会科学、 自然科学の英智を 結集し、 みずから調査 ・ 研究を行い、 生命倫理に関 

する価値基準やそれに 照 ら したあ るべき法制度や 社会ルールの 検討を主体的に 行 

う 実体的な機関 と する必要があ る。 また、 生命倫理に関する 詰論を国民的な もの 

と する ために、 「生命倫理基本法」 のよ う ものの策定作業を 開始し、 政治の場にお 

いて 生命倫理に関す る 問題 を議論する必要があ る。 
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