
����
ヒト受精胚由来��細胞であれ, ヒトクローン
胚由来��細胞であれ, ヒト��細胞 (ヒト胚性

幹細胞�����������������������：�����) の医
療 (再生医療・創薬研究・生殖医療) への応用に

は, 次の三大効用が想定される｡

効用１【再生医療】：｢難病患者 (パーキンソ

ン病患者や１型糖尿病患者, 筋萎縮側索硬化症

(���) 患者, 脊髄損傷患者, 熱傷患者等) の救済｣
効用２【創薬研究】：｢安全で安価な新薬開発｣

効用３【生殖医療】：｢配偶子 (精子や卵子)

のない絶対不妊患者の救済｣

ところが, ヒト受精胚由来ヒト��細胞から作
出される特定の機能性細胞やあらゆる人体組織,

臓器には, 他家����移植による免疫拒絶反応をど
うしても回避できない憾みが残る｡

では, 移植に伴う免疫拒絶反応を回避するため

には, どうすればよいのか｡ それには, 患者の体

細胞核の遺伝情報を持ったヒトクローン胚由来の

ヒト��細胞を使用する自家����移植の方法がベ
ストである｡ つまり, 自己の体細胞核を未受精の

除核卵に移植して作出したヒトクローン胚由来の

ヒト��細胞を使用すれば, 上記移植医療上の最
－��－

������������������������������������������������������������
児玉正幸＊����������������������������������������������������������―�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������＊��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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大の問題点を克服できる｡

免疫拒絶反応の回避につながるクローン技術

(体細胞核移植法 ��������������������������������������������������：����) の医療 (再生医

療・創薬研究・生殖医療) への応用による上記三

大効用が将来実現すれば, 患者の���の一段の
向上が予測される｡

そこで, 効用１【再生医療】についてクローン

技術規制法の指針の見直しを行っていた文科省作

業部会が����年６月, ｢人クローン胚の作成・利
用を行う研究の対象になる可能性がある｣ ��の疾
患群１を列挙した｡

効用２【創薬研究】については, 新エネルギー・

産業技術総合開発機構 (����) (����年６月設
置) が目下, ５年計画で安全で安価な新薬開発プ

ロジェクトを推進中で, 京都大学再生医科学研究

所と���法人幹細胞創薬研究所に研究が業務委
託されている｡ そこでは, 人クローン胚由来��
細胞 (����細胞) から新薬開発のためのモデル
細胞を作成して, 新薬開発の早い段階での前臨床

研究として, 薬の安全性や有効性を評価するので

ある｡ 例えば, モデル肝細胞を作成して薬物の代

謝毒性試験を行う｡ ｢アルツハイマー病やパーキ

ンソン病のような重篤な神経変性疾患｣ を持つモ

デル神経細胞や ｢心筋症のような心筋変性疾患及

び心筋梗塞のような心筋損傷疾患｣ を持つモデル

心筋細胞３ を作成して, 新薬の安全性や有効性を

評価する｡

効用３【生殖医療】については, 配偶子 (精子

や卵子) のない絶対不妊患者の救済を目的に, 人

クローン胚由来��細胞 (����細胞) から性腺幹
細胞に誘導後, 最終的に卵子や精子にまで分化さ

せてから患者に体外受精・胚移植 (������) し
て挙児を得る計画である｡

しかしながら, ヒト��細胞を使用した医療へ
のクローン技術 (体細胞核移植法) の応用は, 上

記三大効用を生み出すけれども, もうひとつの生

命倫理学上最大の問題点がネックになっていた｡

つまり, ヒト��細胞を樹立するには, 必ずヒト
受精胚同様, 人クローン胚から発育した胚盤胞����������を滅失して取り出した内部細胞塊�������������(以下���) を培養しなければならない｡
子宮に着床すればヒトとなる胚盤胞という ｢生命

の萌芽３｣ を犠牲にすることにより, 初めて, 身

体のあらゆる細胞 (体細胞と生殖細胞４) を作出

する ｢分化多能性 (多分化能)｣ ������������と無
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１ 中間報告書 ｢人クローン胚の研究目的の作成・利用のあり方について｣ (科学技術・学術審議会 人クローン胚研究利用
作業部会, 平成��年６月��日), ��－��頁｡��の疾患群以外にも, 例えば, 不可逆的な網膜機能障害も再生医療の対象となる｡ ����年には, ヒト��細胞から網膜前
駆細胞を高効率で分化誘導する方法が報告された｡��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

２ 人クローン胚由来��細胞 (����細胞) から新薬開発のためのモデル心筋細胞を作出する前段階の動物実験として, ヒト
に近いマカク属霊長類から樹立した ��細胞 (初のカニクイザル受精卵 ��細胞樹立は, ����������������������������(�)���������参照, 初のアカゲザル受精卵��細胞樹立は, ������������������������������(��)����������参照) 由来
のモデル心筋細胞作りが試みられていたが, 米オレゴン健康科学大学などの研究チーム (主任������������������) がアカ
ゲザル体細胞クローン胚由来の��細胞の樹立に世界で初めて成功との論文を����年��月��日付������に公表した｡����年６月��日, 京大再生医科学研究所と���法人の幹細胞創薬研究所は, カニクイザルの受精卵��細胞から心筋細胞
を効率よく作出する技術を共同開発して, ベンチャー企業のリプロセルに技術供与した, と発表した｡ ｢従来の新薬開発で
行われてきた動物実験を大幅に減らすことができ, 数年後には新薬開発のスタンダードになるのではないか｣ (中辻憲夫所
長談) �����年６月��日付読売新聞大阪朝刊�
ちなみに, マウス��細胞から心筋細胞へ分化誘導する効率を従来の１％程度から��～��倍に高めるタンパク質�������
を, 小室一成千葉大学教授 (循環器内科) らが発見｡ (��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)
理化学再生研究所発生・再生科学総合研究センターの笹井芳樹研究チームは, マウス��細胞から外胚葉へ分化誘導する遺
伝子�������を発見｡ (������������������������������������������������������������������������������������������������(�)��������)

３ ｢クローン技術規制法｣ および ｢ヒト��細胞の樹立及び使用に関する指針｣ (����年文部科学省告示第���号), ����年７
月内閣府総合科学技術会議生命倫理専門調査会 ｢最終報告書｣ 参照｡

４ ヒト��細胞から生殖細胞を分化誘導する研究報告は, 以下参照｡�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



限の ｢増殖能 (自己複製能)｣ ���������������を
維持したまま, 半永久的に培養可能な幹細胞���������, つまり, 特定の機能性細胞やあらゆ
る人体組織, 臓器になりうる ｢多能な ��細胞
(多能性胚性幹細胞５)｣ �����������������������������が樹立されるのである｡
本稿では, 福田前首相が����年暮れに国家的支
援体制を明言した本邦発の人工多能性幹細胞

(���細胞) 研究の現状と課題を分析整理するこ
とにより, ヒト��細胞樹立に関わる ｢医療技術

と生命倫理最大の問題点 (免疫拒絶反応と生命の

萌芽の破壊) との相克｣ の止揚の可能性について

考察する｡

�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������
ヒト受精胚��細胞および人クローン胚��細
胞を樹立する医療技術の抱える生命倫理学上の最

大の問題点 (免疫拒絶反応と生命の萌芽の破壊)

を切り抜ける方法がある｡ それが, 次に述べる体

細胞からクローン技術を使用せずに人工多能性幹

細胞 (���������������������������：���細胞)
を作出する方法である｡ つまり, 体細胞から直接,

特定の機能性細胞や人体組織, 臓器を, 究極は生

殖細胞までも分化誘導６する方法である｡

従来の生命倫理学上の最大の問題点を克服する

医療技術の開発研究が目下, 再生医療の最先端の

研究テーマである｡ その方法は, 従来の精子と卵

児玉：人工多能性幹細胞 (���細胞) 研究の現状と課題―従来のヒト ��細胞研究と生命倫理最大の問題点との相克の止揚の可能性を探る

－��－

５ ヒト��細胞があらゆる人体組織や臓器になりうる ｢多能�����������｣ であるのに対して, ヒト受精胚は子宮に戻せば個
体としてのヒトにもなるので, ｢分化全能性｣ を有する ｢全能の����������｣ 細胞である｡
多能性幹細胞を樹立する方法として, ｢体細胞核移植｣ や ｢細胞融合による体細胞核の初期化｣, ｢特定因子による体細胞
核の初期化｣ 以外にも, ｢生殖細胞から多能性幹細胞を樹立する方法｣ がある｡ 始原生殖細胞から��細胞様��細胞を樹立
可能とする論文は, 以下参照｡������������������������������������������������������������������������������
６ 文科省科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会は����年２月１日, ヒト���細胞や体性幹細胞から生殖細胞への分化誘
導は, ｢ヒト��細胞から生殖細胞を作成すること｣ 同様, ｢当面禁止行為｣ と決定｡ ｢���細胞から人を生み出すことや, 人
の受精卵や胎児に���細胞を入れることも禁止｣ (����年２月２日付読売新聞東京朝刊)｡ 同部会が ｢当面禁止行為｣ にとど
めた背景には, 不妊症患者の���細胞から作出した生殖細胞で, 不妊症の原因解明や治療法を開発する余地を残しておきた
い意向があったからである｡
その後, 同部会及びヒト��細胞等研究専門委員会は, 当面の方針として, 下記 ｢ヒト��細胞等からの生殖細胞の作成等

に係る当面の対応について｣ (��文科振第���号, 平成��年２月��日) を決定した｡
１. 生殖細胞系列以外のヒト組織幹細胞からの生殖細胞の作成を行わないものとすること｡
２. 現行の��指針第��条における禁止行為の規定を準用し, ヒト���細胞を用いた研究について, 以下の行為を行わない
ものとすること｡
(１) ヒト���細胞を使用して作成した胚の人又は動物の胎内への移植その他の方法によりヒト���細胞から個体を生成
すること｡

(２) ヒト胚へヒト���細胞を導入すること｡
(３) ヒトの胎児へヒト���細胞を導入すること｡
(４) ヒト���細胞から生殖細胞を作成すること｡
その後, 文科省専門委員会は����年��月��日, ヒト���細胞やヒト��細胞から精子や卵子の作出を容認する方針で合意｡
ただし, その配偶子を使って受精卵を作ることは今後の検討課題とした (����年��月��日付読売新聞東京朝刊) が,文部
省作業部会は同年��月��日, 受精卵を作出しないことを条件に, ヒト���細胞から精子や卵子の作出を容認する方針で合
意した (����年��月��日付同紙)｡
厚労省は����年��月６日に専門委員会を設置して, ヒト���細胞やヒト��細胞の臨床応用のための指針策定の着手を決
定｡ 既存の体性幹細胞臨床指針の枠組みの中で, ヒト���細胞やヒト��細胞の臨床応用が可能か審議する (����年��月
２日付読売新聞大阪朝刊)｡



子の体外受精によるヒト受精胚から��細胞を樹
立する方法でもなければ, 患者の体細胞核を未受

精の除核卵に移植して作出する人クローン胚から��細胞を樹立する方法でもない｡ 患者の体細胞���������������������から直接, ��細胞に似た多
能性幹細胞������������を樹立する方法である｡
この方法を用いれば, 胚盤胞という ｢生命の萌芽｣

を犠牲にするという生命倫理学上の批判を免れる

だけでなく, 患者の体細胞を使用する自家 (オー

ト) 移植は, 他家 (アロ) 移植による免疫拒絶反

応という移植医療上の最大の問題点をも同時に克

服できる｡������������������������������������������������������������
医療技術にまつわる生命倫理最大の問題点を解

決する一つの魅力的な方法７は, 体細胞から直接,

特定の機能性細胞やすべての人体組織, 臓器を分

化誘導する技術の確立であろう｡ 人体を構成する

細胞は��兆個, ���種類｡ どの体細胞であれ, ��
細胞であれ, 約２万２千個の同一遺伝子 (核���配列遺伝情報) が細胞核には存在する｡ そ
れにもかかわらず, 現実には��細胞が多能であ
るのとは対照的に, 体細胞の役割が確定している

のは, それぞれに働く遺伝子の違いに他ならない｡

実際に, 体細胞核を未受精の除核卵に核移植 (ド

ナー細胞核の卵細胞質内移植) させた場合や, マ

ウスの体細胞と��細胞との細胞融合������によ

り, 体細胞が多能性幹細胞に変化する｡ というこ

とは, 卵子の細胞質や��細胞の中に, 体細胞の
眠れる ｢分化多能性 (多分化能)｣ をリセット

(再プログラム化 ) する多能性誘導因子

(����������������������������：���) があると予
測される｡

とすれば, ��細胞の多能性を担う誘導因子
(遺伝子) を発見してそれをうまく操作制御すれ

ば, 通常の体細胞を多能化 (脱分化������������������, 即ち分化した細胞が未分化な幹細胞に戻るこ
と) できるはずである｡ そうした理論的予測のも

とに, 京都大学山中伸弥教授の研究チームはマウ

スの体細胞 (皮膚線維芽細胞 ����������) の多能
化に成功し, 国際生化学・分子生物学会�京都市�
の席上, 公表８する (����年６月��日) とともに,����年８月��日付 『セル』 電子版９ に論文を発表

した｡

同研究チームはその一年後には, 成体マウス由

来の線維芽細胞から���細胞を樹立する際に必須
の４遺伝子 (������, ����, ����, �����) を,
レトロウイルスベクター����������������を使っ
て��歳代の白人女性の顔の皮膚細胞 (研究用市販
品) 由来の線維芽細胞に導入し, マウスで２週間

だった培養期間を一ヶ月に延ばして, 加味する増

殖因子を取り替えたところ, ヒト���細胞の樹立
(心筋細胞や神経細胞 �����������, 軟骨細胞��������������, 脂肪細胞��������, 腸管様内胚葉
組織などへの分化を確認済み) に世界で初めて成

功��した｡ この成功により, 脊髄損傷患者や心不
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７ ｢いのちの破壊｣ を回避するその他の方法として, 受精卵の割球から��細胞を樹立する技術や生殖幹細胞から多能性生
殖幹細胞 (多能性精子幹細胞) (����������������������������：ｍ��) を樹立する技術等があり, その研究が進められて
いる｡

８ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(�)����������������������
山中伸弥教授はその後, 第一世代���細胞���������������：�������よりも��細胞に近い第二世代���細胞�����������������：���������の開発に成功｡ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)
上記京都大学再生医科学研究所の研究チームによる第二世代���細胞の開発成功とは別に, 米国のマサチューセッツ工科
大学とハーバード大学の研究チームも同時期に, 第二世代���細胞の開発に成功｡ その成果を共著で, ����年６月７日付������������������創刊号に発表した｡

９ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



全患者, 若年性糖尿病患者等に対して, 生命倫理

最大の問題点のない再生医療 (細胞移植医療) 実

用化の第一歩が踏み出されただけでなく, ヒト���細胞から分化誘導された疾患モデル細胞 (心

筋細胞������������や肝細胞������������等) を
使った疾患の原因究明や安全で安価な新薬開発�������������への臨床応用��の道が, 切り開か
れたことになる｡

とは言え, ｢分化多能性 (多分化能)｣ と ｢増殖

能 (自己複製能)｣ において��細胞と似た当該
細胞, すなわち人工多能性幹細胞 (���細胞) の
克服すべき課題��は, 依然残る｡ 例えば, 安全面
からは,

１ 上記４遺伝子中, 癌関連遺伝子�����導入
による挿入部位の癌化の危険性を回避する工夫｡

２ ���細胞樹立に必要なレトロウイルスベクター
の使用による癌化の危険性��を回避する工夫｡
３ 上記４遺伝子をレトロウイルスベクターに組

み込んで導入したヒトの体細胞から樹立した人

工多能性幹細胞 (���細胞) から再分化������������������する細胞が, 患者へ移植後, 目的を逸
脱した細胞 (奇形腫��������) に変質しない安

全で確実な分化技術の開発｡ すなわち, 移植細

胞安定性の確保の工夫｡

しかしながら, 上記課題の克服は, さほど険し

い道のりではない｡ それと言うのも, 課題１につ

いては, 米ウィスコンシン大学のジェームズ・ト

ムスン教授の研究チームが山中教授の研究チーム

と時を同じくして, 胎児や新生児の皮膚細胞から

癌関連遺伝子��������の�����を用いずに, 京
都大学の研究チームとは組み合わせの異なる四つ

の遺伝子 (������, ����, �����, �����) を使っ
てヒト���細胞の樹立に成功��している｡ その後,
山中教授の研究チームも課題１の安全性の問題を

クリアした｡ ����年��月��日付 『ネイチャー・バ
イオテクノロジー』 電子版��に依れば, マウスと
成人の皮膚細胞にそれぞれ, �����を除く３遺伝
子だけを導入後, 培養条件を変えて���細胞の樹
立に成功した｡ さらに�����を使わずに樹立し
たその���細胞を通常のマウスの受精胚に入れて
キメラマウスを作成して, 経過観察したところ,��匹とも生後���日経過しても発癌の兆候は認め
られず, 生存した｡

さらに, 米スクリプス研究所 ����������

児玉：人工多能性幹細胞 (���細胞) 研究の現状と課題―従来のヒト ��細胞研究と生命倫理最大の問題点との相克の止揚の可能性を探る

－��－

��慶応大学は５月��日, アルツハイマー病やパーキンソン病, ���, 網膜変性症などの��種類の難治性神経疾患の患者から
皮膚細胞の提供を受けて, ���細胞研究に着手すると発表｡ 病気の原因解明や創薬研究が目的である (����年５月��日付
読売新聞東京朝刊)｡ 引き続き, 京大医学研究科と���細胞研究センターも６月５日, ��種類以上の先天性難病疾患患者か
ら皮膚細胞の提供を受けて���細胞を作出し, 難病の原因究明や治療法を研究する計画を, 学内倫理委員会が承認した旨,
公表 (����年６月６日付読売新聞大阪朝刊)｡
他方, 日本に先駆けて, ハーバード大学ジョージ・デイリーらの研究チームが原因解明や治療薬の開発を目的に, ��種類
の難治性疾患 (筋ジストロフィーやダウン症, 糖尿病, パーキンソン病等) の患者の皮膚や骨髄の細胞から���細胞の作
出に成功｡ (�����������������������������������������������������������������������������������������������)��高橋和利, 山中伸弥：｢特定因子による多能性幹細胞の誘導｣, 『実験医学』 ��巻４号, 羊土社, ���頁, ����年｡�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
トムソン教授の研究チームが胎児や新生児の皮膚細胞からヒト���細胞を樹立している点から判断するに, 成人の皮膚細
胞 (研究用市販品) からヒト���細胞を樹立した山中教授の研究チームに一日の長がある｡
その後, ハーバード大学幹細胞研究所のジョージ・デイリー准教授の研究チームは����年��月��日付ネイチャー (電子版)
誌上で, 山中教授の研究チームと同じ４種類の遺伝子を胎児, 新生児, 成人の細胞 (男性ボランティアの腕の細胞) に導
入して���細胞の樹立成功を発表した｡ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������年��月��日付特許庁の公開によれば, バイエル社が����年６月��日に日本で出願した特許の内容は, 新生児のへその
緒や皮膚などの幹細胞から���細胞を作出する方法｡ 作出方法は３種類｡ １. 幹細胞に山中ファクター (������, ����,����, �����) を使用する方法, ２. 幹細胞に�����を除く３遺伝子を使用する方法, ３. 幹細胞に３遺伝子と化合物を
使用する方法｡ バイエル社が特許の対象を人に限定した上で, ���細胞を作出する３種類の方法を申請した点が, 人を含
む全動物を特許の対象として, 分化した細胞の核に山中ファクターを入れる京大方式との違い｡



�����������������のシェン・ディン���������准
教授の研究チームは����年５月��日, 科学技術振
興機構主催国際シンポジウム ｢���細胞が切り拓
く未来｣ (国立京都国際会館大会議場) の席上,

二つの遺伝子 (����, ����) と化学物質の組み合
わせでマウス���細胞の樹立成功を公表するとと
もに, ゆくゆくは遺伝子を使わずとも化学物質

(遺伝子が働くときに重要な化学構造を備えた低

分子化合物) だけで安全に���細胞を作出するこ
とができるとの将来見通しを語った｡ ちなみに,

独マックスプランク分子医薬研究所 ���������������������のハンス・シェラー �����������������所長も５月��日, 同シンポジウムの席上,
神経幹細胞にシェン・ディン准教授と同じ二つの

遺伝子 (����, ����) を導入して, マウス���細
胞の樹立に成功と公表した｡

課題２については, 山中教授は目下, 遺伝子を

染色体に組み込んでしまうために癌関連遺伝子�����を活性化する危険性のある遺伝子治療用運
び屋のレトロウイルスベクターの代替候補として,

遺伝子を染色体に組み込まないアデノウイルスを

用いる手法��を検討中であったが, その後のマウ
ス実験で, レトロウイルスベクターが細胞の癌化

とは無縁であることを示す論文��をサイエンス誌
に発表した｡ 同教授は, ｢数年以内に臨床応用可

能｣ (����年��月��日付読売新聞東京朝刊) と楽

観的な見通しを語る｡

その後, 山中教授はウイルスを一切使用せずに,

プラスミド (遺伝情報を伝える性質をもつ環状の

運び役���で数日で分解される) に遺伝子をつ
ないで組み込み, マウス胎児の皮膚細胞に導入す

ることにより, マウス���細胞作りに成功��した｡
この方法では導入遺伝子が染色体に入らないので,

癌化の危険性が激減した反面, ���細胞作出効率
がレトロウイルス使用時の���分の�と低い｡ 今後
の課題は, 成体マウスやヒトの���細胞の作出実
験である｡

課題３については, ��細胞研究やクローン胚
研究で蓄積した分化誘導技術のヒト���細胞への
応用が可能で, ��細胞研究で本邦に一日の長が
ある米国では, ヒト���細胞の臨床研究が急ピッ
チで進められている｡ 猛追をかける米国に対して,

本邦ではオールジャパン体制を組み, ���細胞を
利用した再生医療の実現に向けた研究を加速させ

ている現状であるが, ���細胞から再分化する細
胞が, 患者へ移植後, テラトーマに変質しない安

全で確実な分化技術の開発は, 緒に就いたところ

である｡

上記課題を孕むヒト���細胞が近い将来安全か
つ容易に樹立できた暁には, ｢いのちの破壊｣ と

批判されるヒト受精卵の破壊を伴うヒト��細胞
を使用しなくても済むだけでなく, 患者自身のゲ
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－��－
��米国ハーバード大学のコンラッド・ホッヘリンガー准教授ら研究チームが, マウスの肝細胞に４種類の遺伝子を組み込ん
だアデノウイルスを感染させて, ���細胞の作出に成功 (����年��月��日付サイエンス電子版)｡ ただし, 作出効率が低い
(��万個中３個の���細胞) 上, 皮膚の線維芽細胞からは���細胞ができなかった｡���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������山中教授らの研究グループは当該論文で, マウスの皮膚以外の肝臓の細胞や胃粘膜の上皮細胞からも���細胞の
樹立成功を報告することにより, �����使用による癌化の恐れのある線維芽細胞を使わずとも, あらゆる細胞の上皮細胞
から���細胞を作出できる可能性を示した｡ その後, 産業技術総合研究所の中西真人ラボ長らは７月��日, ���を傷つけ
ない新型センダイウイルスを使い, ３個の遺伝子をマウスの皮膚細胞に導入することで, 癌化しにくい���細胞の作出の
成功, センダイウイルスの簡単な除去方法も開発と公表 (����年７月��日付朝日新聞東京朝刊)｡������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ヒト���細胞���������������������������は, その多能性������������においてヒト��細胞������������������に類似し
た多能性幹細胞��������������������である｡ したがって, ヒト���細胞はヒト��細胞同様, 身体のあらゆる細胞 (体細
胞・生殖細胞) を作出する可能性を秘めているけれども, 赤ちゃん (個体) の産生は不可能｡ それが可能なのは, 全能性�����������をもつヒト受精胚と人クローン胚のみ｡
しかしながら, ヒト���細胞からは個体の産生につながる配偶子も作出可能なので, 今後の課題として, 本文中に列記し
た安全面への配慮以外にも, 指針の作成や研究の透明性の確保といった研究の枠組みへの配慮も必要となる｡



ノムを持つテーラーメイド���細胞からの免疫拒
絶反応のない細胞・臓器移植医療が可能となる｡

ヒト���細胞による ｢医療技術と生命倫理最大の

問題点 (免疫拒絶反応と生命の萌芽の破壊) との

相克の止揚｣ に突き抜ける医療技術が, すなわち,

体細胞から直接, 特定の機能性細胞や人体組織,

臓器��のみならず, 究極は生殖細胞までも分化誘
導する, 安全かつ容易な医療技術が, ��世紀の再
生医療の有望な中軸��となろう｡

児玉：人工多能性幹細胞 (���細胞) 研究の現状と課題―従来のヒト ��細胞研究と生命倫理最大の問題点との相克の止揚の可能性を探る

－��－
������年��月��日にヒト���細胞樹立成功の報道が全世界を駆け巡るや, 体細胞クローン羊ドリーを誕生させた英エディン
バラ大学のイアン・ウィルムット教授も, 体細胞クローン��細胞研究から���細胞研究への転換を表明した｡ 同教授は����年４月��日には, 山中教授との共同研究の意向を示した (����年４月��日付読売新聞東京夕刊)｡����年��月７日には早速, ���細胞を使った再生医療の実現に大きく前進する成果が発表された｡ ���細胞と遺伝子組み換
え技術を使い, 鎌状赤血球貧血症のマウスの貧血 (赤血球の形やヘモグロビン濃度, 呼吸数等) の改善に, マサチューセッ
ツ州ボストンのホワイトヘッド生物医学研究所 (������������������������������の ��������������) やアラバマ大学
(�������������������の�����������), マサチューセッツ工科大学などの米国研究チームが成功した｡ (��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)
米ハーバード大ケビン・エガン准教授とコロンビア大クリストファー・ヘンダーソンら��名の研究チームは, ��歳の���
患者の皮膚細胞に４遺伝子 (������, ����, ����, �����) を組み込んで���細胞を作出し, そこから運動神経 (ニューロ
ン) と中枢神経系のグリア細胞の分化誘導に成功, と公表｡ (������������������������������������������������������)
本邦では, パーキンソン病の原因遺伝子の一つ ｢�����｣ に異常がある��歳代の患者から皮膚細胞の提供を受けた岡野栄
之教授 (慶応大学) が����年１月９日, ���細胞の作出の成功を公表｡ (����年１月��日付読売新聞東京朝刊)
しかしながら, 文科省の作業部会は����年��月４日, ｢���細胞は基礎研究段階であり, ��細胞やクローン胚研究も重要｣
とする意見書を７日にも親委員会に提出する方針を決定 (����年��月４日付���������)｡ 当を得た判断である｡ と言うの
も, ヒト���細胞樹立成功後の研究の焦点は臨床応用, 即ち目的の細胞や組織, 臓器への分化誘導法と安全性の確立であ
り, そのためには, ヒト��細胞研究で蓄積された分化誘導技術が有用となるからである｡


