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1．目的   
厚生労働省が実施する新規研究事業について、予井の概算要求に先立ち、行政施策との連携  

を保ちながら、一層優れた研究開発成果を国民、社会へ還元することを目的とし、厚生科学事  

誰会科学技術部会において、厚生労働省の研究事業に関する概井要求前の評価を行うものであ  

る。   

本評価鯖果は、総合科学技術会諸の科学技術関係予算に関する評価の基礎となるものであり、  

研究開発資源の配分への適切な反映等を行うことにより、研究開発の一層効果的な実施を図る  

ものである。   

2．評価方法  
1）経緯   

厚生労働省全体の科学技術に関する手業の整合性を図る観点から、平成15年2月27日、厚生科  

学♯議会科学技術部会は、厚生労働省の科学技術に関する大型プロジェクトについて概井要求  

前に事業の概要を検討し、外部評価等を取り入れた評価を行うことを定めた。以後、平成15年  

鹿より厚生労働科学研究費補助金の各事業及びがん研究助成金について、毎年度概算要求前の  

評価を行ってきたところである（平成16年度より独立行政法人医薬品医療機儲鷹合機構開発振  

興勘定運営費交付金の基礎研究推進事業費（平成17年度に独立行政法人医薬基盤研究所へ移管）  

を追加）。   

2）科学技術を巡る政府の動向   

平成19年5月25日に長期戦略指針「イノベーション25」が閣議決定されるとともに、平成19  
年4月18日には内閣官房長官主宰の新健康フロンティア戦略賢人会議において「新健康フロンテ  
ィア戦略」が決定された。「経済財政改革の基本方針2007」においては、政策イノベーション  

の項目で、平成19年4月26日に厚生労働省が文部科学省・経済産業省とともに取りまとめた「革  
新的医薬品■医療機器創出のための5カ年戦略」を着実に推進することが謳われている。   

3）評価対象   

厚生労働省の科学技術研究の中から、①主に競争的研究資金で構成される厚生労働科学研究  

費補助金の各研究事兼、②独立行政法人医薬基盤研究所運営費交付金のうち基礎研究推進事業  

量、及び、③予算額が大きく「分野別推進戦略」（平成18年3月28日）の「戦略圭点科学技術」  

〈参考1〉と強い関連がある、国立高度専門医療センター特別会計によるがん研究助成金を対象  

とする。   

4）評価方法   

今回の評価は、各研究事業の内容について、平成15年5月に公表された「厚生労働科学研究費  

補助金の成果の評価」を参考に実施する。   

平成紬年度実施予定の各研究手業について、 

見を踏まえて評価原案を作成し、厚生科学審議会科学技術部会において審議を行う。   

なお、本評価は、「厚生労働省の科学研究開発評価に関する指針」（平成17年8月25日、厚生  

労働省大臣官房厚生科学課長決定）く参考2〉に基づき行うとともに、政策評価く参考3〉 とも  

一体として実施するため、厚生労働科学研究費補助金全体を評価する「政策評価」の観点であ  
る「必要性」「効率性」「有効性」等についても総合的に評価する。   

また「科学技術基本計画」（平成18年3月28日）で設定された理念や政策目標〈参考4〉及び  
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「分野別推進戦略」（平成18年3月28日）で示されている戦略重点科学技術の考え方や「重要な  

研究開発課題」として掲げられた「成果目棟」の達成状況等について評価を行った。   

「平成20年度の科学技術に関する予算等の資源配分の方針」（平成19年6月14日）「イノベー  

ション25」や「新健康フロンティア戦略」と各研究事業の関係について明示し、いずれの戦略  

文書においても、厚生労働省が行うべき施策が分野横断的に取り上げられていることから、今  

回の評価に際しては、現在実施されている各研究事業相互の関連性に着目した。また、優先順  

位付け等における総合科学技術会議からの指摘事項を踏まえた対応についても記載した。  

＜参考■1＞  

「分野別推進戦略j（平成18年3月28日総合科学技術会犠決定）  

Ⅰ．ライフサイエンス分野  

3．戦略重点科学技術  

（2）戦略重点科学技術の選定  

①「生命プログラム再現科学技術」  
②「臨床研究・臨床への橋渡し研究」  
③r標的治療等の革新的がん医療技術」  

④「新興再興感染症克服科学技術」  
⑤「畢際競争力を向上させる安全な食料の生産・供給科学技術」  
⑥r生物機能活用による物質生産■環境改善科学技術」  

⑦「世界最高水準のライフサイエンス基盤整備」   

＜参考2＞  

「厚生労働省の科学研究開発評価に関する指針」  
（平成17年8月25日厚生労働省大臣官房厚生科学課長決定）   

第2編研究開発施儀の評価の実施方法  

1．評価体制  

各研究事業等の所管詳は、当該研究事業等の評価を行う。   
2．評価の観点  

政策評価の観点も踏まえ、研究事業等の目標、制度、成果等について、必要性、効率性及び有効性の観点   
等から評価を行う。   
研究事業等の特性に応じて柔軟l＝評価を行うことが望ましいが、「必要性」については、行政的意義（厚生   

労働省として実施する意義、緊急性等）、専門的・学術的意義（重要性、発展性等）、目的の妥当性等の観   

点から、「効率性」については、計画・実施体制の妥当性等の観点から、また「有効性」については、目標   
の達成度、新しい知の創出への貢献、社会■経済への貢献、人材の養成等の観点から評価を行うことが重要   
である。   
3．評価結果  

評価結果は、当該研究開発施策の見直しに反映させるとともに、各所菅課において、研究事業等の見直し   
等への活用を図る。   

＜参考3＞   

「厚生労働省における政策評価に関する基本計画」   
（平成14年4月1日 厚生労働省大臣決定、平成18年4月1日改正）  

1基本的な考え方   

（略）  

また、評価にあたっては、「園の研究開発評価に関する大桐的指針」（平成17年3月29日内閣総理大臣決   

定。以下「大桐的指針」という。）、（中略）を踏まえて実施するものとする。  
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4政策評価の観点に関する事項  

（1）「必要性」の観点  

（2）「効率性jの観点  

（3）「有効性」の観点  

（略）  

6事前評価の実施に関する事項  

（1）事前評価の対象とする政策   

イ 法第九彙に規定する政策  
（イ）個々の研究会は通（人文科学のみに係るものを除く。（口）において同じ。）であって10億円以上の  

＃用を要することが見込まれるものの実施を目的とする  

政策  
（（口）－（ホ）まで略）   

ロ イの政策以外の政策のうち、厚生労働省として事前評価を実施する政策  
（（イ）、（ロ）略）  

（ハ）大綱的指針に基づき手前評価の対象とすることとされた研究開発  

基本目標11国民生活の向上に関わる科学技術の振興を図ること  

施策目標2研究を支援する体制を整備すること  

I厚生労働科学研究♯補助金の適正かつ効果的な配分を確保すること  

＜参考4＞  

「科学技術基本計画」（平成18年3月28日 間棲決定）   

第1章基本理念   

3．科学技術政儀の理念と政策目標   

（1）第3期基本‡十囲の理念と政策目標   

寧食l人類の英知を生む   

一知の創造と活用により世界に貢献できる国の実現に向けて－   

◆目標1飛躍知の発見・発明一乗乗を切り拓く多様な知駐の蓄積・創造   

（1）新しい原理・現象の発見・解明   

（2）非違鏡な技術革新の源泉となる知緻の創造   

◆目標2科学技術の限界突破一人類の事への挑戦と実現   

（3）世界最高水準のプロジェクトによる科学技術の牽引   

t彙2国力の源泉を創る   

～国際競争力があり持続的発展ができる園の実現に向けて～   

◆目標3環境と経済の両立一環境と経済を両立し持続可能な発展を実現   

（4）地球温暖化・エネルギー問題の克服   

（5）環境と調和する循環型社会の実現   

◆目標4イノベーター日本一革新を続ける強靭な経済■産業を実現   

（6）世界を魅了するユビキタスネット社会の実現   

（7）ものづくりナンバーワン国家の実現   

（8）科学技術により世界を勝ち抜く産業競争力の強化   

t念3健康と安全を守る   

一安心・安全で賞の高い生活のできる国の実現に向けて～   

◆目標5生涯はつらつ生活一子供から高齢者まで健康な日本を実現   

（9）国民を悩ます病の克服   

（10）稚もが元気に暮らせる社会の実現   

◆目標6安全が誇りとなる周一世界一安全な匡巨日本を実現   

（11）国土と社会の安全確保   

（12）暮らしの安全確保  
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3．厚生労働科学研究費補助金   
厚生労働科学研究費補助金による研究事業は、平成20年鹿においては4つの研究分野に属する  

以下の研究事業に分かれて実施される予定である。   

表1．研究事業について  

研究分野   研究事業   

Ⅰ．行政施策   （1）行政政策研究事業  

（2）厚生労働科学特別研究事業   

Ⅱ．厚生科学基盤  （3）先端的基盤開発研究事集  

＜先端医療の実現＞  く4）臨床応用基盤研究事業   

Ⅲ．疾病・陣幸対策  （5）陣春闘連研究事業／長寿科学総合研究事業  

＜健康安心の推進＞  （6）子ども家庭総合研究事業  

（7）第3次対がん総合戦略研究事業  

（8）循環器疾患等生活習慣病対策総合研究事業／免疫アレルギー疾  

患予防・治療研究事業／難治性疾患研究事業  

（9）エイズ・肝炎・新興再興感染症研究事業  

（10）こころの健康科学研究事業   

＜健康安全の確保＞   Ⅳ．健康安全確保総合   （11）地域医療基盤開発推進研究事業   （12）労働安全衛生稔合研究草葉   （13）食品医薬品等リスク分析研究事 業  

（14）健康安全・危機管理対策総合研究事業   

＜Ⅰ．行政政策研究分野＞  

行政政策研究は、「行政政策研究事業」と「厚生労働科学特別研究事業」の2つから構成され  

ている。   

行政政策研究事業は、政策科学推進総合研究（政策科学推進研究及び統計情報総合研究）、  

社会保障国際協力推進研究（国際医学協力研究を含む）からなる。   

（1）行政政策研究  

分野名   行政政策研究分野   

事業名   行政政策研究事業  

・政策科学推進総合研究  

■社会保障国際協力推進研究   
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主管部局（課圭）   政策統括官付政策評価官圭  

大臣官房統計情報部人口動態t保健統計課保健統計量  

大臣官房国際課  

※ 国際医学協力研究事業については、日米医学協力計画専門部会  

関係誅室と連携して運営。  

（大臣官房国際課、健康局総務課生活習慣病対策室、疾病対策課、  

結核感染症課、医薬食品局食品安全部企画情報課検疫所業務管理室）   

運営体制   省内の社会保障関連部局と調整しつつ、事業を運営   

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棟（大目模、中目標）  

理念   健康と安全を守る   

大目横   生涯はつらつ生活  

安全が誇りとなる国   

中目標   誰もが元気に暮らせる社会の実現  

暮らしの安全確保   

1．■♯の概事  

（1）第3期科学技術基本計画・分野別推進戦略との関係  

重要な研究隕発課超   ライフサイエンスが及ぼす社会的影響や、社会福祉への活用に関す  

る研究開発  

感染症の予防・診断・治療の研究開発   

研究開発目横   02010年までに、労働力等限られた資源の、社会保障への効率的活  

用等に資する政策研究を推進し、人口減少に対応するための社会  

的基盤整備の確立のための新たな知見を得る。  

02015年頃までに、人口減少に対応するための社会的基盤整備を確  

立するための技術を確立する。  

02010年までに、医療のけ化に対応した効率的で質の高い統計調査  

の手法を確立する。  

02010年までに国連ミレニアム開発目標（MDGs）で示された目模  
の達成にいたる方法論について新たな知見を得て、とりまとめ  

る。  

02015年頃までに、国民の健康を脅かす新興・再興感染症について、  

国民に対する適切な医療の確保への道筋をつけるべく、予防一診  

断方法の確立や治療法の開発を実現する。   

成果目標   ◆2015年頃までに、少子・高齢・人口減少社会において持続可能な  

社会保障制度の構築に確実な貢献を行う。  

◆2010年頃までに、統計データに基づく福祉政策決定をさらに確実  

なものとし、国民の生活の質の向上を実現する。  

◆2015年頃までにWHO等の国際機関に対する主要分担金負担国た  

る我が国の国際社会への貢献を確固たるものにし、健康政策につ  

いて国際的な影響力を確保する。  

◆2015年頃までに、エイズ・肝炎や鳥インフルエンザ、SARSなど  

の新興・再興感染症に対する国民に適切な医療を提供する。   

（2）イノベーション25との関係（該当部分）：なし   



（3）新健康フロンティア戦略との関係（該当部分）：なし  

く4）事集の内容（新規■一部新規  

○本研究事業は、人文・社会科学系を中心とした人口・少子化問題、社会保障全般に関する   

研究等に積極的に取り組み、社会保障を中心とした厚生労働行政施策の企画立案及び推進   

に資することを目的とし、①持続可能な社会保障制度の構築に関する研究、②社会保障制   

度についての評価・分析に関する研究、③研究の基盤となる厚生労働統計情報のあり方や   

活用方法、について調査研究を行うもの。  
ん一般公募型  

①少子高齢化と社会保障に関する研究  

②世帯・個人の経済・生活状況と社会保障に関する研究  

③社会保障分野における厚生労働行政施策の効率的な推進等に関する調査研究  

④厚生労働統計調査の調査手法及び精度の向上に関する研究  

⑤厚生労働統計データの高度処理システムの開発に関する研究  

⑥厚生労働統計データの高度分析に関する研究  

⑦厚生労働統計データの情報発信等に関する研究  

⑧その他の厚生労働統計調査の高度な利用又は効率的かつ効果的な企画・立案及び実施方策   

に関する研究であって、重要性■緊急性が特に高いもの  

⑨国際保健戦略立案におけるナレッジマネジメント方策に関する研究  

⑩国際会議における効果的インターベンションのあり方に関する研究  

B．指定型  

①包括払い方式が医療経済及び医療捷供体制に及ぼす影響に関する研究  

②国際保健分野における人材育成の在り方に関する研究  

C，若手育成型  

（D一般公募型のうち若手育成に資する研究   

○国際医学協力研究では、昭和40年の佐藤総理大臣と米国ジョンソン大統領の共同声明に   

基づき、アジア地域にまん延している疾病に関し、日米両国が共同で研究を行うこととし   

て、閣議了解により発足した日米医学協力計画を推進するもの。現在、結核、コレラ、エ   

イズ、ウイルス性疾患、寄生虫疾患、栄養一代謝等の10の専門部会を設置し、それぞれ   
の専門部会において取り組むべき課題について日米共同でガイドラインを策定し、これに   

基づき両国において研究を行っている。  

（5）平成20年鹿における主たる変更点  

○行政施策上の必要性が高い研究については指定型研究として推進するとともに、公募型研   
究については、公募要項において、政策的に必要な研究概要を詳細に示した上で、政策的   

意囲も踏まえた第三者による事前評価を行い、政策との帝離が生じないように運営してい   

る。   

さらに、公募の際には、若手育成型研究枠を設定し、社会保障や統計に係る若手研究者の  

育成に積極的に取り組む。  

○国際医学協力研究では、引き続きアジア地域にまん延している疾病について取り組む。  
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（8）他府省及び厚生労働省内での関連事業との役割分担   

当研究事業は、医療・福祉■年金・人口問題等の社会保障全般や統計情報に関し、複数部  

局にまたがる人文・社会学系を中心とした研究事業を主に推進している。また、国際医学協  

力研究については、日米医学協力計画専門部会関係許圭と連携して運営している。  

（7）予算楓（単位：百万円）  

＜政策科学総合＞  

H16   H17   H18   H柑   H20（概算要求）   

798   686   647   470   未定   

＜社会保障国際協力推進＞  

H16   H17   H18   H柑   H20（概算要求）   

216   206   柑4   189   未定   

（8）18年度に終了した本研究事業で得られた成果  

○人口減少の局面に入るに当たり、それに見合った制度設計を行う必要があり、厚生労働省   

では、年金（平成16年改正）、介護く平成17年改正）、医療（平成18年改正）の各分野に   

おいて大幡な制度改革を行った。そういった背景を踏まえ、制度設計、政策立案に資する   

観点から、人口■少子化問題、社会保障全般に関して実証的研究を実施し、それらを踏ま   

えた施策の企画立案及び効率的な推進、社会保障制度についての評価■分析に関する研究   

を主に行ってきた。以下に、研究成果の一部を掲載する。  

一医師のキャリアパスに関する研究は、医師不足が議論されている中、それを踏まえた動   

態把握、及び理論と実証に基づいた医療の供給体制について調査を行い、その結果が、春   

雄会等の資料として活用された。  

・平成15年4月から導入されている診断群分類による包括評価（DPC）制度に関する研究は   

平成16年4月からはDPC対象病院の拡大の基礎資料として、診療報酬改定に反映した。  

・男性の育児休業取得に関する研究は、その阻害要因を分析し、・男性の育児休業取得促進率  
10％という政府の政策目横達成のための具体的な政策立案に貢献した。  

・保育士養成の研究は、今後の国の検討課頒である専門性を持った保育士の在り方の検討に   
生かされるものである。また、保育指針の研究は、現行の保育指針が抱える問題の指摘と   

今後の保育の方向性を示すものであり、その成果は、現在行われている「保育所保育指針」   

改定に関する検討会に反映された。  

・国民生活の把握の一環として、こころの健康に関する効率的で効果的なスクリーニング手   

法を検証し、総務省統計寺請会での審議資料として活用され、最終的に指定統計である国   

民生活基礎調査に採用された。  

・WHO．皿柑EF，WB．USA仙DF川等の国際援助機関の評価システムを検討した結果、評価のロ   

ジカルフレームワークや指標に関してはコンセンサスが得られているものの、評価システ   

ムの運営は各機関とも不十分であることが明らかとなった。この結果を受け、諸機関の評   

価システムの利点を集約した日本独自の評価システム構築の必要性が提言された。   

○国際医学協力研究については、アジア地域にまん延している感染症の予防及び治療に向け   

たワクチンや治療薬等の開発の基礎となる分子レベルの探索等の研究及び疫学調査、アジ   

アにおける生活習慣病に関する疫学調査等が実施された。これまでに実施された疫学調査   
において、サーベイランスシステムが不十分な国の感染源が判明するなど、これら研究成  
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果は、今後の予防・治療方法の開発につながるものであり、我が国のみならずアジア地域  

の人々の健康維持・増進に寄与することが期待される。  

2．評価結果  

（1）研究事業の必要性  

○中・長期的な観点から社会保障に関する制度改革の必要性を見据え、行政ニーズを重視し   
た研究を実施する一方で、効果的な少子化対策の方策や人口減少社会における社会保障制   

度設計等の新たな施策展開や、施策の制度設計や評価の元となる統計冊矧こついて、基礎   

的情報を得る研究を実施できる研究手業は、他にない。また、社会保障関連施策は、他の   

政策分野に比べ国民の期待が従来から高く、その企画・立案に直轄する当該研究事業の推   

進は不可欠であり、国民のニーズに合致している。本研究事業は、国民の安心と生活の安   

定を支える持続可能な社会保障制度の構築に資する研究成果が期待でき、必要なものであ   

る。  

○日米医学協力計画発足以来約40年間、我が国と米国が共同でアジア地域の疾病の研究を   
行うことにより、我が国を含むアジア地域の保健医療の向上に貢献するとともに、米国と   

共同研究を行うことにより我が国のみならずアジア地域の研究者の育成にも寄与してき   
た。我が国は今後ともアジア地域を中心とした医学の進展に弄献していく必要があり、当   

該事業は我が国の国際協力・貢献の一つとして機能するものである。  

（2）研究草葉の効率性（費用対効果にも言及すること）  

○本研究事業の公募課眉は、省内関係部局と調整の下、施策の推進に真に必要で緊急性の高   

いものがこれまで取り上げられている。特に、公募課題決定、研究採択審査、研究実施の   

各段階において省内関係部局から意見を聴取する等、積極的な連携により、施策との関連   

の高い課題を優先的に実施している。適切な事前評価・中間評価により、効率よく、優れ   

た研究が採択されている。さらに、毎年度、研究成果をとりまとめた報告書を作成すると   

ともに、事後評価を行うことにより、効率的な研究事業が行われている。  

○国際医学協力研究については、取り組むべき問題が多岐にわたる中で、緊急性や重要性に   

鑑み集中的に取り組む課題を抽出し、5カ年ごとに計画を作成するとともに日米両国の日   

米医学季長が研究の実施状況等について評価・助言を行っており、効率的な実施が図られ   

ている。なお、本研究事業において異なる分野の9課題を採択しており、費用対効果は高   

い⊂．  

（3）研究事業の有効性  

○公募課題決定、研究採択審査、研究実施の各段階において省内関係部局から意見を聴取す   
る等、積極的な連携により、施策との関連の高い課題を優先的に実施している。また、平   

成柑年度から若手育成型研究を導入したことは、長期的な視点で当該分野の若手人材を育   

成するという観点から評価できる。  

○国際医学協力研究については、疾病の予防及び治療につながるワクチンの開発や、サーベ   
イランスシステムが不十分な国において、これまで不明であった感染源の分布が疫学調査   

の結果判明するなど、アジア地域の保健衛生の向上に貢献してきた。また、アジア地域の   

研究者と共同研究を行うことにより現地の状況を反映した研究及び研究者の育成が図られ   

る⊂，  
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（4）研究事業の計画性  

○本研究書兼の研究課題は、短期の問題解決型と、長期的な施策立案を図る上での基礎資料   

を蓄積するものに二分でき、前者については包括支払い方式の導入が医療経済や医療提供   

体制に及ぼす影響に関する研究や医療情報の電子化への統計調査の対応に関する研究等喫   

緊の間頒に対応する課題を選定し、後者については保育の在り方に関する研究や死因・傷   

病分類について国際比較及び精度の向上に関する研究等研究成果が活用される時期を見込   

んだ長期的視野による課題設定を行っている。具体的には、毎年度全休の研究計画を盛り   

込んだ計画書を作成し、計画的に研究を実施している。  
○国際医学協力研究事業については、日米医学協力季長会において各専門部会が取り組むべ   

き課題及び期待される成果について5年ごとの計画を定め、日米両国の専門部会がこの計   

画に従って部会ごと研究計画を策定し、計画的に研究を実施している。  

（5）分野別推進戦略の研究開発目標、成果目棟の達成状況（柑年度からの継続課億について）  

○政策科学推進総合研究においては、「少子化社会対策大綱」（平成16年6月4日間議決定）   

を受けて策定された、「少子化社会対策大綱に基づく重点施策の具体的実施計画について」   

（子ども■子育て応援プラン）において、若者の自立、仕手と家庭の両立支援、家庭の役割、   

子育ての新たな支え合い等に関する具体的施策内容と目的が掲げられており、これは分野別   

推進戦略く第3期科学技術基本計画）における「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。また、2010年までに、医療のt子化に対応した効率的で質の高い統   

計調査の手法を確立するため、医療情報のt手化の進捗を注視しつつ、統計調査の方法、分   

析手法、什報発信に？いて研究を行っている。当該研究書兼は、計画性を持って実施されて   

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こととする。  

○社会保障国際協力研究においては、途上国において医療安全対策に関する社会の認知度と医   

療者の理解度が低い傾向にあることを鑑み、医療過誤の状況調査等を通して、医療の質と安   

全の確保に関する啓発が進みつつある。また、社会的健康決定因子（SDH）に対する政策的取   

り組み研究では、冊tOの「社会的健康決定因子に関する委員会」とのネットワーク構築、東   

アジア諸国の関連研究者との連携を通じて、東アジア型のSDHモデルを構築していく予定で   

ある。  

○国際医学協力研究においては、新興・再興感染症の予防t治療法の開発につながることが期   

待される基礎研究を中心とした成果を着実に上げている。  

（6）その他   

平成柑年5月26日にまとめられた「社会保障の在り方に関する懇談会」報告書では、急  

速に進む少子高齢化の中で社会保障制度を持続可能なものとするためには、予防や自立支援  

を推進し、健康寿命や労働寿命を延ばして社会保障に対する需要を抑制していくことが不可  

欠と強調されている。また、給付と負担のあり方を不断に見直すこととされ、社会保障制度  

にとどまらず関係諸施策を含めて一体的な検討が必要と指摘されており、懇談会の報告書を  

踏まえた研究を引き続き行う必要がある。   

また、平成柑年5月23日に公布された改正統計法では、基本計画策定等による公的統計  

の体系的整備と統計データの二次利用促進が推進されることとなっており、統計調査のあり  

方については、引き続き研究が必要である。   

さらに、平成19年6月に策定された「経済財政改革の基本方針2007」において、成長力底  
上げ戦略、少子化対策、再チャレンジ支援、質の高い社会保障サービスの構築などが盛り込  

まれており、政府の進める政策と連携した研究を推進することにより、効果的・効率的な施  
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ることが求められている。  

3．総合評価  

○政策科学推進総合研究及び社会保障国際協力研究においては、多くの研究が喫緊の行政ニ   

ーズを反映しており、それらの成果が、少子化、医療、年金、介護、社会福祉等、各局横   

断的に、国内外の社会保障全般に係る厚生労働行政に活用されている。また、中長期的観   

点に立った社会保障施策の検討を行う上で必要な基礎的な理論、データを蓄積する研究を   

行っている。今後とも、厚生労働行政の企画立案、効果的運営のため、本革集の一層の充   

実が必要である。  

○国際医学協力研究においては、我が国の国際責献として果たす役割も大きく、行政的意義   

は高い。また、米国及びアジア地域の研究者と連携し研究活動がなされていることは我が   

国にとっても有効かつ有益である、これまでの美穂を踏まえ、より実用的な成果が得られ   

るよう引き続き推進する必要がある。  

4 ●考（概手回）  

政策科学総合研究寧農  

政 兼 科 学 推 進 研 究 に つ い て  

◆r社会眠り方に■する鴨■董U  
・・・聞や由立支槻、  

■付とt迫の在り方の井■し 専  
◆「餅肘政敵事の暮柑■200TJ  

・・・戚■力■上け職、少子化刃傷、  

◆人口汁少の■■への突入  
・・・205時には9515万人まで■少  

◆社会提■に■する剛よ改正の検圧  
‥・年■（平虞1嘩）  

介■（平■1丁年）  
■（平戚1峰）  

■少子ホ靡化の義行・人口■少社会の桝に対ヰできる「安心なJ社会層■軸よの確立  

r社食細分野におけ  
る■生野巾行政旛鵜の桝  
的な椎遼寧に闊する研究」  

r世帯・せ人の紡・生活状  
況と社会傑揮に欄する研嘱」   

■社会保障制度における低所得者の取扱   
に関する研究  

・椙差と社会保戯の在り方に関する研究  
・社会儲脚と無産に間する研究  

等  

r少子轟l肘ヒと社会保障に剛  
する研究」   

・人口構造の変化と社会保障の相互間   
係に褐する研究  
・児童の健全育成に関する研究  
・地域における孤立に関する研究  

等  

年金制展の広報に関する研究  
医療構造改革に関する制度等入前  
後のレビコ一に関する研究  
介護亡連携した在宅医療の推進に  
聞する研究  

等  

⊥＿＿＿＿＿」－  

◆社会傑■分野は嶋広＜、部刷新他に、社会科攣系を中心とする研究霹tを股走．  
◆市棚の企℡立t及び劾寧的な賽旛に責する研究を推進。  
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社会保膚周霹協力推進研威  
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日米臣事協力肘甘  

本協力計画は、γジア地域にまん致している瑚に関して、いまだ乗知の分凱よ多々あり、研究の余増  
が残さ九ていることにかんがみ、これらの瑚に関するす覚書、日米雨領共闘して行うことを目的とする  

日米医学協力委員会  

日米医学協力書門部会  

・アジア†こおけもHtV  ＝レラ・敵性腸管感    緒棟りヽンセン鏑    ウイルス性洪■  エイズ触l  l肝抽象    畿症挿さ         中食        節食  要欝畿蒜廿脚助    ■●  ・打抜♯の帥及び・ウイルス性舶に封    するワクチン聞など   感染の分子痙攣的書 丈 ・HⅣ■蒙著の濃斤匪 止法、治療法の■I彙 など  ・B、E璧肝炎ウイルスの 痙攣 －B、∈璽肝♯ウイルスの 診断、予防、細注な ど  
．偶のと l免疫勧椚l （文補筆宙lこより礪 東義■飼） ・ワクチン免痩の鼓舞 ■拝に筆算されるコン ディションの研究な ど    菅  聯ゲノミクス・彙ガン  究  書生虫ホ丘節会   急性岬色鵬染丘   葦毛・代綿¶虚  薫蒜蒜㌢川芸訓批爛 禦駕㌣コ＝茹・軋暮榊及淵 ・ワクチンなどの治一叢憲汚＝抑棚摘 法の膠彙などど  勺ン；： ・ま学的調査にょる顆 中彙がん要因の把覆 ・彙がん要因の遺帥胃 景の糀覇など  

分野名   行政政策研究分野   

事業名   厚生労働科学特別研究事業   

主管部局（課重）   大臣官房厚生科学課   

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、中目標）  

理念   健康と安全を守る   

大目標   安全な誇りとなる日本   

中目標   暮らしの安全確保   

1．事♯の概羊  

（1）第3期科学技術基本計画一分野別推進戦略との関係  

重要な研究開発課題  重要な研究開発課題等のうち、厚生労働省が所管する研究事業に関  

係するもの全て。  

（2）イノベーション25との関連：なし   

（3）新健康フロンティア戦略との関連：なし  

（4）事業の内容（新規・一部新規  

的要請の強い諸課題に関する必須もしくは先駆的な研究を支援して、当該課題を解決  
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