
＜Ill．疾病・障害対策研究分野＞   
疾病・障害対策研究分野は、個別の疾病・障害や領域に関する治療や対策を研究  

対象としている。具休的には、「長寿科学総合研究事業」、「子ども家庭総合研究事  

業」、「第3次対がん総合戦略研究事業」、「循環器疾患等生活習慣病対策総合研究  

事業」、「障害関連研究事業」、「エイズ・肝炎・新興再興感染症研究事業」「免疫アレ  
ルギー疾患予防・治療研究事業」、「こころの健康科学健康事業」、および「難治性疾  

患克服研究事業」から構成されている（表4）。   

表4．「疾患・陣書対策研究分野Jの概要  

事業名   長寿科学総合研究経費   

主管部局（課・室）   老健局総務課   

事業の運営体制   老健局総務課の他、計画課認知症対策推進室と老健局老人保  

健課で運営  

老健局計画課認知症対策推進室：認知症  

老健局老人保健課：介護保険制度、老人保健事業との整合性   
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関連する「第3期科学技術基本計画における理念と政策目標（大目棟、中目棟）  

理念   健康と安全を守る   

大目棲   生涯はつらつ生活   

中目横   国民を悩ます病の克服  

誰もが元気に暮らせる社会の実現   

1．事業の概辛  

（り分野別推進戦略（第3期科学技術基本計画）で関係する「重要な研究開発課題」  

重要な研究開発課題   ・リハビリテーショシや、感覚器等の失われた生体機能の補完を含  

む要介護状態予防等のための研究開発  

・こころの発達とその障害並びに意志伝達機構の解明  

t 精神・神経疾患、感覚器障害、認知症、難病等の原因解明と治療  

の研究開発   

研究開発目標   ○・2010年頃までに、効果的な介護予防プログラムの開発や認知  

症の早期発見・治療技術等の介護予防や介護現場を支えるため  

の技術を開発する。  

○・2010年までに、精神疾患、神経・筋疾患、感覚器疾患について、  

細胞治療、創薬等の治療法の開発に資する、病態の詳細や、原因遺  

伝子といった疾患の原理を理解する。  

○・2010年までに、多様な難病の病態に応じた適切な治療法が選  

択出来るよう、様々な治療の治療効果測定手法を確立する。   

成果目標   ・◆2015年頃までに介護予防技術や介護現場を支える技術の開発  

普及などにより、高齢者の要支援状態・要介護状態への移行及び悪  

化の一層の低減を図る。  

◆・2015年頃までに、脳と心の病気の治療につながる知見を得て、  

保育、教育、子育て支援、医療、介護への応用を図る。  

◆－2020年頃までに、精神疾患、神経・筋疾患、感覚器疾患につい  

て、細胞治療、遺伝子治療、創薬等による治療法開発の例を示す。   

（2）事業内容（継続）  

超高齢社会に対応するため、高齢者の医療・保健・福祉に係る総合的な研究事業として、長寿  

科学総合研究事業は、（1）老化・老年病等長寿科学技術分野、（2）認知症・骨折等総合研究分  

野、（3）介護予防・高齢者保健福祉分野の3分野に編成し研究を推進している。  

（1）老化・老年病等長寿科学技術分野  

・老化機構の解明等  

・主要な老年病の診断治療に関する研究  
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・高齢者リハビリテーションに関する研究  

・高齢者支援機器及び居住環境に関する研究  

・技術評価に関する研究  

（2）介護予防・高齢者保健福祉分野  

・介護予防、介護技術に関する研究  

・高齢者の健康増進に関する研究  

・高齢者福祉、社会科学に関する研究  

・介護及び高齢者保健福祉サービスの評価に関する研究  

（3）認知症・骨折等総合研究分野  

・認知症及び軽度認知障害に関する研究  

・骨折、骨粗髭症等の骨関節疾患に関する研究  

・高齢者医療・介護の総合的な提供体制の確立に関する研究  

く3）関連事業（関連事業所管課）との役割分担  

本研究事業で行う認知症・骨折等総合研究分野の認知症関連の研究については、老健局計画  

課認知症対策推進室が主体となり老健局総務課と連携の上、課題の策定・採択を行っている。一  

部、認知症関連の研究であっても介護予防など介護保険に関連のある課題については、総務課  

が主体的に課題の策定・採択を行っている。また、認知症・骨折等総合研究分野の骨折等運動器  

関連の研究については、老健局老人保健課と老健局総務課が協議の上、課題の策定・採択を行  

っている。  

（4）分野別推進戦略（第3期科学技術基本計画）における「戦略重点科学技術」及び「重要な研究  

開発課題」との関係  

ライフサイエンス分野の41の重要な研究開発課題のうち、「リハビリテーションや、感覚器等の  

失われた生体機能の補完を含む要介護状態予防等のための研究開発」、「こころの発達とその障  

害並びに意志伝達機構の解明」、「精神・神経疾患、感覚器障害、認知症、難病等の原因解明と  

治療の研究開発」をはじめとし、10種類の研究開発課題に関連した研究を採択している。  

7つの戦略重点科学技術のうち、（診臨床研究・臨床への橋渡し研究に関しては、当研究事業の  

（1）老化・老年病等長寿科学技術分野、（2）認知症・骨折等総合研究分野、（3）介護予防・高齢  

者保健福祉分野のいずれの研究分野においても常に臨床研究・臨床への橋渡しを念頭に置いた  

課題の策定・採択を心がけており、戟略重点科学技術のさらなる推進を囲っているところで  

あるいる。  

（5）予算額（単位：百万円）  

H16   H17   H18   H19   

H15          1．972   2，063   2，077   1，581   （未確定値）   
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（6）研究事業の成果  

本研究事業において、（1）老化・老年病等長寿科学技術分野においては、アルツ／ヽイマー病に  

対する経口ワクチンの開発の他、高齢者特有の成長ホルモン分泌不全に対するグレリンの臨床  

試験（慢性閉塞性肺疾患、人工股関節置換術後、胃切除後の3病態の患者に対しそれぞれ実  

施）を行い、慢性閉塞性肺疾患の運動耐容能改善評価、高齢者における人工股関節置換術周術  

期のリハビリの補助的治療効果の評価、及び胃切除後の食欲改善効果の評価に係るデータの蓄  

積が得られた。また、国立長寿医療センターで2300人の住民を対象とした長期縦断的疫学研究  

により、8年間にわたる生活機能の自立度や健康度自己評価等の加齢変化を明らかにした。そ  

の他、11万人の大規模集団を対象とした16年間のメタポリツクシンドロームに係るエビデンス  

や、離島における60歳以上の在宅高齢者の15年間にわたる神経内科専門医による神経学的検  

診上の加齢変化等をはじめ、種々の疫学研究においてエビデンスが集積された。（2）認知症・骨  

折等総合研究分野における認知症関連の研究では、認知症の予防一治療・介護に係る多面的な  

研究を推進しているところであり、介護保険利用者の要介護度悪化の背景に認知症が深く関与し  

ていることが本研究手業を通じて明らかとなった。（3）介護予防・高齢者保健福祉分野において  

は、幅広い年齢や障害の原因における要介護状態の評価指標の研究をはじめとし、要介護認定  

における認定ロジックの策定、主に廃用症候群を対象とした生活機能向上に向けた介護予防サ  

ービスのあり方及び技術に関する研究等といった平成18年度の介護保険の制度改正に大いに  

貢献した研究に加え、データベースを利用した訪問者護サービス評価の開発、在宅介護者の心  

理的負担感の客観的指棟の研究、及び介護保険利用者の要介護度と利用サービスの相互関連  

についての研究等、今後の政策立案に資する研究に関するエビデンスも集積された。  

2．評価結果  

（1）必要性  

「活動的な85歳」を目指し、明るく活力ある超高齢社会を構築することが、本研究事業の基本  

理念である。この理念を踏まえ、（D健康フロンティア戦略の推進、②介護保険制度の見直しを遂  

行する上で必要な課題を策定している。  

平成17年度から平成26年度までの10年間に健康寿命の概ね2年の延伸を目指す「健康フロ  

ンティア戦略」に関しては、（1）老化・老年病等長寿科学技術分野、（2）認知症・骨折等総合研究  

分野の研究を活用している。一方、介護保険制度の見直し関連では、（3）介護予防・高齢者保健  

福祉分野の研究を活用している。特に、介護保険制度改革に伴う介護・保健サービスの充実や高  

齢者医療との連携の促進は喫緊の課題であり、介護予防等の技術的な基盤整備を進展させるこ  

とにより、介護給付の効率化を図る事が出来れば、多大な財政的効果も期待できることから、そ  

のことに係る介護予防等の研究分野を強く推進していく必要がある。  

（2）効率性（費用対効果にも言及すること）  
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医学的分野では、老化・老年病等長寿科学技術分野の研究は、数多くの学術論文を生みだし、  

中間・事後評価においても高い評価を得ている。骨折・リハビリテーション技術の研究は、これま  

でも学術論文の輩出や介入研究の成果を得ているところであるが、現在長寿医療センターや日  

本整形外科学会の協力を得て、得られた良質な科学的データを全国規模のネットワークを利用  

し、実際の臨床現場に浸透させることを目的とし、戦略研究等といったより効率の高い体制作りに  

着手している。介護予防・高齢者保健福祉分野の研究では、平成18年度の介護保険法の改正  

に際し、介護予防事業、ケアマネジメントの評価、要介護認定、介護サービスの検証、高齢者の  

権利擁護等に関する研究等、政策に直結した成果が得られた。今後、介護予防が徹底された場  

合、平成25年産までに9000億円の財政効果が見込まれており、今後も介護予防関連の研究を  

継続させていく必要がある。  

（3）有効性  

65歳以上の高齢者人口2，560万人を数え（2006年版 高齢化社会白書より）、超高齢化社  

会を迎えようとする日本にとって、高齢者をターゲットとした研究事業は、大変ニーズの高い研究  

事業である。研究によって成果が実用化されればその有効性は極めて高いと考えられる。本研究  

事業の実施に当たっては、基礎・臨床・社会医学及び社会福祉の専門家による事前評価を行った  

上で採択を決定することとされており、真に社会的に必要な施策及び科学的に重要性の高い研  

究課題を採用できる体制となっていることで、事業の有効性を高めているところである。  

（4）計画性  

課題採択後も中間・事後評価により、当初の計画どおりに研究が実施されているか否かを確認  

し、漫然とした研究継続の抑制に努めている。これは、研究者自身の自律的チェックにもつながる  

ものであり、本研究事業自体の計画的な実施が期待できる。  

（5）分野別推進戦略（第3期科学技術基本計画）の研究開発目標、成果目標の達成状況  

「2010年頃までに、効果的な介護予防プログラムの開発や認知症の早期発見・治療技  

術等の介護予防や介護現場を支えるための技術を開発する。」なる研究開発目標の「効果的  

な介護予防プログラムの開発」という部分については、介護保険法附則第二条に施行後3  

年を目途とした費用に対するその効果の程度の検討を行うこととなっており、本研究事業  

の成果が活用されているところであるが、今後も更なる貢献が期待されている。「認知症の  

早期発見・治療技術等の介護予防や介護現場を支えるための技術を開発する」という部分  

については、上記上述の如く介護保険利用者の要介護度悪化の背景に認知症が深く関与し  

ていることが本研究事業を通じて明らかとなったところであり、更なるエビデンスの収集  

に加え、予防・治療・介護の総合的■戦略的な研究体制の強化も検討している。   

「2015年頃までに介護予防技術や介護現場を支える技術の開発普及などにより、高  

齢者の要支援状態・要介護状態への移行及び悪化の一層の低減を図る。」という成果目標に  
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ついては、介護予防・高齢者保健福祉分野の研究に加え、高齢者の要介護状態を引き起こ  

す原因の上位を占める骨折■転倒、関節症、骨組髭症や認知症に関する研究を推進するこ  

とにより、目標を達成するべく、今後も介護予防を研究面から支える基盤の整備に努める。  

「こころの発達とその障害並びに意志伝達機構の解明」、「精神・神経疾患、感覚器障害、  

認知症、難病等の原因解明と治療の研究開発」等の認知症関連の研究開発課題については、  

アルツハイマー病の経口ワクチンの開発や認知症・アルツハイマー病の予防・治療を目的  

とした中枢機能賦活口腔スプリントの開発、アルツハイマー病に対する脳内移行性アンジ  

オテンシン変換酵素阻害剤投与治療等といった認知症・アルツハイマー病に対する治療の  

開発を行ってきたところであるが、今後もアルツハイマー病・認知症に係る機序、及び治  

療の研究を推進し、実用化へ向けエビデンスの蓄積を続ける。  

（6）その他  

該当なし特記なし  

3．総合騨価  

本研究事業における基礎的・臨床的な研究成果は、高齢者医療の進展や棟準化に大いに貢献  

している。また、介護保険に係る要介護認定、介護予防の研究は、平成18年度の法改正を研究  

面から支えるとともに、現在見込んでいる財政効果をしつかりと導き出せるようその役割が期待さ  

れている。   

今後とも、長寿科学に関する研究が、我が国の高齢者の医療、保健、福祉を総合的に維持・向  

上させ、明るく活力ある超高齢社会が実現できるように、健康フロンティア戦略の推進や介護保険  

制度改革の円滑な実施と評価に寄与していくことが期待される。  
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4．参考（概要園）  

盟盈ま温盈蓼養鯉箆範箋蓋幻級藍 ～「活動約な85歳」をめざして八ノ  

「健康フロンティア戦略」の推進  

く故事■t）  

0年搬一環邑を組えた事介護続騰の評傑  
0予断絶妙地壌覚憂暮集の辞す  
0介痍優艶財政暮サ≠ビス鍾営め分析  
0♯♯書の乗♯状♯の歌書  
0離■と舟♯の線金的撫供体制の礫立  

（政簾課且）  

0老化■老化押倒機構の舞明  
0がん♯鯵の推進  
0介護予防サービスの駕発  
0匪知虚予防・診断t治■技術の華厳  
0勤鵡疾丘の予防・治■技術の革覇  

老化・老年病等長寿科学技術分野  介護予防・高齢者保健福祉分野  

認知症一骨折等稔合研究分野  

6）子ども家庭総合研究  

（分野名）疾病・障害対策研究分野  

（研究経費名）子ども家庭総合研究経費   

事業名   子ども家庭総合研究事業   

主管部局（課・室）   雇用均等・児童家庭局母子保健課   

事業の運営体制   雇用均等一児童家庭局母子保健課所管課単の単独運営   

関連する「第3期科学技術基本計画における理念と政策目標（大目標、中日棲）  

理念   健康と安全を守る   

大目標   生涯はつらつ生活一子どもから高齢者まで健康な日本を実現   

中目標   国民を悩ます病の克服  

誰もが元気に暮らせる社会の実現   

1．事業の概要  

（1）分野別推進戦略（第3期科学技術基本計画）で関係する「重要な研究開発課題」  
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重要な研究開発課題   ・子どもの健全な成長■発達及び女性の健康向上に関する研究開  

発   

研究開発目標   02015年までに、不妊・周産期障害の原因究明のための周産期研  

究体制を整備し、生殖補助医療、創薬の基盤技術を臨床応用が検討  

される段階まで到達させる。  

02015年までに、子どもの難治性疾患の原因の究明、診断法確立  

と標準化を実現するとともに、細胞治療、遺伝子治療、創薬の基盤技  

術を確立し、臨床応用が検討される段階まで到達する。   

成果目模   ◆2015年頃までに、より安全・安心な不妊及び周産期の医療を捷  

供する。  

◆2015年頃までに、単一遺伝子疾患りト児難治性疾患の効果的治  

療法・予防法の確立や小児への有効かつ安全な医薬品使用の実現  

により、安全・安心な母子保健医療を提供する。   

（2）事業内容（継続）   

幼少期からの発達障害や子どものこころの問題、国民を悩ます病（不妊・周産期障害、乳幼児  

の疾病と障害、思春期の心身の健康障害、生涯を通じた女性の健康障害）を克服すし、「よりよく  

生きる」領域に貢献する研究開発課題の中で、我が国の未来を支える「子どもの健全な成長t発  

達及び女性の健康向上に関する研究開発」を推進している。  

（3）関連事業（関連事業所管課）との役割分担   

乳幼児の障害の予防、母性及び乳幼児の健康の保持増進に関する研究については、必要に  

応じて他の関連事業（こころの健康科学研究事業等）と連携して行う。基本的に、他の研究事業と  

重複はない。  

（4）分野別推進戦略（第3期科学技術基本計画）における「戦略重点科学技術」及び「重要な研究  

開発課題」との関係  

幼少期からの発達障害や子どものこころの問題、国民を悩ます病（不妊・周産期障害、乳幼児  

の疾病と障害、思春期の心身の健康障害、生涯を通じた女性の健康障害）を克服し、「よりよく生  

きる」領域に貢献する重要な研究開発課題の下、我が国の未来を支える「子どもの健全な成長・  

発達及び女性の健康向上に関する研究開発」を推進している。  

（5）予算額（単位：百万円）  

H15   H16   H17   H18   H19（案）   

798   738   645   658   （未確定値）855   

6）研究事業の成果  
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母子保健の国民運動計画である「健やか親子21」や少子化対策の具体的実施計画である  

「子ども・子育て応援プラン」に基づく母子保健施策を効果的に推進するために、母子保健医療の  

科学的エビデンスの集積、効果的な介入方法の開発やその評価体系の確立を含む、実証的かつ  

成果の明確な科学研究を推進している。社会的ニーズの大きい「生殖補助医療」、「小児医療・産  

科医療」、「子どもの心身の発達」、「児童虐待」分野等の研究を推進しており、例えば、次のような  

成果が得られた。  

（例）  

・体外受精を受ける夫婦に対する情報提供りb理的支援としてカウンセリング体制を充実させ、  

体外受精を行う医療機関が備えるべき基準を設定し、出生児に異常がないかを監視するフォロー  

アップ体制整備のための基礎調査・分析を実施  

・全国の周産期センターの周産期医療のデータベース構築、根拠ある治療法開発と標準化  

・発達障害児の早期発見のための診察を構造化し、小児科医向けにマニュアル化し、これを用  

いた5歳児健診モデルを開発  

・これまで児童虐待に関する統計は児童相談所への相談件数しかなかったところを、虐待に関  

する医療データベースを確立、対応の前線となる市町村における対応ガイドラインを確立、乳幼  

児期の早期の予防方法の開発等を行った。  

2．騨価結果  

（1）必要性   

2005年には、総人口が減少に転ずる人口減少社会が到来した。合計特殊出生率は1．25  

と、過去最低を記録し、急速な少子化の進行が、社会や経済、国の持続可能性を基盤から揺るが  

す事態をもたらす可能性があることが指摘されている。このような危機的な状況を克服し、活力あ  

る社会を実現するためには、我が国の将来を担う子どもの心身の健やかな育ちを保障する社会  

基盤を強化することが不可欠である。そのため、政府は少子化の流れを変えるため、「子どもが健  

康に育つ社会、子どもを産み、育てることに喜びを感じることができる社会」を作るために本格的  

な子ども家庭支援施策を推進しているところである。次世代育成支援施策を効果的に推進するた  

めには、子どもの多様な心身状態に応じた適切な発達支援と、生涯を通じた女性の健康支援が  

不可欠であり、本研究事業においては、子どもの心身の健やかな育ちを継続的に支えるための  

母子保健医療の基礎となる科学的エビデンスの集積、効果的な介入方法の開発やその評価体  

系の確立を含む、実証的かつ成果の明確な科学研究を推進する必要がある。  

（2）効率性（費用対効果にも言及すること）  

小児医療・産科医療の充実等の充実、多様な子育て支援サービスの推進、不妊・生殖補助医  

療や子どもの心身の発達障害、児童虐待等の新たな社会的課題対する行政施策を支える研究  

成果が得られているところであり、これらは行政施策へ効率的に反映されている。近年は、特に、  

効果が期待できる研究課題の重点的設定と研究予算の配分、適切な評価の実施により、効率的  
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な事業運営がされている。  

（3）有効性  

「健やか親子21」や「子ども・子育て応援プラン」を推進するために研究を推進するために、全  

国の小児科・産科・周産期施設等からなる多施設共同研究が各研究課題ごとに実施され、母子  

保健医療及び小児疾患に関する幅広い全国的情報・データが収集されており、これら知識を集約  

した先導的な研究成果が行政施策に有効に利用されている。  

（4）計画性  

子どもを取り巻く社会、家庭環境の変化により、取り組むべき課題も変化し、多様化してきている  

が、本研究事業においては、平成17年度に中間年を迎えた「健やか親子21」の今後の重点分野  

に対応した研究課題の設定や、「子ども・子育て応援プラン」等の少子化対策の具体的な施策とし  

て位置づけられている不妊治療の安全性の確保と長期フォロー体制の構築や、低出生体重児の  

増加要因の究明と対応、小児医療・産科医療の充実等、喫緊の行政的課題の解決及び新規施  

策の企画・推進に資する計画的な課題設定が行われている。行政ニーズに即応した検証研究及  

び政策提言型研究により汎用性のある成果が得られており、今後の研究成果も期待される。  

（5）分野別推進戦略（第3期科学技術基本計画）の研究開発目標、成果目棟の達成状況   

2015年までに、子どもの難治性疾患の原因の究明、診断法確立と標準化を実現するととも  

に、細胞治療、遺伝子治療、創薬の基盤技術を確立し、臨床応用が検討される段階まで到達する  

ため、計画的かつ着実にプロジェクト提案研究を推進している。   

2015年までに、不妊・周産期障害の原因究明のための周産期研究体制を整備し、生殖補助  

医療、創薬の基盤技術を臨床応用が検討される段階まで到達させるために、先行研究を推進す  

るとともに、プロジェクト提案研究により研究戦略を確立している。  

（6）その他  

該当なし特記なし  

3．稔台秤価   

多施設共同ランダム化比較試験による早産予防のための妊婦ガイドラインの作成や全国の周  

産期センターのデータベース構築と根拠ある治療法でのアウトカムの改善等を始めとして、本研  

究事業の成果は、我が国の小児医療・産科医療の充実・発展に大きく貢献するものである。ま  

た、近年急速に普及している生殖補助医療の安全性の確保や生殖補助医療により生まれた児の  

長期フォロー体制の整備のための基礎的な調査研究により得られた知見を踏まえ、今後は、全  

国規模のコホート研究への発展が期待される。さらに、難治性の先天異常等の新たなスクリーニ  

ング・診断方法の開発と標準化、産後うつ病のスクリーニングと効果的な介入方法の開発等を始  
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めとする研究成果は、少子化時代に対応した多様な子育て支援施策の推進に大きく貢献してお  

り、我が国の母子保健施策の推進に必要不可欠である。  

4．参考（概要園）  

次世代健全育成研究  

より一層の虚臭が舶繚できる  

悪霊雷 忽   
榊め身の脚ヂ痘蘭   
小腰瘡デ」夕べースの虎腰・産廃  

平成19年度子  

蜘究 国寮  
水先畿■・濃艶蜘の科学的根拠基盤  
性差医療の科学的根拠基盤  
児童虐待と零族へのアセスメントと保護・支援  
先逮降雪の早期診断・治療・予防  

生殖細胞、受清・着床、初期発生  

咄舶護衛鯛偲・蜜重機傑  

杢姓治皿；よる塑▲熟取虹土日二 軍娃歌不離、股兇裁職書℡藩医数瞬  棚度の安全膠庶とめ背面ぎ身む贋相好  
触媒きこめ史肋－〟棚草炭  
慶應好躍止仁よ眉安倉友好好・應度  

機序 

生殖補助医療技術の進歩  

闇喝ヽ   
ポストゲノム  

蘭立成常  

先天性疾患や小児慢性疾患の 芳  
巣＝濃長胴鴇倒潰■鹿   
貞慶棚や作劇犀劇症へ1玖詳伝一斉瀞磨  

ゲノムクイ聯仁よ愚痴餅」好  

遺伝子レベルの原因究明・予防  

治療・ケアの開発  
斡挙評叛髄裾相和錐鮮麗野球蔀転頸鎗溺拍慨  

成薪爵粛甜ノじ′傭仁よか烹ンスレーシ試りH／彰  

サーチ盾鋤 サヂ甜柑  
「 、  致死性疾患や予後不良疾患の存在  

成育難病の遺伝子レベルでの病態解明  
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7）3次 がん ▲  

7－1）．第3次対がん総合職略研究  

（分野名） 疾病・障害対策研究分野  

（研究経費名）第3次対がん  総合戦略研究経費   

事業名   第3次対がん総合戟略研究事業   

主管部局（課・室）   健康局総務課がん対策推進室   

事業の運営体制   国立がんセンターに平成18年度からFA化されており、国立がん  

センター運営局政策医療企画課が中心となり運営   

関連する「第3期科学技術基本計画における理念と政策目棲（大目榛、中目榛）  

理念   健康と安全を守る   

大目標   生涯はつらつ生活   

中目標   国民を悩ます病の克服   

1．事業の概要  

（1）分野別推進戦略（第3期科学技術基本計画）で関係する「重要な研究開発課題」  

重要な研究開発課題  ・生活環境・習慣と遺伝の相互関係に基づいた疾患解明及び予防  

から創薬までの研究開発  

・がん、免疫・アレルギー疾患、生活習慣病、骨関節疾患、腎疾患、  

膵臓疾患等の予防・診断・治療の研究開発」  

研究開発目標  02010年までに、個人の特性に応じた治療や創薬に資するよう、我  

が国における主要疾患の関連遺伝子の同定等を行うとともに、予防・  

治療法や創薬につなげるための手法を開発する。  

02010年までに、がん、糖尿病などの生活習慣病や難病の治療・  

診断法を開発するための基盤を蓄積し、臨床研究につなげる。特に、  

生活習慣病に関しては、遺伝要因と環境要因に応じた疾患の原因を  

探求することにより、新たな予防・治療法へつなげる。  

02010年までに、早期がん、難治性がん等の疾患の本態や病態変  

化を解明し、疾患の早期発見と悪性度の早期診断を実現する技術を  

開発する。  

02010年までに、がんに関する基礎研究を臨床研究に橋渡しする  

ための体制を整備し、新たな治療法等を確立し、実用化を可能とす  

る。  

02015年頃までに、疾患メカニズムの解明の加速、診断機器の高  

度化等による創薬プロセスの高度化を実現するとともに、個人の特性  
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を踏まえた、生活習慣病等の予防・早期診断・先端的な治療技術や、  

難病の早期診断・先端的治療技術を可能にする。   

成果目標   ◆2015年頃までに、生活習慣病改善のための施策の実施ととも  

に、生活習慣病予防や治療に資する科学技術の開発を推進し、がん  

の程患率や生存率、心疾患及び脳卒中の死亡率、糖尿病の発生率  

を改善させる。  

◆2015年頃までに、がん、循環器疾患、糖尿病、腎疾患等の早期  

診断法、革新的治療法、悪性中皮腫の診断・治療法を可能とする。   

（2）事業内容（継続）   

がんの程患率と死亡率の激減を目指して、がんの本態解明の研究やその成果を幅広く応用す  

るトランスレーショナル・リサーチ、また革新的な予防、診断、治療法の開発を推進することを目的  

とする研究事業である。当該事業では、重点研究分野として7分野を定め、各分野の総括研究者  

は協調のうえ研究を推進させているが、分子基盤に関する研究、基礎研究の成果を積極的に予  

防・診断・治療へ応用するトランスレーショナル・リサーチの推進を行うとともに、がん患者の生活  

の質（QOL）の向上を目指した研究、がんに関する正確な実態把握や情報発信に関するシステム  

の構築等に関する研究等についても取り組んでいく。   

分野1発がんの分子基盤に関する研究   

分野2 がんの臨床的特性の分子基盤に関する研究   

分野3 革新的ながん予防法の開発に関する研究   

分野4 革新的な診断技術の開発に関する研究   

分野5 革新的な治療法の開発に関する研究   

分野6 がん患者のQOLに関する研究   

分野7 がんの実態把握とがん情報の発信に関する研究  

（3）関連事業（関連事業所管課）との役割分担   

関連する事業としては、「がん臨床研究」（健康局総務課がん対策推進室）、「がん研究助成金」  

（医政局国立病院課）、「がんトランスレーショナル・リサーチ事業」（文部科学省研究振興局ライフ  

サイエンス課）がある。  

・「がん臨床研究」は、がん医療の向上とそれを支える社会環境の整備、QOLの維持向上等の  

政策課題に資する研究や、効果的治療法等の開発に関する研究を進めている。  

・「がん研究助成金」は、大規模コホート研究による疫学調査や多施設共同臨床研究試験体制  

の整備を実施し、がん診療及びがん研究レベルの向上を主体として行っている。  

・「がんトランスレーショナル・リサーチ事業」は、基礎研究成果からの膨大なシーズを探索し、治  

験段階まで進展させ市販を目指すものである。   

一方、「第3次対がん総合戦略研究」では、実際のがん診療等の現場の問題から求められる技  
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術革新に取り組もうとするニーズアプローチにより研究が推進されている。現場のニーズから採択  

される基盤研究の成果を、トランスレーショナル・リサーチとして革新的な予防・診断・治療技術に  

結実させることを目的とし、臨床の現場に直結した成果を得ることにより、がんの程患率と死亡率  

の激減を目指すものである。  

（4）分野別推進戦略（第3期科学技術基本計画）における「戦略重点科学技術」及び「重要な研究  

開発課題」との関係   

重要な研究開発課題である「生活環境・習慣と遺伝の相互関係に基づいた疾患解明及び予防  

から創薬までの研究開発」に資するがんの分子基盤に関する研究や、「がん、免疫・アレルギー  

疾患、生活習慣病、骨関節疾患、腎疾患、膵臓疾患等の予防・診断・治療の研究開発」に資する  

トランスレーショナル・リサーチを含んだ先端的研究を進めていく。また、がん医療水準向上を目  

的に、がん予防に資する、がんの超早期発見技術などの研究、がん患者の生活の質に配慮した  

低侵襲治療や棟的治療などの治療技術の研究等を実施しており、「棲的治療等の革新的がん医  

療技術」の推進についても取り組んでいる。  

（5）予算魚（単位：百万円）  

H15   H16   H17   H18   H19   

2，581   2，860   3，015   3，606   （未確定値）未確定   

値   

（6）研究事業の成果   

がんの病態診断や棟的治療の基盤となる新たな知見、ゲノム情報に基づき、発がん遺伝子や  

がんの進展に関わる重要遺伝子の同定、新しい検診モデルの構築や検診能率の向上に資する  

手法の開発、がんの早期診断や病態の診断に応用が期待できる腫瘍マーカーの開発、腸子線の  

照射量・照射部位をリアルタイムで計測できるシステムの開発、患者の身体機能の低下に由来す  

るQOLの障害を最小限にとどめるための新たなる治療法の開発等について成果を得ており、着  

実にがん対策の推進に貢献している。  

2．評価結果  

（1）必要性   

我が国において、がんは死因の第1位であり、国民の健康に対する大いなる脅威となってお  

り上がんの羅患率と死亡率の激減を目指した「第3次対がん10か年給合戦略」が策定され、平成  

16年度からスタートしたところである。また、がん対策のより一層の充実を図り、がん対策を総合  

的かつ計画的に推進することを目的に、平成18年6月16日に「がん対策基本法」が成立したと  

ころである。その基本的施策として、がんに関する研究の推進、さらに、緩和ケアやがん登録の推  

進、情報提供体制の整備等のがんの医療の均てん化の促進等が規定されており、患者の視点に  
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立った医療を提供していくために、本研究事業の必要性が高まっている。  

（2）効率性（費用対効果にも言及すること）   

研究開発投資の効果的・効率的推進を目指した科学技術の戦略的重点化が進められており、  

「標的治療等の革新的がん医療技術」に関する研究は、戦略重点科学技術の一つとして行政の  

ニーズに従い着実に推進されている。また、平成柑年度については、医療経済的に効率的な予  

防t治療システムを整備するためのがんに関する研究や、生活習慣とがんの関連についてのエビ  

デンスを構築し、望ましい生活習慣や効果的かつ効率的な診断技術等の開発を目指した研究等  

を優先的に採択している。（標準的検診法と精度管理や医療経済的効果に関する研究等）  

（3）有効性   

研究企画・事前評価委員会による審査では、「専門的・学術的観点」と「行政的観点」の両面か  

ら課題を採択し、中間・事後評価委員会では毎年課題の目標がどの程度達成されたかにつき厳  

正に評価を行い、その有効性について十分に検討したうえで、研究費の配分を行っている。平成  

18年1月31日に開催された中間ヰ後評価委員会では、総合的に研究進行はおおむね順調で  

あり、臨床応用に向けて移行段階に入りつつあると高い評価がされ、有効性について確認されて  

いる。  

（4）計画性   

我が国の死亡原因の第一位であるがんについて、研究、予防及び医療を総合的に推進するこ  

とにより、がんの羅患率と死亡率の激減を目指して、政府が策定した「第3次対がん10か年給合  

戦略」の中で、「第3次対がん総合戦略研究事業」は、重点研究分野として7分野を定め、10年を  

Ⅰ期（3年）、Ⅱ期（3年）、Ⅲ期（4年）に分け、長期的な計画に基づいて研究目標の達成に向けて  

研究を実施している。平成18年度にⅠ期が修了することを受け、Ⅰ期の成果を評価し、Ⅱ期に向  

けて成果を反映した必要な見直しを行い、がんの羅患率と死亡率の激減を目指して研究を推進し  

ていく。  

（釘分野別推進戦略（第3期科学技術基本計画）の研究開発目標、成果目標の達成状況  

第3次対がん10か年給合戦略研究事業は、「がんの羅患率と死亡率の激減を目指して、がん  

∃の本態解明の研究やその成果を幅広く応用するトランスレーショナル・リサーチ、また革新的な予   

防、診断、治療法の開発の推進」を目的としているが、これは分野別推進戦略（第3期科学技術  

基本計画）における「戦略重点科学技術」及び「重要な研究開発課題」が目指している目的に合致  

するものである。当該研究事業は、計画性を持って実施され、着実にがん対策に資する成果を生  

み出しており、今後も研究開発目標、成果目標の達成を目指して、研究を推進していく。  

（6）その他  
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がん対策基本法が成立した意義を重く受けとめ」司を挙げてがん対策に取り組んでいくために  

は、がん医療の飛躍的な発展が期待されている。更なるがん対策を推進していく原動力となるの  

は、がんに関する新たな知見や、革新的ながん医療技術の開発であり、そして、がん医療水準の  

向上に資する研究である。がんが国民の疾病による死亡の最大の原因となっていること等、がん  

が国民の生命及び健康にとって重大な問題となっている現状に鑑み、今後より一層、がんに関す  

る研究を推進していかなければならない。  

3．絵合評価   

がん対策基本法にも記されているように、がん対策を推進していくためにはがん研究の推進が  

欠かせないものであり、がんの本態解明の研究やその成果を幅広く応用するトランスレーショナ  

ルリサーチ、また革新的な予防、診断、治療法の開発を推進することを目的とする「第3次対が  

ん総合戦略研究事業」は極めて重要な研究事業といえる。  

4．参考（概要図）  
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